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お
よ
そ
一
切
の
歴
史
的
変
革
の
運
動
は
つ
ね
に
「
正
義
」
の
理
念
に
領
導
さ
れ
、
正
義
の
実
現
と
し
て
謹
歌
さ
れ
る
。
い
な
、
反

動
的
陰
謀
や
擾
乱
で
す
ら
、
正
義
の
名
に
お
い
て
企
図
さ
れ
、
強
行
せ
ら
れ
る
。
人
間
の
秩
序
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
必
ら
す
整
序
理

念
と
し
て
正
義
が
存
在
し
、
人
間
の
行
為
の
あ
る
と
ご
ろ
に
は
つ
ね
に
指
導
理
念
と
し
て
正
義
が
働
い
て
い
る
。
正
義
に
つ
い
て
何

ら
か
の
意
識
を
も
た
在
い
人
間
は
在
い
。
少
く
と
も
、
人
が
人
間
と
し
て
、
人
格
的
存
在
に
ま
で
目
覚
め
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
内

容
や
広
狭
の
差
は
あ
る
に
し
て
も
、
ま
た
そ
れ
が
分
析
的
解
明
的
知
識
に
ま
で
秒
成
さ
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
少
く
と
も
感
情
的

含
蓄
的
知
識
と
し
て
は
、
ご
れ
を
も
た
な
い
者
は
あ
る
ま
い
。
ご
の
ご
と
は
、
人
種
の
如
何
、
文
化
段
階
、
文
化
圏
の
如
何
を
問
ｊ

ご
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
歴
史
に
不
変
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ぱ
荏
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
正
義
に
関
す
る
人
間
の
思

惟
は
こ
れ
を
不
変
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
け
だ
し
、
人
が
正
義
の
大
旅
を
ふ
り
か
ざ
し
て
行
動
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
彼
が

白
分
自
身
に
対
し
て
も
、
ま
た
他
者
に
対
し
て
も
、
こ
う
し
た
正
義
の
感
倍
を
単
な
る
憾
借
的
情
態
に
と
ど
め
る
こ
と
な
く
、
明
確

’
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底
意
識
に
ま
で
高
め
、
そ
の
世
界
観
や
哲
学
や
宗
教
に
基
づ
い
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
も
つ
精
神
史
の
大
部

分
は
、
そ
し
て
特
に
杜
会
思
想
史
の
す
べ
て
は
、
そ
れ
が
正
し
い
か
正
し
い
も
の
で
な
か
っ
た
か
は
別
と
し
て
、
こ
の
正
義
の
説
明

を
中
枢
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
あ
る
ま
い
。
人
間
の
共
同
的
社
会
的
生
活
秩
序
の
中
に
正
義
を
顕
現

し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
ご
れ
を
漢
然
と
し
た
感
倍
に
と
ど
め
る
ご
と
な
く
、
一
つ
の
公
準
（
勺
畠
ｇ
＄
け
）
と
し
て
の
原
理
に
ま
で
高

め
ら
れ
た
理
念
と
し
て
把
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
よ
く
歴
史
的
実
践
を
指
導
し
統
制
し
う
る
も
の
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
で
あ
る
。

　
何
が
正
し
く
何
が
正
し
く
な
い
か
と
い
う
正
義
の
感
借
的
知
識
は
何
人
も
が
抱
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
人
間
の

本
能
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
単
に
本
能
と
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
正
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
正
義
の
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理
念
は
人
間
の
有
機
的
自
然
に
属
す
る
も
の
で
な
く
、
精
神
の
世
界
に
ー
属
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ば
一
つ
の
文
化
的
価
値

な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
の
も
つ
運
命
と
し
て
、
こ
れ
を
積
極
的
に
定
立
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
つ
ね
に
消
極

的
に
、
否
定
を
媒
介
と
し
て
の
み
、
よ
く
自
ら
を
規
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
正
義
は
つ
ね
に
不
正
義
に
対
す
る
否
定

態
と
し
て
自
己
を
実
現
す
る
。
こ
れ
が
正
義
だ
と
い
う
も
の
は
、
し
た
が
っ
て
、
つ
ね
に
歴
史
的
現
実
に
却
し
て
様
大
の
姿
態
を
も

っ
て
現
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
人
間
の
精
神
史
は
、
と
り
わ
け
杜
会
思
想
史
は
、
様
ヵ
の
形
で
正
義
の
説
明
を
企
て
て
い
る
の
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
マ
キ
ア
ベ
リ
の
正
義
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
正
義
と
い
か
に
異
質
の
も
の
で
あ
っ
た
か
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
私
存

財
産
の
あ
る
と
こ
ろ
に
の
み
正
義
を
見
た
ロ
ヅ
ク
と
私
有
財
産
の
止
揚
に
こ
そ
正
義
の
実
現
を
見
出
そ
う
と
し
た
マ
ル
ク
ス
と
の
差

異
を
知
ら
な
い
も
の
は
あ
る
ま
い
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
歴
史
的
現
実
的
情
勢
の
制
約
を
超
え
て
論
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
正
義
の
理
念
は
ご
れ
を
抽
象
的
論
理
の
形
に
お
い
て
説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
つ
ね
に
一
つ
の
と
こ
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ろ
に
落
付
く
ぽ
か
は
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
正
義
の
本
質
は
何
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
答
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
人
は
お
の
す
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
ま
で
引
返
え
し
て
こ

な
い
わ
げ
に
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
正
義
の
本
質
に
つ
い
て
秩
序
立
っ
た
解
明
を
与
え
た
最
初
の
人
で
あ
り
、

後
世
の
正
義
に
つ
い
て
の
研
究
は
つ
ね
に
彼
の
規
定
に
拠
り
、
彼
を
超
え
る
こ
と
が
な
い
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

に
お
け
る
正
義
の
観
念
の
形
式
的
基
礎
は
実
に
彼
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
正
義
を
二
つ
に
分
類
し
て
、
そ
の
一
つ

