
教
父
的
わ
よ
び
ス
コ

ラ
的
所
有
観

高
　
　
橋

良
　
　
三

　
財
産
問
題
な
い
し
所
有
関
係
が
杜
会
史
想
史
上
の
核
心
は
課
題
で
あ
る
こ
と
は
、
杜
会
変
革
に
か
か
わ
る
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
の
系
譜

を
些
か
で
も
辿
っ
て
み
た
こ
と
の
あ
る
者
に
と
っ
て
は
明
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
歴
史
時
代
の
物
語
る
と
こ
ろ
は
、
財
産

に
対
す
る
不
断
の
干
渉
と
制
限
の
要
求
で
あ
り
、
ま
た
、
土
地
や
資
本
の
形
態
に
お
け
る
私
的
所
有
に
対
す
る
労
働
の
立
場
か
ら
す

る
挑
戦
の
跡
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
も
い
え
よ
う
。
社
会
変
革
を
課
題
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
運
動
あ
る
い
は
主
張
が
終
局
的
に
は
そ
の
所

有
関
係
の
改
変
を
縫
る
も
の
で
あ
り
、
粗
大
な
分
類
に
し
た
が
え
ば
、
私
的
（
個
人
的
）
所
有
か
公
的
（
社
会
的
）
所
有
か
の
妥
当

性
を
争
う
階
級
的
か
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
闘
争
で
あ
る
。
私
的
所
有
関
係
が
支
配
的
で
あ
る
歴
史
的
杜
会
に
お
い
て
、
公
的
所
有

関
係
の
社
会
的
妥
当
を
主
張
す
る
社
会
主
義
（
。
。
◎
・
己
オ
冒
）
な
い
し
共
産
主
義
（
８
目
蔓
冒
オ
旨
）
の
歴
史
を
語
る
場
合
、
つ
ね
に
記

述
の
端
緒
を
飾
る
も
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
共
和
国
』
の
構
想
で
あ
る
か
、
で
な
け
れ
ば
、
ア
そ
ス
、
イ
ザ
ヤ
、
エ
レ
ミ
ャ
な
ど
の

ヘ
ブ
ル
の
予
言
者
達
が
高
唱
し
た
「
正
義
」
の
世
界
ノ
・
あ
り
、
エ
ボ
バ
の
秩
序
で
あ
る
。
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
特
徴
づ
け
て
い
る
思

想
的
源
流
が
、
一
方
に
お
い
て
古
典
的
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
に
さ
か
の
ぼ
り
う
る
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て
は
ユ
ダ
ヤ
的
キ
リ
ス
ト
教
の

頁
流
に
あ
る
こ
と
は
何
人
も
承
認
し
な
け
れ
ば
在
る
ま
い
。
殊
に
近
代
市
氏
社
会
彩
成
へ
の
否
定
的
基
盤
と
な
っ
た
中
世
的
世
界
は
、

　
　
教
父
的
拍
よ
ぴ
ス
コ
ラ
的
所
有
槻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
（
四
五
一
）



　
　
立
命
飽
経
済
掌
（
第
一
巻
・
第
囚
景
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
（
四
五
二
）

す
ぐ
れ
て
キ
リ
ス
ト
教
的
秩
序
が
支
配
し
た
世
界
で
あ
っ
た
。
・
近
代
ヨ
ー
ロ
ツ
バ
に
お
け
る
変
革
思
想
を
分
析
し
て
そ
の
所
有
観
に

追
ま
ろ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
的
財
産
思
想
を
、
特
に
中
世
紀
に
力
点
を
お
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
お
も

う
。　

い
ま
は
紀
元
前
の
「
旧
約
」
的
世
界
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
述
べ
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
支
配
し
た
中
世
ヨ
ー
ロ

ツ
パ
に
お
け
る
財
産
観
を
明
か
に
す
る
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
所
有
関
係
な
い
し
は
教
父
達
の
財
富
思
想
に
つ
い
て
み
れ
ば
足
り

る
は
ず
で
あ
る
、

　
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
し
ば
し
ば
共
産
生
活
の
実
行
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
人
六
が
「
新
約
」
の
記
述
中
に
見
出
す
と
こ
ろ
で

あ
る
。
使
徒
ペ
テ
ロ
の
説
教
に
感
化
さ
れ
て
パ
プ
テ
ス
マ
を
う
け
た
教
徒
た
ち
の
生
態
に
つ
い
て
ル
カ
は
描
写
し
て
い
る
。
　
「
彼
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尖
じ
は
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拍
そ
れ

は
使
徒
た
ち
の
教
を
受
け
、
交
際
を
な
し
、
パ
ン
を
撃
き
祈
薦
を
な
す
こ
と
を
只
管
つ
と
む
。
麦
に
人
み
な
敬
畏
を
生
じ
、
多
く
の

　
　
　
　
し
る
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
　
　
　
す
べ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
看
の

不
思
議
と
徴
と
は
使
徒
た
ち
に
よ
り
て
行
わ
れ
た
り
。
信
じ
た
る
者
は
み
な
催
に
居
り
て
諾
般
の
物
を
共
に
し
、
資
産
と
所
有
と
を

　
　
雲
芸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ゆ
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
よ
ろ
．
一
ぴ
書
、
ろ

売
り
各
人
の
用
に
従
ひ
て
分
け
与
え
、
日
六
、
心
を
一
つ
に
し
て
弛
み
な
く
宮
に
屠
り
　
家
に
て
パ
ン
を
さ
き
観
喜
と
真
心
と
を
も

て
食
事
を
な
し
・
神
を
讃
美
し
て
ゴ
ベ
肝
の
民
に
熾
ば
る
。
斯
て
主
は
救
わ
る
る
者
を
日
戊
か
れ
ら
の
中
に
加
え
給
へ
い
。
」
　
「
信
じ

　
　
　
　
む
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
あ
も
の

た
る
者
の
群
は
、
お
な
じ
心
お
な
じ
思
と
な
り
、
講
一
入
ン
、
の
所
有
を
己
が
物
と
謂
は
ず
、
凡
て
の
物
を
共
に
せ
り
、
斯
て
使
徒
た

　
　
　
　
　
　
募
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
麦
へ
。
禁
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
　
　
　
　
　
と
ぼ

ち
は
大
い
な
る
能
力
を
も
て
主
イ
ェ
ス
の
復
活
の
証
を
な
し
、
み
な
大
い
な
る
恩
恵
を
蒙
り
た
り
。
彼
ら
の
中
に
は
一
人
の
乏
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
へ
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
糞
ひ

者
も
な
か
り
き
、
こ
れ
地
所
、
あ
る
ひ
は
家
屋
を
有
て
る
者
、
こ
れ
を
売
り
、
ン
、
Ｏ
売
り
た
る
物
Ｏ
価
を
持
ち
来
り
て
、
使
徒
た
ち



の
、
篭
に
置
き
し
を
・
鶯
そ
の
用
に
警
て
君
与
え
完
た
注
亮
。
一
こ
の
よ
う
姦
徒
た
ち
の
共
同
生
落
二
て
の

一
般
的
な
記
述
に
ひ
き
つ
づ
い
て
、
大
衆
を
読
者
と
す
る
宗
教
書
の
定
法
ど
お
り
、
二
つ
の
実
話
を
揚
げ
て
、
彼
ら
の
共
産
生
活
の

モ
ラ
ル
と
こ
れ
に
違
う
者
に
下
さ
れ
る
神
罰
の
絶
大
な
威
力
を
誇
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
麦
に
ク
ブ
ロ
に
生
れ
た
る
レ
ビ
人

に
て
便
徒
た
ち
に
バ
ル
ナ
バ
一
緯
け
ば
霧
の
子
一
と
稚
え
ら
る
る
一
セ
フ
、
燃
書
し
を
売
り
て
共
の
金
を
持
ち
き
た
り
、
使
徒

た
ち
の
足
下
に
置
臥
吋
・
」
と
し
、
さ
ら
に
章
を
改
め
て
、
か
の
有
名
な
ア
ナ
ニ
ァ
と
そ
の
妻
サ
ツ
ピ
ラ
の
物
語
を
展
開
し
て
、
忠

実
な
教
徒
ヨ
セ
フ
と
対
照
さ
せ
て
い
る
、
ア
ナ
ニ
ァ
夫
婦
は
売
却
し
た
資
産
の
全
額
を
便
徒
た
ち
に
提
供
す
る
こ
と
を
や
め
て
、
ひ

そ
か
に
そ
の
一
部
を
隠
匿
し
て
い
た
の
が
暴
露
し
、
ペ
テ
ロ
か
ら
「
神
に
対
し
て
詐
る
」
も
の
で
あ
り
、
夫
妻
「
心
を
合
せ
て
、
主

の
絆
審
を
試
み
」
る
も
の
で
あ
る
と
叱
責
さ
れ
、
夫
妻
と
も
梢
踵
い
て
頓
死
し
、
　
「
麦
に
全
教
会
お
よ
び
此
等
の
こ
と
を
聞
く
者
は

み
な
大
な
る
麟
を
懐
け
り
」
と
レ
、
び
淋
　
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
共
産
的
モ
ラ
ル
が
い
か
に
破
り
が
た
く
、
ま
た
惇
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の

で
あ
っ
た
か
を
明
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
＊
　
「
便
徒
行
伝
」
第
二
章
四
二
－
１
四
七
節
つ

　
＊
＊
　
「
便
徒
行
．
伝
」
第
四
章
三
二
－
三
五
節
、
．

　
ヰ
＊
＊
　
「
使
徒
行
伝
」
第
四
章
三
六
、
三
七
節
、
．

　
＊
＊
＊
＊
　
「
使
徒
行
伝
」
第
五
章
一
－
一
一
節
。

　
有
に
見
た
よ
う
に
、
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
団
の
中
で
一
種
の
８
旨
旨
；
げ
冒
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
リ
ー
、
れ
は

キ
リ
ス
ト
の
教
説
そ
の
も
の
が
示
唆
し
た
財
富
観
と
教
徒
自
ら
の
窮
乏
生
活
の
中
か
ら
必
然
的
に
生
れ
旧
た
生
活
形
態
で
あ
っ
て
、

近
代
的
意
義
に
お
け
る
「
共
産
主
義
」
と
は
原
理
的
に
異
る
も
の
で
あ
っ
た
。
私
有
財
産
に
対
す
る
イ
ェ
ス
の
態
度
は
、
杜
会
を
構

　
　
教
父
的
お
よ
ぴ
ス
コ
ラ
的
所
所
禰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
（
四
五
三
）



、
．

　
　
立
命
館
経
済
挙
（
第
一
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
（
四
五
四
）

成
す
る
原
質
と
し
て
の
「
愛
」
の
実
現
を
阻
む
も
の
と
し
て
、
極
め
て
否
定
的
で
あ
っ
た
。
人
は
二
人
の
主
人
に
同
時
に
仕
え
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

と
が
出
来
な
い
と
同
様
に
、
神
と
富
と
に
兼
事
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
イ
ェ
ス
は
し
ぱ
し
ば
、
富
を
所
有
す
る
者
に
対
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
＊

は
こ
れ
を
売
っ
て
貧
者
に
施
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
財
宝
を
天
に
得
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。
入
は
財
産
に
対
す
る
関
心
が
強
け
れ

ば
強
い
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
彼
は
神
か
ら
遠
去
る
も
の
で
あ
る
。
神
に
対
す
る
奉
仕
と
マ
ー
モ
ソ
に
対
す
る
奉
仕
と
は
所
詮
両
立
し
が

た
い
。
イ
エ
ス
の
見
た
世
界
は
、
貧
し
き
者
も
富
め
る
者
も
一
様
に
マ
ー
モ
ン
を
崇
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
マ
ン
モ
ン
の
虜
囚
人
と
な

り
、
自
ら
の
自
由
を
喪
失
し
た
姿
で
あ
っ
た
、
こ
う
し
た
マ
ン
そ
ソ
の
樫
楮
か
ら
人
人
を
解
き
放
つ
こ
と
が
彼
の
念
願
で
あ
っ
た
。

彼
の
周
開
に
は
次
第
に
多
く
の
人
人
が
集
っ
た
。
し
か
も
そ
の
殆
ん
ど
が
貧
し
い
人
人
で
あ
っ
た
。
け
だ
し
、
ロ
ー
マ
時
代
の
下
層

ユ
ダ
ヤ
人
が
欲
し
た
解
放
は
た
だ
外
人
の
支
配
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
旧
約
に
お
け
る
予
言
者
の
糖
神
に
も
と
づ
い
て
ユ
ダ
ヤ
の
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
＊
＊

層
階
級
の
支
配
か
ら
の
脱
却
で
も
あ
っ
た
。
被
抑
圧
者
達
が
貧
し
き
者
の
福
音
を
説
い
た
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
そ
の
階
級
的
解
放

運
動
の
指
導
者
を
見
出
し
た
こ
と
は
極
め
て
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
イ
ェ
ス
が
説
い
た
貧
困
と
隷
従
か
ら

の
救
済
の
実
現
は
彼
岸
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
現
廿
に
お
け
る
杜
会
の
変
革
の
中
に
お
け
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
か
れ
は
富
者
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
、
＊
、
、
＊

天
国
に
入
る
の
は
騎
駝
が
針
の
孔
を
通
る
よ
り
も
難
し
い
と
し
て
、
財
産
の
所
有
に
伴
う
精
神
的
堕
落
に
つ
い
て
は
つ
ね
に
厳
し
い

欝
告
を
放
っ
た
け
れ
ど
も
、
此
岸
に
お
け
る
貧
困
を
防
止
し
た
り
根
絶
し
た
り
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
イ
ェ
ス
の
理
想
社
会
は

天
国
で
あ
っ
て
現
世
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ホ
　
「
マ
タ
イ
伝
」
第
六
章
二
四
節
、
参
照
。

ホ
ホ
　
「
マ
タ
イ
伝
」
第
一
九
章
二
一
節
、
「
マ
ル
コ
伝
」
第
一
〇
章
二
二
節
、

ホ
ホ
＊
　
「
ル
ヵ
伝
」
第
六
章
二
〇
１
二
六
節
、
参
淵
。

「
ル
ヵ
伝
」
第
一
八
章
二
二
節
、
参
燭
。

’

山畠



　
＊
＊
＊
＊
　
「
マ
タ
イ
伝
」
第
一
九
章
二
三
－
二
四
節
、
「
マ
ル
コ
伝
」
第
ニ
ニ
章
二
三
節
、
「
ル
カ
伝
」
第
一
八
章
二
四
節
、
参
照
。

　
イ
ェ
ス
の
教
説
が
多
く
の
人
六
を
惹
き
つ
け
、
教
団
と
し
て
の
成
長
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
教
団
そ
の
も
の
の
経
済
的
困
窮
が

加
わ
っ
て
来
た
こ
と
は
見
易
い
道
理
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
エ
ル
サ
レ
ム
に
集
っ
て
信
徒
集
団
を
彩
成
し
た
人
六
の
多
く
は
、
ガ
リ

ラ
ヤ
の
旧
居
を
去
り
生
業
を
棄
て
て
参
集
し
た
農
民
や
漁
民
で
あ
っ
た
。
宗
教
的
行
事
に
供
奉
す
る
た
め
に
、
生
産
的
労
働
に
従
事

す
べ
き
多
く
の
時
間
を
削
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
彼
等
の
生
活
が
裕
か
で
あ
り
え
た
筈
が
な
い
。
勢
い
、
彼
等
の
間
に
お
い
て

