
自
然
的
人
間
か
ら
人
工
的
国
家
へ

　
ー
ー
ホ
ッ
ゾ
ス
の
政
治
思
想
一

加

茂

直

樹
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ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ス
は
、
そ
の
祖
国
イ
ギ
リ
ス
が
政
治
的
・
社
会
的
激
動
を
体
験
し
た
時
代
を
生
き
抜
い
た
思
想
家
で
あ
っ
た
。
彼
が

歴
史
の
研
究
と
自
ら
の
体
験
・
観
察
に
基
づ
い
て
形
成
し
た
人
閾
観
と
国
家
観
は
、
臼
然
法
学
の
影
響
と
新
し
い
自
然
科
学
か
ら
の
方
法

的
刺
激
を
通
じ
て
、
欝
然
的
人
間
か
ら
人
工
的
国
家
を
論
理
的
に
購
成
す
る
と
い
う
顧
期
的
試
み
に
発
展
し
て
い
っ
た
。
中
世
的
な
階
層

秩
序
と
権
威
か
ら
解
放
さ
れ
た
自
由
平
等
な
備
人
は
、
自
己
保
存
の
欲
求
を
実
現
す
る
た
め
に
、
国
家
の
設
立
と
存
続
を
必
然
的
に
意
志

す
る
。
国
家
設
立
の
必
然
性
を
各
個
人
の
理
性
的
判
断
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
政
治
思
想
の
核
心
は
見
出
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
ホ
ッ
ブ
ス
は
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
意
志
的
行
為
を
自
己
保
存
の
原
理
に
基
づ
い
て
説
明
し
た
。
郊
ち
、
人
間
は
、
そ
の
認
識
の
能
力
ま

た
は
段
階
に
応
じ
て
、
自
ら
の
生
命
・
身
体
の
維
持
と
増
進
に
も
っ
と
も
資
す
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
ら
を
必
然
的
に
意
志
し
、
そ
の
意

志
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
。
国
家
設
立
と
い
う
政
治
的
行
為
も
、
意
志
的
行
為
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
自
己
保
存
の
原
理
か
ら
の
必
然

的
帰
結
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ス
に
よ
れ
ば
、
認
識
の
あ
る
段
階
i
自
然
法
認
識
の
段
階
一
に
達
し
た
人
間
は
、
自

己
保
存
を
保
障
す
る
最
も
有
効
な
機
構
と
し
て
の
国
家
の
設
立
と
維
持
を
意
志
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
の
い
う
よ
う
に
自
然
法
の
研
究
が

　
　
　
　
薗
然
的
人
間
か
ら
人
工
離
国
家
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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第
四
薫
九
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号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

道
徳
哲
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
道
徳
哲
学
は
人
問
の
認
識
一
行
動
過
程
の
研
究
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
政
治
学
は
こ
の

研
究
か
ら
道
徳
哲
学
を
媒
介
に
し
て
演
繹
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ホ
ッ
ブ
ス
は
自
然
的
人
間
の
本
性
に
つ
い
て
の
独
特
の

考
察
か
ら
出
発
し
、
自
然
権
、
自
然
法
、
契
約
な
ど
の
概
念
を
介
し
て
、
人
工
的
国
家
の
必
然
性
を
論
証
す
る
。
私
は
、
彼
の
演
繹
そ
の

も
の
を
た
ど
る
こ
と
を
通
じ
て
、
り
ヴ
ア
ィ
ア
サ
ン
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
、
且
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
道
徳
・
政
治
思
想
の
根
底
に
あ
る
も
の

を
見
究
め
た
い
と
思
う
。

　
本
論
に
入
る
前
に
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
哲
学
体
系
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
彼
の
主
要
な
関
心
事
は
生
涯
を
通
じ
て
人
間
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

社
会
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
だ
が
彼
は
、
四
十
才
を
過
ぎ
て
初
め
て
読
ん
だ
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
幾
何
学
に
霊
感
を
受
け
て
、
ガ
リ
レ
オ
の

新
し
い
物
理
学
の
方
法
を
学
び
、
こ
の
方
法
に
基
づ
い
て
蓋
然
、
人
間
、
国
家
を
三
つ
の
主
要
対
象
と
す
る
学
問
の
統
一
的
体
系
を
建
設

し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
讃
画
に
よ
れ
ば
、
哲
学
者
は
、
万
物
の
普
遍
的
最
高
原
因
た
る
運
動
か
ら
出
発
し
て
、
幾
何
学
、
自
然
学
、
人
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

学
、
更
に
国
家
学
へ
と
順
次
に
研
究
を
進
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
幾
何
学
と
自
然
学
は
、
内
容
的
に
も
方
法
的
に
も
、
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

学
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
の
著
作
年
代
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
ホ
ッ
ブ
ス
は
こ
の
計
画
を
実
行

せ
ず
、
人
聞
と
国
家
の
問
題
に
先
ず
取
組
ん
だ
。
彼
の
弁
解
に
よ
れ
ば
、
自
然
哲
学
を
学
ぶ
も
の
は
幾
何
学
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
政
治
哲
学
者
に
は
そ
れ
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
。
政
治
哲
学
は
人
間
の
心
の
働
き
に
つ
い
て
の
知
識
に
基
づ
い
て
い
る
が
、

こ
の
知
識
は
、
哲
学
の
第
一
原
理
か
ら
演
繹
的
・
綜
合
的
に
導
出
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
経
験
的
に
自
己
二
身
の
心
の
働
き
を
吟
味
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
内
省
的
・
分
析
的
方
法
に
よ
っ
て
も
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
一
方
で
は
、
政
治
学
を
自
然
学
か
ら

切
離
し
て
考
察
で
き
る
こ
と
が
、
他
方
で
は
、
政
治
学
を
経
験
的
・
内
省
的
心
理
学
に
基
づ
い
て
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
霞
然
科
学
的
研
究
が
彼
の
入
間
学
と
国
家
学
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
全
く
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

そ
れ
は
む
し
ろ
両
者
を
個
々
に
十
分
検
討
し
た
後
で
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
採
ら
れ
る
べ
き
道
は
人
聞
学
か
ら
園
家
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

へ
の
道
以
外
に
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。



（
1
）
　
い
駿
留
。
ω
8
℃
｝
お
ジ
缶
。
げ
げ
。
ω
”
の
7
Φ
⇒
Φ
鶏
跨
づ
瓢
諺
3
0
巴
①
象
鉱
。
♪
℃
℃
．
嵩
～
c
Q
．

（
2
）
匹
。
巳
。
簿
の
。
h
℃
護
8
◎
℃
ξ
ち
『
9
㈱
9
ω
8
菩
Φ
p
◎
℃
．
興
も
』
メ

（
3
）
　
人
間
と
国
家
に
蘭
す
る
彼
の
考
察
が
、
　
一
六
四
〇
年
8
び
①
閃
冨
ヨ
Φ
篤
ω
o
h
目
螢
≦
2
舞
¢
H
鉱
p
。
雛
臨
℃
o
節
8
、
　
一
六
四
二
年
U
Φ
O
ぞ
①
、
　
一
六
五

　
　
一
年
ピ
Φ
鼠
葺
｝
養
鎧
と
、
比
較
的
早
期
に
発
表
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
自
然
学
を
対
象
と
す
る
U
Φ
O
o
壱
。
屋
は
一
六
五
五
年
に
初
め
て
瞬
版

　
　
き
れ
て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
著
作
の
内
容
と
年
代
に
つ
い
て
は
、
匂
。
げ
鐸
ピ
鉱
同
斜
麟
。
ぴ
ぴ
窃
”
℃
唱
．
G
。
ド
～
心
当
○
を
参
照
。

（
4
）
　
鰻
①
ヨ
窪
冨
o
h
℃
霊
び
。
。
ε
げ
蜜
》
9
．
9
伽
㈱
①
～
タ

（
5
）
ホ
ッ
ブ
ス
の
人
聞
学
と
蟹
家
学
研
究
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
ピ
。
乱
舞
塗
上
の
℃
節
属
目
と
勺
麟
葺
H
酬
U
①
○
ぞ
Φ
及
び
↓
7
Φ
巾
づ
δ
霞
Φ
簿
ω
o
｛

　
　
い
餌
≦
広
陵
戸
隠
巴
p
。
昌
焦
℃
9
㌶
o
の
一
部
を
用
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
著
轡
梱
互
間
の
内
容
的
異
同
に
つ
い
て
は
こ
の
論
文
で
は
特
に
問
題
に
し
な
か

　
　
つ
た
。
な
お
、
ピ
①
＜
冨
汗
露
か
ら
の
引
用
そ
の
他
は
8
げ
。
国
郎
σ
q
騎
び
ぜ
く
。
井
。
。
o
｛
↓
ゲ
。
土
器
団
。
ぴ
ぴ
Φ
即
Φ
（
学
び
《
窯
。
｝
霧
≦
o
露
貫
く
○
ピ
ら
。
の
べ

　
　
ー
ジ
づ
け
で
示
し
、
○
①
（
）
ぞ
①
か
ら
の
も
の
は
同
全
集
く
○
轡
鱒
の
ペ
ー
ジ
づ
け
で
承
す
こ
と
に
す
る
。

一
　
自
然
的
人
問

　
　
　
人
間
は
外
界
の
物
体
か
ら
の
刺
激
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
、
且
、
そ
れ
に
尉
し
て
ど
の
よ
う
に
働
き
か
け
る
か
。
こ
の
こ
と
が
先
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
第
一
に
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
ホ
ッ
ブ
ス
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
表
象
（
簿
。
信
σ
q
プ
δ
）
の
根
源
は
感
覚
（
ω
窪
。
。
Φ
）
で
あ
る
。
外
界
の
物
体
が
我
々
の
感
覚
器
官
に
対
し

　
　
て
加
え
る
圧
迫
が
脳
髄
に
達
し
、
こ
の
運
動
に
対
し
て
中
枢
か
ら
働
く
抵
抗
が
心
像
（
賊
⇔
o
《
し
露
鋤
σ
q
①
）
を
生
み
出
す
こ
と
に
よ
り
感
覚

　
　
は
成
立
す
る
。
こ
う
し
て
作
ら
れ
た
心
像
は
感
覚
対
象
が
消
滅
し
た
後
も
記
億
（
］
β
①
ヨ
O
目
《
）
と
し
て
留
ま
る
。
記
憶
は
い
わ
ば
衰
え
行

　
　
く
感
覚
（
儀
Φ
o
曙
ぎ
鵬
ω
①
葛
①
）
で
あ
り
、
多
く
の
記
億
が
結
合
さ
れ
て
経
験
を
形
成
す
る
。
記
憶
に
よ
っ
て
思
考
の
継
起
（
。
o
罫
器
ρ
¢
Φ
ゆ
o
o

　
　
o
｛
終
。
自
σ
q
馨
ω
）
が
可
能
と
な
り
、
そ
の
継
起
の
系
列
が
目
的
と
手
段
、
原
因
と
結
果
の
関
係
で
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
時
、
そ
れ
は
理

　
　
性
的
思
考
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
の
系
列
の
保
持
を
よ
り
確
実
に
し
、
更
に
、
こ
れ
の
伝
達
を
可
能
に
す
る
の
が
書
契
で
あ
る
。
学

　
　
問
が
成
立
す
る
の
も
言
語
の
使
用
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

螂　
　
　
　
　
　
自
然
的
入
問
か
ら
人
エ
的
国
家
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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五
〇

　
次
に
、
心
の
能
動
的
作
用
を
考
察
し
よ
う
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
動
物
の
運
動
を
随
意
的
な
も
の
と
不
随
意
的
な
も
の
に
分
け
る
。
後
者
は
生

命
運
動
（
〈
一
件
9
δ
一
　
ヨ
O
帥
陣
◎
昌
）
と
呼
ば
れ
、
先
行
す
る
表
象
を
必
要
と
し
な
い
。
こ
れ
に
は
血
液
の
循
環
、
呼
吸
、
消
化
、
排
泄
な
ど
の
作

用
が
属
す
る
。
前
嚢
は
意
志
的
運
動
（
く
。
露
量
鍵
《
白
○
識
。
誹
）
と
呼
ば
れ
、
先
行
す
る
表
象
に
従
っ
て
行
い
、
話
し
、
四
肢
を
動
か
す
こ

と
を
い
う
。
心
の
能
動
的
作
用
と
は
意
志
的
運
動
を
行
う
能
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
心
の
受
動
的
作
用
と
能
動
的
作
用
の
接
点
、
い
い
か
え
れ
ば
認
識
と
行
動
の
接
点
は
ど
こ
に
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ホ
ッ

ブ
ス
は
、
外
物
か
ら
の
刺
激
は
感
覚
器
官
を
通
し
て
脳
髄
に
至
り
感
覚
さ
れ
た
後
、
更
に
進
ん
で
心
臓
に
達
す
る
と
い
う
。
心
臓
に
お
い

て
こ
の
刺
激
は
生
命
運
動
を
増
進
す
る
か
妨
げ
る
か
す
る
。
生
命
運
動
を
増
進
す
る
と
き
快
（
℃
歪
ω
錘
①
）
が
生
じ
、
妨
げ
る
と
き
苦

（
℃
鶯
管
）
が
生
ず
る
。
意
志
的
運
動
に
先
行
す
る
表
象
は
運
動
の
内
的
端
緒
と
し
て
努
力
（
Φ
鼠
＄
〈
○
舞
）
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
れ
は
快
ま
た

は
苦
に
樹
す
る
反
応
と
し
て
起
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
努
力
は
、
快
を
も
た
ら
す
対
象
に
向
う
と
き
欲
望
（
肝
玉
群
①
）
、
欲
求
（
谷
℃
Φ
藻
①
）

と
呼
ば
れ
、
苦
を
も
た
ら
す
対
象
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
す
る
と
き
嫌
悪
（
画
く
の
聾
し
陰
同
O
昌
）
と
呼
ば
れ
る
。
我
々
は
欲
求
の
対
象
を
愛
し

（一

Z
〈
o
）
、
嫌
悪
の
対
象
を
憎
む
（
ゲ
象
①
）
。
獲
得
で
き
る
と
い
う
予
想
を
伴
な
っ
た
欲
求
は
希
望
（
ぎ
℃
Φ
）
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
を
伴
な
わ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
も
の
は
絶
望
（
山
霧
℃
鉱
目
）
と
呼
ば
れ
る
。
　
一
つ
の
対
象
に
関
し
て
心
に
欲
求
、
嫌
悪
、
希
望
、
絶
望
が
交
互
に
生
じ
て
来
る
場
合
、
こ

の
過
程
・
全
体
を
熟
慮
（
幽
①
鍔
ぴ
①
円
帥
識
○
⇒
）
と
い
う
。
熟
慮
は
結
局
そ
の
対
象
に
対
す
る
欲
求
ま
た
は
嫌
悪
に
終
る
が
、
こ
の
最
後
の
欲
求
ま

た
は
嫌
悪
が
意
志
（
≦
竃
）
で
あ
る
。
郡
ち
、
意
志
は
意
志
す
る
と
い
う
行
為
（
鋤
9
）
で
あ
っ
て
能
力
（
欲
。
巳
受
）
で
は
な
い
。
か
く
し

て
、
意
志
は
外
的
物
体
の
刺
激
に
始
ま
る
必
然
的
な
因
果
系
列
の
一
項
と
し
て
厳
密
に
決
定
さ
れ
て
お
り
、
意
志
の
自
由
は
認
め
ら
れ
な

い
。
意
志
は
熟
慮
の
最
後
の
項
と
し
て
外
的
行
為
に
直
接
つ
ら
な
り
、
意
志
さ
れ
た
こ
と
は
外
的
障
害
が
な
け
れ
ば
必
ず
行
為
さ
れ
る
。

外
的
障
害
が
な
い
と
こ
ろ
に
行
為
の
霞
由
が
成
立
す
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
的
自
由
は
強
欄
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
必
然
性
と
は
両
立
す

る
。
行
為
は
必
然
的
に
決
定
さ
れ
て
は
い
る
が
、
な
お
自
由
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
る
人
に
快
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
は
彼
の
生
命
運
動
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
に
と



　
　
っ
て
の
善
（
σ
q
o
o
餌
）
で
あ
り
、
従
っ
て
彼
の
欲
求
の
対
象
で
あ
る
。
彼
に
不
快
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
は
彼
に
と
っ
て
の
悪
（
①
〈
ε
で
あ

　
り
、
従
っ
て
嫌
悪
の
対
象
で
あ
る
。
こ
う
し
て
感
覚
論
と
行
動
論
の
接
点
に
お
い
て
善
悪
と
い
う
道
徳
的
価
値
の
定
立
が
行
わ
れ
た
こ
と
、

　
　
し
か
も
善
悪
を
判
別
す
る
標
識
と
し
て
快
不
快
の
区
別
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
超
越
的
・
規
範
的
善
を
認
め
る
こ
と
を
拒

　
記
し
た
ホ
ッ
ブ
ス
に
と
っ
て
、
客
観
的
善
が
そ
の
基
礎
を
こ
の
よ
う
な
主
観
的
善
以
外
に
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

　
　
あ
る
。

　
　
人
間
の
認
識
一
行
動
過
程
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
動
物
が
行
う
本
能
的
な
感
覚
…
反
応
の
過
程
と
本
質
的