を
、
各
人
に
等
し
い
も
の
を
与
え
る
整
調
の
正
義
・
（
冨
幸
ぎ
８
毒
９
ぎ
）
、
す
な
わ
ち
算
術
的
均
等
を
意
味
す
る
正
義
と
し
、
そ
の

二
つ
を
、
現
存
す
る
不
平
等
に
却
応
し
て
各
人
に
等
し
い
も
の
を
与
え
る
配
分
の
正
義
（
冨
幸
討
象
冒
亭
巨
ぎ
）
、
す
な
わ
ち
幾
何
学

的
均
等
を
意
味
す
る
正
義
と
し
た
の
で
あ
る
。
彩
式
的
分
類
と
し
て
は
ま
さ
に
完
全
で
あ
る
と
い
わ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
す

べ
１
て
の
も
の
に
同
等
の
も
の
を
与
え
る
正
義
と
、
そ
れ
だ
け
事
実
に
却
し
た
同
等
物
を
与
え
る
正
義
と
、
果
し
て
い
す
れ
の
正
義
が

正
義
な
の
で
あ
る
か
、
い
な
、
そ
れ
ぞ
れ
の
正
義
が
場
合
に
応
じ
て
正
義
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
い
か
な
る
事
情
に
基
づ
い
て
で

あ
る
か
と
い
う
問
題
は
依
然
と
し
て
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
の
点
に
関
す
る
解
明
は
十
分
で
あ
る
と
は
い

え
な
い
。
正
義
は
ま
さ
に
人
間
的
存
在
に
か
か
わ
る
規
準
で
あ
る
。
抽
象
化
さ
れ
図
式
化
さ
れ
た
規
定
は
、
貨
幣
的
価
値
の
よ
う
に

比
較
的
容
易
に
公
分
母
を
見
出
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
の
適
用
は
簡
単
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
人
間
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
だ
け

に
、
間
題
は
必
す
し
も
簡
単
に
か
た
づ
か
な
い
。
商
品
交
換
の
世
界
が
い
か
に
深
刻
な
不
正
義
を
招
来
し
た
か
は
、
マ
ル
ク
ス
が
そ

の
生
涯
を
か
け
て
解
明
し
た
と
ご
ろ
で
あ
る
。
貨
幣
価
値
額
と
し
て
表
明
せ
ら
れ
た
物
の
交
換
の
世
界
で
は
、
ま
さ
に
単
純
な
正
薮

が
容
易
に
実
現
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
ご
の
場
合
、
人
間
が
物
の
背
後
に
消
し
去
ら
れ
、
人
格
的
関
係
は
物
格
化
さ
れ
て
直
接

的
に
計
量
さ
れ
る
姿
を
と
っ
て
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
人
間
的
関
係
が
断
ち
切
ら
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
取
引
に

ｈ
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関
与
す
る
人
間
の
相
違
を
無
視
で
き
る
わ
け
の
も
の
で
隻
い
。
で
は
つ
倉
比
例
的
正
義
こ
そ
正
義
で
あ
る
一
か
と
い
え
ば
、
荒

た
は
ま
た
一
誓
こ
砦
是
と
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
近
代
氏
主
主
義
運
動
兵
い
て
、
蓑
葦
奪
掃
人
参
政

権
一
の
鷺
要
求
が
奮
砦
の
は
、
ぎ
整
款
正
義
一
の
要
求
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
そ
の
背
琶
あ
る
人
を
無
視
し
た
の
蓑

く
て
・
人
隻
い
て
同
等
で
芒
要
素
は
本
質
的
を
の
で
奪
と
す
る
；
の
人
間
謬
立
っ
た
主
窪
の
で
あ
る
。
生
理
的
白

然
的
パ
平
等
の
事
奮
超
え
て
・
人
間
の
奮
を
措
定
し
、
は
げ
し
壬
義
の
主
張
を
す
る
纂
の
背
後
に
は
、
単
に
合
理
的
規
準

を
も
っ
て
し
て
は
推
し
図
る
：
の
で
差
い
よ
う
君
の
が
存
在
し
て
は
い
奪
だ
ろ
う
か
。
荒
荒
は
正
義
の
形
式
的
図
式

的
説
明
の
み
に
止
ま
一
て
は
い
ら
窪
い
。
こ
の
歴
史
的
実
現
養
い
て
い
る
理
念
は
、
一
体
ど
こ
か
ら
麦
の
か
、
そ
し
て
こ
れ

を
実
か
．
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
情
熱
は
何
竃
来
す
る
の
で
あ
る
か
を
明
か
に
し
を
器
を
美
奪
わ
け
に
は
い
か
奮
。
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わ
．
た
く
し
も
差
別
の
き
ろ
で
、
正
義
の
概
念
に
づ
い
て
若
干
の
義
的
考
簑
試
み
た
。
そ
ご
で
は
、
人
間
の
最
集
質
的

姦
定
を
労
働
集
め
る
私
の
立
場
か
ら
壊
し
て
、
そ
の
存
在
共
同
菱
現
す
る
手
段
と
し
て
の
労
働
の
交
換
の
彊
の
中
に
、

反
省
的
に
把
捉
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
労
働
の
均
等
性
一
の
要
請
こ
そ
正
義
の
理
念
の
発
生
的
根
源
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
つ
も

り
で
あ
、
る
・
労
働
は
人
間
と
と
芝
嘗
、
し
た
が
一
て
正
義
圭
た
人
間
と
と
芝
あ
る
。
し
か
し
そ
祭
人
聞
に
瞭
然
と
意
識

さ
れ
・
行
動
の
指
導
理
念
な
い
し
は
秩
序
の
統
制
理
念
と
し
て
浮
か
び
上
っ
て
く
る
の
は
流
通
経
済
の
成
立
を
侯
た
な
く
て
は
な
ら

奈
っ
た
・
宝
そ
、
理
念
奮
と
い
｛
の
は
、
卒
然
と
し
て
思
想
的
天
才
の
頭
脳
中
笑
来
的
幕
か
び
上
っ
て
く
る
と
い
っ