所
有
物
を
分
ち
合
い
、
さ
ら
に
、
富
者
に
対
し
て
は
教
団
全
体
の
た
め
に
犠
牲
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
彼
ら
の

勲
烈
な
宗
教
的
献
身
と
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
に
よ
る
救
済
の
期
待
と
が
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
団
に
お
け
る
「
共
産
主
義
」
を
可
能
に
し

た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
下
に
在
っ
た
便
徒
時
代
の
財
物
の
共
同
は
、
ロ
ツ
シ
ャ
ー
に
し
た
が
え
ば
、
そ
れ
は
単
に
使

用
の
共
同
（
ｏ
¢
旨
ｏ
｛
畠
争
事
｛
ｇ
Ｏ
ｏ
享
讐
目
｝
窮
）
に
す
ぎ
ず
、
財
産
の
共
同
（
○
¢
冒
ム
舅
争
集
｛
ｇ
婁
鴨
鼻
一
、
一
、
一
吻
）
な
ど
と
い
う

も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
愛
も
し
く
は
慈
善
心
に
よ
っ
て
指
導
せ
ら
れ
る
も
の
で
、
貧
者
の
権
利
と
し
て
要
求
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
使
徒
時
代
の
こ
の
特
殊
な
共
産
主
義
的
生
活
が
キ
リ
ス
ト
教
杜
会
の
理
想
的
形
態
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
キ
プ
リ
ァ
ヌ
ス
（
、
－
一
プ
＄
９
豪
Ｏ
葛
ｏ
葦
易
Ｏ
老
・
｛
彗
豪
一
〇
．
８
◎
１
錦
ｏ
ｏ
）
は
こ
れ
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
　
「
そ
の
は
じ
め
、
精
神
は
す
ぐ
れ
た
徳
を
も
っ
て
栄
え
、
信
者
の
信
仰
は
ま
だ
新
し
い
信
仰
の
熟
意
を
も
っ
て
燃
え
て
い
た

使
徒
時
代
に
お
い
て
、
信
徒
会
衆
が
何
を
為
し
た
か
を
想
っ
て
も
み
よ
。
そ
こ
で
は
彼
等
は
家
屋
や
農
場
を
売
っ
て
、
貧
者
に
分
ち

与
え
る
た
め
に
喜
ん
で
惜
げ
な
く
そ
の
売
上
を
使
徒
達
に
捧
げ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
地
上
の
富
を
売
り
は
な
し
て
、
彼
ら
が
永

遠
に
持
ち
う
る
果
実
を
収
め
る
こ
と
の
ノ
し
き
る
彼
岸
に
そ
の
土
地
を
移
し
、
ま
た
永
劫
の
住
屠
を
は
じ
め
る
こ
と
の
で
き
る
家
を
し

つ
ら
え
た
の
で
あ
る
。
「
使
徒
行
伝
」
に
「
誰
れ
一
人
そ
の
所
有
を
己
が
物
と
言
う
こ
と
な
く
、
凡
べ
て
之
を
共
に
有
て
り
」
と
説

　
　
教
父
灼
拍
よ
ぴ
ス
コ
ラ
的
所
有
槻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
仇
（
酒
五
五
）



‘

　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
一
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
穴
Ｏ
（
四
五
六
）

か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
ま
さ
に
愛
の
で
敦
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
大
き
な
労
苦
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
真
に
こ
れ
は

心
霊
の
生
誕
に
よ
っ
て
神
の
子
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
神
厳
な
法
に
よ
っ
て
父
な
る
神
の
公
正
に
倣
う
も
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、

凡
そ
神
に
か
か
わ
る
も
の
は
す
べ
て
わ
れ
わ
れ
の
用
に
と
っ
て
共
通
で
あ
り
、
ま
た
、
神
の
慈
愛
や
恩
恵
は
全
人
類
を
し
て
ひ
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
＊

く
こ
れ
を
享
受
せ
し
む
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
何
人
も
神
の
利
益
と
神
の
賜
物
か
ら
阻
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
」
と

こ
れ
は
紀
元
二
、
三
世
紀
へ
か
け
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
富
裕
な
上
層
階
級
を
吸
収
し
て
、
教
会
内
部
は
次
第
に
貴
族
的
傾
向
を
示
し
、

初
期
の
下
層
抑
圧
階
級
を
中
心
と
し
た
棉
互
扶
助
組
織
に
も
と
づ
く
杜
会
運
動
風
休
の
性
格
を
次
第
に
喪
失
し
て
、
富
者
の
献
納
に

よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
教
会
中
心
の
い
わ
ゆ
る
中
世
杜
会
が
そ
の
形
成
の
発
端
に
立
っ
た
時
代
に
お
い
て
、
教
父
達
が
描
い
た
理
想
的

共
同
杜
会
の
姿
で
あ
り
、
よ
う
や
く
吸
収
せ
ら
れ
て
き
た
富
め
る
信
従
に
対
す
る
要
求
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
＊
　
考
．
カ
◎
。
・
Ｏ
－
５
３
０
；
具
二
素
９
害
Ｒ
一
Ｚ
具
｝
◎
箏
Ｐ
重
♂
目
Ｏ
冒
｝
９
Ｎ
ｇ
ｏ
・
＞
皇
ご
卯
Ｓ
９
く
屯
・

　
＊
＊
　
＞
目
箒
乞
｝
８
目
０
０
牙
汀
ユ
Ｐ
目
■
；
Ｓ
ｑ
一
く
◎
－
．
お
一
〇
目
峯
◎
『
亙
纈
目
｛
＞
－
冒
。
・
一
〇
？
Ｈ
Ｏ
．
Ｎ
９

　
中
世
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
父
た
ち
が
書
き
遺
し
て
い
る
も
ろ
も
ろ
の
章
句
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
か
な
り
明
瞭
端
的
な
共
産

・
王
義
的
主
張
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
テ
ル
ツ
リ
ァ
ヌ
ス
（
Ｃ
冒
｛
一
一
；
。
弓
少
、
、
ユ
一
、
一
一
、
一
。
。
ヨ
。
、
、
、
一
。
。
↓
、
、
け
、
、
…
”
一
、
一
一
一
。
。
一
。
・

旨
甲
ｏ
』
ｓ
）
は
、
「
精
神
と
霊
魂
と
に
お
い
て
一
つ
の
も
の
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
地
上
の
財
貨
を
棉
互
に
分
ち
合
う

こ
と
を
た
め
ろ
う
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
間
で
は
妻
以
外
の
す
べ
て
の
も
の
は
共
有
な
の
で
あ
る
．
」
と
一
一
、
百
っ
て
い
る
し
か
．

し
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
共
産
主
義
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
生
産
の
共
同
に
ま
で
立
人
る
も
の
で
な
く
、
単
に
消
費
の
共
同
が

、
干
張
さ
れ
た
に
止
ま
る
の
、
て
あ
る
、
青
い
か
え
れ
ば
、
私
有
財
産
の
完
全
衣
否
定
と
い
う
意
味
、
て
の
共
産
主
義
は
彼
等
の
主
張
の
ど

こ
に
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
、
上
の
引
用
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
便
徒
行
伝
』
的
コ
ン
、
、
、
ユ
ニ
ズ
ム
を
主
張
し
て
い



る
テ
ル
ツ
リ
ァ
ヌ
ヌ
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
場
所
で
、
教
会
が
む
し
ろ
私
有
財
産
の
基
礎
の
上
に
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
か
に
し
て

い
る
こ
す
な
わ
ち
、
　
「
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
金
箱
を
有
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ン
、
れ
は
価
格
を
有
っ
宗
教
の
よ
う
に
代
価
か
ら

成
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
月
毎
の
集
金
日
に
、
各
自
好
き
な
だ
け
、
少
額
の
寄
附
を
投
ず
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
彼
の
喜

び
で
あ
る
限
り
、
ま
た
彼
が
そ
れ
を
な
し
う
る
隈
り
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
ユ
、
こ
に
は
何
等
の
強
制
も
な
く
、
す
べ
て
は
任
意
な
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
賜
物
は
言
わ
ば
敬
神
の
基
金
で
あ
る
。
け
だ
し
、
そ
れ
は
饗
宴
や
飲
屋
料
理
屋
の
た
め
に
費
消
さ
れ
る
の
で
な
く

て
、
貧
し
い
人
六
を
援
助
し
た
り
埋
葬
し
た
り
、
財
産
も
両
親
も
な
い
少
年
少
女
や
難
波
船
の
よ
う
に
家
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
＊

人
達
の
望
み
を
か
な
え
て
や
る
た
め
に
引
出
す
べ
き
金
で
あ
る
。
」
　
こ
こ
で
は
も
は
ヤ
消
費
一
般
の
共
同
で
は
な
く
て
、
あ
る
特
定

の
目
的
に
対
し
て
の
み
支
出
さ
れ
る
共
同
の
基
金
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
キ
プ
リ
ァ
ヌ
ス
が
「
こ
の
よ
う
な
事
例
に
お
い

て
、
彼
が
一
方
に
お
い
て
共
同
か
つ
公
正
に
無
償
の
賜
物
を
受
け
な
が
ら
、
地
上
に
お
け
る
所
有
者
と
し
て
、
自
己
の
収
益
と
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
＊
＊

の
果
実
と
を
そ
の
同
胞
と
分
ち
合
う
も
の
は
、
父
な
る
神
に
倣
う
者
で
あ
る
。
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
神
の
愛
に
傲
い
、
神
の

義
に
し
た
が
う
と
こ
ろ
の
、
貧
し
い
者
、
不
幸
な
者
に
向
け
ら
れ
た
同
情
的
行
為
に
す
ぎ
な
い
。
分
与
さ
れ
る
収
益
や
果
実
の
源
泉

は
、
観
念
的
に
は
と
も
か
く
も
、
事
実
上
は
厳
と
し
て
個
人
の
所
有
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
吃
否
定
す
る
材
料
は
ど
こ
に
も

存
在
し
な
い
。

　
＊
　
－
婁
｛
・
－
く
◎
－
・
Ｈ
戸
＞
勺
◎
－
ｏ
胴
｝
一
一
）
・
Ｈ
～
９

　
ホ
＊
　
目
ユ
（
ｒ
や
Ｈ
Ｈ
９

　
ホ
＊
ホ
　
Ｈ
婁
｛
一
一
く
◎
－
一
Ｈ
◎
◎
一
０
５
１
く
◎
÷
ｏ
・
ｐ
目
（
一
＞
－
冒
ｏ
・
】
｝
）
・
Ｎ
９

初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
間
に
見
ら
れ
る
コ
ン
、
、
・
。
一

　
教
父
的
拍
よ
ぴ
ス
コ
ラ
的
所
有
観

ニ
ズ
ム
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
聖
職
者
の
共
同
生
活
に
お
い
て
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
（
四
五
七
）



　
　
立
命
館
経
済
掌
一
竺
巻
．
雷
竺
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
穴
二
一
四
更
一

現
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
一
駄
平
信
徒
で
は
多
く
の
場
合
は
単
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
要
求
さ
れ
る
布
施
行
為
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
こ
の
傾
向
は
時
代
が
下
り
信
徒
が
増
す
に
つ
れ
て
益
六
明
瞭
に
打
出
さ
れ
て
来
た
の
、
て
あ
る
。
宗
教
的
組
織
の
中
に
一
定
の

席
次
を
得
た
者
が
、
自
己
の
所
属
す
る
教
団
の
た
め
に
そ
の
財
産
を
投
げ
だ
す
場
合
も
、
そ
れ
は
共
産
主
義
的
制
度
や
イ
デ
ォ
ロ
ギ

ー
が
命
じ
て
さ
せ
る
の
で
は
な
く
て
、
基
督
者
と
し
て
の
自
覚
や
そ
の
置
伎
に
し
た
が
っ
て
促
が
さ
れ
る
神
的
慈
恵
に
も
と
づ
く
も

の
ノ
し
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
地
上
に
お
け
る
一
部
の
も
の
は
神
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
終
局
的
支
配
は
神
の

権
能
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
彼
等
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
彼
等
の
個
人
的
所
有
権
鼻
届
合
利
用
に
ゆ
だ
ね
臭
る

べ
き
も
の
で
は
な
く
て
・
神
へ
の
奉
仕
の
た
め
の
個
人
的
使
用
の
権
利
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
財
物
の
僻
人
的
使
用
は
神
に
対
す
る
責

任
に
お
い
て
許
さ
れ
た
権
能
に
す
ぎ
な
い
の
ノ
、
あ
る
。
こ
れ
は
、
ザ
ヵ
リ
ァ
の
僧
正
バ
シ
リ
ウ
ス
（
鶉
、
。
。
豪
一
一
・
。
・
ｃ
ｏ
ｃ
ｏ
◎
，
○
○
お
）
や
、
、
、
ラ

ノ
の
僧
正
ア
ム
ブ
ロ
ッ
ウ
ス
（
＞
旨
９
邑
畠
Ｌ
き
山
ミ
）
な
ど
の
よ
う
に
私
有
財
産
を
非
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
徹

底
的
に
否
定
す
る
者
に
も
、
あ
る
い
は
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
（
声
弓
豊
豪
を
一
胴
島
一
｛
、
一
一
一
・
。
Ｌ
津
』
○
。
◎
）
や
セ
グ
イ
リ
ァ
の
イ
シ
ド
ー
ル

ス
（
Ｈ
閉
竃
冒
豪
葭
オ
寒
Ｈ
¢
罵
｛
。
。
｝
８
－
８
¢
）
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
理
を
も
と
も
と
異
教
的
哲
学
で
あ
る
自
然
法
的
思
惟
を
援
用
し
て

解
明
し
た
人
人
に
あ
っ
て
も
、
ひ
と
く
し
共
通
す
る
と
こ
ろ
、
て
あ
る
。
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
釈
』
で
ア
ウ
．
グ
ス
チ
ヌ
ス
が
示
し
た
所

有
の
根
拠
は
・
教
会
法
（
○
◎
｛
易
言
ま
（
い
；
◎
邑
・
一
）
が
規
定
し
て
い
る
自
然
法
と
実
定
法
の
区
別
に
も
と
づ
い
て
み
ち
び
き
出
き

れ
る
二
つ
の
権
利
か
ら
こ
れ
を
説
明
し
て
い
弘
。
人
が
も
の
を
所
有
す
る
権
源
は
人
権
（
古
冨
ぎ
…
一
、
一
、
）
あ
る
い
は
帝
権
（
－
一
一
、
。

一
旨
一
）
ｏ
曇
◎
ま
）
で
あ
る
が
・
人
権
そ
の
も
の
は
神
が
現
世
の
帝
王
を
適
し
て
人
類
に
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
人
権
に

よ
れ
ぱ
「
こ
の
地
所
は
私
の
所
有
ノ
し
あ
る
、
こ
の
僕
熔
は
私
の
所
有
ノ
し
あ
る
、
こ
の
家
屋
は
私
の
所
有
で
あ
る
」
な
ど
と
一
旨
え
よ
う

が
・
神
権
（
』
…
ｃ
皇
二
；
）
に
よ
れ
ば
地
上
ｏ
も
の
一
切
は
神
の
所
有
で
あ
る
。
榔
は
貧
者
も
富
者
も
同
じ
粘
土
で
創
つ
た
の
ノ
し
あ



り
、
同
じ
土
地
は
貧
者
も
富
者
も
同
様
に
支
持
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
肝
有
の
根
拠
を
神
権
と
帝
権
と
に
分
け
て
請
ず
る
仕

方
の
中
に
は
、
聖
書
に
顕
わ
れ
た
杵
の
啓
示
を
ス
ト
ァ
学
派
的
自
撚
法
の
伝
統
に
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
物
は
す
べ
て
の
人
に
芙