　
　
に
異
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
獣
も
熟
慮
の
能
力
を
、
従
っ
て
ま
た
意
志
を
持
つ
と
考
え
た
。
彼
は
意
志
は
理
性
的
欲

　
　
求
（
舜
瓜
。
富
巴
巷
需
藻
①
）
で
あ
る
と
い
う
ス
コ
ラ
学
派
の
定
義
に
反
対
す
る
。
意
志
は
反
心
性
的
で
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

　
　
人
間
は
い
つ
ま
で
も
獣
と
問
じ
本
能
的
段
階
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ス
が
善
悪
の
標
識
と
み
な
す
快
不
快
は
現
前
す
る
感
覚

　
　
的
快
不
快
の
み
を
い
う
も
の
で
は
な
く
、
精
神
的
な
快
不
快
を
も
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
事
物
の
結
果
に
対
す
る
予
想
か
ら
生
じ
、
そ
の

　
　
事
物
が
現
在
感
覚
的
に
快
で
あ
る
か
否
か
に
は
関
わ
ら
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
熟
慮
の
過
程
に
は
、
過
去
の
快
苦
の
記
憶
や
未
来
へ
の

　
　
期
待
が
意
志
を
決
定
す
る
要
素
と
し
て
入
っ
て
く
る
場
合
が
あ
る
。
こ
う
し
て
熟
慮
は
理
性
的
段
階
に
進
む
。
人
閾
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
の

　
　
原
理
と
目
的
は
自
己
保
存
で
あ
る
が
、
自
己
保
存
は
瞬
間
的
に
で
は
な
く
持
続
的
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
無
意
味
で
あ
る
故
に
、
過
去
の
経

　
　
験
を
生
か
し
て
未
来
の
成
行
き
を
洞
察
す
る
理
性
の
働
き
が
不
可
欠
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
情
念
と
理
性
の
ど
ち
ら
に
よ
り
多
く
皮
配
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
相
違
は
あ
る
に
し
て
も
、
人
間
は
生
き
て
い
る
限
り
感
覚
し
、
欲

　
　
興
し
、
行
動
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
人
間
観
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
到
っ
て
安
ら
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
究
極
目
的

　
　
と
か
至
高
善
は
人
間
に
と
っ
て
存
在
し
な
い
。
人
聞
の
棄
福
は
次
々
に
欲
求
さ
れ
る
対
象
に
向
っ
て
妨
げ
ら
れ
ず
に
進
ん
で
行
く
過
程
そ

　
　
の
も
の
に
あ
る
。
「
だ
か
ら
、
私
は
第
一
に
、
全
人
類
の
一
般
的
性
向
（
簿
σ
q
窪
Φ
邑
貯
。
響
蝕
。
欝
）
と
し
て
、
次
か
ら
次
へ
と
力
を
求
め
、

47

@
死
に
お
い
て
の
み
止
む
永
久
不
断
の
欲
望
を
あ
げ
る
。
」
（
（
び
Φ
＜
§
訂
詳
唱
や
。
。
？
G
。
①
）
こ
の
カ
へ
の
飽
く
な
き
欲
望
は
、
各
人
が
男
持
っ

1　
　
　
　
　
　
虜
然
的
人
聞
か
ら
人
エ
的
国
家
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



148

　
　
　
　
哲
学
研
究
　
二
藍
蒼
九
十
六
暑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
こ

て
い
る
よ
く
生
き
る
た
め
の
力
と
手
段
を
維
持
す
る
に
は
よ
り
強
大
な
力
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
説
明
で
合
理
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
限

り
に
お
い
て
ホ
ッ
ブ
ス
の
人
間
観
は
性
悪
説
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
人
間
に
関
す
る
機
械
的
・
自
然
科
学
的
な
見
方
と
い
わ
れ
よ

う
。
し
か
し
、
彼
の
人
間
観
に
は
こ
れ
と
異
な
る
見
方
が
含
ま
れ
て
い
る
。
、
そ
れ
は
性
悪
説
的
内
容
を
持
ち
、
し
か
も
彼
の
政
治
論
に
対

し
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
十
七
、
八
世
紀
の
多
く
の
政
治
思
想
家
た
ち
と
同
じ
く
、
ホ
ッ
ブ
ス
も
政
治
論
の

重
要
な
構
成
要
素
と
し
て
自
然
状
態
の
概
念
を
用
い
た
。
こ
の
概
念
を
手
が
か
り
に
し
て
彼
の
人
間
観
を
更
に
解
卜
し
て
い
こ
う
。

　
自
然
状
態
に
お
け
る
人
間
は
義
務
の
意
識
に
全
く
影
響
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
己
の
欲
す
る
対
象
、
即
ち
自
己
の
生
命
活
動
に
と
っ
て
プ

ラ
ス
に
な
る
対
象
に
向
っ
て
猪
突
猛
進
す
る
。
彼
は
完
全
な
自
然
権
一
自
己
の
生
命
・
身
体
を
守
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
あ
ら

ゆ
る
行
動
を
行
う
権
利
一
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
各
人
は
生
ま
れ
つ
き
心
身
の
能
力
に
お
い
て
ほ
ぼ
平
等
で
あ
り
、
且
、
問
じ
対
象
を

獲
得
し
よ
う
と
欲
す
る
。
従
っ
て
各
人
は
獲
物
を
求
め
て
互
い
に
競
争
し
、
そ
こ
か
ら
柏
互
の
間
に
不
信
の
感
情
が
起
っ
て
く
る
。
か
く

し
て
、
自
然
状
態
は
各
人
対
各
人
の
戦
争
状
態
と
規
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ホ
ッ
ブ
ス
の
機
械
的
・
霞
然
科
学
的
人
間
観
か
ら
の
帰
結
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
自
然
…
状
態
に
お
け
る
争
い
は
、
彼
独
自
の
性
悪
説
約
入
間
観
の
混
入
に
よ
っ
て
一
贋
激
烈
に
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
自
己
を
守
る
た
め
に
で
は
な
く
、
自
己
の
力
と
優
位
を
他
人
に
認
め
さ
せ
た
い
と
い
う
虚
栄
心
か
ら
他
人
に
害
を
加
え
る

も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
ホ
ッ
ブ
ス
は
は
っ
き
り
と
承
認
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
虚
栄
心
か
ら
力
を
求
め
る
場
合
、
そ
の
欲
望
に
は

限
り
が
な
い
。
カ
へ
の
無
制
限
の
欲
望
を
持
つ
人
間
が
少
数
で
は
あ
っ
て
も
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
が
入
間
・
社
会
の
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

察
と
歴
史
の
研
究
か
ら
得
た
確
儒
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
道
徳
に
関
し
て
は
無
記
的
・
中
性
的
で
あ
る
機
械
的
人
間
観
と
は
異

質
の
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
ホ
ッ
ブ
ス
の
人
聞
観
の
不
統
一
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
又
、
機
械
的
人
間
観
は
原
理
に
基
づ
い
て
演

繹
的
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
も
し
そ
れ
が
正
し
い
な
ら
ば
、
普
遍
的
に
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
妥
当
す
る
が
、
性
悪
説
的
人
間

観
は
個
々
の
歴
史
的
事
実
や
個
人
的
体
験
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
普
遍
妥
当
性
を
要
求
し
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
思
想
全
体
を
特
徴
づ
け
る
ア
ク
の
強
さ
の
根
源
は
こ
の
性
悪
説
的
人
聞
観
に
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
、
こ
れ
を
単
に
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矛
盾
す
る
要
素
と
し
て
切
り
捨
て
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
に
か
く
、
万
人
の
生
存
の
た
め
の
競
争
と
少
く
と
も
一
部
の
人
々
が

腐
す
る
邪
悪
な
欲
望
が
原
因
と
な
っ
て
、
自
然
状
態
に
お
け
る
人
間
は
常
に
死
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
入
々
は
自
分
を
守
ろ
う
と

し
て
却
っ
て
互
い
に
殺
し
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
態
に
お
い
て
は
労
働
の
収
穫
は
保
証
さ
れ
ず
、
技
術
も
文
明
も
成
立
し

得
な
い
。
あ
る
も
の
は
絶
え
ざ
る
恐
怖
と
暴
力
に
よ
る
死
の
危
険
の
み
で
あ
り
、
人
間
は
孤
独
で
貧
し
く
動
物
的
で
短
命
な
生
活
を
送
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
態
か
ら
の
脱
出
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

　
ホ
ッ
ブ
ス
の
考
え
で
は
、
人
間
は
、
蕾
翼
的
で
あ
る
情
念
の
支
配
を
排
し
、
理
性
の
命
ず
る
自
然
法
の
教
え
に
従
う
こ
と
に
よ
り
、
悲

惨
な
自
然
状
態
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
理
性
は
そ
れ
自
身
で
は
行
為
を
動
機
づ
け
る
力
を
持
た
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る

の
で
、
人
々
が
平
和
を
実
現
す
る
方
法
と
し
て
の
自
然
法
へ
向
う
に
は
何
ら
か
の
綿
球
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
悟
…
念
と
し
て
ホ
ッ
ブ
ス
は
死
へ
の
恐
れ
と
快
適
な
生
活
へ
の
希
望
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
情
念
、
特
に
死
へ
の
恐
れ
と
い

う
情
念
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
前
理
性
的
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
人
々
を
理
性
に
闘
覚
め
さ
せ
る
契
機
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
重
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
に
お
い
て
、
理
性
は
情
念
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
動
機
の
操
作
の
み
に
関
わ
り
、
い
わ
ば
情
念
の
奴
隷
で
あ
る
。
し

か
し
、
情
念
は
自
己
の
圏
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
自
然
権
を
放
棄
し
て
理
性
の
指
示
で
あ
る
膚
然
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

情
念
と
理
性
の
関
係
は
自
然
権
と
自
然
法
の
心
骨
に
置
き
か
え
ら
れ
て
更
に
考
察
さ
れ
る
。

（
1
）
，
人
間
の
認
識
～
行
動
過
程
に
絶
す
る
以
下
の
叙
述
は
主
に
ピ
Φ
〈
貯
鱒
弾
詳
。
ゲ
ψ
．
同
～
①
及
び
8
ゲ
Φ
図
冨
資
①
導
。
。
o
糾
い
鋤
≦
》
℃
鉾
仲
押
。
｝
回
ω
・
同
～
罷

　
　
に
基
づ
い
て
い
る
。

（
2
）
　
ホ
ッ
ブ
ス
は
こ
の
よ
う
に
し
て
単
純
な
情
念
か
ら
順
次
に
複
雑
な
情
念
を
導
出
し
て
行
く
が
、
そ
の
叙
述
に
は
こ
こ
で
は
立
入
る
必
要
は
な
か

　
ろ
う
。
た
だ
、
彼
が
情
念
の
作
用
を
運
動
と
し
て
把
握
し
た
こ
と
は
自
然
学
と
の
関
連
に
お
い
て
油
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
3
）
　
性
悪
説
的
人
間
観
は
ホ
ッ
ブ
ス
が
箆
較
的
早
期
の
歴
史
研
究
な
ど
か
ら
形
成
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
後
に
彼
が
入
間
と
国
家
に
関
す
る
体
系
を

　
建
設
す
る
暗
に
は
、
こ
れ
に
代
っ
て
機
械
的
人
間
観
が
前
念
に
押
し
出
さ
れ
て
来
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
Φ
o
ω
霞
⇔
煽
ω
ρ
8
ゲ
①
℃
o
節
同
。
巴
℃
げ
娼
。
。
。
・

　
o
讐
k
o
｛
鵠
。
喜
。
も
。
v
や
置
●

　
　
自
然
的
人
間
か
ら
人
工
的
圏
家
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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（
4
）

哲
勘
ず
研
究
　
　
第
四
斎
九
山
一
六
号

譲
◎
毒
⇔
誌
≦
碧
器
巳
Φ
が
8
ぎ
勺
。
｝
一
欝
鶏
℃
｝
三
8
0
℃
ξ
o
剛
躍
◎
げ
び
β
や
8
ρ

二
　
自
然
権
と
自
然
法

五
四

　
近
世
の
自
然
法
学
は
法
の
理
論
か
ら
権
利
の
理
論
へ
と
転
化
し
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
原
因
の
一
つ
は
．
甘
。
。
．
と
い
う
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

葉
の
多
義
性
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
即
ち
、
ユ
ス
は
客
観
的
な
法
と
主
観
的
な
権
利
の
両
方
を
意
味
し
得
た
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
こ
の
問
題
に

関
し
て
歴
史
的
に
独
自
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
「
こ
の
闘
題
に
つ
い
て
語
る
人
々
は
い
つ
も
．
臼
霧
”
と
ビ
①
図
．
、
即
ち
権
利
（
空
σ
Q
霧
）

と
法
（
U
曽
≦
）
を
混
同
し
て
い
る
が
、
両
者
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
権
利
は
行
い
又
は
控
え
る
自
由
に
存
し
、
こ

れ
に
反
し
て
法
は
そ
れ
ら
の
ど
ち
ら
か
に
決
定
し
拘
束
す
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
法
と
権
利
は
義
務
（
。
び
岡
凶
σ
q
蝕
魯
）
と
自
由
（
囲
陣
7

窪
受
）
が
異
な
る
如
く
に
異
な
り
、
同
扁
の
事
柄
に
関
し
て
は
両
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
U
①
〈
§
訂
p
唱
し
嵩
）
し
か
し
、
権
利
と
法

が
混
岡
さ
れ
る
こ
と
の
背
景
に
は
両
岩
の
内
面
的
相
関
性
が
存
す
る
。
即
ち
、
一
般
に
は
権
利
は
法
を
前
提
と
し
て
初
め
て
存
在
す
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
自
然
権
と
自
然
法
の
関
係
に
お
い
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
子
供
は
理
性
の
使
用

に
よ
っ
て
自
然
法
を
認
識
で
き
る
年
令
に
達
し
て
初
め
て
親
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
由
に
意
志
し
行
動
す
る
権
利
を
許
さ
れ
る
の
で

（
2
）

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
従
う
な
ら
ば
、
自
然
権
は
先
行
す
る
自
然
法
に
よ
っ
て
適
度
に
制
限
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
ロ
ッ
ク
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

考
え
る
自
然
状
態
は
ホ
ッ
ブ
ス
の
そ
れ
ほ
ど
無
秩
序
で
も
な
く
陰
惨
で
も
な
い
外
見
を
呈
す
る
。
し
か
し
ホ
ッ
ブ
ス
に
お
い
て
は
自
然
権

が
自
然
法
に
先
行
し
、
後
巻
は
前
者
か
ら
導
出
さ
れ
て
い
る
。
法
を
で
は
な
く
個
人
の
権
利
を
鐵
発
点
と
し
た
故
に
ホ
ッ
ブ
ス
こ
そ
近
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

政
治
哲
学
の
父
で
あ
る
と
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
ダ
ン
ト
レ
ー
ヴ
は
、
十
七
、
八
世
紀
の
自
然
法
学
者
の
大
多
数
は
ホ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ッ
ブ
ス
の
自
然
権
の
如
き
無
政
府
主
義
的
な
概
念
を
承
認
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
い
、
プ
レ
イ
ム
ナ
ッ
ツ
は
ホ
ッ
ブ
ス
的
自
然
権
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

っ
て
主
権
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
す
る
。
我
々
は
ホ
ッ
ブ
ス
の
轟
然
権
に
つ
い
て
い
か
な
る
解
釈
を
下
す
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。
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ホ
ッ
ブ
ス
に
よ
れ
ば
、
自
然
権
と
は
、
自
己
の
生
命
・
身
体
を
守
る
た
め
に
必
要
と
思
わ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
行
う
自
由
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
自
然
権
の
概
念
に
は
二
つ
の
意
味
の
自
由
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
行
為
即
ち
自
然
権
の
行
使
に
際
し
て
外
的

障
害
の
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
徹
底
し
た
決
定
論
者
と
し
て
意
志
の
自
由
を
否
定
し
、
熟
慮
の
最
後
の
項
と
し
て
の
意

志
が
外
的
障
害
に
妨
げ
ら
れ
ず
に
行
為
に
移
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
行
為
の
自
由
が
成
立
つ
と
考
え
た
。
各
人
の
行
為
の
能
力
が
外
的
障
害
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
力
関
係
に
お
い
て
優
位
に
立
つ
ぼ
ど
、
行
為
の
自
由
は
大
き
く
な
る
。
こ
の
意
味
で
自
然
権
は
一
種
の
力
で
あ
る
。
即
ち
、
物
理
的
障

害
を
排
除
す
る
能
力
で
あ
っ
て
、
法
律
的
ま
た
は
道
徳
的
権
利
で
は
な
い
。
自
然
権
概
念
の
含
む
も
う
一
つ
の
自
由
は
、
意
志
決
定
に
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

し
て
義
務
の
観
念
に
拘
束
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
の
自
由
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
、
自
然
状
態
に
お
い
て
は
各
人
が
あ
ら
ゆ
る
も

の
に
紺
し
て
権
利
を
持
つ
と
い
う
が
、
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
獲
得
す
る
能
力
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
獲
得
す
る