た
て
い
の
も
の
で
は
奪
。
そ
注
杜
雀
的
秩
序
の
鳥
統
一
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、
人
間
生
活
の
目
常
的
経
験
の
中
か
ら
、

低
抗
と
反
省
を
と
芒
て
、
必
然
的
に
擁
立
さ
れ
姦
念
で
あ
る
。
正
義
の
理
念
も
差
こ
の
よ
う
窪
格
竃
つ
意
識
と
し
て
み

至
ぎ
り
・
私
は
一
応
の
説
明
を
与
え
え
た
と
確
信
し
て
い
る
。
し
か
し
奈
ら
、
そ
装
社
会
的
変
革
的
実
践
の
墨
で
生
差
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六
八
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理
念
と
し
て
働
い
て
い
る
隈
り
、
単
な
る
合
理
的
解
釈
を
超
え
た
倍
念
な
い
し
は
信
念
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
そ
の
背
後
に
あ
る

こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
実
際
上
の
不
平
等
を
無
視
し
て
平
等
に
扱
う
の
が
正
義
な
の
か
、
逆
に
平
等
の
事
実
を
な
み
し
て
不

平
等
に
扱
う
の
が
正
義
な
の
か
。
一
体
、
正
義
の
本
質
は
平
等
に
あ
る
の
か
不
平
等
に
あ
る
の
か
。
単
純
な
平
等
が
正
義
な
の
か
、

不
平
等
を
考
慮
し
た
上
で
の
平
等
が
正
義
な
の
か
は
、
も
は
や
正
義
そ
ひ
も
の
の
本
質
か
ら
は
決
定
し
難
い
よ
う
に
み
え
る
。
正
義

は
一
つ
の
立
場
、
な
い
し
は
主
観
的
要
求
と
か
目
的
と
か
炬
、
そ
の
選
択
の
判
断
を
ゆ
だ
ね
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
ご
に
は
正
義

と
は
別
の
何
ら
か
の
原
理
が
存
在
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
い
な
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
こ
そ
正
義
が
問
わ
れ
る
ゆ
え
ん

が
あ
る
。
正
義
の
問
題
は
単
に
抽
象
的
図
式
化
や
分
類
で
つ
ぎ
る
む
の
で
な
く
、
そ
れ
は
解
答
へ
の
緒
口
が
見
出
さ
れ
た
と
い
う
に

過
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
た
だ
正
義
の
理
念
の
根
源
が
何
に
求
め
ら
れ
て
来
た
か
に
つ
い
て
、
思
想
史
的
追
跡
を
試
み
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
問
題
に
一
歩
だ
け
接
近
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
、

　
（
一
）
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
．
一
コ
ィ
コ
ス
倫
理
学
』
の
特
に
第
五
巻
（
＞
ユ
糾
９
９
易
一
軍
｛
８
峯
８
８
８
巨
タ
団
斤
・
く
・
）
が
参
照
さ
れ
る
。

　
（
二
）
　
拙
稿
「
正
義
に
つ
い
て
」
（
『
立
命
館
大
学
創
立
五
十
周
年
記
念
論
文
集
』
「
経
済
学
編
」
所
収
）

一
一

　
正
義
（
－
量
。
。
け
一
け
一
臼
）
の
観
念
が
す
ぐ
れ
て
法
の
観
念
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
ｏ
昌
冒
◎
一
◎
弩
の
上
か
ら
も
・
容
易

に
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
も
と
「
法
」
を
意
味
す
る
く
－
易
Ｖ
と
い
う
言
葉
は
ラ
テ
ン
語
の
く
盲
目
零
篶
Ｖ
す
な
わ
ち
・
一
義

的
に
は
、
「
結
合
さ
す
も
の
」
（
ａ
◎
邑
お
冒
津
ま
０
ｑ
）
あ
る
い
は
「
絆
」
（
饅
げ
昌
己
Ｏ
ニ
エ
を
意
味
し
、
さ
ら
に
こ
れ
が
「
拘
．
東
」
と

か
「
義
務
」
と
か
い
う
意
味
に
ま
で
展
開
し
た
言
葉
と
連
関
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
盲
の
葦
討
は
・
本
源
的
に
は
「
適



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

含
さ
せ
る
も
の
」
あ
る
い
は
「
結
び
つ
け
る
も
の
」
を
意
味
す
る
こ
と
ぱ
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
よ
り
、
そ
れ
は
人
間
の

共
同
存
在
に
■
お
け
る
人
と
人
と
の
適
合
で
あ
り
結
び
つ
き
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
ま
た
、
全
体
的
価
値
体
系
の
中
に
お
け
る
価
値
と
価

値
と
の
結
合
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
在
い
。
人
は
共
同
存
在
を
そ
の
本
質
的
規
定
と
し
て
も
つ
か
ぎ
り
、
白

由
と
か
平
等
と
か
友
愛
（
協
同
）
と
か
い
っ
た
諾
価
値
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
持
つ
べ
く
要
請
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
価

値
は
そ
れ
ぞ
れ
何
等
か
の
程
度
に
お
い
て
、
法
に
実
現
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
何
の
よ
う
に
顕
現
さ
れ
て
い
る
か
は

時
代
や
環
境
に
よ
っ
て
異
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
法
制
史
在
い
し
政
治
史
は
、
自
已
の
実
現
を
要
求
す
る
こ
れ
ら
の

諾
価
値
の
不
断
の
調
整
過
程
を
表
現
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
社
会
思
想
史
は
そ
れ
ら
の
要
求
の
過
程
に
現
わ
れ
た
主
張
そ

の
も
の
を
内
容
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
平
等
の
要
請
が
白
由
の
そ
れ
と
調
整
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
し
、
ご

れ
ら
二
つ
の
要
請
が
協
同
の
そ
れ
と
適
応
さ
れ
在
け
れ
ば
な
ら
な
い
段
階
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
正
義
の
理
念
の
も
つ
機
能
は
、
ま
さ