同
で
あ
る
と
し
て
私
有
財
産
の
存
在
を
否
認
し
よ
う
と
す
る
反
面
、
現
存
す
る
私
有
の
事
実
に
対
し
て
、
神
の
権
威
に
裏
付
け
ら
れ

た
終
極
的
な
根
拠
を
与
え
よ
う
と
す
る
肯
定
的
一
面
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　
＊
　
嵩
巨
胴
９
勺
竺
日
ｇ
Ｈ
ら
ユ
邑
×
×
く
一
〇
一
崖
ｃ
ｏ
ゆ
ー
ｃ
ｏ
ｐ
弓
ｓ
ｇ
・
弓
・
Ｈ
目
－
◎
ｐ
目
箏
げ
目
く
２
目
サ
ｑ
巴
巨
冒
Ｎ
９

二

　
初
期
キ
リ
ス
ト
教
に
み
ら
れ
る
財
産
観
が
い
ち
じ
る
し
く
共
産
主
義
的
で
あ
る
こ
と
は
、
中
世
の
神
学
者
達
が
第
七
誠
の
「
汝
盗

む
な
か
れ
」
に
関
連
さ
せ
て
倫
理
神
学
的
立
場
か
ら
論
じ
た
り
、
グ
ラ
チ
ア
ヌ
ス
の
「
万
物
は
万
人
に
共
有
な
り
」
と
い
う
自
然
法

的
命
題
の
展
開
と
し
て
説
明
せ
ら
れ
た
り
し
た
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
イ
デ
ロ
ギ
ー
的
基
礎
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
財
産
観
に
由
来
す
る
キ
リ
ス
ト
教
会
の
現
世
的
役
割
が
何
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
一
種
の
貧
民
救
済
事
業
に

止
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
口
ー
マ
帝
国
の
世
界
支
配
の
終
焉
と
と
も
に
、
皇
帝
の
権
力
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
軍
隊
や
裁
判
権
や

租
税
徴
収
権
な
ど
伝
来
の
内
部
組
織
は
完
全
に
崩
壊
し
て
、
小
さ
な
地
方
的
小
団
休
の
中
に
解
体
し
て
し
ま
っ
た
し
丑
、
の
あ
と
に
残

っ
た
も
の
は
、
か
っ
て
治
配
の
座
に
連
な
っ
て
い
た
文
官
や
武
官
の
強
力
に
よ
る
奪
掠
で
あ
り
、
収
奪
さ
れ
奴
隷
化
さ
れ
た
被
抑
圧

者
の
群
で
あ
っ
た
。
新
な
収
奪
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
高
利
の
貸
与
が
行
わ
れ
、
氏
衆
が
債
務
奴
隷
の
境
涯
に
陥
入
る
に
つ
れ
て
、

貧
富
の
懸
隔
は
い
よ
い
よ
増
大
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
抑
圧
さ
れ
た
者
、
窮
乏
し
た
者
に
対
す
る
救
い
の
手
は
何
か
の
形
で
の
べ

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
情
勢
で
あ
っ
た
。
お
互
い
が
無
関
心
で
諾
種
の
錯
雑
し
た
利
害
関
係
を
も
つ
「
労
れ
た
る
者
、
重
き
を
負

　
　
教
父
的
拍
よ
ぴ
ス
コ
ラ
的
所
有
御
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
（
四
五
九
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

　
　
立
命
嚢
済
掌
一
第
春
第
撃
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
．
一
四
六
〇
一

え
る
者
」
ど
も
の
集
団
を
救
い
上
げ
る
愛
の
手
が
さ
し
の
べ
ら
れ
た
。
し
か
し
ン
、
れ
は
此
等
に
お
け
る
救
い
で
は
な
か
つ
た
。
肉
体

の
う
ん
だ
後
も
永
遠
に
生
き
つ
づ
け
る
ノ
し
あ
ろ
う
糖
神
に
対
す
る
救
済
ノ
し
あ
っ
た
。
死
後
の
精
神
の
世
界
に
高
い
価
値
を
認
め
、
現

世
の
行
為
も
来
世
に
お
い
て
報
い
ら
れ
た
り
罰
せ
ら
れ
す
る
と
信
ず
る
と
こ
ろ
に
救
い
の
世
尿
を
見
出
、
／
、
う
と
す
る
心
的
態
度
が
醸

し
出
さ
れ
て
来
た
の
ノ
し
あ
る
。
こ
れ
は
現
世
的
唯
物
主
義
的
な
古
代
人
に
は
み
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト

が
伝
え
た
福
音
が
燃
え
さ
か
る
野
火
の
よ
う
に
伝
播
し
て
い
っ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
受
入
態
勢
が
帯
成
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
涙
の
谷
」
か
ら
「
永
遠
の
楽
園
」
へ
の
通
路
を
教
え
、
彼
岸
に
お
け
る
報
い
と
罰
と
を
説
い
た
キ
リ
ス
ト
の
教
説
が
当
時
の
被
抑

圧
大
衆
に
熱
狂
的
に
迎
え
ら
れ
る
に
は
、
そ
れ
に
値
い
す
る
現
枇
の
生
活
が
あ
り
、
彼
痒
に
お
け
る
約
東
が
存
在
し
た
か
ら
に
他
な

ら
な
、
乏
し
き
所
有
を
分
ち
合
っ
た
教
団
の
人
人
の
共
産
的
禁
欲
生
活
も
天
国
に
お
け
る
報
酬
に
対
す
る
期
待
が
あ
つ
．
た
れ
ば
こ

そ
実
践
す
る
：
奮
来
た
の
で
あ
気
。
も
を
と
キ
リ
ス
ト
鼻
は
現
世
の
秩
序
と
権
力
を
肯
定
し
て
「
神
の
も
の
は
神
に
カ

ィ
ザ
ル
も
の
は
カ
ィ
ザ
ル
に
納
め
、
域
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
決
し
て
現
実
的
杜
会
秩
序
へ
の
反
抗
や
変
革
を
説
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

被
抑
圧
階
級
を
主
軸
に
し
た
大
衆
運
動
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
運
動
に
投
じ
た
者
に
財
貨
の
共
有
を
課
し
、
ス
ト
ァ
的
福
音

道
徳
の
実
践
を
目
標
と
す
る
糖
神
運
動
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
；
！
卓
く
も
第
四
世
紀
に
は
国
教
と
し
て
承
認
せ
ら

れ
・
教
会
財
産
は
勅
令
に
よ
っ
て
保
証
せ
ら
れ
、
高
い
僧
職
に
あ
る
も
の
は
ン
、
の
保
管
者
と
し
て
俗
界
に
お
け
る
上
層
階
級
の
中
に

融
合
し
て
し
ま
つ
た
の
，
で
あ
る
。

　
＊
　
ユ
ン
ゲ
ル
ス
「
原
姶
墓
督
教
史
考
」
喜
多
野
溝
一
訳
、
耕
波
版
二
一
〇
－
二
頁
参
照
。

　
ホ
＊
　
「
マ
ル
コ
伝
」
第
十
二
章
一
七
節
。

　
い
ま
こ
こ
で
中
枇
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
構
成
の
軸
心
で
あ
る
封
建
制
度
の
成
立
過
程
や
ン
、
の
帯
姿
に
つ
い
て
跡
づ
け
て
い
る
い
と
ま



は
な
い
。
奴
隷
労
働
を
基
と
し
た
古
代
ロ
ー
マ
杜
会
は
自
ら
の
内
部
的
誇
矛
盾
の
累
積
と
ゲ
ル
マ
ソ
種
族
の
侵
人
と
に
よ
っ
て
急
速

な
解
体
遇
程
を
た
ど
っ
た
。
さ
ら
に
イ
ス
ラ
ム
の
急
激
な
西
方
へ
の
発
展
に
、
地
中
海
貿
易
に
依
存
し
て
い
た
ロ
ー
マ
商
業
圏
を
喪

失
せ
し
め
、
こ
こ
に
自
然
経
済
へ
の
帰
復
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
再
び
農
業
の
重
要
性
が
高
ま
る
と
と
も
に
、
大
土
地

所
有
が
支
配
と
征
服
の
主
目
標
と
な
っ
た
。
け
だ
し
、
今
や
軍
事
的
階
級
者
は
自
己
の
領
域
に
一
切
の
消
費
的
任
務
を
課
さ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
大
多
数
の
住
氏
は
土
地
の
所
有
権
を
失
っ
て
少
数
の
「
領
主
」
と
よ
ば
れ
る
土
地
貴
族
に
隷
属
し
た
。
領

主
は
以
前
の
土
地
所
有
者
－
耕
作
者
を
追
放
す
る
代
り
に
、
貢
税
と
賦
役
を
課
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
土
地
の
利
用
を
許
し
た
。
大
土

地
所
有
者
と
隷
属
農
民
、
こ
の
二
つ
の
基
本
的
階
級
を
基
礎
と
し
て
、
土
地
を
生
産
の
基
本
的
手
段
と
し
た
と
こ
ろ
に
封
建
主
義
的

生
産
様
式
の
典
型
が
み
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
散
在
す
る
領
地
と
低
級
な
農
業
技
術
を
も
っ
て
集
申
的
な
自
已
経
営
を
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
い
き
お
い
領
主
は
領
下
の
農
氏
に
土
地
を
与
え
、
ま
た
労
働
手
段
も
貸
与
し
て
独
立
の
小
経
営
を
詐
し
も
し
た
。
ま
た
、

国
王
や
公
候
等
の
大
土
地
所
有
者
が
自
已
に
直
属
す
る
文
武
官
に
対
す
る
報
酬
と
し
て
は
土
地
を
分
与
す
る
以
外
に
は
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
軍
事
的
動
員
に
応
ず
べ
き
義
務
を
条
件
と
し
て
一
定
の
土
地
を
「
封
地
」
　
（
ま
己
；
旨
）
と
し
て
割
譲
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
同
じ
関
係
は
そ
の
陪
臣
と
の
間
に
も
必
然
に
発
生
し
、
や
が
て
そ
れ
が
世
襲
と
な
り
制
度
化
す
る
に
し
た
が
っ
て
封
建

的
階
序
制
度
が
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
長
い
発
展
過
程
を
へ
て
、
ロ
ー
マ
の
最
盛
期
に
お
い
て
そ
の
頂
点
に
達
し
た
純
個
人
的
財
産
の
制
度
は
崩
れ
さ
っ
て
、

あ
た
か
も
初
期
の
地
中
海
文
明
時
代
に
み
ら
れ
た
所
有
関
係
に
逆
転
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
封
建
制
度
の
下
に
あ
っ
て
は
絶
対
的

な
意
味
に
お
い
て
の
私
有
財
産
は
存
在
し
な
い
と
も
い
え
よ
う
。
「
所
有
者
」
も
ま
た
何
入
か
の
も
の
を
所
有
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
彼
は
そ
の
領
主
に
対
し
て
一
定
の
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
所
有
を
許
容
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
耕
作
者
は

　
　
教
父
的
拍
よ
ぴ
ス
コ
ラ
的
所
有
狽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
（
四
六
一
）



　
　
立
命
鉗
経
済
掌
（
第
一
巻
・
第
四
晋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
（
四
六
二
）

一
定
の
賦
役
そ
の
他
を
条
件
と
し
て
耕
作
に
括
り
つ
け
ら
牝
て
い
る
で
あ
る
。
彼
等
は
何
ん
の
自
由
も
持
た
な
い
農
奴
な
の
だ
。
彼

ら
が
も
し
財
産
を
有
っ
て
い
る
と
し
て
も
所
詮
そ
れ
は
領
主
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
彼
ら
自
身
が
す
で
に
領

主
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
領
首
も
ま
た
か
れ
の
国
王
の
土
地
を
軍
務
や
貢
税
を
条
件
と
し
て
知
行
し
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
釧
。
こ
う
し
た
階
序
体
系
の
頂
点
に
至
っ
て
い
る
の
が
国
王
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
み
が
土
地
財
産
の
絶
対
的

所
有
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
も
ま
た
二
つ
の
重
大
な
制
約
が
つ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
、
Ｈ
　
彼
の
地
位
は
神
に
負
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
所
有
は
神
の
意
思
に
し
た
が
っ
て
使
用
す
べ
き
義
務
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
制
約
は
今
日
の
常
識
か
ら
考
え
れ
ば
一
見
愚
に
も
つ
か
ぬ
観
念
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
教
会
が
宗

教
的
戒
律
を
な
お
ざ
り
に
し
た
国
王
に
対
し
て
十
分
の
実
力
的
圧
力
を
加
え
る
だ
け
の
精
神
的
権
威
を
そ
な
え
て
い
た
当
時
に
あ
っ

て
は
決
し
て
無
意
味
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
こ
も
ち
ろ
ん
一
方
で
は
、
僧
正
そ
の
他
の
高
級
僧
侶
た
ち
が
俗
人
と
同
様
に

そ
の
国
王
か
ら
封
地
を
与
え
ら
れ
て
、
教
会
そ
の
も
の
が
国
王
に
対
し
て
従
属
的
地
伎
に
立
っ
て
い
た
事
例
も
し
廿
し
ば
あ
っ
た
こ

と
は
見
逃
せ
な
い
事
実
で
あ
る
。
い
な
、
し
ば
し
ば
彼
ら
自
身
は
領
主
階
級
、
土
地
貴
族
か
ら
の
出
身
者
、
て
あ
っ
た
。
彼
ら
は
ま
ず

貴
族
で
あ
り
、
然
る
後
に
聖
職
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
訓
。
目
　
ま
た
、
国
王
と
い
え
ど
も
ン
、
の
臣
従
者
に
対
し
て
不
当
に
敵
対
的
行

為
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
、
彼
ら
の
主
従
関
係
の
実
体
は
庇
獲
と
擁
立
と
を
内
容
と
し
た
棉
互
的
誓
約
な
の
で
あ
る
。
イ

ギ
リ
ス
王
ジ
ョ
ン
（
嚢
晶
－
◎
フ
一
！
Ｈ
宕
ｆ
旨
崇
）
が
、
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
（
…
秦
；
Ｇ
・
膏
ｇ
）
に
署
名
（
二
二
五
年
）
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
こ
ろ
ま
で
追
い
つ
め
た
も
の
は
他
な
ら
ぬ
国
王
ジ
ョ
ン
白
身
の
振
舞
で
あ
っ
た
こ
と
を
膀
史
は
物
語
っ
て
い
る
。

　
＊
　
た
と
え
ば
、
第
十
世
紀
頃
の
イ
ギ
リ
ス
の
貴
士
（
ヨ
・
晶
目
）
は
、
そ
の
舛
行
に
対
し
て
、
？
・
一
旨
ミ
ｏ
（
軍
役
）
、
ブ
冒
；
ｏ
ａ
（
城
及
び
都
壁
の
修

　
　
理
）
、
げ
二
烏
３
さ
÷
（
橘
梁
の
修
復
）
の
三
つ
の
こ
と
を
担
当
す
る
義
務
を
魚
う
て
い
た
、
、
　
（
＞
二
、
一
・
一
青
…
一
二
、
・
＞
・
軍
ｃ
≠
目
淳
戸
声
一
、
宇