た
め
の
競
争
に
参
加
す
る
こ
と
を
断
念
す
る
義
務
が
な
い
と
い
う
消
極
的
な
権
利
を
意
味
す
る
。
義
務
の
観
念
は
も
し
そ
れ
が
存
在
す
る

な
ら
ば
熟
慮
の
過
程
に
入
り
こ
ん
で
意
志
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
そ
の
よ
う
な
観
念
に
よ
っ
て
意
志
決
定
が
左
右
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
意
味
で
も
自
然
権
は
一
種
の
自
由
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
は
意
志
の
自
由
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
意
志
は
常
に
必
然

的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
決
定
が
理
性
的
な
義
務
の
観
念
に
左
右
さ
れ
て
い
る
か
い
な
い
か
に
よ
っ
て
、
自
由
で
な
い
又
は

自
由
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
自
然
権
概
念
の
含
む
二
つ
の
自
由
は
互
い
に
関
連
し
あ
っ
て
ホ
ッ
ブ
ス
の
政
治
思
想
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
自
然
石
．
態
と
社
会
状
態
の

違
い
も
こ
の
二
つ
の
選
曲
の
概
念
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
意
志
決
定
に
お
け
る
無
拘
束
性
と
し
て
の
自
由
は
自
然
状
態
に

お
い
て
は
完
全
で
あ
り
、
道
徳
的
、
法
律
的
義
務
の
観
念
が
存
在
す
る
社
会
状
態
に
お
い
て
は
大
き
く
制
限
さ
れ
て
い
る
。
次
に
行
為
の

自
由
の
大
き
さ
は
、
個
人
の
行
為
す
る
能
力
と
物
理
的
障
害
と
の
力
関
係
に
よ
っ
て
決
る
の
だ
か
ら
、
ど
ち
ら
の
状
態
に
お
い
て
も
事
情

は
岡
じ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
実
際
は
そ
う
で
は
な
く
、
自
然
状
態
に
お
け
る
無
制
限
な
慮
然
権
は
】
つ
の
獲
物
に
対
す
る

万
人
の
競
争
を
ひ
き
お
こ
し
、
各
人
が
互
い
に
他
人
に
と
っ
て
の
障
害
と
な
る
。
即
ち
、
意
志
決
定
に
お
け
る
完
全
な
樹
由
が
却
っ
て
行

　
　
　
　
自
然
的
人
間
か
ら
人
工
的
閣
家
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
　
　
　
　
　
五
五
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五
六

為
の
自
由
の
制
限
を
も
た
ら
す
。
社
会
状
態
に
お
い
て
は
、
獲
物
に
対
す
る
競
争
は
意
志
の
飽
律
i
道
徳
法
喜
や
法
律
一
に
よ
っ
て
制
限

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
意
志
決
定
に
お
け
る
自
由
は
よ
り
少
い
け
れ
ど
も
、
行
為
の
自
由
は
よ
り
大
き
い
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
状

態
に
お
い
て
も
、
各
人
の
期
待
し
う
る
自
然
的
な
獲
物
の
分
け
前
の
平
均
値
は
等
し
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
慮
然
状
態
に
お
い

て
は
、
こ
の
岡
じ
分
け
前
を
獲
得
す
る
た
め
に
各
人
に
対
し
て
は
る
か
に
大
き
な
犠
牲
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
人
々
相
互
の

協
働
な
し
に
は
成
立
不
可
能
で
あ
る
技
術
と
文
明
を
考
慮
に
加
え
る
な
ら
ば
、
社
会
状
態
の
索
然
状
態
に
対
す
る
優
位
は
決
定
的
に
な
る
。

か
く
し
て
、
情
念
の
段
階
に
お
け
る
利
己
主
義
的
原
理
と
し
て
の
自
然
権
が
却
っ
て
自
己
の
破
減
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
、

理
性
的
段
階
に
お
け
る
利
己
主
義
的
原
理
と
し
て
の
自
然
法
が
求
め
ら
れ
る
に
至
る
。

　
自
然
法
と
は
理
性
に
よ
っ
て
見
墨
さ
れ
た
自
己
保
存
の
た
め
の
一
般
法
劉
で
あ
る
。
　
「
各
人
は
平
湘
を
獲
得
す
る
希
望
が
あ
る
限
り
は

そ
れ
へ
向
っ
て
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
が
そ
れ
を
獲
得
で
き
な
い
時
に
は
、
戦
争
と
い
う
手
段
の
あ
ら
ゆ
る
助
け
と
利
点
を
求

め
か
つ
用
い
て
よ
い
。
」
（
諮
垂
疑
き
も
遥
ミ
）
こ
れ
が
自
然
法
の
第
一
条
項
で
あ
る
。
そ
れ
は
平
和
へ
の
努
力
を
命
ず
る
が
、
そ
の
命
令

は
無
条
件
的
・
定
言
的
な
も
の
で
は
な
く
、
平
和
を
獲
得
す
る
希
望
が
あ
る
な
ら
ば
と
い
う
条
件
を
伴
な
っ
て
い
る
。
こ
の
条
件
が
満
た

さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
自
衛
の
た
め
に
自
然
権
を
行
便
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
に
と
っ
て
平
和
は
究
極
鼠
的
で
は
な
く
、
各

人
の
自
己
保
存
の
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
無
条
件
で
自
然
権
を
放
棄
し
て
平
和
を
求
め
る
の
は
本
末
雄
蕊
に
等
し
い
の
で

あ
る
。
た
だ
、
平
神
の
追
求
と
の
二
者
択
一
で
許
さ
れ
る
自
然
権
が
自
然
法
認
識
以
前
の
盲
目
的
・
無
調
限
酌
自
然
権
で
は
な
く
、
受
働

法
の
認
識
の
上
に
立
ち
な
が
ら
自
衛
の
た
め
の
止
む
を
得
な
い
手
段
と
し
て
行
使
さ
れ
る
霞
然
権
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が

あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
自
然
法
の
第
二
条
項
に
お
い
て
、
平
和
へ
の
努
力
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
　
「
人
は
、
他
の
人
々

も
そ
う
で
あ
る
場
合
に
は
、
平
和
と
自
己
防
衛
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
彼
が
考
え
る
限
り
、
す
べ
て
め
物
事
に
対
す
る
彼
の
権
利
を
進

ん
で
放
棄
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
、
他
の
下
々
が
彼
に
対
し
て
持
つ
こ
と
を
彼
が
許
す
と
岡
じ
だ
け
の
自
由
を
、
自
ら
他
の
人
々
に
対



　
　
し
て
持
つ
こ
と
で
満
足
す
べ
き
で
あ
る
。
」
（
い
Φ
く
聾
訂
詳
ワ
ニ
。
。
）
郡
ち
、
平
和
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
万
人
が
一
致
し
て
二
面
権
放

　
　
棄
の
契
約
を
結
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
契
約
が
守
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
人
々
は
再
び
轟
然
状
態
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
な
い
故
に
、
第
三
条
項
は
「
人
々
は
結
ば
れ
た
信
約
を
実
行
す
べ
き
で
あ
る
」
（
暦
①
〈
聾
ぎ
♪
や
蕊
O
）
と
教
え
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
に
よ
れ
ば
、

　
　
契
約
（
O
O
欝
件
村
鋤
O
叶
）
は
権
利
の
相
互
的
譲
渡
を
意
味
し
、
そ
れ
の
実
行
が
未
来
に
関
わ
る
時
、
信
約
（
8
〈
①
慈
馨
）
と
呼
ば
れ
る
。
信
約
を

　
　
破
る
こ
と
が
不
正
（
貯
噺
蕊
鼠
8
）
で
あ
り
、
不
正
で
な
い
こ
と
は
す
べ
て
正
し
い
。
正
・
不
正
の
区
別
は
信
約
を
前
提
し
て
初
め
て
生
ず

　
　
（
9
）

　
　
る
。
し
か
し
、
信
約
は
そ
の
一
方
の
嶺
事
者
が
そ
れ
を
履
行
し
な
い
恐
れ
の
あ
る
蒔
に
は
無
効
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
恐
れ
が
一
般
的
に

　
　
存
在
し
て
い
る
自
然
状
態
に
お
い
て
は
有
効
な
信
約
を
結
ぶ
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、
儒
約
を
有
効
な
ら
し
め
る
に

　
　
は
、
そ
れ
の
履
行
を
強
欄
す
る
こ
と
の
で
き
る
機
構
と
し
て
の
国
家
権
力
が
先
ず
樹
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
ホ
ッ
ブ
ス
は
、

　
　
一
方
で
国
家
の
成
立
を
欝
欝
に
よ
っ
て
説
明
し
、
他
方
で
正
愚
な
儒
約
は
国
家
権
力
の
支
配
下
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
説
く
故
に
、
一
種
の
循
環
論
法
に
陥
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
自
然
状
態
に
お
け
る
自
然
的
義
務
の
有
無
の
問
題
と
関
連
し
て
、

　
　
次
章
で
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
さ
て
、
以
上
の
三
条
項
に
よ
っ
て
霞
然
状
態
か
ら
国
家
へ
の
移
行
の
必
然
性
が
示
さ
れ
た
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
更
に
十
五
（
「
市
民
論
」
で
は

　
　
十
六
）
の
条
項
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
報
恩
（
α
Q
曝
け
ぎ
伽
Φ
）
、
相
互
の
適
応
（
ヨ
¢
ε
誘
引
o
o
営
露
。
傷
無
ご
⇔
）
、
容
赦
（
℃
鷲
儀
。
鐸
）
、

　
　
公
平
（
①
ゆ
9
受
）
、
平
等
（
①
ρ
嬬
熱
受
）
な
ど
を
命
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
社
会
に
お
け
る
人
々
の
間
に
平
和
と
秩
序
を
保
つ
こ
と
を
風
的

　
　
と
し
、
い
わ
ゆ
る
社
会
道
徳
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
彼
自
身
も
自
然
法
を
道
徳
法
と
同
一
視
し
、
窃
然
法
を
研
究
す
る
こ
と
が

　
　
真
の
道
徳
哲
学
で
あ
る
と
い
う
が
、
他
方
で
は
、
彼
の
惣
然
法
は
理
性
的
段
階
に
達
し
た
人
間
が
い
か
に
行
動
す
る
か
を
示
し
て
い
る
に

　
　
過
ぎ
ず
、
当
為
（
ω
o
娼
。
齋
）
を
含
ま
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
て
く
る
。
事
実
、
ゴ
フ
は
自
然
法
の
含
む
強
綱
は
心
理
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
星
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
な
も
の
で
あ
っ
て
道
徳
的
な
も
の
で
は
な
い
と
断
定
し
て
い
る
し
、
セ
イ
パ
イ
ン
も
同
様
の
解
釈
を
採
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
、
自
然

　
　
法
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
道
徳
法
で
あ
る
か
、
自
然
法
は
豪
為
と
命
令
を
含
み
得
る
か
否
か
を
主
と
し
て
問
題
に
し
よ
う
。

鵬　
　
　
　
　
　
自
然
的
人
間
か
ら
入
工
的
国
家
へ
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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哲
学
研
究
　
第
四
蒼
九
十
六
暑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

（
1
）
　
ダ
ン
ト
レ
ー
ヴ
「
自
然
法
」
久
保
正
幡
訳
℃
や
。
っ
刈
～
◎
◎
．

（
2
）
　
遍
9
謎
ピ
o
o
犀
ρ
↓
冨
ω
o
o
8
鳥
8
醜
Φ
9
。
勢
の
○
｛
O
o
〈
①
毎
白
玉
計
伽
伽
頓
G
。
～
①
Q
。
．

（
3
）
　
ロ
ッ
ク
の
自
然
状
態
を
ホ
ッ
ブ
ス
的
な
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
試
み
と
し
て
は
転
置
ρ
貧
二
二
’
O
o
×
“
ピ
0
2
（
o
O
昌
ダ
、
舞
磐
島
℃
舞
o
ρ
屋
①
Q

　
　
が
あ
る
。

（
4
）
ω
舞
毒
∫
ε
●
。
F
唱
唱
9
嶺
O
～
8

（
5
）
　
ダ
ン
ト
レ
ー
ヴ
、
○
℃
●
O
罫
”
℃
“
G
◎
¢
●

（
6
）
ぢ
ぎ
℃
冨
ヨ
。
塁
葺
窯
き
p
。
⇔
（
【
ω
。
。
艮
ざ
く
♀
ポ
や
H
海
①
●

（
7
）
　
℃
冨
ヨ
Φ
め
讐
斜
。
や
9
け
¢
℃
・
H
a
し
か
し
プ
レ
イ
ム
ナ
ッ
ツ
は
、
自
然
権
が
常
に
行
為
の
完
全
な
自
由
を
意
味
す
る
と
考
え
る
た
め
、
誤
解
に

　
　
陥
っ
て
い
る
。
（
◎
や
。
ぎ
》
℃
●
H
G
Q
ゆ
参
照
）

（
8
）
　
勺
欝
旨
。
暴
§
o
℃
倉
簿
‘
や
囲
海
”
妻
①
畿
窪
号
ぴ
8
．
。
罫
”
嬉
「
巳
～
卜
。
0
9

（
9
）
　
狭
い
意
味
で
の
正
・
不
正
の
区
別
。
毛
勉
疑
⑦
雛
創
③
お
。
℃
参
。
罫
》
勺
℃
．
α
O
～
盟
参
照
。

（
1
0
）
　
歪
勲
筥
①
⇔
象
斜
。
や
。
｝
r
や
H
G
。
群

（
1
1
）
　
｝
。
類
●
0
8
σ
q
詳
8
冨
ω
◎
o
延
O
o
簿
ほ
鋤
。
8
卜
⊃
詳
鳥
⑦
（
r
や
δ
命
日
●
膳
“

（
1
2
）
　
ρ
顕
ω
鋤
び
ぎ
ρ
》
麟
聾
。
曙
◎
｛
℃
呂
瓢
。
巴
↓
冨
。
蔓
”
込
。
類
例
①
3
や
戯
①
H
．

三
　
道
徳
法
と
し
て
の
輿
然
法

　
「
こ
れ
ら
の
理
性
の
指
示
を
人
々
は
法
と
い
う
名
で
呼
ぶ
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
し
か
し
妥
当
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の

指
示
は
何
が
彼
ら
自
身
の
保
存
と
防
衛
に
役
立
つ
か
に
つ
い
て
の
結
論
（
O
O
鐸
O
岡
¢
ω
一
〇
欝
。
つ
）
又
は
定
理
（
窪
①
o
穏
①
鑓
の
）
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、

こ
れ
に
対
し
て
、
法
は
本
来
的
に
は
権
利
に
基
づ
い
て
他
者
を
麦
配
す
る
者
の
言
葉
だ
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
も
し
我
々
が
同
じ
定

理
を
権
利
に
基
づ
い
て
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
支
配
す
る
神
の
言
葉
の
中
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
そ

れ
は
本
来
的
に
法
と
呼
ば
れ
る
。
」
（
U
①
〈
陣
9
Ω
酔
び
餌
ゆ
》
℃
’
　
陣
醗
酵
）
か
く
し
て
、
自
然
法
は
神
の
言
葉
で
あ
り
、
神
の
言
葉
と
し
て
の
み
真
に
法

で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
「
市
民
論
」
の
第
四
章
は
「
惣
然
法
が
神
の
法
（
山
一
く
凶
昌
①
　
一
鶯
≦
）
で
あ
る
こ
と
」
と
題
さ
れ
、
第
二
、
三
章
に
お



　
　
い
て
理
性
の
指
示
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
自
然
法
の
各
条
項
が
神
の
言
葉
と
合
致
す
る
こ
と
が
、
聖
書
か
ら
の
数
多
く
の
引
用
に
よ
っ
て
立

　
　
証
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
哲
学
体
系
に
お
い
て
、
神
は
一
体
い
か
な
る
位
置
を
占
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
そ
れ

　
　
自
体
非
常
に
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
議
論
を
進
め
る
の
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
考
察
の
君
命
に
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
ホ
ッ
ブ
ス
に
よ
れ
ば
、
神
は
二
つ
の
仕
方
で
人
間
を
支
配
す
る
。
一
つ
は
、
人
間
だ
け
で
な
く
動
植
物
、
無
生
物
を
も
含
む
あ
ら
ゆ
る

　
　
存
在
に
対
す
る
直
接
的
支
配
で
あ
る
。
こ
の
言
書
の
仕
方
は
自
然
科
学
の
法
劉
と
合
致
す
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
あ
ら
ゆ
る
外
的
行
為
に

　
　
お
い
て
こ
の
直
接
的
支
配
に
服
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
「
人
々
は
、
意
志
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ
も
神
の
力
に
服
さ

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
ピ
Φ
く
同
罪
9
p
。
p
や
も
。
蝕
）
し
か
し
、
神
が
真
に
人
間
の
上
に
霜
下
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
直

　
　
接
的
・
無
差
別
的
な
麦
配
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
「
そ
の
臣
民
た
ち
（
。
。
¢
蕊
の
。
窃
）
を
自
ら
の
書
葉
に
よ
っ
て
、
か
つ
、
そ
れ
に
従
う
も
の

　
　
に
対
し
て
は
賞
を
約
束
し
、
そ
れ
に
従
わ
な
い
も
の
に
対
し
て
は
罰
で
脅
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
麦
配
す
る
も
の
の
み
が
、
本
来
の
意
味