に
こ
れ
ら
の
政
治
的
諸
価
値
の
裁
断
と
調
整
と
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
自
由
・
平
等
・
友
愛
な
ど
の
諾
価
値
は
、
い
わ
ぱ
正
義
の
内

実
を
在
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
正
義
恒
よ
っ
て
一
つ
の
社
会
的
価
値
に
ま
で
統
合
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
正
義
を
顕
現
す
る
も
の
は
ま
さ
に
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
人
戊
が
法
を
遵
守
す
る
ご
と
を
義
務
と
し
て
確
認
す
る
の
は
、
正
義
の

理
念
が
こ
れ
を
妥
当
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
は
た
だ
実
定
法
（
勺
８
ま
き
冒
ミ
）
を
意
味
す
る
に
止
ま
ら
な
い
。
制
定
さ
れ

（
勺
◎
。
・
ぎ
昌
）
た
法
、
あ
る
い
は
法
庭
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
そ
の
行
動
に
よ
っ
て
現
実
に
執
行
さ
れ
（
ぎ
ｏ
邑
ぎ
旨
）
る
法
の
み
が
法
の

唯
一
の
も
の
で
は
な
い
。
人
は
し
ぱ
し
ば
実
定
法
す
ら
評
価
の
対
象
と
し
て
、
正
し
い
法
で
あ
る
と
か
悪
法
で
あ
る
と
か
い
う
。
わ

れ
わ
れ
は
実
定
法
の
他
に
、
理
想
的
価
値
を
表
現
す
る
法
の
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
。
「
自
然
法
」
と
呼
び
な
さ
れ

て
い
る
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
事
物
の
自
然
に
し
た
が
う
法
で
あ
り
、
事
物
の
合
理
的
性
状
と
の
調
和
に
生
き
る
合
理
的
存

　
　
正
義
の
座
と
し
て
の
自
然
法
思
想
の
展
開
－
上
１
（
高
橋
）
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
三
　
（
五
六
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
五
暑
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
四
　
（
五
七
〇
）

．
在
と
し
て
の
人
間
の
自
然
に
応
す
る
法
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
つ
の
時
い
す
れ
の
処
を
問
わ
す
妥
当
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
現
実
に
妥
当
し
て
い
る
と
否
と
を
問
わ
す
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ア
リ
ス
十
テ
レ
ス
は
そ
の
『
修
辞
学
』
の
中

で
、
法
を
「
特
殊
法
」
と
「
普
遍
法
」
と
に
分
っ
て
、
「
普
遍
法
は
白
然
の
法
で
あ
る
。
」
と
い
い
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
、
何
等
の
協
約

の
契
約
を
も
た
ぬ
人
六
の
間
に
さ
え
も
妥
当
す
る
白
然
的
正
義
・
不
正
義
の
あ
る
こ
と
を
指
適
し
、
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
ア
ン
チ
ゴ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

ネ
か
ら
そ
の
詩
章
の
一
節
を
引
用
し
て
、
後
者
の
普
遍
性
・
永
遠
性
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
普
遍
法
」
ご
そ
白
然
法
を
意
味
す
る

も
の
に
他
な
ら
な
い
。
ご
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
普
遍
法
」
的
概
念
は
、
ス
ト
ア
哲
学
者
Ｎ
８
◎
に
よ
っ
て
さ
ら
に
発
展
さ
れ
、

ス
ト
ァ
学
派
の
業
蹟
は
ロ
ー
マ
の
法
律
家
た
ち
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、
　
９
＜
岸
轟
宛
◎
昌
彗
與
の
法
庭
に
お
い
て
は
、
実
定
法
（
一
易

ユ
＜
箒
）
と
並
ん
で
冒
の
ｇ
言
§
庁
と
し
て
認
識
さ
れ
施
行
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
が
成
文
法
の
意
味
に
お
い
て
施
行
さ

れ
て
い
た
わ
け
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
人
間
に
共
通
す
る
性
質
に
よ
っ
て
人
類
に
課
せ
ら
れ
た
法
で
あ
る
と

し
て
、
法
律
家
や
判
官
の
心
底
に
銘
記
さ
れ
、
現
実
の
法
の
執
行
に
当
っ
て
も
、
多
く
の
影
響
を
与
え
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
自
然
法
は
未
だ
単
に
、
実
定
法
と
並
ん
で
、
あ
る
い
は
そ
の
背
後
に
あ
る
「
人
間
観
的
糖
神
に
す

ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
時
代
を
経
過
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
両
者
の
間
に
尖
鋭
在
対
立
を
生
じ
、
む
し
ろ
成
文
法
の
対
立

物
ど
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
つ
は
、
カ
ト
リ
ツ
ク
教
会
が
神
法
に
そ
の
根
源
を
お
く
こ
と
に
ー
よ
っ
て
こ
れ

に
権
威
を
与
え
、
信
仰
と
神
学
的
解
釈
か
ら
自
然
法
を
支
持
し
た
経
緯
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
さ
ら
に
時
代
が
下
っ
て
か
ら
で
あ

み
が
、
啓
蒙
主
義
の
合
理
主
義
の
合
理
哲
学
が
こ
の
観
念
を
採
り
入
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
十
七
、
八
世
紀
の
い
わ
ゆ
る
自
然
法
学
派

ひ
人
達
は
、
デ
カ
ル
ト
や
ラ
イ
プ
ニ
ヅ
ヅ
の
哲
学
理
念
を
採
用
し
在
が
ら
、
自
然
法
を
信
仰
か
ら
で
な
く
て
、
理
性
の
立
場
か
ら
、

薪
し
い
桂
学
と
し
て
樹
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
自
然
怯
と
実
定
法
は
全
く
別
個
の
相
対
立
す
る
も
の
と
な
り
、
前
者
は
後
者
よ
り
も

一
｝

工ｋ｛’－～｝ふ
、
＾

山



優
越
す
る
も
の
と
さ
、
え
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
わ
た
く
し
の
よ
う
な
門
外
漢
が
、
い
ま
自
然
法
学
に
つ
い
て
あ
げ
つ
ら
う
野
心
は
も
た
な
い
。
ま
た
、
学
考
た
ち
が
ど
の
よ
う
に