１



葦
・
ご
穿
管
多
麦
昌
・
邑
・
雪
き
テ
至
９
二
一
一
…
；
曼
二
・
伜
）

＊
＊
甲
（
）
・
一
一
ミ
一
０
３
一
、
ぎ
き
＆
巨
き
一
婁
貫
ｒ
き
一
・
－
・
ニ
ン
曇
９

　
右
に
み
た
よ
う
な
封
建
的
所
有
関
係
の
外
側
に
立
つ
一
群
の
所
有
者
層
が
成
長
し
て
来
て
い
た
。
領
主
へ
の
隷
属
と
忠
順
を
す
て

て
自
ら
の
自
由
を
求
め
る
人
人
に
よ
っ
て
形
成
せ
ら
れ
た
都
市
に
お
い
て
で
あ
る
二
自
分
自
身
の
家
畜
を
も
つ
こ
と
を
詐
さ
れ
た
農

収
が
そ
れ
を
も
っ
て
自
ら
の
自
由
を
購
う
た
場
合
も
あ
れ
ば
、
支
配
者
の
過
度
な
搾
取
に
た
え
か
ね
て
逃
散
し
た
場
合
も
あ
る
。
荘

園
の
領
主
の
た
め
で
な
く
自
己
の
労
働
に
報
い
て
く
れ
る
者
の
た
め
に
は
よ
ろ
こ
ん
で
働
く
手
工
業
者
達
。
こ
う
し
た
人
人
と
若
干

の
自
由
氏
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
都
市
の
流
通
経
済
は
封
建
支
配
に
新
し
い
様
相
を
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
や
が
て
相
続
制
が

普
遍
化
し
て
き
て
、
息
が
父
の
土
地
を
梢
続
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
に
及
ん
で
、
封
建
制
度
は
崩
壊
の
第
一
歩
を
踏

み
出
し
た
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
ゆ
る
生
産
的
財
貨
は
法
的
に
い
え
ば
領
主
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
農
奴
が
こ
れ
を
自
己

の
た
め
に
用
い
る
と
い
う
こ
と
は
合
法
的
な
行
為
と
は
、
い
え
な
か
っ
た
。
領
主
は
己
の
権
利
が
犯
さ
れ
た
と
認
め
た
場
合
は
強
制
的

に
こ
れ
を
取
上
げ
る
こ
と
も
辞
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
法
的
権
利
者
で
あ
る
国
王
や
貴
族
の
土
地
が
占
有
者
た
る
父
か
ら
そ
○
息

に
相
続
さ
れ
る
場
合
は
、
当
然
ン
、
の
特
権
に
対
し
て
一
定
の
貢
納
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
こ
と
は
見
易
い
道
理
で
あ
る
。
こ
れ
が
や
が

て
慣
例
化
し
て
い
く
と
と
も
に
税
額
も
固
定
し
、
購
貰
力
の
低
下
と
と
も
に
極
め
て
彩
式
的
な
金
額
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
騰
本
保
有
不
動
産
所
有
権
（
８
ミ
ぎ
旨
）
は
こ
う
し
て
成
立
し
た
制
度
で
あ
り
、
も
と
も
と
農
奴
が
有
っ
て
い
た
土
地

物
権
の
後
身
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
あ
ら
ゆ
る
農
氏
が
か
の
よ
う
に
し
て
土
地
所
有
者
に
転
化
し
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
多
く
の

直
接
耕
作
者
は
そ
の
土
地
に
つ
い
て
所
有
者
た
る
領
主
ｕ
地
主
に
対
し
て
借
地
料
を
納
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
用
益
権
を
獲
保
す
る
関

係
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
領
主
の
国
王
に
対
す
る
義
務
と
し
て
の
軍
役
も
や
が
て
租
税
に
お
き
か
え
ら
れ
る
こ

　
　
教
父
的
お
よ
ぴ
ス
コ
ラ
的
所
有
須
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
（
囚
六
三
）
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．

　
　
立
命
館
経
済
掌
（
第
一
巻
・
、
第
四
晋
）
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六
八
（
四
六
四
）

と
に
よ
っ
て
税
制
の
中
枢
を
占
め
た
の
で
あ
る
，
か
く
し
て
土
地
の
所
有
権
を
国
王
か
ら
享
け
る
と
い
う
事
も
旧
い
制
度
の
痕
跡
に

す
ぎ
な
い
も
の
と
な
り
お
わ
っ
た
．
の
で
あ
る
。
大
陸
に
お
け
る
封
建
的
所
有
制
度
の
展
開
も
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
よ
り
も
多
少
の
お

く
れ
は
あ
つ
た
が
大
同
小
異
の
過
程
を
辿
つ
た
と
い
え
よ
う
。

　
封
鐘
的
所
有
関
係
の
推
移
を
も
っ
と
も
よ
く
反
映
し
て
い
る
Ｏ
は
、
申
世
紀
を
通
じ
て
絶
え
ず
く
り
返
え
さ
れ
た
国
家
と
教
会
と

の
関
係
に
つ
い
て
の
「
権
威
論
争
」
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
Ｅ
・
ホ
ィ
ツ
テ
ー
カ
ー
の
ダ
ィ
ァ
グ
ラ
ム
に
し
た
が
っ
て
四
つ

の
類
型
に
お
い
て
み
る
こ
と
が
で
き
払
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
教
会
の
地
位
に
関
し
て
国
王
ヘ
ン
リ
ニ
世
と
教
会
と
の

間
に
行
わ
れ
た
論
争
に
登
場
し
た
僧
正
サ
ル
ス
ベ
リ
ー
の
ジ
ヨ
ソ
（
－
◎
一
曽
◎
｛
０
Ｄ
津
豪
一
一
弓
メ
｝
ｗ
季
。
Ｈ
、
亀
ｏ
多
、
言
ｏ
・
。
一
一
、
、
嘗
一
一
、
９
ｏ
・

■
Ｈ
甲
ｏ
ｏ
◎
）
の
教
会
至
上
主
義
と
で
も
い
う
べ
き
立
場
が
ン
、
の
一
つ
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
教
会
は
神
に
よ
っ
て
権
威
を
与
え
ら

れ
た
も
の
で
あ
り
、
国
家
は
教
会
に
よ
っ
て
そ
の
世
俗
的
任
務
の
一
部
を
託
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
教
会
は
神
か
ら
二
振
○
剣

す
な
わ
ち
精
神
的
か
と
世
俗
的
力
と
を
授
け
ら
れ
、
前
者
を
白
ら
の
手
許
に
残
し
て
後
者
を
国
家
に
信
託
し
た
。
け
だ
し
、
宗
教
団

体
が
世
俗
的
権
力
を
用
い
る
こ
と
は
神
法
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
国
家
は
た
だ
特
殊
な
領
域
と

組
織
と
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
教
会
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
教
会
の
機
関
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
神
の
権
威
を
う
け
る
の
は
国
家
ノ
し
あ
り
、
教
会
は
国
家
に
よ
っ
て
ン
、
の
地
依
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
第
二
の
立
場

が
対
立
し
、
裏
に
第
三
の
立
場
と
し
て
、
激
会
も
国
家
も
共
に
神
の
創
造
に
な
る
も
の
で
、
そ
れ
ギ
、
れ
個
有
の
領
域
を
も
つ
並
存
的

組
織
で
、
い
ず
れ
が
優
位
に
立
つ
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
と
す
る
児
解
が
あ
る
。
し
か
し
、
む
し
ろ
国
家
権
力
の
側
に
力
点
を
お
く

人
人
に
よ
っ
て
有
力
に
支
持
さ
れ
た
第
四
の
主
張
は
、
神
に
よ
っ
て
権
威
を
与
え
ら
れ
る
も
の
は
人
民
で
あ
り
、
教
会
も
国
家
も
、

人
民
が
精
神
界
な
ら
び
に
物
質
界
に
お
い
て
ン
、
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
達
成
す
ろ
た
め
に
創
造
し
た
も
の
で
あ
ろ
と
い
、
っ
の
で
あ
ろ
。
こ



れ
は
ト
マ
又
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
ｅ
一
さ
巨
毒
＞
・
え
芦
一
乙
。
一
は
旨
－
忌
）
の
対
文
者
と
し
て
著
名
な
ド
ウ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ウ
又
（
－
。
ア
。
、
、
七
一
。
、
一
。
。

Ｏ
Ｏ
Ｃ
９
豪
■
墨
甲
Ｈ
０
０
◎
◎
・
）
や
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
、
バ
ヴ
ァ
リ
ア
候
ル
’
イ
を
そ
の
法
皇
と
の
紛
争
に
当
っ
て
支
援
し
た
マ
ー
シ
リ
ウ
ス

（
巨
胃
。
・
竃
豪
亀
↑
、
邑
阜
８
ｃ
．
Ｈ
ミ
デ
ｏ
．
お
亀
）
な
ど
が
こ
の
見
解
を
と
る
有
力
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
主
張
は
後
年
、
　
ス
ピ
ノ
ザ

（
ｏ
ｏ
官
旨
§
）
や
ギ
ル
ケ
（
９
ｇ
訂
）
の
人
氏
主
権
説
に
至
る
先
駆
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
ノ
し
あ
る
。
ス
コ
ラ
哲
学
者
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
＊

て
中
枇
の
思
想
界
に
最
も
大
き
な
影
響
力
を
与
え
た
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
も
ま
た
「
人
に
従
は
ん
よ
り
は
神
に
従
う
べ
き
な
り
」

と
い
う
使
徒
の
言
葉
を
ひ
い
て
、
支
配
者
の
法
令
が
神
の
律
法
に
合
致
し
な
い
場
合
は
、
こ
れ
に
対
し
て
人
民
は
不
服
従
の
権
利
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
＊
＊

も
っ
て
い
る
。
「
も
し
皇
帝
の
命
令
と
神
の
そ
れ
と
が
異
る
と
き
は
、
御
身
は
前
者
を
す
て
て
神
に
し
た
が
う
べ
き
で
あ
る
。
」
と
神

法
に
従
う
こ
と
の
正
義
を
強
調
し
て
い
る
。
神
権
を
ふ
り
か
ざ
す
教
会
と
俗
界
の
権
威
を
擁
立
す
る
国
家
と
の
優
位
競
争
は
、
神
と

王
と
の
二
元
的
秩
序
を
も
っ
た
中
世
を
特
徴
づ
け
る
経
済
的
・
政
治
的
杜
会
諾
過
程
の
変
動
を
如
実
に
反
映
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
幸
　
■
｛
冒
臼
目
ら
４
く
ま
暮
■
斤
雪
一
＞
目
｝
。
・
ぎ
ｑ
Ｃ
｛
｝
◎
◎
目
◎
冒
｛
◎
Ｈ
｛
０
Ｐ
ｙ
手
Ｎ
◎
◎
－
り
・

　
ホ
ホ
　
「
使
徒
行
伝
」
第
五
章
二
九
節
。

　
非
＊
＊
　
、
－
一
手
）
冒
易
＞
Ｏ
己
目
婁
…
Ｏ
Ｄ
目
冒
－
冒
Ｐ
弓
７
０
◎
－
Ｃ
サ
ｑ
庁
８
ド
ド
ギ
さ
介
２
・
伽
・

　
ロ
ー
マ
・
ヵ
ト
リ
ツ
ク
教
会
こ
そ
は
中
棋
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
封
建
杜
会
に
お
け
る
最
高
の
精
神
的
権
威
で
あ
り
、
文
化
な
ら
び
に
生

活
彩
式
の
す
み
ず
み
ま
で
も
そ
の
影
響
は
湊
透
し
て
い
た
の
で
あ
る
、
の
み
な
ら
ず
、
教
会
は
全
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
に
斎
臨
し
て
い
た
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

治
的
実
力
者
で
あ
り
、
更
に
、
中
世
経
済
史
家
ボ
ァ
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
酉
欧
キ
リ
ス
ト
教
国
の
大
よ
そ
三
分
の
一
の
土
地
を
領

有
し
て
い
た
て
い
の
経
済
的
実
力
者
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
封
建
国
家
の
治
配
権
力
は
地
方
的
か
つ
一
時
的
の
も
の
で
あ
り
、
教

会
の
強
力
な
道
徳
的
指
導
力
の
国
際
的
か
つ
永
続
的
な
も
の
に
は
及
び
も
つ
か
な
っ
た
。
教
会
官
僚
で
あ
る
聖
職
者
た
ち
は
、
中
枇

　
　
教
父
的
お
よ
ぴ
ス
＝
７
的
所
有
狽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
（
四
六
五
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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（
四
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六
）

　
　
立
命
館
経
済
挙
（
第
一
巻
・
第
四
章
）

に
お
け
る
唯
一
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
階
級
と
し
て
、
軍
事
階
級
で
あ
る
封
建
貴
族
に
対
立
し
、
神
学
な
い
し
哲
学
上
の
業
蹟
は
も

と
よ
り
・
１
多
数
の
法
律
家
・
芸
術
家
、
外
交
官
、
技
師
、
医
師
と
い
っ
た
文
化
的
領
域
に
活
動
す
る
人
人
を
杜
会
に
送
り
出
し
て
い
る
。

樽
呂
階
級
が
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
の
生
産
者
と
し
て
営
ん
だ
杜
会
的
役
割
は
高
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
総
じ
て
、
中
棋
に
お

い
て
は
・
強
権
の
君
臨
も
経
済
の
抑
圧
も
、
つ
ね
に
正
義
Ｈ
神
の
支
配
と
い
う
観
念
の
フ
イ
ル
タ
ー
を
通
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
の

ノ
し
あ
今
し
か
し
な
が
ら
・
そ
の
実
体
は
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
平
等
主
義
的
希
望
か
ら
は
な
れ
て
、
杜
会
階
級
は
階
序
的
教
会
制

度
に
し
た
が
一
て
形
成
荒
・
人
入
は
定
め
ヂ
た
職
分
縞
足
し
て
、
自
己
の
身
分
、
地
笹
妥
当
書
の
が
え
完
る
限
り
は
、

そ
乏
正
義
が
実
現
苫
れ
を
の
と
し
て
い
た
か
の
よ
う
妄
る
。
だ
が
、
教
会
自
．
禁
す
乏
；
の
階
序
的
不
平
等
秩
序
を

き
杜
会
で
葦
嚢
ニ
テ
ー
ゲ
ソ
チ
ャ
で
あ
る
僧
侶
階
級
は
ま
さ
に
大
土
地
所
有
者
の
支
配
階
級
の
一
募
婁
す
驚
で

あ
フ
た
に
は
ち
が
い
な
い
が
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
い
み
じ
く
も
指
摘
し
た
よ
う
ｄ
、
中
世
封
建
主
義
の
イ
デ
ロ
ォ
ギ
ー
的
代
表
者
た
る

彼
ら
の
中
に
も
・
司
教
・
大
司
教
、
修
道
院
長
奮
と
い
一
た
高
級
聖
讐
ざ
一
、
の
配
下
と
し
て
の
修
道
士
の
憲
兵
ど
茎
含
む
貴

族
的
階
級
と
・
教
会
の
封
諾
階
序
制
度
の
外
側
隻
一
て
、
教
会
財
産
に
対
し
孟
一
募
け
前
に
茎
ず
か
つ
て
い
き
、
農
村

嘉
葛
嚢
師
た
ち
か
ら
成
る
い
わ
ゆ
る
「
僧
侶
階
級
の
平
講
分
派
一
の
驚
と
、
二
つ
の
根
本
的
に
異
つ
た
階
級
が
あ
つ
た

こ
と
島
る
べ
き
で
あ
る
・
墓
的
杜
会
関
係
の
根
底
に
横
わ
る
財
産
関
係
に
対
す
る
彼
為
侶
階
級
一
、
、
。
、
。
。
一
、
、
。
、
一
、
、
、
け
一
の
暴