　
　
で
震
臨
す
る
（
興
Φ
薦
昌
）
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
暴
く
翼
罫
ジ
ワ
も
。
蝕
）
こ
の
意
味
で
の
神
の
支
配
は
間
接
的
に
、
つ
ま
り
意
志
決
定

　
　
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
神
の
存
在
と
力
を
認
め
る
春
に
し
か
及
び
得
な
い
。
そ
の
よ
う
な
者
の
み

　
　
が
神
の
王
国
の
民
（
鶏
烹
①
9
ω
）
で
あ
り
、
神
を
信
じ
な
い
者
は
神
の
敵
（
窪
①
白
δ
。
・
）
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
、
こ
の
間
接
的
麦
配
に
は
二
通
り
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
の
王
国
に
は
自
然
的
王
国
（
タ
。
舞
窪
琶
霞
昌
σ
q
鳥
。
讐
）
と
予
雷
的
王
国

　
　
（
勲
箕
○
讐
①
賦
。
犀
膨
α
q
鳥
。
鑓
）
の
二
つ
が
あ
る
。
神
は
、
前
者
に
お
い
て
は
正
し
い
理
性
の
指
示
た
る
自
然
法
に
よ
っ
て
統
治
し
、
後
者

　
　
に
お
い
て
は
自
然
法
に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
、
予
言
者
に
伝
達
さ
せ
た
自
ら
の
厚
葉
（
神
的
実
定
法
良
く
ぎ
①
℃
○
ω
一
心
く
①
賦
毒
）
に
よ
っ

　
　
て
も
統
治
す
る
。
醜
老
に
は
理
性
の
使
用
に
よ
っ
て
唯
一
全
能
の
神
の
認
識
に
図
っ
た
人
間
す
べ
て
が
属
し
、
後
者
に
は
神
に
よ
っ
て
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
ば
れ
た
人
々
、
即
ち
、
旧
約
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
民
族
と
新
約
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
属
す
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
二
つ
の
王

　
　
国
の
民
は
外
延
的
に
完
全
に
は
一
致
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
時
に
は
自
然
的
王
国
の
民
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
限
ら
れ
る
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
よ
う
に
書
い
て
い
る
が
、
そ
れ
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
二
つ
の
王
国
の
区
別
は
無
意
味
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
予
言
的
王
国

551
　
　
　
　
　
自
然
的
人
間
か
ら
人
工
的
岡
家
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



156

　
　
　
　
折
馨
脚
ず
研
究
　
　
馬
頭
誓
九
ふ
1
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
お
け
る
罠
の
神
的
実
定
法
に
対
す
る
服
従
の
義
務
は
各
知
人
の
神
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
い
る
。
自
然
的
王
国
に
お
け
る
民
の
服
従
の

義
務
と
神
の
麦
配
権
と
は
何
に
基
礎
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
神
は
自
然
の
権
利
（
費
①
誌
α
q
匿
鎧
装
讐
器
）
に
よ
っ
て
人
々
の
上
に
霜
重
し
、
そ
の
諸
法
を
破
る
者
を
罰
す
る
が
、
そ
の
自
然
の

権
利
は
…
…
…
神
が
人
々
を
創
造
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
で
は
な
く
、
神
の
不
可
抗
的
な
力
（
騨
お
訟
ψ
瓜
醒
¢
も
。
≦
鶏
）
か
ら
引
鐵
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
」
（
ぴ
⑦
〈
聾
訂
P
ワ
。
。
覇
）
更
に
、
「
も
し
神
が
主
権
（
。
・
o
〈
巽
①
戯
艮
図
）
と
い
う
権
利
を
そ
の
力
に
基
づ
い
て
有
す
る
と
す
る

な
ら
ば
、
神
に
服
従
す
る
義
務
が
人
間
に
対
し
て
そ
の
弱
さ
故
に
課
せ
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
」
（
O
①
Ω
く
ρ
℃
●
b
。
O
ゆ
）
か
く
し

て
、
神
と
人
間
の
間
に
存
す
る
自
然
法
を
介
し
て
の
支
配
一
服
従
関
係
は
、
た
だ
両
者
の
力
の
大
小
関
係
に
よ
っ
て
の
み
基
礎
づ
け
ら
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
我
々
が
神
に
つ
い
て
何
を
確
実
に
知
り
得
る
か
と
い
う
問
題
と
関
遵
す
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
知
識
論
に
よ
れ
ば
、
真
の
知

識
即
ち
哲
学
は
そ
の
発
生
（
σ
q
窪
2
舞
δ
置
）
と
属
性
（
鷲
8
興
浜
）
に
つ
い
て
分
析
的
又
は
綜
合
的
方
法
に
よ
っ
て
認
識
を
持
ち
得
る
す
べ

　
　
ヘ
　
　
へ

て
の
も
の
（
げ
。
号
）
を
対
象
と
す
る
。
物
体
や
動
植
物
だ
け
で
な
く
人
間
と
国
家
も
こ
の
認
識
対
象
に
含
ま
れ
る
が
、
永
遠
不
変
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

我
々
の
理
解
を
越
え
た
存
在
者
た
る
神
は
哲
学
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
た
だ
、
理
性
の
正
し
い
使
用
に
よ
っ
て
物
事
の
原
因
か
ら
原

因
へ
と
追
求
し
て
い
く
者
は
、
そ
れ
よ
り
前
に
は
さ
か
の
ぼ
り
得
な
い
よ
う
な
最
初
に
し
て
永
遠
の
原
因
、
い
い
か
え
れ
ば
、
全
能
の
第

一
念
者
（
匪
①
籠
。
。
什
彰
○
〈
興
）
と
し
て
の
神
に
到
達
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
こ
の
神
が
無
限
（
ぎ
一
管
8
）
。
永
遠
（
象
①
琶
卿
囲
）
・

全
能
（
O
一
⇔
⇔
一
℃
O
齢
Φ
膨
叶
）
の
存
在
者
で
あ
る
こ
と
は
理
性
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
い
う
が
、
神
の
他
の
属
性
、
例
え
ば
正
義
、
慈
悲
、
愛
な

ど
を
知
る
こ
と
は
哲
学
に
は
属
さ
ず
、
儒
仰
に
の
み
属
す
る
。
そ
し
て
、
自
然
的
王
国
に
お
け
る
神
の
支
配
権
を
基
礎
づ
け
る
に
は
、
こ

の
よ
う
に
哲
学
的
・
理
性
的
に
知
ら
れ
る
神
で
十
分
な
の
で
あ
る
。

　
更
に
注
墨
す
べ
き
は
、
神
の
自
然
権
が
本
来
的
に
は
人
間
の
有
す
る
自
然
権
と
同
一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
「
す

べ
て
の
人
々
が
生
ま
れ
つ
き
す
べ
て
の
物
事
に
対
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
彼
ら
は
各
々
他
の
す
べ
て
の
人
々
の
上

に
霧
臨
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
偏
（
い
①
〈
聾
｝
≦
p
や
G
。
霧
）
神
の
自
然
権
と
人
間
の
そ
れ
と
の
間
に
存
す
る
共
通
点
と
相
違
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点
は
、
先
に
自
然
権
に
関
し
て
区
別
さ
れ
た
二
つ
の
自
由
、
即
ち
、
意
志
決
定
に
お
け
る
自
由
と
行
為
の
自
由
と
い
う
概
念
を
用
い
て
説

明
で
き
る
。
意
志
決
定
に
お
け
る
自
由
は
自
然
権
の
内
的
側
面
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
関
し
て
は
神
と
自
然
状
態
に
お
け
る
人
間
と
の
聞
に

嵐
窓
は
な
い
。
両
者
と
も
完
全
な
自
由
を
保
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
自
然
権
の
外
的
縄
面
で
あ
る
行
為
の
自
由
に
関
し
て
は
両
者
の
間

に
決
定
的
な
相
違
が
あ
る
。
全
能
の
神
は
行
為
に
関
し
て
虐
7
6
全
な
慮
由
を
有
す
る
が
、
無
力
な
人
問
は
非
常
に
不
完
全
な
自
由
し
か
持
ち

得
な
い
。
も
し
不
可
抗
的
な
力
を
有
す
る
人
間
（
ρ
導
餌
p
o
石
室
霧
雪
筐
①
℃
○
≦
興
）
が
い
た
な
ら
ば
、
彼
は
神
と
同
じ
地
位
に
立
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
＞

人
々
を
支
配
し
た
で
あ
ろ
う
。
自
然
権
は
力
で
あ
る
と
い
う
プ
レ
イ
ム
ナ
ッ
ツ
の
解
釈
は
神
に
関
し
て
は
正
し
い
。
不
可
抗
的
な
力
を
伴

な
っ
た
神
の
自
然
権
は
神
の
認
識
に
達
し
た
人
々
を
威
圧
し
、
彼
ら
の
意
志
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
神
の
命
令
は
人
々
に
と
っ
て
は
自

然
法
の
形
で
与
え
ら
れ
る
。
自
然
法
は
そ
の
意
味
で
人
間
に
と
っ
て
意
志
の
他
律
で
あ
る
。

　
霞
然
法
は
神
の
命
令
と
し
て
の
み
真
に
法
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
。
し
か
し
、
神
の
命
令
す
る
権
利
は
単
に
神
の
力
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
。
神
が
正
し
い
か
ら
で
は
な
く
、
神
が
全
能
の
力
を
有
す
る
故
に
、
我
々
は
神
に
服
従
す
る
義
務
を
負
う
の
で
あ
れ
ば
、
慮
然
法
を
神

の
法
と
み
な
し
て
も
道
徳
法
と
し
て
の
自
然
法
に
プ
ラ
ス
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
ホ

ッ
プ
ス
独
特
の
力
の
論
理
で
あ
っ
て
、
彼
の
自
然
法
が
道
徳
法
で
あ
る
た
め
に
は
、
善
と
正
義
で
は
な
く
力
ま
た
は
力
に
対
す
る
服
従
を

唯
一
の
道
徳
的
価
値
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
轟
然
法
が
同
時
に
理
性
の
法
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
故
に
、
力

の
論
理
と
い
う
面
は
や
＼
和
げ
ら
れ
る
。
神
の
法
と
い
う
面
と
理
性
の
法
と
い
う
面
と
は
、
神
が
人
間
に
対
し
て
そ
の
行
為
の
制
御
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

め
に
理
性
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
既
に
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
お
い
て
、
正
し
い
理
性
の
詣
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
し
て
の
自
然
法
は
神
か
ら
離
れ
て
存
立
し
得
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
哲
学
体
系
に
お
け
る
神
の
役
割
を
積
極
的
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
考
え
る
こ
と
自
体
が
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
自
然
法
を
専
ら
理
性
の
法
と
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
蓋
然
法
に
服
従
す
る
義
務
を
自
然
的
義
務
（
舞
g
巨
・
甑
饗
瓢
8
）
と
い
う
。
シ
．
一
ト
ラ
ウ
ス
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
が
道
徳
、
法
、
国
家

　
　
　
　
自
然
的
人
間
か
ら
人
工
的
圏
家
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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六
エ

58
1
　
の
根
拠
を
初
め
は
自
然
的
義
務
に
求
め
た
が
、
後
に
は
自
然
権
に
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
義
務
を
否
定
す
る
に
至
っ
た

　
　
　
（
1
0
）

　
　
と
い
う
。
一
方
ウ
ォ
リ
ン
ダ
ー
は
霞
然
的
義
務
が
な
い
と
す
れ
ば
主
権
者
が
義
務
の
創
造
者
に
な
る
が
、
す
る
と
国
家
設
立
の
契
約
そ
の

　
　
も
の
を
守
る
義
務
も
な
く
な
り
矛
庸
に
陥
る
こ
と
、
ホ
ッ
ブ
ス
が
謀
反
（
器
ぴ
①
田
0
5
）
は
国
法
で
は
な
く
自
然
法
に
対
す
る
違
反
だ
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
三
）

　
　
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
理
由
を
挙
げ
て
こ
れ
に
反
対
す
る
。
し
か
し
彼
は
結
局
、
自
然
的
義
務
を
神
の
力
に
基
づ
け
ざ
る
を
得
な
い
。
そ

　
　
の
場
舎
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
お
い
て
起
源
の
異
な
る
二
つ
の
理
論
、
即
ち
自
然
権
の
理
論
と
自
然
法
の
理
論
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
両
者
を
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
か
に
調
嫁
す
る
か
が
問
題
に
な
る
。
そ
し
て
、
完
全
に
利
己
主
義
的
な
原
理
で
あ
る
自
然
権
と
自
然
的
義
務
と
を
調
停
す
る
に
は
、
現
世

　
　
に
お
け
る
自
己
保
存
だ
け
で
な
く
、
来
世
に
お
け
る
永
遠
の
救
済
（
Φ
8
翼
壁
ω
鉱
く
⇔
臨
§
）
を
も
個
人
の
利
己
主
義
的
行
動
の
究
極
飼
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
と
考
え
る
必
要
が
生
ず
る
。
し
か
し
、
国
家
溝
築
の
根
幹
に
お
い
て
神
と
永
遠
の
救
済
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
ホ

　
　
ッ
ブ
ス
の
政
治
学
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
神
を
離
れ
て
自
然
状
態
に
お
け
る
自
然
的
義
務
の
存
在
を
立
証
し
よ
う
と
す

　
　
る
試
み
も
無
意
味
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
。

　
　
　
理
性
の
法
と
し
て
の
自
然
法
が
い
か
に
し
て
義
務
を
課
し
得
る
か
、
又
、
一
般
に
黙
約
を
覆
行
可
能
に
す
る
の
は
国
家
で
あ
る
が
国
家

　
　
そ
の
も
の
を
設
立
す
る
信
約
を
難
行
可
能
に
す
る
の
は
何
か
、
こ
れ
ら
の
問
に
讐
え
る
に
は
、
自
然
状
態
に
二
つ
の
段
階
を
考
え
る
こ
と

　
　
が
便
利
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
・
今
ま
で
述
べ
て
き
た
自
然
状
態
一
各
入
の
自
然
権
が
完
全
に
保
持
さ
れ
、
法
と
義
務
の
意
識
が
欠
け
て
い

　
　
る
状
態
、
各
人
が
情
念
に
麦
配
さ
れ
た
近
視
眼
的
利
己
主
義
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
状
態
1
は
第
一
の
段
階
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
段

　
　
階
か
ら
直
接
に
園
家
形
成
へ
と
進
む
こ
と
は
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
段
階
の
人
間
、
自
然
的
情
念
の
み
に
支
配
さ
れ
て
い
る
人

　
　
間
に
と
っ
て
園
家
設
立
の
契
約
を
守
る
義
務
は
全
く
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
や
が
て
入
々
は
死
へ
の
恐
れ
を
通
じ
て
理
性
に
鼠
覚
め
、

　
　
自
然
法
の
認
識
に
至
る
。
自
然
法
は
情
念
の
動
機
づ
け
に
よ
っ
て
理
性
が
見
出
す
利
己
主
義
的
行
動
法
則
で
あ
る
が
、
自
然
的
情
念
の
欲

　
　
求
に
反
し
て
自
然
権
の
放
棄
と
国
家
権
力
へ
の
服
従
を
命
ず
る
故
に
、
意
志
決
定
に
際
し
て
他
律
的
に
働
く
。
人
々
の
多
数
が
自
然
法
の

　
　
認
識
に
至
る
時
、
自
然
状
態
は
内
面
的
に
は
全
く
変
質
す
る
。
こ
れ
を
自
然
状
態
の
第
二
の
段
階
と
呼
ぼ
う
。
そ
こ
で
は
多
く
の
人
々
に
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と
っ
て
自
然
的
義
務
は
存
在
す
る
。
情
念
が
人
閾
に
と
っ
て
よ
り
本
性
的
な
も
の
・
よ
り
内
な
る
も
の
で
あ
り
理
性
は
よ
り
外
な
る
も
の

で
あ
る
と
考
え
た
ホ
ッ
ブ
ス
に
と
っ
て
、
理
性
は
他
律
遷
し
て
情
念
の
意
志
決
定
に
関
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
理
性
が
情
念
に
対
し
て

加
え
る
強
制
又
は
拘
束
が
自
然
法
の
課
す
る
義
務
、
自
然
的
義
務
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
自
然
法
を
認
識
し
た
人
間
は
そ
の
意
図

に
お
い
て
常
に
こ
れ
に
服
従
す
る
義
務
を
負
う
。
し
か
し
自
然
法
は
自
己
保
存
を
目
的
と
す
る
利
己
主
義
的
原
理
で
あ
り
、
自
ら
を
危
険

に
さ
ら
さ
ず
に
義
務
を
果
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
自
然
状
態
に
お
い
て
は
、
義
務
の
遂
行
は
多
く
の
場
合
免
除
さ
れ
る
。
人
々
は
自
然
法

の
認
識
に
到
達
し
つ
つ
も
自
衛
の
た
め
に
自
然
権
を
行
便
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
第
二
の
段
階
は
外
見
的
に
は
第
一
の
段
階
と