論
議
し
て
い
る
か
も
詳
し
い
、
」
と
は
知
り
も
し
友
い
。
し
か
し
、
自
然
法
が
い
わ
ゆ
る
「
書
か
れ
ざ
る
法
」
で
め
っ
て
、
言
莱
の
実

際
的
意
味
に
お
げ
る
法
で
な
い
ご
と
は
明
か
で
あ
る
。
現
実
に
１
そ
の
国
家
の
立
法
な
い
し
司
法
桟
関
に
、
よ
っ
て
決
定
的
に
宣
言
さ
れ

か
つ
承
認
さ
れ
、
持
続
的
に
そ
の
構
成
員
た
る
人
六
を
拘
束
す
る
か
の
実
定
法
と
は
、
お
の
す
か
ら
別
個
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
い

わ
，
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
は
一
定
の
秩
序
原
理
と
し
て
、
そ
の
一
般
的
妥
当
を
権
力
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が

自
然
法
に
は
そ
う
し
た
保
障
は
な
い
。
自
然
法
が
法
と
し
て
人
カ
の
意
識
に
上
ぼ
さ
れ
る
の
は
、
つ
ね
に
「
正
し
い
法
」
と
し
て
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
正
し
く
な
い
法
、
悪
法
の
支
配
す
る
現
実
の
秩
序
に
対
す
る
「
反
逆
の
法
」
で
あ
り
、
「
批
判
の
法
」
と
し
て
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
杜
会
の
有
機
的
一
安
定
的
時
期
に
あ
っ
て
は
、
自
然
法
は
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
な
は
い
◎
た
と
え
一
と
り
あ

げ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
現
行
の
実
定
法
を
そ
の
背
後
に
あ
っ
て
価
値
づ
け
る
も
の
と
し
て
で
あ
っ
て
、
そ
の
対
立
物
と
し
て
で
は
な

い
。
し
か
し
、
社
会
の
危
機
的
．
変
革
的
時
期
に
お
い
て
は
、
自
然
法
は
法
以
上
の
法
と
し
て
そ
の
存
在
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
◎

だ
が
、
そ
れ
が
法
と
し
て
、
安
定
的
持
続
性
を
獲
得
す
る
の
は
実
定
法
化
さ
れ
た
と
き
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
も
は
や
自
然

法
そ
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
法
は
も
と
よ
り
人
間
の
行
為
的
規
範
と
し
て
文
化
的
・
杜
会
的
価
値
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
の
現
実
的
性
格
は
強
制
的
執
行
力
に
擁
護
さ
れ
た
社
会
的
妥
当
性
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
現
実
の
法
は
必
す
し
も
価
値
を
も
つ
と

は
い
え
な
い
。
し
ぱ
し
ば
価
値
を
挟
如
し
て
お
れ
ぱ
こ
そ
、
悪
法
と
し
て
批
判
さ
れ
、
改
廃
さ
れ
る
運
命
を
も
つ
の
で
あ
る
◎
現
実

の
法
の
背
後
に
あ
っ
て
、
こ
れ
を
価
値
づ
け
る
働
き
を
す
る
も
の
こ
そ
自
然
法
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
何
ら
か
の
実
定
法
を
自

然
法
に
惇
る
も
の
と
し
て
批
判
し
た
り
、
自
然
法
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
是
認
し
た
り
す
る
場
合
に
の
み
、
白
然
法
は
わ
れ
わ
れ

　
　
正
義
の
座
と
し
て
の
白
然
法
思
想
の
展
開
－
上
－
（
高
橋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
　
（
五
七
一
）

！
漠
，



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六
　
（
五
七
二
）

　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
五
吾
）

の
前
に
そ
の
姿
を
顕
わ
す
◎
白
然
法
は
そ
れ
自
ら
の
姿
を
積
極
的
に
顕
わ
す
こ
と
を
し
な
い
。
い
底
、
在
し
得
在
い
も
の
で
あ
る
。

つ
澤
何
ら
か
の
実
定
法
を
媒
介
と
し
て
の
み
よ
く
自
己
藍
現
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
に
、
あ
ら
ゆ
る
理
念
と
か
精
神

と
か
い
一
を
の
の
乏
本
源
的
性
格
で
あ
る
。
ア
ー
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
普
遍
法
一
と
い
い
、
後
世
の
神
学
者
や
法
学
慕
「
自
然

法
」
と
い
っ
を
の
も
、
人
間
の
行
為
規
範
と
し
て
の
最
皐
源
的
理
雲
指
称
し
そ
の
医
か
着
な
い
。
暴
法
は
、
こ
の

意
味
隻
い
て
・
法
学
的
概
念
で
あ
る
と
い
う
よ
星
む
し
ろ
倫
撃
的
概
念
で
あ
る
と
い
宕
ば
な
る
ま
い
。
そ
し
て
、
実
く

し
は
こ
の
理
念
こ
そ
、
実
は
「
正
義
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
い
な
、
少
く
と
も
、
正
義
の
理
念
が
も
っ
て
い
る

諾
契
桟
の
一
つ
を
「
自
然
法
」
と
し
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
断
す
る
の
で
あ
る
。

　
わ
た
く
し
は
別
の
と
こ
ろ
で
、
正
義
の
理
念
が
も
っ
て
い
る
内
実
的
契
桟
の
う
ち
、
も
っ
と
も
根
本
的
在
も
の
と
し
て
、
そ
の
平

等
性
を
指
摘
し
牟
こ
の
平
等
性
こ
そ
ま
さ
に
法
の
性
格
で
茎
っ
た
は
す
で
雲
。
人
は
た
差
ま
「
愛
の
法
律
」
と
か
「
自

由
の
法
」
と
か
い
う
場
合
真
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
立
法
の
動
肇
法
律
的
効
果
に
つ
い
て
の
文
学
袈
現
と
し
て
で
あ
る
に
す
ぎ