も
ま
さ
に
そ
う
し
た
存
在
を
反
映
し
な
け
れ
ば
措
か
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
ホ
婁
暮
昌
釜
・
」
二
暮
く
邑
き
二
，
旨
；
潟
葦
書
昌
ニ
ニ
一
。
｝
。
目
蕎
。
二
、
．
§
．

　
＝
旨
至
二
一
三
巨
・
ま
ぎ
書
三
多
工
・
Ｎ
仁
デ
く
但
．



三

　
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
軍
事
階
級
と
し
て
の
封
建
貴
族
や
聖
職
者
が
彩
成
す
る
支
配
層
と
隷
属
農
民
な
い
し
農
奴
の
被
支
配
層

と
が
蒋
園
や
村
落
共
同
体
や
僧
院
、
修
道
院
な
ど
を
中
心
と
し
て
営
ん
で
い
た
前
期
中
世
の
経
済
社
会
で
は
、
都
市
は
単
に
そ
の
附

属
物
に
す
ぎ
ず
、
商
業
や
貿
易
は
例
外
的
に
行
わ
れ
る
「
賎
業
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
個
人
的
絶
対
的
支
配
の
意
味
に
お
け
る
私
有

財
産
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
自
然
経
済
杜
会
を
規
律
す
る
支
配
的
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
は
教
会
法
と
自
然
法
を
二
本

の
支
柱
と
し
た
教
父
哲
学
で
あ
り
、
そ
の
性
格
は
き
わ
め
て
共
産
主
義
的
非
商
業
主
義
的
色
彩
の
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

十
字
軍
時
代
を
絶
頂
と
し
て
、
中
世
農
業
組
織
は
崩
壌
し
は
じ
め
た
。
都
市
を
中
心
と
し
た
商
業
、
貿
易
、
両
替
業
、
手
工
業
は
次

第
に
隆
盛
に
お
も
む
き
、
流
通
経
済
の
発
展
は
封
建
的
、
僧
侶
的
社
会
制
度
や
慣
習
と
撞
着
す
る
も
の
が
多
く
、
領
主
と
家
臣
団
と
、

荘
園
や
僧
院
と
村
落
と
の
間
の
封
建
的
階
層
（
；
賢
毒
耳
）
を
が
っ
ち
り
結
び
つ
け
て
い
た
轟
絆
は
次
第
に
ゆ
る
ん
で
き
た
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
傾
向
に
拍
車
を
加
え
た
も
の
は
数
次
に
亘
っ
て
く
り
返
え
さ
れ
た
十
字
軍
の
東
方
遠
征
で
あ
り
、
賛
族
階
級
の
財
政

的
欠
乏
と
東
西
通
商
の
開
拓
と
が
、
内
外
か
ら
旧
秩
序
崩
壊
の
契
機
と
し
て
作
用
し
た
の
で
あ
る
。
既
成
の
杜
会
秩
序
の
転
換
期
に

お
い
て
、
い
つ
の
世
に
も
出
現
す
る
二
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
傾
向
が
こ
こ
で
も
現
わ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　
教
父
的
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
は
も
は
や
新
時
代
の
杜
会
的
事
実
に
適
合
し
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教

義
そ
の
も
の
を
こ
れ
に
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
イ
デ
ォ
ロ
ー
グ
が
生
れ
、
他
方
で
は
、
あ
く
ま
で
伝
統
の
教
義
を
ま
も
っ
て
厳
し
い

宗
教
的
倫
理
に
生
き
よ
う
と
す
る
僧
団
が
輩
出
し
た
、
ヵ
タ
リ
（
ｐ
邑
室
３
、
ワ
ル
ド
（
く
夢
５
ｏ
）
、
ベ
ガ
ル
（
家
窪
、
ｑ
。
。
）
、
ア
ポ
ス

ト
リ
（
苫
嚢
３
５
等
々
の
宗
団
は
み
な
後
者
の
範
曉
に
属
す
る
も
の
ノ
し
、
財
貨
の
共
有
、
私
有
財
産
の
否
認
と
い
う
原
始
キ
リ
ス

　
　
教
父
的
お
よ
び
ス
コ
ラ
的
所
有
櫨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
（
六
六
七
）



　
　
立
命
館
経
済
掌
一
至
巻
・
雷
景
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
一
六
六
八
一

ト
教
的
テ
ー
ゼ
を
主
張
し
・
激
し
這
害
の
中
に
亡
ん
で
い
一
た
の
で
あ
る
、
こ
の
菱
的
伝
統
に
立
つ
て
も
つ
と
美
嚢
蓋
目

を
与
え
た
も
の
は
、
ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
チ
エ
ス
コ
　
（
（
之
◎
く
竃
ま
胃
彗
８
弩
。
民
、
、
、
、
蟹
、
｛
。
、
、
一
。
・
■
ｏ
◎
Ｎ
－
旨
８
）
に
ひ
き
い
ら

れ
た
灰
抱
僧
（
？
ミ
司
ま
冨
）
の
集
団
で
あ
っ
た
。
聖
フ
ラ
チ
エ
ス
コ
の
説
い
た
「
聖
貧
」
（
て
曽
目
勺
、
、
け
自
。
。
。
く
、
旨
０
ｑ
。
－
。
曽
）
の
教
義

は
・
原
始
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
帰
依
、
山
上
の
重
訓
の
精
神
へ
の
復
帰
を
信
者
に
訴
え
、
基
督
者
に
自
已
放
棄
と
奉
仕
の
生
活
を
命
じ

た
も
の
で
あ
る
・
イ
ェ
ス
が
十
二
便
徒
に
命
じ
た
言
葉
　
　
往
き
て
宣
べ
つ
た
え
『
天
国
は
近
づ
け
り
」
と
一
一
一
ロ
ヘ
。
病
め
る
者
を
い

や
し
・
死
し
た
る
者
を
甦
会
せ
・
癩
病
人
を
童
め
、
悪
鬼
を
賛
掌
。
寧
し
隻
け
た
注
婁
し
に
与
全
。
帯
の
な

か
に
金
委
た
寮
も
幕
旅
の
苧
・
二
枚
の
碁
も
・
嘗
・
杖
圭
な
、
搬
撃
の
、
一
、
の
食
物
を
得
る
は
驚

し
き
言
峠
」
　
は
彼
等
に
と
一
て
至
上
令
命
で
あ
一
た
、
貧
乏
の
茎
と
仁
慈
の
震
、
奉
仕
と
労
働
と
托
鉢
の
生
活
こ
叩
一
、
彼

ら
ザ
本
願
と
す
る
と
こ
ろ
で
奪
た
・
荒
は
い
わ
ぱ
、
イ
タ
ー
ア
の
新
し
い
商
菱
明
に
対
す
る
批
評
で
書
、
富
裕
奮
肇

商
人
階
級
に
対
す
る
抗
義
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
彼
ら
の
財
産
観
は
自
然
法
な
い
し
教
会
法
の
伝
統
に
立
つ
て
お
り
、
財
富
の
起

元
は
不
法
行
脅
隻
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
た
の
で
裂
。
こ
う
し
た
提
間
的
非
妥
協
嬰
撃
次
第
に
俗
廿
間
と
遊
離
し
て

行
き
・
ま
た
そ
の
峻
厳
な
戒
律
の
実
行
難
が
教
団
内
部
に
不
和
と
分
裂
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

い
わ
ん
や
当
時
の
ロ
ー
マ
教
会
は
俗
人
の
財
産
所
有
を
末
枇
必
然
の
罪
悪
と
し
て
詐
谷
し
て
お
り
、
教
会
自
身
も
ま
た
貧
氏
に
施
与

す
る
た
め
に
財
の
寄
進
を
う
け
・
僧
侶
自
ら
は
管
財
人
を
も
っ
て
任
じ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
フ
ラ
ン
チ
エ
ス
コ
派
の
「
聖
貧
」

主
義
は
と
う
て
い
当
時
の
ヵ
ソ
リ
ツ
ク
教
会
の
主
流
で
あ
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

　
￥
　
「
マ
タ
イ
伝
」
第
十
章
、
七
－
一
〇
節
。

　
宗
＊
　
曽
一
－
ざ
言
－
＞
目
サ
ざ
【
＜
ｃ
ｈ
－
ｗ
【
掌
ポ
プ
○
に
（
－
ｇ
巳
ポ
…
．
く
ｃ
－
・
’
一
、
－
、
・
Ｈ
ｃ
ｏ
．
－
戸

ム



　
プ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
派
に
く
ら
ポ
ヘ
て
保
守
的
調
和
的
教
義
を
把
持
し
て
い
た
黒
祖
僧
（
呂
き
斤
津
町
易
）
の
集
団
が
い
わ
ゆ
る
ド
、
・
、

ニ
ク
教
団
で
あ
る
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
聖
ト
マ
ス
三
！
、
、
こ
の
教
団
の
中
に
あ
っ
て
最
も
傑
出
し
た
ス
コ
ラ
学
者
で
あ
っ
た
。
教
父
た

ち
に
よ
っ
て
確
立
せ
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
理
に
古
代
哲
学
の
も
つ
合
理
性
を
採
用
し
つ
つ
一
個
の
神
学
的
体
系
を
与
え
た
も
の
が
ス

＝
フ
哲
学
で
あ
る
。
理
性
と
啓
示
と
の
思
弁
哲
学
的
統
一
が
ス
コ
ラ
学
者
の
課
題
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ト
マ
ス
．
ア
ク
ィ
ナ
ス
は

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
神
学
を
巧
妙
に
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
に
金
字
塔
を
築
き
上
げ
た
偉

な
る
学
僧
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
ノ
し
き
る
。
彼
の
ス
コ
ラ
的
恩
弁
を
ト
レ
ー
ス
す
る
こ
と
は
こ
こ
で
の
任
務
で
は
な
い
。
た
だ
、

彼
が
鰯
熟
し
た
十
三
世
紀
封
建
杜
会
に
お
い
て
、
し
か
も
政
治
的
に
も
宗
教
的
に
も
最
も
大
き
な
勢
力
と
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
ド

ミ
ニ
ク
教
団
中
で
の
大
神
学
者
で
あ
り
、
ス
コ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
磧
学
で
あ
っ
た
事
実
は
、
そ
の
所
有
観
に
お
い
て
も
一
つ
の
中
世
的

典
型
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
し
め
な
い
で
あ
ろ
う
、
端
的
に
彼
の
語
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
聞
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ト
マ
ス
は
「
人
が
彼
自
身
の
物
を
所
有
す
る
こ
と
が
合
法
で
あ
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
こ
れ
に
対
し
て
徹
底
的

に
否
定
的
立
場
を
と
る
バ
ッ
リ
ウ
ス
や
ア
ム
ブ
ロ
ッ
ウ
ス
の
意
見
を
あ
げ
、
更
に
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
現
実
的
見
解
を
示
し
た
後

で
、
彼
自
身
の
主
張
を
積
極
的
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
外
界
の
諸
物
に
つ
い
て
は
二
つ
の
も
の
が
人
間
に
と
っ
て
（
所
有
す
る
）
資
格

が
あ
る
と
い
う
の
が
私
の
解
答
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
そ
れ
ら
の
も
の
を
取
得
し
か
つ
分
与
す
る
力
で
あ
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
財

産
を
有
つ
こ
と
は
人
聞
に
と
っ
て
合
法
で
あ
る
。
更
に
、
こ
の
こ
と
は
三
つ
の
理
由
に
も
と
づ
い
て
人
間
生
活
に
と
っ
て
必
要
な
こ

と
で
あ
る
。
第
一
に
あ
ら
ゆ
る
人
は
多
数
も
し
く
は
総
て
の
人
に
共
同
の
も
の
よ
り
も
彼
白
身
の
み
の
た
め
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の

を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
慎
重
だ
か
ら
で
あ
る
、
何
ん
と
な
れ
ば
、
多
数
の
僕
碑
が
い
る
場
合
に
起
る
よ
う
に
、
人
人
は
労
働
を
回

避
し
、
共
同
体
に
か
か
わ
り
の
あ
る
も
の
は
他
人
に
は
ね
ま
か
す
だ
ろ
う
か
ら
ノ
・
あ
る
。
第
二
に
は
、
も
し
め
い
め
い
が
こ
れ
と
い

　
　
教
父
的
拍
よ
ぴ
ス
ｏ
ラ
的
所
有
須
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
（
四
六
九
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
（
四
七
〇
）

　
　
立
命
館
経
済
掌
（
第
一
巻
・
第
四
号
）

う
こ
と
な
し
に
何
か
あ
る
一
つ
の
物
莚
息
し
な
け
れ
ば
奮
き
奮
ば
混
乱
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
め
い
め
い
が
已
が

じ
し
あ
る
特
定
の
物
を
注
意
す
る
責
任
の
負
わ
さ
れ
た
場
含
は
、
人
事
は
；
、
う
の
秩
序
正
し
い
仕
方
で
遂
行
さ
れ
重
の
だ
宣

麦
る
基
三
は
・
全
の
き
が
彼
の
も
の
で
満
足
し
て
い
る
奮
ば
、
人
間
に
と
つ
て
よ
り
平
和
的
状
撃
確
保
さ
れ
る
か
ら

麦
る
こ
た
ガ
っ
て
・
所
有
苫
れ
る
諾
物
隻
分
が
き
場
合
に
壱
し
ば
し
ば
悶
寡
お
こ
る
の
を
言
こ
と
が
で
き
る
。

人
間
に
貧
の
諾
物
に
つ
い
て
一
所
有
す
る
一
資
婁
ら
し
め
る
第
二
・
き
竺
、
苫
の
便
用
で
あ
る
。
こ
の
．
点
に
つ
い
て
、
人

は
外
界
の
諾
物
を
彼
の
も
の
と
し
て
妄
く
共
同
と
す
べ
き
で
奮
。
す
糞
ち
、
他
人
の
必
要
に
際
し
て
は
い
つ
盲
こ
れ
を
他

人
に
享
受
さ
せ
る
べ
き
も
の
で
あ
ぎ
と
、
こ
こ
で
彼
は
テ
そ
テ
に
与
え
て
、
富
者
は
未
来
に
ま
て
真
の
生
命
を
現
成
せ
ぷ

た
め
に
は
惜
室
く
施
し
君
与
う
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
、
使
徒
パ
ウ
一
の
言
繋
引
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
長
い
引
用
の
中

か
ら
・
わ
れ
わ
れ
は
ト
マ
ス
の
所
有
観
の
核
心
を
な
し
て
い
る
三
つ
の
主
張
を
く
み
と
る
こ
と
が
ノ
し
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
少
な
わ
ち
、

そ
の
一
つ
は
・
生
産
財
の
私
有
を
是
と
す
る
点
ノ
し
あ
り
、
そ
の
二
つ
は
、
・
秩
序
と
平
和
の
た
め
に
私
有
を
必
要
と
す
る
点
ノ
し
あ
り
、

そ
の
三
つ
は
、
私
有
が
是
認
さ
れ
る
限
界
を
明
か
に
し
た
点
で
あ
る
。

　
＊
掌
◎
・
婁
着
巳
昌
。
・
｝
；
量
亭
８
冨
亘
Ｎ
一
Ｎ
二
・
罫
、
・
Ｎ
・

　
＊
＊
　
「
テ
モ
テ
前
者
」
第
六
章
、
一
七
－
九
節
。

ト
マ
ス
は
生
産
財
の
所
有
と
婆
財
の
所
有
と
を
区
別
し
て
、
生
肇
段
の
所
有
が
私
的
所
有
の
性
質
莞
つ
た
方
が
有
利
妥
当