ほ
と
ん
ど
異
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
国
家
が
成
立
し
存
続
す
る
た
め
に
は
、
自
然
法
を
認
識
し
義
務
の
意
識
を
持
っ
た
多
数
の

人
々
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
。
自
然
状
態
の
第
一
の
段
階
に
お
い
て
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
い
う
如
く
、
自
然
的
義
務
は
存
在
し
な
い
。

し
か
し
、
第
二
の
段
階
に
お
い
て
は
、
ウ
ォ
リ
ン
ダ
ー
の
い
う
如
く
、
自
然
的
義
務
は
存
在
す
る
。
こ
れ
な
く
し
て
は
国
家
契
約
そ
の
も

の
が
意
味
と
な
り
、
市
民
的
義
務
も
そ
の
根
拠
を
失
う
の
で
あ
る
。

　
ホ
ッ
ブ
ス
の
思
想
に
お
い
て
は
、
自
然
的
な
も
の
と
人
工
的
な
も
の
と
が
対
立
し
絡
み
合
っ
て
絶
え
ざ
る
運
動
と
静
止
を
繰
返
し
て
い

る
。
自
然
的
な
も
の
に
は
能
動
的
な
も
の
、
情
念
、
権
剃
と
自
由
が
属
し
、
人
工
的
な
も
の
に
は
静
止
的
な
も
の
、
理
性
、
法
と
義
務
が

属
す
る
。
前
看
は
後
者
に
よ
っ
て
絶
え
ず
拘
束
さ
れ
秩
序
づ
け
ら
れ
つ
つ
も
能
動
的
活
動
を
続
け
、
自
己
保
存
と
い
う
屠
的
を
実
現
し
て

行
く
。
自
然
状
態
か
ら
国
家
に
至
る
道
も
そ
の
よ
う
な
国
的
実
現
の
過
程
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
自
然
状
態
の
第
一
段
階
か
ら
第
二
へ
の

進
行
は
自
然
法
の
認
識
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
こ
こ
で
自
然
的
理
性
が
自
然
的
欲
求
に
対
し
て
加
え
る
拘
束
が
自
然
的
義
務
で
あ
る
。
第
二

の
段
階
か
ら
国
家
へ
の
進
行
は
国
家
主
権
の
確
立
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
こ
こ
で
人
工
的
理
性
（
主
権
）
が
自
然
的
理
性
に
対
し
て
加
え
る

拘
束
が
市
民
的
義
務
（
鼠
く
＝
（
）
｝
）
同
薦
蝕
岡
§
）
で
あ
る
。
市
艮
的
義
務
及
び
そ
れ
と
自
然
的
義
務
の
関
係
に
つ
い
て
は
後
で
ま
た
触
れ
る
こ

と
に
す
る
。

　
さ
て
、
神
か
ら
独
立
し
て
人
間
的
基
盤
に
立
っ
た
自
然
法
の
本
質
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
自
然
法
は
自
他
の
平
等
の
認
識
に

　
　
　
　
葭
然
的
入
聞
か
ら
入
工
的
覇
家
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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六
四

基
づ
く
と
い
う
。
自
然
状
態
の
第
一
段
階
に
お
け
る
人
間
は
、
虚
栄
心
や
自
惣
れ
に
妨
げ
ら
れ
て
、
他
人
が
自
分
と
等
し
い
能
力
を
持
つ

こ
と
を
知
り
得
な
い
。
死
へ
の
恐
れ
が
こ
れ
ら
の
情
念
を
払
い
の
け
、
自
他
の
能
力
を
正
し
く
客
観
的
に
評
価
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、

人
々
は
第
二
の
段
階
に
進
む
。
自
他
の
力
の
平
等
と
い
う
認
識
は
人
々
を
平
和
に
短
く
た
め
に
不
可
欠
で
あ
り
、
又
、
道
徳
性
の
初
ま
り

を
意
味
す
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
自
然
法
は
他
人
と
の
協
調
を
命
ず
る
が
、
こ
れ
は
中
途
半
端
な
利
他
主
義
や
博
愛
主
義
に
墓
つ
く
も
の
で
は

な
く
自
他
の
力
の
平
等
の
認
識
に
裏
づ
け
ら
れ
た
徹
底
し
た
利
己
主
義
の
所
産
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
道
徳
法
と
呼
び
得
る
な
ら
ば
、

彼
の
道
徳
法
は
明
ら
か
に
利
己
主
義
の
地
盤
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
地
盤
が
堅
固
で
あ
る
故
に
、
彼
は
道
徳
劇
に
実
質
的
な
内
容
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
情
念
は
自
己
保
存
の
匿
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
自
然
法
と
い
う
苦
い
薬
を
飲
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
理
性
（
自
然
法
）
の
情

念
（
自
然
権
）
に
対
す
る
支
配
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
ホ
ッ
ブ
ス
の
道
徳
法
は
普
遍
妥
当
的
・
定
書
的
な
も
の
で
は
あ
り

得
な
い
。
そ
れ
は
、
自
己
保
存
を
欲
す
る
人
に
介
し
て
、
自
己
保
存
そ
の
も
の
と
矛
盾
し
な
い
限
り
に
お
い
て
妥
当
す
る
法
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
法
は
道
徳
法
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
た
だ
、
問
題
を
現
世
に
限
定
し
て
考
え
る
限
り
、
自
己
保
存
は
あ
ら
ゆ
る

道
徳
的
行
為
の
消
極
的
で
は
あ
る
が
必
要
な
条
件
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
自
然
法
は
最
低
限
の
道
徳
又
は
道
徳
の
前
提
条
件
を

表
現
し
た
も
の
と
し
て
は
適
切
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

薯
節
ほ
曾
鳥
①
び
。
℃
．
9
f
や
鱒
卜
⊃
餅

芝
鴛
お
跡
瓢
Φ
が
。
℃
●
9
r
や
。
◎
G
。
．

ピ
Φ
く
禦
冨
ジ
℃
や
＆
日
～
卜
σ
植
芝
p
鐸
g
号
が
8
●
簿
．
》
℃
や
b
。
b
。
蒔
～
9

難
①
鑓
o
g
ω
o
暁
勺
讐
δ
。
・
o
唱
げ
鴇
》
o
F
甜
麟
◎
。
．

い
。
〈
螺
げ
碧
u
や
Q
。
8
．

コ
p
。
筥
①
暴
蔑
8
．
簿
‘
や
回
黛
’

O
①
Ω
＜
ρ
℃
や
α
O
～
ゲ



（
8
）
　
ダ
ン
ト
レ
！
ヴ
、
◎
や
。
鉾
”
唱
唱
．
日
α
～
⑩
博
ω
鋤
σ
8
ρ
O
や
’
9
撞
ご
℃
や
戯
b
⊃
腿
～
q
」

（
9
）
　
℃
寅
白
目
舞
斜
。
や
。
岡
∫
ワ
H
卜
。
⑩
・
又
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
、
セ
イ
パ
イ
ン
ら
も
ホ
ッ
ブ
ス
の
哲
学
を
論
評
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
神
に
書

　
　
及
も
し
て
い
な
い
。
た
だ
フ
ッ
ド
は
そ
の
近
著
に
お
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ス
を
誠
実
な
キ
り
ス
ト
教
思
想
家
と
規
定
す
る
興
味
あ
る
試
み
を
行
っ
て
い

　
　
る
。
（
男
’
ρ
鵠
◎
o
斜
↓
7
0
σ
ぞ
ぎ
①
℃
o
節
搾
。
。
o
剛
8
ぴ
◎
ヨ
上
更
9
）
げ
Φ
。
。
旨
ち
①
“
）

（
1
0
）
　
ω
霞
窪
G
。
9
0
や
葺
G
や
お
O
い
唱
。
嶺
9

（
1
1
）
　
宅
鋤
護
。
切
鎌
①
お
◎
℃
●
簿
ご
や
H
亀
”
℃
や
鼠
刈
～
G
。
”
い
⑦
〈
貯
夢
9
。
P
唱
唱
・
◇
。
b
。
G
。
～
恥
O
①
Ω
く
ρ
℃
や
b
。
O
O
～
歴

（
1
2
）
　
芝
鋤
疑
①
昌
島
①
び
。
や
。
｝
∫
や
N
㎝
b
O
・
フ
ッ
ド
も
自
然
法
を
油
然
権
か
ら
の
派
生
物
と
解
し
な
い
点
で
は
同
様
で
あ
る
。
（
訓
o
o
斜
◎
や
。
劉
”
や
り
戯
）

（
1
3
）
　
乏
鋤
疑
魯
号
さ
。
や
。
同
梓
‘
℃
℃
．
込
◎
認
～
刈
●

四
　
契
　
約

　
　
　
自
然
状
態
に
お
け
る
人
意
は
そ
の
保
持
す
る
無
制
限
な
自
然
権
が
却
っ
て
自
己
を
危
険
に
導
く
こ
と
を
知
り
、
自
然
法
の
命
ず
る
と
こ

　
　
ろ
に
従
っ
て
平
和
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
に
と
っ
て
、
離
農
法
は
本
来
、
社
会
的
動
物
で
な
い
人
間
を
国
家
機
構
に
組
み
こ
む

　
　
た
め
に
必
要
な
前
提
条
件
で
あ
っ
た
。
零
墨
法
は
究
極
的
に
は
功
利
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
情
念
に
対
す
る
強
欄
を
含
む
故
に
そ
れ
を
認

　
　
識
し
た
個
人
に
対
し
て
義
務
を
課
す
る
。
し
か
し
、
自
然
状
態
に
お
い
て
は
霞
然
法
の
課
す
る
義
務
の
遂
行
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
何

　
　
故
な
ら
ば
、

　
　
　
1
　
こ
の
よ
う
な
相
互
不
儒
の
状
態
に
お
い
て
義
務
を
遂
行
す
る
こ
と
は
自
己
に
対
し
て
危
険
や
損
害
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
。
　
（
義
務

　
　
不
履
行
の
理
由
）

　
　
　
9
　
自
然
法
の
教
え
は
全
体
的
に
は
個
人
の
利
益
と
合
致
す
る
が
、
個
々
の
行
為
に
関
し
て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
そ
し
て
個

　
　
人
は
、
義
務
に
背
く
こ
と
に
よ
り
一
そ
う
大
き
な
利
益
を
期
待
で
き
る
場
合
に
は
、
そ
う
す
る
こ
と
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
。
　
（
義
務
違
反
の

　
　
理
由
）

611
　
　
　
　
　
　
宮
然
約
人
間
か
ら
入
工
的
国
家
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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六
六

　
3
　
膚
然
法
の
解
釈
権
が
掴
人
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
各
人
が
自
ら
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
法
を
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
（
自
然

法
解
釈
の
主
観
性
）

　
従
っ
て
、
設
立
さ
れ
る
べ
き
国
家
は
少
く
と
も
次
の
よ
う
な
役
割
を
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
1
　
国
家
権
力
の
確
立
に
よ
っ
て
義
務
の
遂
行
を
安
全
な
ら
し
め
る
。

　
2
　
刑
罰
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
義
務
違
反
を
割
に
合
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
だ
自
然
法
を
知
ら
な
い
人
々
も
外

颪
的
に
は
自
然
法
に
従
っ
て
行
為
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
3
　
霞
然
法
の
統
一
的
・
客
観
的
解
釈
を
立
て
る
。
こ
れ
は
自
然
法
を
国
法
へ
実
定
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
さ
て
国
家
設
立
を
実
際
に
可
能
に
す
る
手
段
は
契
約
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
役
割
を
果
す
た
め
に
国
家
は
ど
の
よ
う
な
権
力
を
持
た

ね
ば
な
ら
な
い
か
、
そ
の
権
力
は
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
る
か
、
こ
れ
ら
の
聞
題
を
ホ
ッ
ブ
ス
の
契
約
説
を
検
討
す
る
こ
と

に
よ
り
解
明
し
て
行
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
ホ
ッ
ブ
ス
は
国
家
設
立
の
契
約
に
関
し
て
多
く
の
箇
所
で
様
々
の
表
現
を
用
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
簡
単
に
い
え
ば
国
家
は
、
あ
る
地

域
に
住
む
入
々
が
た
が
い
に
契
約
し
て
各
自
の
す
べ
て
の
事
物
に
対
す
る
窃
然
権
を
手
放
し
、
次
に
主
権
岩
を
選
ん
で
彼
に
対
す
る
服
従

を
誓
う
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
。
こ
の
過
程
の
前
半
を
本
来
の
意
味
で
の
社
会
契
約
、
即
ち
結
合
契
約
（
＜
貧
①
霞
σ
q
§
σ
q
。
。
〈
興
霞
お
）
と
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
、
後
半
を
服
従
（
統
治
）
契
約
（
d
艮
興
≦
⑦
詫
§
α
q
。
・
＜
二
二
⇔
σ
q
）
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
ホ
ッ
ブ
ス
の
契
約
説
の
特
徴
は
次

の
二
点
に
あ
る
。
第
一
に
、
単
な
る
社
会
契
約
だ
け
で
は
国
家
は
成
立
し
な
い
と
彼
が
考
え
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
服
従
契
約
は
乗
来

の
主
権
者
と
未
来
の
臣
民
た
ち
と
の
問
で
結
ば
れ
る
の
で
は
な
く
、
未
来
の
臣
民
た
ち
が
相
互
の
間
で
結
ぶ
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
の
見
解
の
基
礎
に
は
、
国
家
は
唯
一
っ
の
人
格
（
℃
費
。
。
§
）
と
唯
一
つ
の
意
志
（
鼠
δ
を
有
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
主
権
者
を
定
め
、
彼
に
全
国
畏
を
代
表
し
て
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
行
う
権
利
を
賦
与
す
る
こ
と

が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
確
僑
が
あ
り
、
第
二
の
見
解
は
、
主
権
老
を
契
約
に
よ
っ
て
拘
束
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考



　
　
慮
と
関
連
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
や
や
詳
纈
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
ホ
ッ
ブ
ス
に
よ
れ
ば
、
臣
民
（
錠
9
①
簿
ω
）
が
主
権
者
（
夢
の
ω
o
〈
霧
①
磁
鐸
）
と
前
以
て
服
従
契
約
を
結
ぶ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
主
権

　
　
者
を
選
ぶ
以
前
に
は
人
々
は
ま
だ
一
個
の
人
格
に
結
合
さ
れ
て
い
ず
、
単
な
る
鳥
合
の
衆
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
彼
ら
は
栢
互
の
聞
で

　
　
主
権
者
に
各
自
の
権
利
を
譲
与
し
彼
に
服
従
す
る
と
い
う
契
約
を
結
び
得
る
だ
け
で
あ
る
。
主
権
嚢
は
契
約
の
当
事
者
で
は
な
く
、
相
互

　
　
に
契
約
し
た
人
々
か
ら
権
利
の
贈
与
を
受
け
る
だ
け
だ
か
ら
、
こ
の
契
約
に
は
全
く
拘
束
さ
れ
ず
、
契
約
違
反
を
行
う
こ
と
も
あ
り
得
な

　
　
い
。
し
か
し
こ
の
議
論
に
対
し
て
は
批
判
が
成
立
つ
。
人
々
は
主
権
者
と
契
約
を
結
び
得
な
い
と
し
て
も
、
少
く
と
も
主
権
者
を
選
ば
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
権
者
は
国
家
を
設
立
し
よ
う
と
し
て
集
ま
っ
て
来
た
人
々
の
多
数
決
に
よ
り
選
繊
さ
れ
る
が
、
そ
の
決
定
は
集
会

　
　
者
全
員
を
拘
束
す
る
。
こ
の
場
合
、
少
数
派
に
属
す
る
人
々
が
こ
の
決
定
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
も
し

　
　
入
が
合
議
し
て
い
る
人
々
の
会
合
に
自
発
的
に
加
わ
っ
た
な
ら
ば
、
彼
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
数
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
う
と
い
う

　
　
意
志
を
十
分
に
朔
ら
か
に
し
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
又
、
暗
黙
の
う
ち
に
契
約
し
た
の
で
あ
る
。
」
（
い
Φ
〈
忍
び
霞
も
縞
8
）
即
ち
各
集
会
者

　
　
は
、
集
会
に
参
加
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
を
設
立
す
る
契
約
を
暗
に
結
ん
だ
と
み
な
さ
れ
、
設
立
の
具
体
的
手
段
と
し
て
の
主
権
者
の

　
　
選
幽
な
ど
の
事
項
に
関
し
て
は
多
数
の
決
定
に
従
う
義
務
を
負
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
集
会
が
集
会
者
全
体
の
統
一
的
意
志
を
決

　
　
定
す
る
正
当
な
方
法
を
持
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
限
り
に
お
い
て
一
個
の
意
志
を
有
す
る
人
格
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
か
く

　
　
し
て
人
々
は
単
一
の
人
格
と
し
て
未
来
の
主
権
嚢
と
契
約
を
結
ぶ
資
格
を
持
ち
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
結
合
契
約
が
欄
象
を
成
立
さ

　
　
せ
る
た
め
の
基
本
的
条
件
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
結
合
契
約
に
よ
っ
て
成
立
し
た
人
々
の
結
合
は
、
選
出
さ
れ
た
主
権
者
に
す
ぐ
に
全
権
を
委
ね
る
こ
と
な
し
に
は
、
存
続
し
得
な
い
と