奮
・
人
が
「
－
正
義
の
葎
」
と
い
う
場
合
こ
そ
そ
の
実
定
法
の
橿
の
妥
当
性
を
主
張
す
る
－
、
し
き
で
あ
る
。
す
べ
て
法
は
正
義
の

存
在
し
て
い
る
：
言
っ
て
法
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
法
は
社
会
的
秩
序
づ
け
の
原
理
と
し
て
、
一
切
の
人
間
関
係
享
わ
ち
、

個
人
為
人
・
個
人
と
団
体
、
団
体
と
団
体
、
そ
し
て
后
ら
の
芸
お
の
が
物
を
媒
介
と
し
た
場
皇
合
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関

係
を
規
定
す
る
ポ
で
あ
る
・
規
定
す
る
：
に
よ
一
て
、
法
は
人
苑
者
纂
意
か
ら
護
り
、
そ
の
生
寓
係
隻
定
と
信
頼
と

享
え
る
が
・
そ
の
反
面
£
い
て
は
、
人
島
東
し
、
そ
の
自
律
性
蚕
う
も
の
で
あ
る
。
杜
会
娯
康
理
と
し
て
の
規
定
性

は
ま
た
同
時
に
一
般
的
規
定
性
で
な
く
て
は
な
ら
在
い
。
昨
日
と
今
日
と
で
異
る
。
規
定
は
規
定
と
し
て
の
意
義
を
喪
う
で
あ
ろ
う
。

ま
た
法
の
対
象
と
し
て
そ
の
中
に
包
荒
る
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
一
様
に
妥
当
す
る
も
の
で
存
れ
ば
言
奪
。
少
く
と
美

一
　
∴

’

、
ユ

’＾
－



ぱ
そ
の
妥
当
す
る
時
と
所
と
に
お
い
て
、
平
等
性
を
第
一
義
的
た
性
格
と
し
て
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
在
ら
な
い
。
よ
く
い
わ
れ
る
よ

う
に
、
「
法
の
前
に
平
等
」
で
あ
る
こ
と
は
、
法
そ
の
も
の
の
必
然
的
性
格
で
め
る
と
と
も
に
。
、
正
義
の
理
念
の
第
一
義
的
内
実
で
も

あ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
法
が
白
然
法
と
い
う
概
念
（
媒
介
し
て
正
義
の
理
念
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
理

解
で
ぎ
る
が
、
法
は
あ
く
ま
で
も
法
で
め
っ
て
、
正
義
で
は
な
い
。
ひ
と
は
正
義
の
理
念
の
存
在
を
艇
わ
な
い
し
、
し
は
し
ば
こ
れ

を
か
ざ
し
て
権
力
的
闘
争
を
く
り
返
、
え
し
た
り
、
革
命
的
運
動
を
推
進
し
た
り
し
て
き
た
の
で
め
る
。
し
か
も
こ
の
蟄
念
の
根
涼
に

横
わ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
様
戊
に
解
釈
さ
れ
説
明
さ
れ
て
い
て
、
必
す
し
も
決
定
的
な
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
夜
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
自
ら
の
主
張
す
る
正
義
が
真
に
正
義
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
も
確
信
し
他
を
も
説
得
し
う
る
も
の
と
す
る
た
め
に
も
、
こ
の
追

究
は
つ
づ
け
ら
れ
ね
ば
た
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
向
ｈ
賞
窪
叶
吋
彗
ぎ
二
勺
辻
冒
－
旦
鶉
ｏ
｛
ｃ
ｏ
◎
ｑ
邑
俸
勺
ｏ
享
ざ
與
－
弓
プ
８
ｑ
一
宕
呂
一
〇
．
漫
．
ｑ
．

　
（
二
）
　
＞
ユ
０
Ｄ
叶
◎
声
ゆ
…
↓
ブ
ｏ
射
才
ｏ
け
ｏ
ユ
９
巾
汗
戸
０
７
－
ｃ
〇
一
－
ｃ
◎
べ
ｃ
ｏ
げ
．

　
（
三
）
　
拙
稿
「
正
義
に
っ
い
て
」
（
一
の
謹
二
）
特
に
そ
の
五
以
下
。

三

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
そ
の
師
プ
ラ
ト
ー
は
、
正
義
の
理
念
に
つ
い
て
す
ぐ
れ
た
解
釈
を
与
え
た
け
れ
ど
も
、
二
千
年
に
亘
っ
て
西

欧
の
思
想
界
を
貫
串
し
て
強
い
影
響
を
与
え
た
人
間
思
想
、
す
在
わ
ち
、
人
間
の
平
等
の
権
利
に
－
つ
い
て
は
何
ら
教
示
す
ろ
と
こ
ろ

が
な
か
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
平
等
の
権
利
を
も
つ
も
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
、
し
か
も
そ
の
身
分
の
男
子
だ
け
で
あ
っ
た
。
帰
人

や
子
供
や
扱
隷
が
権
利
の
平
等
と
い
う
意
味
に
お
い
て
差
別
待
遇
さ
れ
て
い
る
事
実
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
。
些
か
の
問
題
す
ら
も
意

　
　
正
義
の
座
と
し
て
の
自
然
法
思
想
の
展
開
１
－
上
－
（
高
橘
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
七
　
一
五
七
三
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
八
　
（
五
七
四
）

識
し
て
い
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
た
だ
、
掃
人
は
男
子
よ
り
も
、
子
供
は
成
人
よ
り
も
、
少
し
し
か
理
性
を
も
っ
て
い
な

い
し
、
扱
隷
に
至
っ
て
は
全
然
こ
れ
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
、
ギ
リ
シ
ァ
的
伝
統
的
人
間
不
平
等
観
を
是
認
し
て
い
た
の

　
　
（
一
）

で
あ
っ
た
。
ま
こ
と
に
、
正
義
は
決
し
て
自
明
の
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
人
間
に
お
け
る
性
・
種
．
世
代
．
資
質
．
能
力
．

経
験
等
六
の
差
異
は
客
観
的
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
ち
の
相
違
を
非
本
質
的
な
も
の
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
正
義
の
実
現
を
要
求