で
あ
る
こ
と
を
経
験
的
具
体
的
口
調
で
語
っ
て
い
る
反
両
に
、
財
貨
の
消
費
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
人
の
悉
意
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き

で
衣
く
杜
会
的
規
範
の
行
わ
れ
５
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
か
れ
は
別
の
場
所
ノ
・
、
　
「
神
の
摂
理
に
よ
つ
て
あ
る
人
に
与
え
ら

丸
た
現
世
の
財
貨
は
、
所
有
権
と
い
う
意
味
で
の
所
有
に
つ
い
て
は
事
実
上
そ
の
者
に
帰
属
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
使
用
と
い
う
点



で
は
＞
５
人
に
Ｏ
み
帰
属
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
・
〆
、
の
人
Ｏ
必
要
と
す
る
以
上
に
有
つ
も
Ｏ
に
よ
っ
て
掻
助
さ
れ
う
る
他
○
人
人

に
も
帰
属
し
て
い
る
の
で
あ
仙
。
」
　
と
い
っ
て
い
る
し
し
た
が
っ
て
、
彼
に
よ
れ
ば
、
人
が
極
度
の
窮
乏
に
鵬
入
っ
た
際
に
進
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
＊

援
助
の
手
を
さ
し
の
べ
て
く
れ
る
も
の
が
見
出
せ
な
い
場
合
は
、
他
人
の
財
物
を
取
得
す
る
こ
と
が
詐
さ
れ
る
の
、
て
あ
る
。
少
く
と

も
財
貨
の
最
終
的
使
用
に
関
す
る
限
り
、
個
人
の
悉
意
や
排
他
的
権
利
を
認
め
な
い
彼
の
立
場
は
、
ゲ
ォ
ル
グ
。
ヴ
ユ
ン
シ
ュ
が
い

う
よ
う
に
、
教
父
的
学
説
を
百
八
十
度
転
換
し
た
も
の
む
、
と
は
い
え
な
い
。
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
教
父
的
所
有
観
の
特
徴
，
て

あ
る
「
使
用
の
共
産
制
」
な
い
し
「
消
費
に
お
け
る
共
産
主
義
」
の
教
説
の
伝
統
か
ら
は
決
し
て
逸
脱
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
、
か
れ
は
教
父
た
ち
に
あ
っ
て
自
覚
的
に
把
捉
さ
れ
え
な
か
っ
た
生
産
財
と
消
費
財
と
を
明
確
に
区
別
し
、
前
者
の
私

的
所
有
に
つ
い
て
神
学
的
・
彩
而
上
学
的
論
拠
を
与
え
る
と
同
時
に
、
時
代
の
要
求
と
現
実
に
マ
ツ
チ
さ
せ
る
工
夫
と
努
力
を
こ
こ

ろ
み
た
の
で
あ
る
。
職
業
的
分
業
が
完
成
し
、
そ
れ
が
封
建
的
職
分
組
織
の
綱
目
の
中
に
ン
、
れ
ぞ
れ
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
、
貨
幣

を
媒
体
と
し
た
流
通
経
済
が
都
市
を
中
心
に
次
第
に
支
配
的
に
な
っ
て
来
た
そ
の
当
時
の
経
済
生
活
の
事
実
は
、
も
ろ
も
ろ
の
経
済

的
価
値
を
結
合
し
て
生
産
を
企
画
し
指
導
す
る
個
人
的
職
能
と
、
ン
、
う
し
た
は
た
ら
き
を
機
能
さ
せ
る
基
本
的
諾
手
段
に
対
す
る
用

溢
支
配
の
権
能
を
私
的
個
人
に
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
生
産
手
段
の
私
有
と
消
費
手
段
の
共
産
制
１
１
杜
会
化
と
い
う

こ
と
は
、
近
代
杜
会
思
想
の
上
で
の
通
念
か
ら
い
え
ば
全
く
逆
転
し
た
形
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
彼
が
り
！
、
の
哲
学
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
＊
＊

系
譜
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
学
統
に
立
ち
、
ン
、
の
強
い
思
想
的
影
響
の
下
に
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
十
字
軍

の
遠
征
に
よ
る
東
方
世
界
と
の
接
触
に
促
が
さ
れ
た
都
市
経
済
の
め
ざ
ま
し
い
発
達
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
ノ
し
村
落
的
共
同
意
識
の
中

に
鎖
さ
れ
て
い
た
人
人
が
私
的
個
人
と
し
て
解
放
さ
れ
、
新
し
い
杜
会
（
（
室
¢
豪
・
ぎ
ｅ
に
編
成
さ
れ
て
来
た
第
十
三
世
紀
の
現

実
は
・
古
い
ポ
リ
ス
的
意
識
か
ら
解
き
放
た
れ
て
汎
ヘ
ラ
ス
的
な
個
人
主
義
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
一
一
ズ
ム
の
中
に
私
的
個
人
の
自
覚
が

　
　
　
１
教
父
的
拍
よ
ぴ
ス
コ
ラ
約
所
有
槻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
七
五
（
四
七
一
）



　
　
立
命
餅
経
済
掌
（
第
一
巻
・
鋒
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
（
四
七
二
）

高
ま
っ
て
い
っ
た
紀
元
前
第
三
世
紀
の
歴
史
的
現
実
と
そ
の
基
盤
的
位
梢
を
ひ
と
し
く
し
て
い
た
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ

に
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
枇
界
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ヵ
ソ
リ
シ
ズ
ム
世
界
に
お
け
る
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
奇
し
く
も
相
似
た

綜
合
家
的
調
停
家
的
天
才
の
足
跡
を
み
る
の
で
あ
る
。

　
ホ
　
ｏ
０
２
昌
；
ｐ
弓
７
ｏ
◎
－
◎
阻
ｏ
ぎ
ド
ド
亭
ｃ
ｏ
ド
ｐ
ｇ
ｐ
（
一
ド

　
＊
＊
　
－
げ
匡
ニ
ド
ド
■
ｇ
ｏ
Ｎ
．
亭
“
ｐ
｛
一
ｇ
ｏ
・

　
＊
＊
＊
　
○
．
考
目
員
Ｏ
・
Ｏ
戸
国
く
■
目
サ
ｑ
巴
庁
プ
Ｏ
！
く
言
蒜
Ｏ
プ
邑
募
９
寿
．
Ｏ
〇
一
¢
¢
¢
・

　
＊
＊
＊
＊
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
財
産
は
共
有
で
あ
る
べ
き
か
私
有
で
あ
る
べ
き
か
の
間
い
を
串
し
て
　
公
有
共
用
、
私
有
共
用
、
公
有
私
用
等
の

　
場
含
を
あ
ガ
て
検
討
し
、
「
習
慣
と
正
し
い
法
律
の
規
定
と
に
よ
っ
て
改
善
さ
れ
る
な
ら
ば
」
ム
、
い
う
条
件
の
も
と
に
当
代
の
現
実
を
是
認
し
、
生

　
産
．
管
理
の
面
に
お
け
る
私
有
と
使
用
の
面
に
．
お
け
る
共
有
を
よ
し
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
か
れ
が
共
用
の
実
現
を
「
徳
」
の
存
在
に
・

　
期
待
し
て
い
る
点
を
「
愛
」
に
拍
き
か
え
る
と
、
そ
っ
・
く
リ
ト
マ
ス
の
理
論
が
で
き
上
る
で
は
な
い
か
。
（
ト
、
一
閉
↓
。
↓
。
一
。
。
。
Ｌ
、
、
一
一
ご
。
、
・
■
“
）

　
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
父
が
口
を
そ
ろ
え
て
そ
の
正
当
性
を
否
認
し
た
財
産
の
私
有
を
、
ト
マ
ス
は
一
定
の
条
件
を
つ
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
是
認
し
た
の
で
あ
る
が
、
　
か
れ
は
直
接
こ
れ
に
反
対
す
る
仕
方
で
な
く
て
、
　
同
一
の
線
に
沿
い
な
が
ら
も
極
め
て
実
際
的

に
・
当
代
の
歴
史
的
経
済
的
現
実
に
即
し
た
解
決
を
与
え
た
の
で
あ
る
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
か
れ
の
私
有
財
産
肯
定
論
は
自
然
法

（
－
隻
旨
暮
…
豪
）
の
原
理
か
ら
ひ
書
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
教
理
か
ら
言
え
ば
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
神
が
ひ
と
し
く

万
民
に
与
え
た
と
こ
ろ
ノ
し
あ
り
・
こ
れ
を
私
す
る
こ
と
は
罪
悪
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
最
も
愛
す
べ
き
も
ｏ
は
物
○
共
有
で
あ
る
。

（
一
）
巨
ｃ
多
一
一
；
；
…
一
・
－
５
娑
婁
一
◎
ｓ
旨
；
；
一
デ
邑
・
）
ま
た
、
自
然
法
に
し
た
が
え
ば
万
物
は
万
入
に
共
有
ノ
し
あ
、
ｏ
、
　
（
』
一
一
・
。
、
、
艘
一
、
、

『
…
９
昌
事
；
；
一
一
５
冒
…
；
す
２
；
一
一
毒
．
）
こ
う
し
た
原
理
か
ら
直
接
に
私
有
財
肢
制
鹿
を
許
容
す
る
根
麺
が
み
も
び
か
か
る
は

ず
が
た
い
・
白
然
法
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
ｏ
は
共
有
財
薩
制
で
は
あ
っ
て
も
私
的
所
有
制
ノ
し
は
あ
り
丸
な
い
、
ト
一
、
ス
は
、
私
有



制
は
自
然
法
か
ら
吊
て
く
る
の
、
て
な
ぐ
て
、
実
定
法
（
デ
婁
一
嚢
｛
チ
、
６
　
に
も
と
づ
く
も
○
、
て
あ
る
と
す
る
の
ノ
し
あ
る
つ
オ
な
わ
ち
．
、

「
共
有
財
産
制
度
が
自
然
法
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
法
が
万
物
は
共
有
で
あ
っ
て
何
物
も
こ
れ
を
私
有
す
べ
き
で
な
い
こ

と
を
命
ず
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
！
」
な
く
、
た
だ
白
然
法
に
よ
っ
て
は
ま
だ
所
有
の
分
配
と
い
う
こ
と
が
な
く
、
こ
の
分
配
は
む

し
ろ
実
定
法
に
属
す
る
人
間
の
合
意
か
ら
生
じ
た
も
の
ノ
、
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
、
私
的
所
有
権
は
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

然
法
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
人
間
の
理
性
に
よ
っ
て
協
定
さ
れ
た
、
ン
、
の
補
足
を
な
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
」
　
と

し
て
・
私
的
所
有
が
実
定
法
の
秩
序
に
属
す
る
も
の
ノ
し
あ
り
、
し
か
も
ン
、
れ
は
自
然
法
の
補
足
的
役
割
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
、

そ
れ
で
は
、
そ
の
実
定
法
な
る
も
の
は
一
体
い
か
な
る
根
拠
を
も
ち
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
さ
ら
に
、

自
然
法
と
の
関
係
は
何
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
ホ
　
　
コ
ｏ
竈
冒
ヨ
樽
↓
｝
５
◎
－
◎
ぴ
ｑ
庁
～
ト
ｏ
、
ド
ギ
婁
、
ｐ
ド
ｐ
｛
Ｈ
一
ヨ
・

　
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
自
然
法
は
、
す
べ
て
の
法
の
源
泉
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
行
動
や
運
動
を
支
配
す
る
神
の
慧
智
の
理
性
的
計
画

ノ
し
あ
る
と
こ
ろ
の
永
久
法
（
－
Ｌ
異
箒
奪
量
）
．
へ
の
、
理
性
を
具
え
た
被
造
物
た
る
人
間
の
参
与
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
間
が
善
悪

を
識
別
す
る
自
然
の
光
Ｈ
自
然
法
は
ま
さ
に
永
久
法
の
は
た
ら
き
ノ
し
あ
る
。
ら
の
自
然
法
に
は
、
人
間
の
行
為
に
内
在
す
る
も
ろ
も

ろ
の
目
的
の
観
念
か
ら
段
階
が
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
絶
対
不
変
の
原
理
と
し
て
の
第
一
次
的
自
然
法
と
派
生
的
第
二
次
的
目
的
の

達
成
ま
た
は
保
護
し
、
も
し
く
は
第
一
次
目
的
を
困
難
な
ら
し
め
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
第
二
次
的
自
然
法
（
８
旨
。
Ｈ
。
。
。
｛
。
旨
、
・
。
）

と
が
こ
れ
ノ
し
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
第
二
次
的
自
燃
法
は
人
定
法
（
■
異
一
…
暮
毒
）
”
実
定
法
に
よ
っ
て
形
式
を
与
え
ら
れ
明
確

に
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
人
間
の
理
性
は
自
然
法
か
ら
一
定
の
事
柄
の
一
層
特
殊
的
な
確
定
に
向
っ
て
進
行
す
る
も
の
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
理
性
に
よ
っ
て
企
て
ら
丸
た
特
殊
曲
限
定
６
ｇ
ｇ
旨
官
各
；
ｇ
）
も
入
定
法
の
内
容
を
な
す
も
の
ノ
。

　
　
　
徽
篇
望
ぴ
ス
一
ラ
佛
所
有
槻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圭
一
四
圭
一
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
（
四
七
四
）

　
　
立
命
館
経
済
挙
（
第
一
・
巻
・
第
四
景
）

あ
る
；
の
よ
う
に
自
嚢
か
ら
引
出
荒
た
理
性
の
推
論
に
つ
い
て
、
前
の
場
合
を
内
容
上
す
べ
て
の
民
族
に
妥
当
す
る
法
麦

る
か
身
民
市
貰
法
一
言
喜
一
旨
一
と
し
、
後
の
場
合
を
、
そ
の
最
終
的
確
祭
国
家
に
ゆ
だ
ね
完
て
盲
、
し
た
が

一
て
各
艮
族
隻
一
て
差
異
を
ま
ぬ
が
れ
ぬ
き
、
て
あ
る
か
ら
世
俗
↑
異
○
箏
。
。
。
、
く
、
、
、
一
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の

人
窪
の
本
質
襲
力
は
・
そ
れ
が
「
契
約
に
よ
一
て
一
冨
§
。
、
。
け
一
で
あ
ろ
う
と
、
「
共
通
の
黙
示
的
承
認
に
よ
つ
て
一

一
葦
旨
冒
冒
言
宣
で
あ
ろ
う
と
、
と
乏
「
人
間
の
同
意
一
一
套
。
一
、
。
。
一
一
。
。
、
、
一
一
一
一
一
”
一
、
一
一
一
・
。
一
に
も
と
づ
く
も
の
、
て
あ
り
、
り
、
、

祭
暴
法
か
墨
性
の
驚
一
茎
麦
箏
亘
に
よ
一
て
ひ
高
さ
れ
を
の
差
る
か
ぎ
り
、
自
然
法
と
の
内
面
的
関
篭
立

つ
も
の
で
考
私
的
所
有
権
が
属
す
る
鼻
蒼
「
直
接
に
暴
的
理
性
に
よ
つ
て
指
令
さ
れ
、
ま
た
リ
、
、
の
金
さ
も
習
麦

る
か
ら
・
そ
れ
は
健
妻
人
間
悟
性
の
ほ
か
に
何
島
別
の
驚
を
必
要
と
し
き
の
で
芝
。
一
し
か
し
奈
ら
、
そ
註
、
国

家
意
隻
羨
的
き
し
布
告
的
行
為
・
あ
る
凄
韓
に
考
て
法
と
奮
国
法
と
同
様
に
、
ン
、
の
起
原
や
拘
東
力
の
根
源
を
人