　
　
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
確
か
に
、
主
権
春
を
定
め
る
こ
と
な
し
に
は
国
家
は
存
続
し
得
な
い
。
し
か
し
主
権
者
は
一
人
又
は
少
数

　
　
の
人
々
に
は
限
ら
れ
ず
、
国
民
全
体
で
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
明
ら
か
に
君
主
政
体
（
ヨ
§
錠
。
ξ
）
を
最
上
の
政
体
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

63

@
考
え
て
い
る
が
、
貴
族
政
体
（
簿
羅
◎
。
ε
o
同
餌
。
団
）
と
民
主
政
体
（
仙
①
B
O
。
周
勉
。
図
）
が
国
家
主
権
た
り
得
る
こ
と
も
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

1　
　
　
　
　
　
自
然
的
入
問
か
ら
人
工
的
園
家
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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六
八

「
市
民
論
」
に
お
い
て
彼
は
こ
う
い
つ
て
い
る
。
　
コ
国
家
を
樹
立
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
会
合
し
た
人
々
は
、
会
越
す
る
と
い
う

正
に
そ
の
行
為
に
お
い
て
（
ぎ
簿
⑦
＜
⑦
蔓
器
。
｛
導
の
の
号
σ
q
）
、
ほ
と
ん
ど
繍
個
の
民
主
政
体
で
あ
っ
た
。
」
（
○
。
7
0
叩
く
ρ
や
霧
）
勿
論

こ
れ
が
瞬
確
に
政
体
と
し
て
の
形
を
と
っ
て
存
続
す
る
た
め
に
は
、
集
会
の
蒔
と
所
を
定
め
、
次
の
集
会
ま
で
の
聞
、
主
権
の
行
使
を
あ

る
個
人
ま
た
は
合
議
体
に
委
ね
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
と
に
か
く
、
民
主
政
体
が
国
家
主
権
と
し
て
立
派
に
成
立
ち
、
か
つ

存
続
す
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
結
合
契
約
を
行
っ
た
人
々
が
未
来
の
主
権
者
と
契
約
を
結
び
得
な
い
と
い
う
ホ
ッ
ブ
ス
の
主
張
は
皮

相
化
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
自
身
「
市
民
論
」
に
お
い
て
は
、
貴
族
政
体
と
窟
主
政
体
の
起
源
を
民
主
政
体
の
主
権
巻
（
国
民
全
体
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

か
ら
の
権
利
移
譲
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
単
な
る
結
合
契
約
に
よ
っ
て
一
個
の
人
格
と
し
て
の
国
家
主
権
が
樹
立
さ
れ

る
こ
と
が
事
実
上
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
次
に
ホ
ッ
ブ
ス
は
、
主
権
者
と
臣
民
の
間
に
前
以
て
契
約
が
結
ば
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
無
効
（
〈
○
箆
）
で
あ
る
と
い
う
。
彼
に
よ

れ
ば
、
未
来
の
主
権
者
が
未
来
の
臣
民
全
体
と
契
約
を
結
ぶ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
が
、
彼
ら
の
一
人
一
人
と
個
別
的
に
契
約
す
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
契
約
は
、
も
し
な
さ
れ
た
と
し
て
も
彼
が
主
権
を
獲
得
し
て
か
ら
は
効
力
を
失
う
。
何
故
な
ら
ば
、

主
権
老
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
国
民
全
体
の
名
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
臣
民
の
一
人
一
人
は
そ
の
行
為
を
自
ら
の
行

為
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
又
、
一
部
の
臣
民
が
主
権
者
は
契
約
に
違
反
し
た
と
主
張
し
、
こ
れ
に
対
し
て
主
権
者
又

は
他
の
甑
民
が
そ
の
よ
う
な
事
実
は
な
い
と
…
了
い
張
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
裁
き
う
る
よ
う
な
裁
判
官
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
対

立
は
人
々
を
再
び
自
然
状
態
に
連
れ
渓
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
ホ
ッ
ブ
ス
は
、
主
権
者
が
も
し
契
約

を
行
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
事
実
上
無
効
で
あ
る
と
考
え
た
。
更
に
、
同
様
の
理
由
に
よ
っ
て
主
権
者
は
臣
民
に
対
し
て
侵
害
（
且
貫
冤
）

を
加
え
得
な
い
。
侵
害
と
は
契
約
違
反
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
正
当
な
契
約
の
存
し
な
い
と
こ
ろ
に
は
侵
害
も
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
形
式
的
・
法
学
的
な
議
論
は
ど
れ
だ
け
の
妥
当
性
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
ホ
ッ
ブ
ス
が
こ
れ
ら
の
議
論
を
行
っ
た
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

図
は
、
主
権
者
が
箆
民
に
対
し
て
何
ら
の
貴
任
も
負
わ
な
い
こ
と
を
示
す
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ウ
ォ
リ
ン
ダ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う



　
　
（
6
㌧

　
　
に
、
主
権
者
が
服
従
契
約
の
一
方
の
当
事
者
で
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
彼
自
身
に
と
っ
て
も
不
都
合
な
事
態
が
生
ず
る
。
即
ち
、
あ
る

　
　
臣
民
が
契
約
に
違
反
し
た
場
合
、
彼
は
他
の
臣
民
に
対
し
て
は
侵
害
を
撫
え
た
こ
と
に
な
る
が
、
主
権
者
に
対
し
て
そ
う
し
た
こ
と
に
は

　
　
な
ら
な
い
。
も
し
す
べ
て
の
臣
民
が
服
従
契
約
を
破
棄
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
主
権
老
に
対
す
る
服
従
の
義
務
か
ら
合

　
　
法
的
に
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
も
こ
の
難
点
に
は
気
づ
い
て
い
て
、
臣
民
の
主
権
者
に
対
す
る
服
従
の
義
務
は
臣
民
相
互
間

　
　
の
服
従
契
約
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
臣
民
の
主
権
者
に
対
す
る
権
利
贈
与
（
爵
①
幽
。
審
帥
δ
謬
。
｛
鳥
σ
q
卸
）
か
ら
も
生
じ
、
後
者
か
ら
生
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
る
義
務
は
主
権
渚
自
身
の
同
意
な
し
に
は
免
除
さ
れ
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
形
式
的
議
論
に
こ
れ
以
上
深
入
り
す
る
よ
り

　
　
も
、
む
し
ろ
、
契
約
と
権
利
贈
与
の
具
体
的
内
容
を
検
討
し
、
そ
れ
が
国
家
主
権
の
あ
り
方
を
ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
か
を
見
て
行
く
こ

　
　
と
が
我
々
に
と
っ
て
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
さ
て
、
人
々
が
国
家
設
立
の
契
約
に
お
い
て
手
放
す
権
利
に
は
次
の
三
つ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
1
　
他
人
の
身
体
を
も
含
め
て
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
存
在
に
対
す
る
権
利
。
こ
の
権
利
が
行
為
の
完
全
な
自
由
を
伴
な
う
も
の
で
は
な
く
、

　
　
他
入
と
獲
物
を
争
う
権
利
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
十
分
な
力
を
伴
な
う
な
ら
ば
、
こ
の
一
婦
消
極
的
な
権
利
が
神

　
　
の
人
間
に
対
す
る
麦
配
権
の
よ
う
な
積
極
的
権
利
に
変
質
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
注
意
し
．
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
2
　
自
然
法
解
釈
権
。
自
然
人
は
自
己
保
存
の
た
め
に
必
要
な
手
段
を
自
ら
選
ぶ
権
利
を
持
つ
が
、
自
ら
の
た
め
に
自
然
法
を
解
釈
す

　
　
る
権
利
も
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
。

　
　
　
3
　
自
己
の
生
命
・
身
体
を
亥
配
す
る
権
利
。
前
の
二
つ
の
権
利
は
究
極
的
に
は
自
己
の
生
命
・
身
体
の
維
持
を
目
的
と
す
る
も
の
で

　
　
あ
る
か
ら
、
自
然
人
は
勿
論
、
自
己
の
生
命
・
身
体
に
対
す
る
強
固
な
権
利
を
有
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
以
上
三
つ
の
権
利
に
つ
い
て
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
、
人
々
が
契
約
の
際
に
手
放
す
部
分
の
量
ま
た
は
程
度
で
あ
る
。

　
　
　
1
　
各
人
は
す
べ
て
の
自
然
物
に
鰐
す
る
権
利
を
一
応
完
全
に
手
放
す
。
こ
の
契
約
に
加
わ
ら
な
い
主
権
者
は
、
他
の
人
々
の
棄
権
に

　
　
よ
っ
て
外
的
障
害
が
減
少
す
る
故
に
、
従
来
よ
り
も
容
易
に
自
然
物
を
獲
得
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
人
々
は
こ
の
権
利
を
す
っ

鵬　
　
　
　
　
　
自
然
的
入
聞
か
ら
入
工
的
国
家
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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七
〇

か
り
捨
て
て
し
ま
っ
て
は
生
存
で
き
な
い
。
自
然
法
の
第
工
条
項
は
、
入
々
が
慮
然
権
を
放
棄
す
る
代
り
に
他
人
と
同
じ
だ
け
の
霞
由
を

獲
得
す
る
と
い
う
。
こ
の
叢
濃
が
「
放
棄
す
る
普
遍
的
権
利
の
代
償
と
し
て
人
々
が
梢
互
の
契
約
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
所
有
権
」
（
ピ
Φ
〈
轄

浄
p
P
や
お
H
）
を
意
味
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
人
々
は
契
約
に
お
い
て
す
べ
て
隠
然
物
を
平
等
に
分
配
し
、
各
人
が
均
等
の
私
有
財
産
を

持
つ
よ
う
に
協
定
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ホ
ッ
ブ
ス
的
国
家
は
そ
の
よ
う
な
馬
入
的
国
家
と
は
一
致
し
な
い
。
こ
の
契
約
は

む
し
ろ
自
然
状
態
に
お
け
る
各
人
の
所
有
を
確
定
さ
せ
る
よ
う
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
霞
然
状
態
に
お
い
て
は
所
有
権
は
存
在

し
な
い
が
、
私
有
財
産
は
あ
る
意
味
で
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
法
に
よ
っ
て
で
な
く
自
ら
の
実
力
に
よ
っ
て
の
み
守
ら
れ
る
故
に
、
各

人
は
そ
れ
に
署
し
て
ま
だ
所
有
権
を
有
し
て
い
な
い
。
契
約
は
い
わ
ば
停
戦
協
定
で
あ
っ
て
、
各
入
が
現
在
保
有
し
て
い
る
も
の
に
対
し

て
占
有
権
を
持
つ
こ
と
を
互
い
に
認
め
合
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
各
人
の
所
有
権
を
保
護
す
る
た
め
に
も
、
国
家
主
権
の
樹
立

が
必
要
な
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
臣
民
の
私
有
餅
盤
権
は
他
の
臣
民
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、
主
権
者
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

て
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
が
明
疑
し
て
い
る
よ
う
に
、
国
家
主
権
は
距
斑
の
私
有
財
産
を
自
由
に
処
分
す
る
権
利
を

持
つ
。
主
権
者
は
契
約
に
参
加
せ
ず
、
従
っ
て
自
然
権
を
そ
の
ま
ま
保
持
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
臣
災
の
財
産
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な

無
記
限
的
課
税
権
な
し
に
は
、
国
家
は
そ
の
使
命
を
果
し
得
な
い
と
い
う
の
が
ホ
ッ
ブ
ス
の
確
信
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
や
が
て
ホ

ッ
ブ
ス
的
国
家
に
と
っ
て
重
大
な
難
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
2
　
自
然
法
解
釈
権
に
つ
い
て
は
、
人
々
が
ど
れ
だ
け
の
権
利
を
手
放
す
か
を
最
的
に
は
っ
き
り
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
簡
単

に
い
え
ば
、
主
権
者
の
発
布
す
る
国
法
は
自
然
法
を
実
定
法
化
し
た
も
の
、
又
は
、
自
然
法
の
唯
一
の
公
的
解
釈
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
、

臣
畏
は
国
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
事
柄
に
関
し
て
は
こ
れ
に
従
っ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
他
の
事
柄
に
関
し
て
は

各
人
は
自
由
に
意
志
し
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
場
合
彼
は
灘
ら
の
解
釈
す
る
自
然
法
に
従
っ
て
そ
う
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

し
か
し
、
信
仰
の
聞
題
に
関
し
て
は
事
情
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
神
を
弁
ず
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
現
世
の
生
で
は
な
く
永
遠
の
、
生

（
簿
①
導
銑
濠
①
）
、
永
遠
の
救
済
（
の
捲
露
緯
も
・
柔
く
舞
δ
巳
が
最
大
の
善
で
あ
る
。
主
権
者
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
し
て
彼
を
永
遠
の
死



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
（
Φ
什
①
周
⇔
勉
一
　
山
Φ
簿
叶
び
）
に
追
い
こ
む
よ
う
な
行
為
を
命
ず
る
時
、
彼
が
こ
の
命
に
服
す
る
こ
と
は
狂
気
の
沙
汰
で
あ
る
。
だ
が
主
権
嚢
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
夏
）

　
　
し
て
反
抗
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
不
服
従
に
よ
っ
て
消
極
的
に
抵
抗
し
、
殉
教
す
る
こ
と
だ
け
が
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
殉
教

　
　
（
｝
ぎ
ξ
凱
・
器
）
に
よ
っ
て
の
み
現
世
と
来
世
の
間
に
存
す
る
矛
盾
は
解
決
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
國
家
権
力
は
教
権
を
含
む
地
上
の
あ

　
　
ら
ゆ
る
権
力
に
優
越
し
、
こ
れ
ら
を
支
配
す
る
。

　
　
　
3
　
自
己
の
生
命
・
身
体
を
支
配
す
る
権
利
は
最
小
限
の
自
己
防
衛
権
を
除
い
て
主
権
春
に
譲
渡
さ
れ
る
。
自
然
状
態
に
お
い
て
は
、

　
　
各
人
は
自
己
の
生
命
・
身
体
を
守
る
た
め
に
は
他
人
を
殺
し
て
も
不
正
で
は
な
か
っ
た
が
、
問
時
に
他
人
も
同
じ
臼
的
で
彼
を
不
正
な
し

　
　
に
殺
す
こ
と
が
で
き
た
。
国
家
に
お
い
て
は
、
私
有
財
産
権
の
場
合
と
同
様
に
、
各
臣
民
は
絹
互
に
自
己
の
生
命
・
身
体
に
対
す
る
権
利

　
　
を
認
め
合
う
。
他
人
の
生
命
・
身
体
に
侵
害
を
加
え
る
こ
と
は
不
正
で
あ
り
、
不
正
を
行
う
巻
に
対
し
て
は
国
家
権
力
が
飛
罰
を
課
す
る
。

　
　
し
か
し
、
国
家
は
そ
の
使
命
達
成
の
た
め
に
臣
民
の
肉
体
的
、
精
神
約
な
カ
を
自
由
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
国
家
は
臣
民

　
　
の
心
身
の
能
力
に
対
し
て
権
利
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ホ
ッ
ブ
ス
に
よ
れ
ば
、
霞
己
自
身
を
守
ら
な
い
と
い
う
儒
約
は
無
効
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
あ
り
、
又
、
自
ら
を
殺
せ
と
い
う
命
令
に
服
従
す
る
義
務
は
な
い
。
国
家
権
力
が
あ
る
臣
民
を
殺
そ
う
と
す
る
時
、
彼
は
死
力
を
尽
し
て

　
　
こ
れ
に
抵
抗
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
彼
の
自
己
防
衛
権
は
一
た
と
え
彼
が
法
に
基
づ
い
て
死
飛
を
豊
告
さ
れ
た
罪
人
で
あ
ろ
う
と

　
　
も
一
事
業
と
も
理
論
上
は
国
家
権
力
に
劣
ら
ぬ
妥
当
性
を
有
す
る
。
網
人
に
と
っ
て
国
家
は
蛇
骨
保
存
の
た
め
の
手
段
と
し
て
意
味
を
持

　
　
つ
に
過
ぎ
な
い
。
理
由
が
何
で
あ
ろ
う
と
国
家
が
彼
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
彼
の
国
家
に
対
す
る
服
従
の
義
務
は
消
滅
す
る
。

　
　
個
人
の
自
己
防
衛
権
は
ホ
ッ
ブ
ス
に
お
い
て
決
し
て
譲
渡
さ
れ
得
な
い
権
利
、
絶
対
的
に
肯
定
さ
れ
た
権
利
で
あ
る
。
他
方
、
国
家
も
平

　
　
和
と
秩
序
を
保
つ
た
め
に
絶
対
的
麦
配
権
を
要
求
す
る
。
こ
の
二
つ
の
絶
対
的
権
利
の
衝
突
は
個
人
の
自
然
権
と
主
権
者
の
自
然
権
の
衝

　
　
突
を
意
味
し
、
法
と
契
約
の
範
心
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
法
と
契
約
は
各
人
の
自
己
保
存
の
欲
求
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
自
薦
保
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
と
い
う
目
的
そ
の
も
の
と
矛
盾
し
な
い
限
り
に
お
い
て
そ
の
効
力
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
個
入
の
力
で
は
国
家
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