す
る
立
場
は
、
単
な
る
経
験
的
知
覚
の
立
場
か
ら
は
引
串
さ
れ
在
い
。
人
間
に
お
い
て
、
何
が
本
質
的
な
も
の
で
あ
り
何
が
本
質
的

な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
も
は
や
一
つ
の
哲
学
的
確
信
な
い
し
は
宗
教
的
信
条
の
立
場
か
ら
で
在
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
プ
ラ
ト
ー
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
不
平
等
観
は
、
人
間
に
お
け
る
本
質
的
友
も
の
が
そ
の
理
性
の
持
分
に
ー
依
存
し
て
い
る

と
い
う
確
信
に
基
づ
い
て
い
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
級
隷
が
な
ぜ
理
性
を
も
た

ぬ
人
間
で
あ
る
か
を
断
定
し
た
か
に
つ
い
て
、
彼
ら
の
論
証
は
ど
ご
に
も
き
く
こ
と
が
で
き
淀
い
。
わ
た
く
し
が
別
の
と
ご
ろ
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

彼
ら
の
思
想
史
上
に
お
け
る
評
価
を
、
世
界
史
的
視
角
か
ら
、
保
守
的
で
あ
り
、
反
動
的
で
あ
っ
た
と
し
た
の
も
、
ま
た
こ
の
よ
う

な
正
義
観
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
正
義
の
意
識
を
貫
串
す
る
「
平
等
の
権
利
」
へ
の
信
粂
は
、
む
し
ろ
ス
ト
ァ
哲
学
者
の
そ
れ
か
ら
流
れ
出
て
い
る

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
正
義
の
理
念
の
根
底
を
「
自
然
」
の
中
に
見
よ
う
と
す
る
思
想
こ
そ
、
西
欧
二
千
年
の
精
神
史
を
貫
い
て

い
る
一
本
の
糸
で
あ
る
。
自
然
法
、
白
然
の
法
、
自
然
の
秩
序
と
様
火
に
表
現
さ
れ
て
い
る
そ
の
教
説
も
、
時
代
に
、
よ
り
、
人
に
よ

っ
て
異
っ
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
大
づ
か
み
に
「
自
撚
法
」
思
想
と
し
て
、
正
義
の
主
張
、
人
権
思
想
の
根
底
に
横
わ
る

意
識
形
態
と
し
て
把
提
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
い
。
も
と
よ
り
、
ス
ト
ァ
的
・
古
代
的
自
然
法
思
想
と
キ
リ
ス
ト
教
的
．
中
世

餉
自
然
法
思
想
と
、
さ
ら
に
啓
蒙
主
義
的
・
近
代
的
自
然
法
魚
想
と
の
間
に
非
常
に
大
き
な
相
違
の
あ
る
ご
と
は
い
う
ま
で
も
在
い

山工肚
血虹

放沌
』



と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
的
相
違
に
も
拘
ら
す
、
そ
の
す
べ
て
に
共
通
し
て
お
り
、
一
貫
し
て
い
る
点
は
、
そ

れ
ら
が
つ
ね
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
窓
意
や
契
約
を
超
越
す
る
正
義
の
理
念
を
そ
の
核
心
に
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
現
実
の
国
家
が
制
定
す
る
一
切
の
法
の
正
邪
を
測
定
す
る
基
準
と
し
て
の
規
範
意
識
に
貫
か
れ
て
、
実
定
法
秩
序
と
対
立
し
、

そ
し
て
そ
れ
を
超
え
る
も
の
を
指
向
し
て
い
る
と
い
う
点
に
共
通
し
た
態
度
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
ス
ト
ア
哲
学
の
人
達
は
正
義
の
根
源
を
「
自
然
」
に
お
い
て
み
る
の
で
あ
る
。
法
的
あ
る
い
は
政
治
的
思
索
の
過
程
に
お
い
て
つ

ね
に
登
場
す
る
こ
の
「
自
然
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
遠
く
Ｎ
彗
◎
の
音
か
ら
射
◎
易
。
。
竃
目
の
時
代
に
至
る
ま
で
、
斯
学
わ
展
開
を

理
解
す
る
た
め
に
は
不
可
挟
と
も
い
う
べ
き
一
つ
の
穴
ｑ
事
◎
＆
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
何
ら
か
の

物
質
的
世
界
な
い
し
肉
体
的
世
界
を
意
味
す
る
こ
と
ば
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
精
神
的
世
界
に
お
け
る
宗
教
的
・
倫
理
的
諾
概
念

に
か
か
わ
る
こ
と
ば
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
見
落
し
て
は
た
る
ま
い
。
正
義
の
理
念
が
「
自
然
」
に
そ
の
根
底
を
も
つ
と

い
う
場
合
、
法
が
価
値
を
も
ち
、
あ
る
い
は
価
値
の
裏
付
け
を
与
え
る
の
は
、
そ
れ
が
．
５
目
黒
毫
¢
ｏ
窪
ｇ
易
轟
事
物
の
自
然
的

秩
序
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
自
然
的
秩
序
と
は
、
物
理
学
者
の
探

求
す
る
そ
れ
で
も
底
け
れ
ば
、
生
物
学
者
の
そ
れ
で
も
な
い
。
け
だ
し
、
人
間
は
非
情
な
物
質
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
単
底
る
生
命

的
有
機
体
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
生
物
的
世
界
に
お
け
る
白
然
的
秩
序
に
は
闘
争
や
自
然
陶
汰
を
通
じ
て
適
者

が
残
存
し
て
い
く
一
連
の
斉
一
的
生
命
過
程
が
観
ら
れ
る
に
ー
す
ぎ
な
い
が
、
人
間
の
社
会
生
活
に
ー
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
斉
一
性

が
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
と
は
み
ら
れ
な
い
。
正
義
の
顕
現
を
そ
う
し
た
場
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ

と
も
、
一
定
の
社
会
秩
序
な
い
し
は
そ
の
規
範
と
し
て
の
実
定
法
の
発
展
過
程
を
生
物
学
的
・
優
生
学
的
法
則
に
あ
て
は
め
て
解
釈