間
の
同
意
の
中
に
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
次
の
二
つ
の
理
由
に
書
い
て
改
変
さ
れ
う
る
き
麦
る
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
は

理
性
の
側
に
淳
る
理
由
で
・
理
性
は
暴
的
篭
の
妄
る
か
ら
、
不
完
案
洞
見
か
竺
、
、
、
う
完
全
菟
解
一
と
漸
次
に
前
進

し
て
い
く
も
の
だ
か
ら
で
琴
そ
の
二
つ
は
、
当
の
人
間
の
側
に
淳
孟
由
で
、
人
禍
的
諾
事
借
の
竃
は
当
奮
姦
の
改

変
を
伴
う
こ
と
が
で
き
る
か
峯
第
一
し
か
も
、
普
遍
的
な
か
つ
永
遠
に
妥
当
す
る
暴
法
を
第
嘉
提
と
し
て
も
つ
貰
法

は
・
人
間
婁
意
竃
一
て
し
て
は
い
か
ん
と
裏
し
え
ま
絶
対
不
可
変
の
一
面
を
具
え
て
い
る
こ
と
を
智
ね
ば
奮
雀
。

私
有
財
産
制
は
世
界
法
の
範
惟
属
す
る
制
肇
あ
る
。
し
た
が
…
、
註
絶
対
的
農
嵩
妥
当
性
を
主
張
し
う
る
も
の
で
は

き
；
祭
人
間
の
同
意
ヤ
馨
に
竺
づ
一
く
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
仮
溝
条
件
的
性
讐
弊
す
る
わ
け
仁
か
き
。
ま

た
・
欄
二
同
家
に
言
れ
る
具
体
的
所
有
権
制
度
は
、
「
堅
に
よ
一
て
一
所
有
護
容
丈
る
き
一
し
あ
る
か
し
、
明
か
に



国
法
の
範
犠
に
属
す
る
も
の
で
、
隈
定
的
可
変
的
性
質
を
も
つ
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
＊
　
○
Ｄ
目
冒
冒
ｐ
弓
げ
ｏ
◎
－
ｏ
サ
ｑ
言
ぎ
“
“
一
一
切
“
苧
ｃ
ｏ
－
ｐ
｛
ｏ
◎
一

　
＊
半
　
　
－
げ
｝
｛
・
、
Ｈ
．
が
一
．
ｏ
“
ｐ
．
Ｈ
．

　
私
有
財
産
の
制
度
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ト
マ
ス
に
あ
っ
て
は
自
然
法
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
自
然
法
か
ら
実
践
的
に

推
論
さ
れ
た
制
度
で
あ
り
、
　
「
人
間
の
理
性
に
よ
っ
て
つ
ぐ
り
出
さ
れ
た
自
然
法
へ
の
添
加
」
な
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、
す
で
に
の

べ
た
よ
う
に
、
こ
の
制
度
が
是
認
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
必
要
で
す
ら
あ
る
こ
と
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
祖

述
す
る
彩
で
の
べ
て
い
る
。
財
貨
の
使
用
に
つ
い
て
は
人
は
何
物
も
自
己
の
所
有
物
と
し
て
も
た
ず
、
共
有
物
と
し
て
も
っ
て
い
る

の
で
あ
る
、
私
的
所
有
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
隈
定
は
、
富
は
目
的
で
な
く
て
キ
リ
ス
ト
に
至
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
か
れ
の

財
富
観
ユ
、
の
も
の
か
ら
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
神
法
（
仁
買
雲
ま
量
）
あ
る
い
は
自
然
法
は
一
切
の
人
定
法
に
優
先
せ
ず
に
は
お
か

な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
　
「
人
間
の
権
利
に
属
す
る
も
の
は
自
然
権
や
神
権
の
一
部
を
無
赦
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
神
の
摂
理
に

よ
っ
て
擁
立
せ
ら
れ
た
自
燃
の
秩
序
に
し
た
が
え
ば
、
下
位
の
物
は
人
間
の
窮
乏
を
救
済
す
る
目
的
を
も
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
人
定
法
に
基
づ
く
物
の
区
分
や
所
有
は
、
人
間
の
窮
乏
が
こ
れ
ら
の
物
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事

実
を
阻
止
す
る
も
の
で
は
な
い
。
人
次
が
過
剰
に
有
つ
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
白
然
法
に
し
た
が
っ
て
、
貧
民
を
救
済
す
る
た
め
に
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黍

用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」
　
と
の
べ
て
、
窮
乏
の
と
き
に
お
け
る
「
万
物
の
共
有
」
の
原
則
を
擁
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
る
。
自
然
法
と
実
定
法
と
の
連
関
に
つ
い
て
の
ト
マ
ス
の
解
釈
は
、
生
産
手
段
の
分
有
と
消
費
財
の
共
有
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
公
準
と
梢
照
応
せ
し
め
て
、
教
父
的
伝
統
の
教
説
と
経
験
的
現
実
と
を
見
事
に
調
和
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
も
の
と
い
う
こ
と

　
　
　
＊
＊
＊

が
ノ
し
き
る
。

　
　
該
父
的
拍
よ
ぴ
ス
コ
ラ
的
所
有
槻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
（
四
七
五
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○
（
四
七
六
）

　
立
命
館
経
済
挙
（
第
一
巻
・
第
四
号
）

＊
Ｑ
。
；
；
一
一
一
§
夏
ぎ
Ｌ
し
二
．
霧
一
算
Ｎ
・

＊
＊
Ｈ
巨
｛
．
ド
ド
山
；
．
べ
・

葦
一
ト
一
ス
の
年
有
観
を
震
的
に
欝
す
る
に
は
・
蒼
彼
の
財
富
観
、
分
配
論
、
徴
利
諭
、
焉
蓼
に
亙
っ
て
関
説
し
な
け
窪
十
分

と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
・
隻
・
か
れ
の
私
有
財
産
農
一
の
一
一
ラ
学
的
襲
に
一
い
て
は
、
ク
ラ
ウ
ス
の
精
倒
な
研
究
が
あ
る
。
；
一
、
、
。
。
。
、

。
〔
一
童
多
姜
竃
葦
一
邑
唇
婁
婁
）
童
・
口
・
喜
冒
菱
、
、
言
げ
・
一
・
、
・
・
。
、
そ
の
第
一
郡
「
申
世
の
背
景
一
は
二
つ
の
補

足
的
諭
文
を
加
え
て
・
「
申
世
経
済
論
理
序
説
」
と
題
さ
れ
て
小
林
越
雄
氏
の
邦
訳
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　
ト
マ
ス
の
所
有
観
は
・
ス
コ
ラ
学
的
論
証
に
お
い
て
も
、
ま
た
経
験
的
現
実
の
説
明
に
お
い
て
も
、
ま
さ
に
中
世
に
お
け
る
も
つ

と
も
代
表
的
か
つ
堵
的
書
の
で
あ
一
た
と
い
を
・
つ
。
薯
は
ど
こ
套
轟
に
よ
る
所
有
，
て
あ
り
、
そ
の
用
益
権
は
私
的
個

人
の
利
益
の
た
め
の
便
用
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
し
て
、
普
遍
的
善
と
麦
バ
の
栄
光
の
た
め
の
使
用
で
な
く
イ
は
奮
き
と

す
る
の
が
基
督
者
に
共
通
の
観
念
で
あ
る
。
ト
一
ス
は
私
有
財
産
制
を
是
認
し
、
む
し
ろ
杜
会
秩
序
の
平
和
的
維
持
の
た
め
に
は
必

要
桑
件
で
さ
麦
る
と
し
、
教
父
的
理
想
で
あ
一
た
共
産
制
一
の
実
際
的
解
決
と
し
て
は
、
無
産
者
に
対
す
る
寛
仁
杢
帖
捨
と
配

慮
を
説
い
た
の
麦
令
も
一
を
、
彼
の
実
蕃
作
の
中
に
は
矛
盾
す
る
と
患
え
る
一
一
一
一
口
辞
が
き
わ
け
で
は
き
が
、
彼
は

ヱ
デ
ン
に
お
け
る
人
間
を
前
提
と
し
て
論
義
し
た
の
で
な
く
て
、
堕
罪
以
後
の
罪
深
い
人
間
の
生
活
の
中
、
て
語
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

個
六
の
支
配
が
増
加
し
た
貨
で
は
、
財
産
の
分
票
藁
窪
会
生
活
の
た
め
に
は
隻
・
ば
こ
々
あ
る
と
し
て
、
む
し
ろ
積
極

的
急
的
所
有
を
墓
し
た
の
で
裂
。
こ
の
よ
う
に
、
箸
財
産
制
の
塞
を
人
間
の
繋
宝
い
て
み
る
仕
方
は
、
ス
コ
ラ
的

所
有
観
に
共
通
の
も
の
ノ
し
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。



＊
　
た
と
え
ば
、
「
神
掌
大
全
」
の
あ
る
個
所
で
は
、
人
は
他
人
が
欠
乏
す
る
の
で
な
け
れ
ぱ
と
ぴ
ぬ
け
て
富
む
こ
と
は
閏
来
な
い
と
、
き
わ
め
て
非

妥
協
的
な
自
然
法
的
見
方
を
し
て
い
る
し
、
（
９
已
５
ド
ド
ギ
■
ｏ
◎
一
戸
戸
邑
ド
）
ま
た
他
の
と
こ
ろ
で
は
、
私
有
財
産
は
神
の
制
定
（
ら
く
－
昌
。
。
）

で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
（
○
ｏ
．
弓
－
５
．
ド
ド
ギ
◎
◎
押
９
ｐ
｛
～
・
）

＊
＊
　
○
Ｏ
…
一
；
；
、
昌
－
８
－
◎
ぴ
ｑ
ざ
ど
ド
ド
亭
６
¢
一
Ｐ
一
べ
・

　
ト
マ
ス
の
年
長
の
同
時
代
人
ノ
し
古
フ
ラ
ソ
チ
ェ
ス
コ
学
派
に
属
す
る
、
イ
ギ
リ
ス
の
へ
ー
ル
ズ
の
出
身
で
バ
リ
大
学
で
高
い
声
明

を
え
て
い
た
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
（
＞
Ｈ
異
§
宗
Ｈ
｝
色
ｇ
ぎ
０
Ｈ
Ｈ
Ｈ
◎
－
竃
亀
）
　
も
、
私
的
所
有
制
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ト

マ
ス
と
同
様
に
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
言
葉
を
展
開
さ
せ
て
い
る
つ
私
的
所
有
は
自
然
法
に
も
伸
法
に
も
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、

国
法
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
自
然
状
態
に
あ
っ
て
は
共
有
財
産
が
正
義
ノ
し
あ
り
善
ノ
し
あ
り
え
た
が
、
人
間
の
堕
落
以
後
は
む
し

ろ
私
有
財
産
が
そ
れ
に
値
い
す
る
。
人
間
の
自
由
と
平
等
も
堕
罪
以
前
の
姿
で
あ
っ
て
、
不
自
由
や
不
平
等
は
人
聞
の
堕
罪
以
後
に

お
い
て
、
　
「
服
従
が
、
幽
玄
な
神
の
摂
理
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
不
行
跡
者
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
、
あ
る
い
は
罪
障
の
一
般
的
結

果
と
し
て
お
こ
っ
て
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
」
　
神
の
法
ノ
し
な
く
て
支
配
者
の
法
が
あ
ら
わ
れ
、
私
的
所
有
を
制
度
化
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
一
つ
に
人
間
の
堕
落
に
よ
る
こ
と
ノ
し
あ
る
。
　
「
貧
慾
が
ひ
と
び
と
の
心
を
支
配
し
、
人
が
必
要
以
上
に
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
＊

を
占
有
し
よ
う
と
し
た
と
き
」
私
有
財
産
の
権
利
は
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
学
派
の
ト
マ
ス
批
判
者
中
で

も
っ
と
も
鋭
く
か
く
完
成
し
た
捗
を
も
っ
た
独
創
的
思
想
家
と
い
わ
れ
る
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
見
解
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、

ト
マ
ス
や
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
実
念
論
（
ズ
窒
茅
旨
）
に
対
す
る
は
げ
し
い
反
動
と
し
て
お
こ
、
つ
た
十
四
世
紀
唯
名
論
（
オ
◎
冒
｛
量
豪
冒
）

の
復
興
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
、
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の
最
後
の
英
国
ス
コ
ラ
哲
学
者
で
あ
る
オ
ッ
カ
ム
の
ウ
ィ
リ
ァ
ム
（
ミ
已
ぎ
冒

◎
｛
Ｏ
鼻
罫
冒
一
・
．
お
◎
〔
ｒ
８
）
も
、
私
有
財
産
制
度
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
の
見
解
に
多
く
の
運
庭
を
見
出
す
こ
と
は
ノ
し

　
　
教
父
的
お
よ
ぴ
ス
三
フ
的
所
有
狽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
（
四
七
七
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
一
巻
・
第
四
晋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
（
四
七
八
）

き
な
い
・
か
れ
も
ま
た
私
有
財
産
と
隷
属
と
の
発
生
を
人
間
の
道
徳
的
発
展
の
段
階
に
お
い
て
把
捉
し
よ
う
と
し
た
。
堕
落
以
前
の

人
人
は
す
べ
て
の
も
の
を
共
有
し
、
す
べ
て
の
人
は
自
由
で
あ
っ
た
。
堕
落
以
後
は
正
し
い
理
性
に
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
姦

淫
す
る
勿
れ
、
塵
言
す
る
勿
れ
、
共
同
に
住
み
賞
由
で
あ
れ
と
い
っ
た
よ
う
な
捷
に
し
た
が
っ
て
生
活
し
て
い
た
の
、
て
あ
る
が
、
不

公
平
の
状
態
が
お
こ
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
有
財
産
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
財
産
の
私
有
も
支
配
も
隷
従
も
人
定
法
の
所
産
で
あ
る
。

も
し
そ
れ
ら
が
被
支
配
者
の
利
益
の
た
め
に
、
彼
ら
の
同
意
を
得
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
の
み
、
自
然
的
で
あ
り
合
理
的

で
あ
る
。
い
わ
ば
、
人
氏
の
同
意
に
も
と
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
私
有
財
産
や
市
氏
政
府
の
制
度
は
正
当
ノ
し
あ
り
公
正
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
＊
＊

し
た
が
っ
て
自
然
法
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
オ
ツ
カ
ム
の
所
説
に
つ
い
て
み
ら
れ
る
二
つ
の
特
徴
的
な
点
の
う
ち
、
人
間
の

堕
落
以
降
を
二
つ
の
時
期
に
分
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
つ
ノ
し
あ
る
が
、
こ
れ
は
立
論
の
本
筋
に
お
い
て
は
別
に
変
っ
て
い
る

と
も
恩
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
か
れ
が
私
的
所
有
制
の
妥
当
性
な
い
し
自
然
性
を
「
人
氏
の
同
意
」
に
お
い
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
し

て
い
る
と
こ
ろ
に
、
や
が
て
杜
会
契
約
説
に
ま
ノ
し
結
実
す
る
で
あ
ろ
う
近
代
的
思
惟
の
胎
動
を
み
る
こ
と
が
ノ
し
き
る
の
ノ
し
あ
る
。