　
　
力
に
か
な
う
筈
も
な
い
が
、
ホ
ッ
ブ
ス
が
主
権
の
み
を
絶
対
化
し
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

67ユ　
　
　
　
　
　
自
然
的
人
間
か
ら
人
工
的
園
一
家
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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哲
学
研
究
　
第
困
百
九
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

次
に
・
こ
れ
ら
の
権
利
は
単
に
肇
さ
れ
る
の
か
・
そ
れ
と
も
主
事
に
譲
重
れ
る
の
か
奮
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
亀
・

　
1
　
す
べ
て
の
自
然
物
に
対
す
る
権
利
は
単
に
放
棄
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
主
権
者
以
外
の
各
人
は
契
約
の
時
に
他
人
が
所
有
し
て
い
る

も
の
に
対
す
る
権
利
を
放
棄
す
る
。

　
2
　
自
然
法
解
釈
権
は
主
権
者
が
必
要
と
考
え
る
だ
け
主
権
者
に
譲
渡
さ
れ
る
。
自
然
状
態
に
お
い
て
も
、
他
人
の
た
め
に
率
然
法
を

解
釈
す
る
権
利
を
持
つ
人
が
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
主
権
者
の
立
法
権
を
単
な
る
権
利
放
棄
に
基
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

　
（
1
6
）

で
あ
る
。

　
3
　
自
己
の
生
命
・
身
体
を
麦
配
す
る
権
利
は
主
権
潜
に
譲
渡
さ
れ
る
。
し
か
し
、
自
然
状
態
に
お
い
て
、
各
人
が
他
人
の
生
命
・
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

体
に
対
し
て
も
権
利
を
有
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
主
権
老
以
外
の
す
べ
て
の
人
々
の
権
利
放
棄
に
よ
っ
て
も
同
じ
結
果
が
得
ら
れ
る
。

　
最
後
に
、
こ
の
契
約
が
信
義
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
い
い
か
え
れ
ば
、
権
利
の
放
棄
又
は
譲
渡
が
契
約
の
瞬
間
に
完
了
す
る
の
で

は
な
く
未
来
に
わ
た
っ
て
継
続
的
に
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
、
契
約
の
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
1
　
人
々
が
契
約
に
基
づ
い
て
行
う
自
然
物
に
対
す
る
権
利
の
放
棄
と
そ
れ
に
伴
な
う
各
人
の
私
有
財
産
権
及
び
主
権
者
の
無
制
限
的

課
税
権
の
承
認
と
は
、
国
家
が
存
続
す
る
限
り
継
続
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
主
権
が
確
立
さ
れ
て
い
る
限
り
は
む
し
ろ
容

易
で
あ
る
。
主
権
は
立
法
権
と
法
を
執
行
す
る
実
力
と
に
よ
っ
て
臣
民
に
以
上
の
こ
と
を
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
2
　
自
然
法
解
釈
権
（
立
法
権
）
に
つ
い
て
も
、
主
権
嚢
は
法
を
執
行
す
る
実
力
を
有
す
る
限
り
譲
渡
に
よ
っ
て
得
た
権
利
を
保
持
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
3
　
臣
民
の
生
命
・
身
体
を
支
配
す
る
権
利
の
保
持
に
関
し
て
は
や
や
問
題
が
あ
る
。
主
権
潜
は
前
の
二
つ
の
権
利
を
自
ら
の
実
力
に

よ
っ
て
臣
民
に
対
し
て
認
め
さ
せ
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
実
力
は
究
極
的
に
は
臣
民
た
ち
の
心
身
の
力
か
ら
成
立
っ
て
い
る
。

彼
ら
の
力
は
契
約
に
お
い
て
す
・
か
り
主
讐
に
引
渡
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
歓
拶
瓶
華
の
要
求
に
応
じ
て
絶
え
ず
与
え
続
け
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
臣
民
の
協
力
な
し
に
は
主
権
は
名
ば
か
り
と
な
り
、
国
家
は
事
実
上
崩
壊
す
る
で
あ
ろ
う
。
臣
民
が
主
権
者
に
協
力
す
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る
理
由
と
し
て
形
式
的
に
は
契
約
を
守
れ
と
い
う
自
然
法
の
教
え
が
考
え
ら
れ
る
が
、
も
っ
と
実
質
的
な
理
由
と
し
て
は
、
臣
民
の
有
す

る
国
家
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
自
然
状
態
の
も
た
ら
す
悲
惨
と
国
家
が
も
た
ら
す
平
和
と
秩
序

の
大
き
な
差
異
を
よ
く
認
識
し
て
お
り
、
積
極
的
又
は
消
極
的
に
国
家
を
維
持
し
よ
う
と
努
力
す
る
の
で
あ
る
。
国
家
の
成
立
に
は
農
然

法
の
認
識
に
達
し
た
多
数
の
存
在
が
必
要
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
国
家
の
存
続
に
は
国
家
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
意
志
を
持
っ
た
多
数
の
存

在
が
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
平
素
を
求
め
る
意
志
は
個
人
の
利
己
主
義
が
も
た
ら
す
帰
結
に
過
ぎ
な
い
が
、
本
能
的
利
己
主
義
で
は

な
く
理
性
的
洞
察
力
を
伴
な
っ
た
利
己
主
義
の
所
産
と
し
て
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
よ
っ
て
高
く
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
我
々
は
国
家
設
立
の
形
式
と
し
て
の
契
約
の
考
察
に
お
い
て
、
国
家
を
存
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
志
に
劉
達
し
た
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
契
約

説
に
は
多
く
の
欠
点
が
あ
る
。
彼
は
主
権
を
契
約
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
な
が
ら
、
し
か
も
主
権
が
契
約
に
よ
っ
て
欄
限
さ
れ
な
い
こ
と
を

強
調
し
、
そ
の
た
め
に
は
誰
弁
的
な
論
理
さ
え
用
い
た
。
し
か
し
、
契
約
を
國
家
論
演
繹
の
一
環
と
見
る
限
り
、
こ
れ
以
上
彼
の
契
約
説

の
欠
陥
を
指
摘
す
る
こ
と
は
不
必
要
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
進
ん
で
ホ
ッ
ブ
ス
的
国
家
、
即
ち
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
そ
の
も
の
に
つ
い
て
論
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

り
〇
三
鋤
夢
o
P
や
累
Q
。
噂
隠
・
H
α
噴
～
◎
。
u
や
ま
ρ
O
Φ
Ω
く
ρ
や
H
ミ
》
思
●
①
○
。
～
刈
O
巳

O
o
犀
σ
Q
7
0
や
9
r
℃
や
H
O
Q
◎
～
隷
9

ピ
。
＜
…
o
筈
鋤
♪
o
ダ
囲
P
O
o
ρ
＜
ρ
o
ダ
8

じ
。
Ω
＜
ρ
喝
℃
．
8
～
μ
O
O
●

≦
鉾
門
①
ゆ
偽
Φ
斜
。
や
。
搾
》
℃
℃
．
ド
ら
。
O
～
り

毒
鋤
霞
魯
島
。
び
。
唱
●
息
8
緊
囲
G
Q
膳

U
O
Ω
＜
ρ
℃
や
c
O
り
～
⑩
曽
な
お
、
　
一
般
に
権
利
贈
与
か
ら
義
務
が
生
ず
る
場
倉
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は

U
o
Ω
く
ρ
ワ
G
◎
心
”
や
H
ミ
・

芝
霞
冨
雛
伽
Φ
が
。
℃
●
鼠
£
℃
娼
。
H
鳶
～
心
■

U
の
Ω
く
ρ
や
b
O
8
．

自
然
的
人
間
か
ら
入
工
的
国
家
へ

U
⑦
〈
鎧
跨
鋤
詳
や
ド
匿
．

七
三
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瓠
嗣
櫛
ず
研
究
　
　
第
四
｝
臼
九
十
ニ
ハ
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

（
1
1
）
　
O
⑦
Ω
く
ρ
や
黛
◎

（
1
2
）
　
い
。
く
聾
げ
鶉
調
℃
。
誌
メ
や
8
駆
．

（
1
3
）
　
従
っ
て
、
国
家
が
個
入
に
兵
役
の
よ
う
な
生
命
の
危
険
を
伴
な
う
任
務
に
つ
く
こ
と
を
命
ず
る
場
合
、
適
当
な
代
入
を
立
て
る
な
ど
の
手
段
を

　
　
と
れ
ば
、
こ
れ
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
（
び
Φ
垂
鋒
き
も
』
8
）

（
1
4
）
　
た
だ
、
個
人
の
抵
抗
権
は
自
已
防
衛
の
た
め
に
許
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
膚
雛
又
は
無
鐸
の
他
入
を
助
け
る
た
め
に
岡
権
に
抵
抗
す
る
こ
と

　
　
は
許
さ
れ
な
い
。
臣
民
が
団
結
し
て
麟
権
に
反
抗
す
る
こ
と
は
内
乱
を
ひ
き
お
こ
し
、
園
家
を
崩
壊
に
導
く
か
ら
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
は
プ
レ
イ
ム
ナ
ッ
ツ
の
よ
う
な
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
（
℃
蜀
ヨ
⑦
轡
三
斜
。
℃
φ
o
ぎ
”
納
期
■
竃
国
～
α
）

（
1
6
）
　
謹
鋤
旨
曾
馨
斜
。
や
。
置
旨
●
嵐
卜
。
～
ω
．

（
1
7
）
　
を
鎚
羅
魯
篇
⑦
が
○
や
簿
↓
や
目
り
S

（
1
8
）
　
コ
鋤
ヨ
①
欝
貫
。
や
》
簿
¢
℃
．
お
0
・

五
　
国
　
家

　
ホ
ッ
ブ
ス
の
人
間
観
に
従
う
な
ら
ば
、
国
家
は
人
間
に
と
っ
て
自
然
必
然
的
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
自
然
状
態
の
危
険
と
悲
惨

を
通
じ
て
理
性
に
爵
覚
め
た
入
間
は
、
熱
慮
の
結
果
と
し
て
、
国
家
の
設
立
を
必
然
的
に
意
志
す
る
。
彼
は
自
然
状
態
と
国
家
の
そ
れ
ぞ

れ
が
自
己
に
も
た
ら
す
利
害
得
失
を
計
黒
し
、
そ
の
計
箪
に
基
づ
い
て
国
家
の
設
立
を
意
志
す
る
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
人
溶
岩
か
ら

国
家
論
に
至
る
議
論
は
、
こ
の
よ
う
な
熟
慮
の
過
程
そ
の
も
の
の
叙
述
と
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
単
に
国
家
の
必
要
性
を
説
い
た

だ
け
で
な
く
、
主
権
者
に
対
し
て
無
調
限
的
・
絶
対
的
麦
配
権
を
与
え
る
こ
と
の
必
要
を
も
強
調
し
た
。
即
ち
、
主
権
者
は
立
法
、
司
法
、

行
政
、
外
交
、
軍
事
、
官
吏
任
免
等
の
権
利
を
一
手
に
掌
握
す
る
だ
け
で
な
く
、
思
想
、
教
育
、
出
版
を
統
嘉
す
る
権
利
及
び
臣
民
の
財

産
に
対
す
る
無
制
限
的
課
税
権
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
権
利
は
一
体
と
な
っ
て
主
権
の
本
質
を
な
し
、
も
し
そ
の
中
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

一
つ
で
も
欠
け
る
な
ら
ば
、
主
権
は
存
立
し
得
な
い
。
主
権
者
は
国
家
の
魂
の
如
き
も
の
で
あ
っ
て
、
国
家
の
当
面
す
る
重
要
問
題
に
関

し
て
全
臨
罠
に
代
っ
て
判
断
を
下
し
、
彼
ら
に
命
令
し
、
彼
ら
を
宙
ら
の
手
足
の
よ
う
に
自
由
に
駆
使
す
る
。
臣
民
に
対
し
て
は
、
主
権
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者
に
無
条
件
的
に
服
従
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
主
権
者
の
絶
対
的
支
配
権
と
臣
民
の
絶
対
的
服
従
の
義
務
が
あ
っ
て
初
め
て
国
家
は

統
一
さ
れ
た
意
志
を
持
つ
一
偲
の
人
格
た
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
は
、
一
面
か
ら
い
え
ば
、
完
全
な
法
治
国
家
で
あ
る
。
そ
の
監
権
は
專
舗
的
で
は
あ
る
が
、
常
に
前
以
て
臣
畏
に
周

知
さ
せ
た
法
に
基
づ
い
て
麦
配
す
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
國
法
は
法
と
し
て
の
権
威
を
主
権
者
の
意
志
か
ら
得
る
。
従
っ
て
、
主
権
嚢

は
新
し
い
法
を
発
布
す
る
に
当
っ
て
、
そ
の
内
容
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
自
ら
の
意
志
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
、
甑
民
に
周
知

徹
底
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
又
、
自
ら
指
定
し
た
解
説
者
に
命
じ
て
、
法
の
意
図
と
内
容
に
つ
い
て
の
正
し
い
解
釈
を
広
め
さ
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
手
続
き
を
ふ
む
限
り
、
主
権
者
は
ど
の
よ
う
な
法
律
で
も
膚
由
に
制
定
し
、
施
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
家
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

権
の
絶
対
性
の
本
質
は
こ
の
無
制
限
的
立
法
権
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
法
は
国
家
理
性
、
即
ち
主
権
者
の
理
性
の
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
こ
で
は
、
主
権
者
が
理
性
的
人
間
で
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
国
法
は
趨
然
法
に
反
す
る
よ
う
な
内
容
を
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
主
権
者
が
理
性
と
自
然
法
に
反
す
る
立
法
を
行
っ
た
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
彼
は
自
然
法
に
反
す
る
故
に

神
に
対
し
て
は
罪
を
犯
し
て
い
る
が
、
臣
民
は
彼
を
責
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
文
句
な
し
に
そ
の
法
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
臣

民
が
、
自
然
法
に
反
す
る
と
自
ら
判
断
す
る
国
法
に
服
従
し
な
い
な
ら
ば
、
服
従
の
契
約
を
破
り
、
自
然
法
に
背
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
か
く
し
て
、
距
民
の
幸
福
は
主
権
者
が
理
性
的
に
立
法
を
行
う
か
否
か
に
か
か
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
、
主
権
者
の
無

制
限
の
椴
力
か
ら
生
ず
る
種
々
の
弊
害
を
認
め
つ
つ
も
、
こ
の
権
力
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
起
る
弊
害
の
方
が
ず
っ
と
大
き
い
と
い
う
。

暴
鱈
の
も
た
ら
す
恐
怖
の
秩
序
で
さ
え
も
、
自
然
状
態
に
お
け
る
完
全
な
無
秩
序
に
は
る
か
に
ま
さ
る
と
彼
は
確
信
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
自
然
法
の
認
識
に
到
達
し
た
謬
言
は
、
多
く
の
場
合
、
自
ら
の
理
性
の
命
令
に
従
っ
て
主
権
に
服
従
す
る
。
こ
の
認
識
に
ま
だ
到
ら
な

い
臣
民
や
す
で
に
認
識
に
到
り
な
が
ら
な
お
情
念
に
隻
配
さ
れ
が
ち
な
臣
民
は
、
主
権
者
が
課
す
る
刑
罰
を
恐
れ
て
主
権
に
服
従
す
る
。

主
権
者
の
刑
罰
を
執
行
す
る
力
は
結
局
個
々
の
臣
罠
の
心
身
の
カ
か
ら
成
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
臣
民
の
大
半
が
刑
罰
を
恐
れ
る

が
故
に
主
権
に
服
従
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
国
家
は
そ
の
秩
序
を
保
ち
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
神
の
力
が
神
の
笈
配
権
を
生
み
出

　
　
　
　
嶽
然
的
人
間
か
ら
人
工
的
国
家
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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3
）

す
と
す
る
な
ら
ば
、
主
権
者
の
麦
配
権
も
彼
の
力
か
ら
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
力
を
思
え
て
い
る
も
の
は
、
相
当
数
の
臣
罠
の
有

す
る
理
性
的
意
志
、
国
家
を
存
続
し
よ
う
と
す
る
意
志
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
国
家
を
そ
の
起
源
に
よ
っ
て
自
然
的
獲
得
国
家
と
人
工
的

設
立
国
家
に
分
け
る
が
、
主
権
者
の
権
利
は
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
同
一
で
あ
る
と
い
う
。
彼
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
国
家
の
起
源
で
は

な
く
、
国
家
の
維
持
で
あ
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
起
源
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
と
現
に
秩
序
を
保
つ
だ
け
の
力
を
持
っ
て
い
る
も
の
が
正
当
な

主
権
者
で
あ
り
、
他
の
人
々
は
彼
に
絶
紺
的
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
設
立
国
家
の
場
合
に
は
契
約
に
よ
っ
て
人
為
的
に
絶
対
的

権
力
が
作
ら
れ
、
獲
得
国
家
に
お
い
て
は
征
服
ま
た
は
生
殖
に
よ
っ
て
自
然
的
に
絶
対
的
権
力
が
作
ら
れ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
の
場
合
に

も
、
国
家
を
存
続
さ
せ
る
原
動
力
は
、
そ
の
臣
民
の
多
数
が
有
す
る
理
性
的
意
志
、
即
ち
国
家
を
求
め
自
然
状
態
を
忌
避
す
る
意
志
に
あ

る
。
臣
民
の
服
従
の
義
務
は
、
実
質
的
は
は
、
服
従
契
約
に
で
は
な
く
、
今
実
際
に
主
権
の
麦
配
下
に
あ
る
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
契
約
の
概
念
を
広
義
に
解
す
る
な
ら
ば
、
臣
民
は
、
自
ら
が
現
に
主
権
に
服
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
す
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

主
権
老
と
暗
黙
の
う
ち
に
服
従
の
契
約
を
結
ん
だ
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
ホ
ッ
ブ
ス
的
国
家
は
、
そ
の
起
源
が
人
工
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

で
あ
る
と
自
然
的
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
そ
の
存
立
に
お
い
て
人
工
的
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
楽
聖
多
数
の
理
性
的
意
志
に
依
存
し

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
意
志
は
「
長
い
物
に
は
巻
か
れ
よ
」
式
の
消
極
的
な
事
な
か
れ
主
義
に
過
ぎ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
同
時
に
、

平
和
と
秩
序
に
導
く
意
志
と
し
て
積
極
的
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ホ
ッ
ブ
ス
的
な
人
工
的
国
家
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
対
立
と
闘
争
が
完
全
に
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
個
人
に
と
っ
て
は
、

国
家
は
自
己
保
存
の
必
要
条
件
で
あ
る
平
和
と
秩
序
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
手
段
に
過
ぎ
な
い
国
家
が
そ
の
主
体
た
る

個
入
に
対
し
て
絶
対
的
服
従
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
が
ら
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
国
家
は
人
間
理
性
の
構
築
物
で
あ
る
が
、
一
旦
で
き
あ
が

る
と
構
築
者
た
る
人
間
の
意
志
を
離
れ
て
自
律
的
に
活
動
し
、
逆
に
人
間
に
対
し
て
制
限
を
加
え
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
人
工
的
国
家
の
こ
の

よ
う
な
独
立
活
動
性
・
能
動
性
を
む
し
ろ
積
極
的
に
肯
定
し
、
こ
れ
の
も
た
ら
す
秩
序
の
み
が
自
然
状
態
に
お
け
る
悲
惨
か
ら
人
間
を
救

い
出
し
得
る
と
考
え
た
。
し
か
し
、
外
的
秩
序
を
建
設
す
る
と
い
う
消
極
的
役
割
を
果
す
た
め
に
主
権
の
絶
対
性
が
本
当
に
不
可
欠
で
あ
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ろ
う
か
。
臣
罠
に
対
し
て
い
わ
ゆ
る
基
本
的
人
権
を
保
証
す
る
こ
と
は
主
権
の
崩
壊
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
こ
れ
ら
の
問

い
に
対
し
て
肯
定
の
答
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
臣
民
は
秩
序
だ
け
で
は
満
足
し
得
ず
、
権
利
と
自
由
の
保
証
を
求
め
る
。
こ
こ
に

国
家
小
臣
畏
、
権
力
対
霞
由
の
対
立
が
不
可
避
寒
に
生
じ
て
く
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
考
え
た
よ
う
な
絶
対
主
義
国
家
が
新
興
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

ジ
…
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
た
時
代
も
確
か
に
あ
っ
た
。
ブ
ル
ジ
罰
一
人
掛
ー
は
残
存
す
る
封
建
勢
力
と
闘
う
た
め
に
絶
対
君
主
の
力
を
借

り
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
間
も
な
く
、
絶
対
翼
主
の
も
た
ら
す
束
縛
が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
自
由
な
活
動
に
対
す
る
大

き
な
障
害
と
な
り
、
両
者
の
対
立
抗
争
の
結
果
と
し
て
市
民
革
命
が
起
る
。
大
雑
把
に
い
え
ば
、
ホ
ッ
ブ
ス
は
中
世
封
建
国
家
か
ら
近
世

市
民
国
家
へ
の
発
展
に
お
け
る
過
渡
的
な
形
態
と
し
て
の
絶
対
主
義
園
家
の
理
念
を
表
現
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
ロ
ッ
ク
は
、

私
有
財
産
権
と
抵
抗
権
を
臣
民
に
保
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
要
求
に
一
そ
う
適
合
し
た
国
家
像
を
形
成
す
る
。
ホ

ッ
ブ
ス
に
お
い
て
、
臣
民
は
国
家
を
離
れ
て
は
互
い
に
何
ら
の
結
び
つ
き
も
持
た
な
い
パ
ラ
パ
ラ
の
多
数
で
あ
っ
た
が
、
ロ
ッ
ク
に
お
い

て
は
、
臣
民
の
結
無
体
と
し
て
の
寮
畏
社
会
が
成
立
し
て
お
り
、
こ
れ
が
国
家
に
対
し
て
臣
民
の
権
利
の
保
証
を
要
求
す
る
。
ホ
ッ
ブ
ス

か
ら
ロ
ッ
ク
へ
の
移
行
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
単
な
る
一
階
級
か
ら
麦
配
的
な
階
級
へ
と
発
展
し
て
行
く
過
程
と
対
応
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
し
か
し
、
ホ
ッ
ブ
ス
政
治
思
想
の
意
義
は
、
歴
史
的
な
一
形
態
と
し
て
の
絶
対
主
義
国
家
の
理
念
を
表
現
し
た
こ
と
に
尽
き
る
も
の
で

は
な
い
。
彼
は
確
か
に
君
主
翻
を
最
上
の
政
体
と
考
え
て
は
い
る
が
、
同
蒔
に
、
貴
族
制
又
は
民
主
制
が
絶
対
主
義
国
家
と
両
立
す
る
こ

と
を
認
め
て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
的
国
家
が
民
主
制
を
採
る
時
、
そ
こ
に
は
ロ
ッ
ク
的
国
家
に
よ
っ
て
党
服
し
尽
さ
れ
な
い
何
も
の
か
が
見

出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
ホ
ッ
ブ
ス
的
国
家
の
主
権
は
ル
ソ
ー
の
一
般
意
志
と
絹
通
ず
る
よ
う
な
も
の
と
な
り
、
更
に
現
代
の
全
体

主
義
国
家
と
も
類
似
性
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
一
般
的
に
い
っ
て
、
主
権
の
本
質
に
つ
い
て
の
彼
の
洞
察
は
現
代
人
に
と
っ
て
も

重
要
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
否
か
は
別
と
し
て
、
主
権
は
自
ら
の
絶
対
性
を
要
求
す
る
と
い
う
傾
向
を
本

来
的
に
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
自
然
的
人
間
か
ら
人
工
的
国
家
へ
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八

　
ホ
ッ
ブ
ス
は
個
人
の
利
己
主
義
か
ら
出
発
し
て
、
国
家
的
規
模
の
利
己
主
義
に
到
達
し
た
。
国
家
は
国
内
の
平
和
と
秩
序
を
確
保
す
る

こ
と
に
よ
り
、
個
人
の
自
己
保
存
と
い
う
利
己
主
義
的
再
的
の
実
現
に
資
す
る
。
だ
が
、
ホ
ッ
ブ
ス
的
国
家
自
体
は
、
主
権
が
主
権
者
個

人
の
自
然
権
の
延
長
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
な
お
自
然
的
・
原
初
的
性
格
を
多
分
に
保
持
し
て
い
る
。
国
内
に

お
い
て
は
、
主
権
者
の
自
然
権
は
神
の
自
然
権
に
も
比
す
べ
き
全
能
の
権
力
へ
と
転
化
し
、
こ
れ
に
敢
え
て
争
い
を
挑
む
も
の
は
あ
り
得

な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
外
国
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
主
権
者
は
自
然
状
態
に
お
け
る
個
人
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
立
場
に
あ
り
、

自
衛
の
た
め
他
国
に
対
し
て
爵
然
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ホ
ン
ブ
ス
は
国
家
間
の
関
係
を
自
然
状
態
の
ま
ま
放
置
し
、
こ
の

状
態
か
ら
脱
け
出
す
こ
と
の
必
要
は
説
か
な
か
っ
た
。
自
然
法
が
神
の
法
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
立
場
に
立
つ
時
、
そ
こ
に
は
、
諸
王

の
王
（
算
筆
・
｛
内
ぎ
σ
Q
．
ω
）
と
し
て
の
神
を
頂
点
と
し
、
そ
の
下
に
各
国
の
主
権
者
、
更
に
そ
の
下
に
各
国
の
距
民
が
並
ぶ
と
い
う
麦
配

一
服
従
関
係
が
、
鴫
ら
か
に
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
神
の
存
在
も
、
国
家
利
益
を
追
求
す
る
各
主
権
者
の
問
に
相
互

不
信
が
残
っ
て
い
る
限
り
、
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
時
代
に
は
、
国
内
の
平
和
が
自
己
保
存
の
た
め
の
も
っ
と
も
重

要
な
条
件
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
技
術
文
萌
が
高
度
に
発
達
し
た
現
代
に
お
い
て
は
、
一
圏
の
安
全
は
外
国
と
の
関
係

に
大
き
く
依
存
し
て
お
り
、
世
界
の
最
強
国
と
い
え
ど
も
自
力
だ
け
で
自
国
と
自
国
民
を
完
全
に
保
護
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、

真
の
国
内
的
平
和
は
世
界
平
和
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
国
際
関
係
を
ホ
ッ
ブ
ス
的
自
然
状
態
に
お
く
こ
と
は
、
現
代
で
は
、
人
類
と

そ
の
文
明
の
瞬
間
的
壊
滅
の
危
険
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
我
々
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
的
思
考
を
人
間
関
係
よ
り
も
む
し
ろ
国

際
関
係
に
適
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
利
己
主
義
は
国
家
の
段
階
か
ら
人
類
全
体
の
段
階
に
ま
で
高
め
ら
れ
、
世
界
の
平
和
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

確
保
す
る
こ
と
が
国
内
及
び
国
際
間
に
お
け
る
政
治
の
最
も
重
要
な
課
題
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
の
具
体
的
手
段
と
し
て
、
世
界
国

家
ま
た
は
世
界
連
邦
の
設
立
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

（
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）
　
ピ
①
く
陣
銭
毒
P
ワ
。
。
器
．

（
2
）
　
松
下
圭
一
　
「
市
罷
政
漁
理
論
の
形
成
」
℃
。
㎝
ゲ



（
3
）
踵
鶯
ヨ
Φ
9
葺
8
・
。
罫
り
娼
．
綜
ド

（
4
）
　
重
松
俊
明
　
「
ホ
ッ
ブ
ス
」
℃
℃
り
培
Q
。
～
b
。
c
。
轡
こ
の
よ
う
に
契
約
を
広
狭
小
義
に
解
し
な
い
な
ら
ば
、
設
立
国
家
の
主
権
者
は
麗
艮
と
契
約
し
な

　
　
い
の
に
、
獲
得
国
家
の
主
権
者
は
契
約
す
る
と
い
う
ホ
ッ
ブ
ス
の
叙
述
は
全
く
理
解
し
が
た
い
。

（
5
）
　
入
工
的
（
霞
賦
b
9
既
）
と
は
旧
姓
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
（
G
り
＄
唱
び
①
P
o
や
。
競
り
や
や
り
H
～
卜
。
参
照
）

（
6
）
　
こ
の
よ
う
な
思
考
法
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
叙
述
に
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
し
か
し
、
わ
た
し
は
核
戦
争
防
止
が
国
際
間
題
中
の
他

　
　
の
一
切
の
闘
題
よ
り
も
、
そ
の
重
、
要
さ
に
お
い
て
は
る
か
に
重
大
で
あ
る
問
題
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
間
題
の
あ
て
は
ま
る
場
合
は
い
っ

　
　
で
も
、
嶺
然
、
よ
り
平
和
的
な
側
を
支
持
す
べ
き
で
あ
る
と
、
わ
た
し
は
感
じ
ま
す
。
し
（
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
「
武
器
な
き
勝
利
」
牧
野

　
　
力
訳
、
「
朝
臼
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
一
九
六
四
年
一
月
五
日
号
、
℃
噂
・
H
G
o
刈
～
◎
○
・
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
京
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大
学
文
学
部
臨
時
教
務
員
）
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　　So　far　there’exist，　at　least，　three　kinds　of　theory　about　the　essentiality　of’

human　group．

　　In　the　first　place　the　interaction　theory　expounded　by　G．　Simmel，　F．　T6n一一

nies　and　M．　Weber，　regards　the　interactions　or　the　social　relationships　o£

．the　members　of　a　human　group　as出e　essentiaiity　of　the　group．　Secondly『

in　the　behavior　theory，　which　was　set　forth　originally　by　E．　Durkheim　and

further　developed・　by　J．　Usui，　the　way　of　behavior　common　to　all　the　group・

member　is　regarded　as　the　essentiality　of　human　group．　Then　thirdly　there・

is　the　subjective　theory，　into　which　the　group　theories　of　A　Vierkandt，　R．

M．　Maclver　and　C．　H．　Cooley　can　be　classified．　They　maintain　that’　group・

consciousness　or　group　sentiment　should　be　regarded　as　the　essentiality　of．

human．　group．

　　Now　the　author　tries　to　advance　the　sort　of　theery　which　is　partly　or

1mplicitiy　implied　by　the　theories　of　G．　C．　Homans　and　T．　Parsons　；　he　con－

tends　that　the　most　important　characteristics　of　human　group　would　be　the／

aspects　of　the　norm　and．the　control　of　the　group，　and　proposes　to　define　the・

norm　of　human　group　as　that　which　gives　i難dications　to　the　actions　of出e

group　members　and　sets　up　the　range　of　freedom　for　their　actions．　With．

this　broad　concept　of　social　norm　which　involves　the　concept　of　command

and　that　of　the　r61e　of　each　group　member，　the　analysis　of　the　dynamlc　and

differentiated　aspects　of　human　group　would　be　more　successfui．

Froma　Natural　Man　to　Artificial　State

Hobbes’s　Political　Thought

by　Naoki　Kamo

　　According　to　Hobbes’s　view，　men　are　not　naturally　sociable，　but　competitive

with　one　another　and　act　quite　egoistically．　He　defines　the　state　of　nature

as　a　state　of　war，　a　war　of　everybody　against　everybody　else．　When，　however，

natural　men　come　to　know　that出eir　unlimited　rlght　of　nature，　contrary　to．

its　own　purpose，　leads　them　to　a　miserable　death，　reason　suggests　to　them

‘convenient　articles　of　peace’，　i．　e．，　the　laws　of　n’ature．　Though，　on　Hobbes’s

2



view，　the　’unity　of　a　commonwealth　can　be　given　only　by　the　existence　of

the　sovereign　with　absolute　power，　it　is　necessary　for　the　maintenance　of　this

unity　that　the　majority，　if　not　all，　of　the　subiects　have　come　to　the　recognition

of　natural　law　and　are　conscious　of　natural　obligation；　without　which　the

absolute　sovereign　power　itself　would　lose　its　own　foundation．

　　Some　commentators　on　Hobbes　assert　that　in　his　system　natural　obligation

codld　exist　only　as　obligation　by　Divine　moral　laws，　with　the　consequence

that　the　Christian　belief　in　Eternal　Salvation　must　be　introduced　into　his

moral　and　political　philosophy　as　an　important　element．　1　should　like，　how－

ever．　to　maintain，　that　natural　law　can，　quite　independently　of　God，　oblige

men　to　seek　for　peace　in　the　natural　state，　and　to　obey　the　sovereign　in　the

social　state．　lt　originates　in　the　human　reason　itself，　and　teaches　men　to

behave　prudently，　i．　e．，　in　accordance　with　rational　rules．　lt　is　based　upon

and　consistent　with　egoism．　But　this　is　the　rational　egoism　which　can　oblige

men　to　act，　in　most　cases，　against　the　short－sighted　demand　of　thelr　passion．

Natural　obligation　oc¢urs　when　reason　is　superior　to　passion　in　its　capacity

to　find　out　a　better　means　for　self－preservation，　and　this　obligation　is　the

only　possible　basis　for　Hobbes’s　civil　philosophy．　ln　this　sense　also，　Leviathan

is　the　product　of　reason；　it　is　artificial，　not　always　in　its　origin，　but　at　｝east

M　its　exlstence．

P6trarque　et　les　Sciences　de　son　Temps

Par　Tsuneichi　Kondo

　　En　g6n6ral　on　considelre　la　po16mique　de　P6trarque　contre　les　sciences

naturelles　comme　une　attaque　du　c6t6　des　sciences　humaines　contre　les　sciences

naturelles，　en　d’autres　mots　on　la　considbre　seulement　en　tant　que　phase　de

l’ancienne　“querelle　des　ares”．　ll　y　a　pourtant　des　e16ments　nottveaux　et　des

aspects　originaux　dans　la　prise　de　position　de　Petrarque．

　　Nous　avons　cherch6　ti　mettre　en　lumiere　1’originalit6　de　P6trarque　en　insis－

tant　sur　les　points　suivants；

　　1）　Sa　critique　est　d’aboTd　d’ordre　moral　；　eile　est　inspir6e　par　ia　conviction

que　1’6tude　de　1’homme　est　sup6rieure　h　celle　de　la　nature；　il　aihrme　que
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