＊
　
＞
庁
ｘ
ｐ
目
｛
二
｛
ｏ
｝
巴
ｏ
ｏ
・
○
ｏ
目
目
昌
ｐ
↓
プ
ｏ
ｏ
－
◎
阻
ｏ
ど
○
ｏ
－
亭
Ｎ
べ
．

ホ
＊
　
－
）
；
］
・
ｏ
ｃ
８
旨
♂
Ｐ
量
鶉
ユ
言
撃
讐
。
・
宅
一
斗
罵
亭
鳥
…
・
二
・
ユ
９
一
亘
ｏ
二
占
・
雪
葛
目
一
。
、
、
二
、
。
。
介
ら
。
。
↓
・
Ｈ
９
ギ
Ｎ
・

＊
＊
＊
　
１
く
二
－
冒
；
ｏ
ｈ
Ｏ
ｏ
斤
プ
算
昌
－
Ｈ
）
｝
巳
◎
ぴ
ｑ
毒
（
Ｏ
（
）
巨
冨
戸
呂
◎
目
書
ｏ
…
臼
】
自
）
－
、
？
り
○
ｏ
Ｎ
－
窪
・

　
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
中
世
封
建
杜
会
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ツ
ク
教
会
の
杜
会
文
化
の
あ
ら

ゆ
る
領
域
へ
○
凄
透
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
カ
ト
リ
ツ
ク
は
中
世
杜
会
に
お
け
る
最
高
○
精
神
的
権
威
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、

政
治
・
経
済
は
じ
め
公
私
一
切
の
入
閉
的
活
莇
は
一
様
に
教
会
的
形
式
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
、
人
び
と
の
あ
ら
ゆ
る
思
惟
に
は
口

ー
マ
教
会
○
影
を
や
ど
し
て
い
た
の
で
あ
る
．
司
教
・
１
、
の
他
の
聖
職
者
の
地
伎
は
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
杜
会
の
最
上
層
部
に
君



臨
し
て
い
た
。
し
た
ガ
っ
て
、
彼
ら
ガ
抱
く
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
は
当
代
杜
会
に
お
け
る
支
配
的
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
と
し
て
弘
流
し
、
絶
大

な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
少
く
と
も
、
杜
会
の
有
機
的
．
安
定
的
時
期
に
お
い
て
は
、

支
配
層
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
そ
の
杜
会
の
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
盛
期
ス
コ
ラ
哲
学
の
代
表
的
人
物
で
あ
る
ト
マ
ス
．
ア
ク
ィ
ナ

ス
の
抱
い
て
い
た
所
有
観
は
、
当
代
に
お
い
て
最
も
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
偉
大
な
る
保
守
家
で
あ
り
調
停

者
で
あ
っ
た
聖
ト
マ
ス
の
私
有
財
産
論
の
思
想
的
源
泉
を
な
し
て
い
る
も
の
は
、
聖
書
と
教
父
哲
学
と
教
会
法
と
自
撚
法
と
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
哲
学
と
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
来
た
と
こ
ろ
で
明
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
五
本
の
よ
こ
糸
を
更
に
宗
教
的
・

キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
観
の
た
て
糸
を
も
っ
て
、
し
っ
か
り
一
つ
の
織
物
に
編
み
あ
げ
た
糖
綴
な
ゴ
ブ
ラ
ン
織
こ
そ
か
れ
の
体
系
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
批
判
者
と
し
て
現
わ
れ
た
ス
コ
ト
ゥ
ス
や
オ
ツ
カ
ム
に
し
て
も
、
彼
等
が
職
業
的
基
督
者
と
し
て
教
会
的

組
織
の
中
に
お
る
者
で
あ
る
か
ぎ
り
、
啓
示
の
書
と
そ
の
素
朴
な
信
仰
者
的
解
釈
と
、
　
さ
ら
に
そ
れ
に
基
づ
く
教
団
組
織
の
建
立

　
　
こ
う
い
っ
た
教
父
的
伝
統
を
す
て
さ
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
問
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
に
と
っ
て
は
、
本
来
的

に
異
端
で
あ
り
異
質
で
あ
る
古
典
的
学
統
に
属
す
る
自
然
法
で
あ
り
、
そ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
援
用
に
よ
る
釈
義
で
あ
る
。

も
と
も
と
、
人
が
神
の
国
に
参
じ
う
る
か
否
か
は
彼
の
イ
ェ
ス
に
対
す
る
信
仰
の
い
か
ん
に
か
か
わ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
信

仰
に
お
い
て
は
貴
賎
、
貧
富
、
主
従
の
別
は
あ
り
え
な
い
。
エ
ネ
バ
の
前
に
は
す
べ
て
の
人
は
自
由
で
あ
り
平
等
で
あ
る
と
す
る
の

が
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
で
あ
る
。
こ
う
し
た
平
等
思
想
な
い
し
同
胞
思
想
が
口
ー
マ
帝
国
の
被
抑
圧
階
級
の
中
に
伝
導
さ
れ
て
い
っ

た
と
き
、
同
じ
ロ
ー
マ
帝
国
の
上
層
支
配
階
級
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
間
に
は
、
古
代
自
然
法
思
想
の
源
流
を
な
す
ス
ト
ァ
主
義

が
盛
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
支
配
的
社
会
層
へ
の
弘
流
が
比
較
的
短
期
間
に
行
わ
れ
、
国
教
と
し
て
支
配
的
地
位

に
肴
臨
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
思
想
的
相
似
性
が
円
滑
な
通
路
と
な
っ
た
か
ら
だ
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ

　
　
教
父
的
お
よ
ぴ
ス
コ
ラ
的
所
有
槻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
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四
七
九
）
　
　
　
．
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八
四
（
四
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○
）

う
し
て
自
然
法
そ
の
も
の
は
比
較
的
自
然
に
容
易
に
キ
リ
ス
ト
教
理
の
中
核
に
座
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
神
の

啓
示
と
歴
史
的
現
実
的
世
界
と
を
媒
介
さ
せ
る
た
め
に
は
、
自
然
法
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
解
釈
を
必
要
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
は
こ
う
し
た
要
求
に
応
え
る
た
め
に
ト
マ
ス
が
選
び
上
げ
た
教
師
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
体
系
に
対
す
る
挽
判
も
ま
た
、
ま
ず
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
も
の
に
向
っ
て
加
え
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
わ

け
で
あ
る
。

　
「
所
有
」
の
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
共
産
制
は
「
堕
罪
以
前
」
の
事
実
と

し
て
神
話
の
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
旧
約
時
代
は
明
か
に
私
有
財
産
制
度
が
麦
配
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
古
代
人
が
想
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

し
た
自
然
状
熊
も
詩
人
的
空
想
の
域
を
多
く
出
る
も
の
ノ
し
は
な
か
っ
た
。
古
生
物
学
的
研
究
や
原
始
民
族
の
研
究
に
よ
っ
て
原
始
共

産
生
活
が
実
証
づ
け
ら
れ
た
の
は
近
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
教
父
た
ち
や
ス
コ
ラ
学
者
（
ま
。
８
，
ｏ
・
弓
。
。
。
プ
。
Ｈ
、
。
。
ま
。
一
）
達
の
説
い

た
共
産
の
理
想
は
　
自
然
状
態
と
し
て
の
コ
ム
ニ
ズ
ム
で
は
な
く
て
、
神
の
愛
の
実
践
と
し
て
の
共
産
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
救

済
の
た
め
の
共
有
で
あ
り
、
消
費
の
共
同
ノ
し
あ
る
に
す
ぎ
た
か
っ
た
。
私
有
財
産
が
現
存
す
る
歴
史
的
現
実
と
自
然
法
的
要
請
と
の

調
和
が
重
要
な
課
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
矛
盾
の
調
停
者
と
し
て
か
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
、
生
産
手
段
の
私
的
分
有
と
消
費
財
の
共
有
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
Ｈ
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
マ
キ
シ
ム
が
中
世
杜
会
の

典
型
的
所
有
観
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
ト
マ
ス
の
時
代
で
あ
る
第
十
三
位
紀
頃
に
は
す

で
に
、
都
市
は
村
落
経
済
の
附
属
物
た
る
地
伎
を
脱
却
し
て
、
商
工
業
活
動
の
中
心
と
な
り
、
ギ
ル
ド
や
法
廷
の
挽
点
で
あ
り
、
農

村
が
送
り
出
す
食
料
晶
や
原
材
料
の
利
益
あ
る
市
場
に
ま
で
成
長
し
た
。
農
産
物
価
格
の
騰
貴
と
と
も
に
、
　
い
わ
ゆ
る
　
「
囲
璃
」

（
ｇ
ｏ
Ｈ
婁
毒
）
が
旺
行
し
て
、
村
落
共
同
体
は
容
赦
な
く
侵
害
さ
れ
て
い
っ
た
の
ノ
し
あ
る
。
本
来
、
封
建
杜
会
は
支
配
と
隷
従
の
世



界
で
あ
る
が
、
ン
、
の
拘
東
は
枠
（
奉
・
一
匿
竃
）
の
拘
東
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
枠
の
内
部
で
は
自
由
が
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。
風

播
に
よ
っ
て
土
地
か
ら
解
き
放
た
れ
た
農
氏
は
、
無
産
者
た
る
の
自
由
を
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
囲
籍
は
農
民
に
と
っ
て
共
有
の
土
地

を
特
定
人
の
私
有
の
た
め
に
喪
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
新
し
い
時
代
の
到
来
を
ひ
か
え
て
、
と
り
残
さ
れ
、
犠
牲
を
強
い
ら
れ
る
農

民
達
の
反
抗
が
当
然
起
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
領
主
や
僧
院
長
な
ど
の
支
配
階
級
が
抱
い
て
い
る
私
有
財
産
制
度
肯
定
の
イ
デ
ォ

ロ
ギ
ー
や
彼
ら
の
把
持
し
て
い
る
経
済
上
な
ら
び
に
法
律
上
の
権
益
に
対
し
て
、
滅
び
て
ゆ
く
共
産
的
農
氏
団
体
の
返
逆
が
現
わ
れ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
杜
会
的
動
静
を
指
導
し
た
の
が
、
主
と
し
て
「
聖
貧
」
の
教
義
を
も
っ
て
托
鉢
す
る
フ

ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
教
団
の
僧
侶
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
見
易
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
理
論
的
に
は
実
定
法
に
対
す
る
自
然
法
の
反

撃
で
あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
妥
協
に
対
す
る
プ
ラ
ト
ン
的
純
粋
の
復
活
要
求
で
あ
る
。
第
十
四
、
五
世
紀
の
ス
コ
ラ
テ
ィ
シ
ズ

ム
は
一
般
的
に
み
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
神
学
に
対
す
る
反
動
の
時
代
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
復
活
が
試
み
ら
れ
た
時
代
で
あ

る
。
農
氏
層
の
反
抗
運
動
の
イ
デ
ォ
ロ
ー
グ
達
が
プ
ラ
ト
ン
の
財
産
共
有
論
を
支
持
し
た
の
は
け
だ
し
当
然
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
ろ

う
。
こ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
一
人
で
あ
り
、
オ
ツ
カ
ム
の
弟
子
と
し
て
「
宗
教
改
革
の
暁
星
」
と
い
わ
れ
る
ジ
ヨ
ン
．
ウ
ィ
ク

リ
ツ
フ
（
－
・
考
、
。
Ｈ
毒
、
・
ｐ
冨
８
－
５
窪
）
も
、
プ
ラ
ト
ン
に
対
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
反
対
論
は
、
妻
の
共
有
に
関
す
る
場
合

の
み
正
し
い
と
し
て
、
そ
の
共
産
論
を
擁
護
し
て
い
る
、
人
が
自
己
の
も
の
に
の
み
関
心
を
は
ら
う
か
ぎ
り
、
共
産
主
義
は
国
家
を

弱
体
化
す
る
と
い
う
彼
の
反
対
論
は
、
世
の
申
に
は
罪
の
あ
る
者
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
共
産
主

義
が
国
家
を
鞠
め
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
れ
ば
、
財
産
を
有
つ
も
の
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
国
家

の
福
祉
を
願
う
彼
ら
の
関
心
も
多
い
か
ら
で
あ
る
、
利
害
関
係
の
共
通
は
団
続
と
な
り
、
団
締
は
力
で
あ
る
〕
し
た
が
っ
て
共
産
主

義
は
国
家
を
強
め
る
も
の
で
こ
そ
あ
れ
、
こ
れ
を
弱
め
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
最
も
道
徳
的
で
あ
る
共
有
財
産
は
最
も
望
ま

　
　
教
父
的
お
よ
ぴ
ス
コ
ラ
的
所
有
領
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
（
四
八
一
）
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八
六
（
四
八
二
）

し
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
共
有
財
産
と
締
び
つ
い
た
政
治
的
支
配
は
自
然
的
で
あ
↓
、
か
つ
精
神
的
ノ
し
あ
る
が
、
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
＊

方
・
私
有
財
産
に
基
盤
を
お
く
支
配
は
、
人
工
的
で
あ
り
、
堕
落
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
つ
た
ウ
イ
ク
リ
ツ
ク
の
共
産
主

義
支
持
論
も
・
封
建
的
分
権
制
度
の
解
体
と
中
央
集
権
的
君
主
国
家
へ
の
彩
成
過
程
を
反
映
し
て
、
国
権
を
正
当
化
し
、
い
な
神
聖

化
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
ぱ
淋
彼
も
ま
た
「
時
代
の
子
」
ノ
し
あ
る
こ
と
を
見
る
の
で
あ
る
。

ホ
た
と
え
ば
・
」
§
員
宗
雪
一
冒
葦
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・
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・
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≠
二
；
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乞
。
。
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毫
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雫
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ロ
ー
マ
帝
国
の
杜
会
秩
序
が
一
日
一
日
と
崩
壊
し
つ
つ
あ
っ
た
初
期
キ
リ
ス
ト
教
時
代
に
あ
つ
て
は
、
ま
さ
に
杜
会
の
危
機
的
様

相
を
反
映
し
て
・
生
活
の
重
圧
に
労
れ
悩
む
無
産
大
衆
の
要
求
に
こ
た
え
る
共
産
主
義
的
思
想
が
主
流
を
形
づ
く
る
こ
と
は
、
き
わ

め
て
自
然
の
成
行
ノ
し
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
教
父
的
コ
ム
ニ
ズ
ム
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
有
機
的
時
代
に
入
つ
て
、
妥
協

と
調
和
の
ス
一
ラ
的
大
才
に
よ
一
て
支
え
ら
れ
た
私
有
財
隻
調
を
形
成
し
、
さ
定
近
代
的
私
有
の
発
走
よ
つ
て
、
生
撃
段
か

ら
「
自
由
」
に
さ
れ
・
無
産
者
化
さ
れ
て
い
っ
た
農
昆
の
要
求
を
代
弁
す
る
共
産
主
義
的
主
張
に
移
行
し
て
い
つ
た
。
中
世
に
お
け

る
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
卦
建
社
会
に
あ
ら
わ
れ
た
所
有
関
係
に
か
か
わ
る
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
代
の
歴
史
的
杜
会
的
現
実
と
リ
ー
、

の
要
請
（
勺
ｏ
。
・
言
軍
）
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
　
理
論
構
造
の
精
粗
や
そ
の
道
具
建
の
差
異
は
あ
つ
て
も
、
そ
れ

を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
一
筋
の
糸
は
、
熱
烈
な
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
襯
ノ
し
あ
り
、
こ
れ
が
あ
れ
ば
ン
し
そ
「
中
枇
的
」
所
有
観
と
し
て
、

他
の
歴
史
的
時
代
に
圭
け
る
そ
れ
と
冨
別
す
る
こ
と
が
ノ
し
き
る
の
ノ
し
あ
ウ
っ
箏