す
る
こ
と
も
不
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
良
い
法
は
残
存
し
推
進
さ
れ
、
悪
い
法
は
拒
斥
さ
れ
改
廃
さ
れ
て
い
く
と
い

　
　
正
義
の
座
と
し
て
の
自
然
法
恩
想
の
展
開
－
上
１
（
高
橋
）
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九
　
（
五
七
五
）

’
　
，
｝



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
五
暑
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
〇
　
（
五
七
六
）

っ
た
ふ
う
に
も
み
る
こ
と
が
で
ぎ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
与
え
ら
れ
た
環
境
へ
の
適
合
・
不
適
合
に
よ
る
陶
汰
の
法
則
を
そ
の
ま

ま
に
人
間
の
歴
史
的
現
実
的
杜
会
過
程
の
展
開
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
、
歴
史
的
文
化
的
存
在
と
し
て
の
人
間
を
正
し
く
理
解
す
る

ゆ
え
ん
で
は
な
い
。
け
だ
し
、
適
合
す
る
と
い
う
こ
と
は
必
す
し
虹
善
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
し
、
不
適
合
で
あ
る
と
い
う
こ

．
と
が
、
ま
た
た
だ
ち
に
悪
な
の
で
も
友
い
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
、
人
間
は
創
造
的
実
践
者
と
し
て
、
自
ら
の
環
境
を
形
成
し
て

い
く
歴
史
的
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
正
義
の
根
底
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
自
然
あ
る
い
は
白
然
的
秩
序
の
理
念
は
、
近
代
白
然
科
学

の
発
展
よ
り
も
は
る
か
に
古
い
時
代
に
そ
の
起
源
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
少
く
と
も
紀
元
前
四
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
ス

ト
ァ
的
・
汎
神
論
的
思
惟
の
所
産
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
の
字
宙
論
的
見
地
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
形
成
し
て
い
る
根
源
と
し

て
の
神
性
を
火
の
よ
う
淀
霊
気
で
あ
る
と
見
傲
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
が
「
自
然
」
と
い
う
こ
と
ば
の
も
と
に
理
解
し

て
い
た
の
は
世
界
の
支
配
原
理
と
し
て
の
理
性
で
あ
り
神
で
あ
っ
た
。
神
で
あ
り
理
性
で
あ
る
白
然
ご
そ
事
物
の
形
相
で
あ
り
、
支

配
原
理
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
理
性
ご
そ
人
間
が
神
と
と
も
に
分
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ト
イ
ツ
ク
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

生
活
信
条
は
、
自
然
に
合
致
し
て
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
人
間
の
認
識
す
べ
き
規
範
に
し
た
が
っ
て
生
活
す
る
ご
と
で
あ
っ
た
。

　
　
ご
の
よ
う
在
「
自
然
」
は
、
し
た
が
っ
て
、
客
体
と
し
て
の
白
然
で
は
あ
り
え
な
い
。
逆
説
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
む
し
ろ

　
「
反
自
然
」
的
な
も
の
で
あ
り
、
文
化
概
念
と
し
て
の
自
然
で
あ
る
。
彼
ら
の
い
う
白
然
は
、
人
間
の
生
命
的
白
然
Ｈ
本
能
を
も
含

　
め
て
、
一
切
の
自
然
的
白
然
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
現
代
的
意
味
に
お
け
る
自
然
主
義
と
は
全
く
無
縁
の
、
い
わ
ば

　
「
反
」
自
然
主
義
着
な
の
で
あ
っ
た
。
ツ
ェ
ノ
ー
や
そ
の
後
継
者
た
る
エ
ピ
ク
テ
ー
タ
ス
、
キ
ケ
ロ
、
セ
、
不
カ
、
ル
ル
ク
ス
．
オ
ウ

　
レ
リ
ウ
ス
た
ち
に
よ
っ
て
把
住
さ
れ
て
い
た
白
然
の
秩
序
の
理
念
は
、
人
間
が
神
聖
恋
理
性
を
も
つ
邑
三
畠
ｏ
寝
三
８
５
書
ｓ
ｏ

存
在
で
め
る
と
の
前
提
か
ら
、
当
然
に
正
義
の
内
実
で
め
る
人
権
思
想
に
ま
で
展
朗
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
め
ろ
う
。
一
切
の
人
は
神

●

止



　
　
聖
な
る
理
性
を
分
ち
持
つ
点
に
お
い
て
、
本
来
合
理
的
存
在
で
あ
り
、
自
律
的
主
体
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
白
由
で
在
け
れ
ぱ
洋

　
　
ら
在
い
。
ま
た
、
人
は
理
性
的
存
在
と
し
て
、
そ
の
身
分
に
、
お
い
て
平
等
で
荏
く
て
は
な
ら
た
い
。
か
れ
が
賢
明
（
。
。
老
一
。
之
で
あ
る

　
　
か
、
愚
宗
一
旨
…
易
）
で
あ
る
か
、
易
性
か
女
性
か
、
そ
う
い
っ
た
事
実
上
の
差
異
は
も
は
や
本
賞
的
で
は
な
い
。
〈
畠
２
ｓ
◎
；
目
８

　
げ
◎
昌
ぎ
窪
四
８
量
－
２
。
。
…
一
け
Ｖ
こ
う
し
た
ス
ト
ア
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
扱
隷
制
の
撤
廃
と
ま
で
い
か
な
い
ま
で
も
、
そ
の
状
態
の
改
善

　
　
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
否
定
さ
れ
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
人
は
理
性
と
い
う
共
通
の
要
素
に
よ
っ
て
相
互
に
結

　
　
び
合
わ
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
人
は
一
つ
の
連
帯
的
世
界
を
形
成
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
協
同
体
的
友
愛
の
契

　
機
も
、
同
じ
前
提
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
結
論
で
あ
る
。
ご
の
よ
う
な
思
想
は
複
雑
多
様
な
ポ
リ
ス
的
社
会
体
制
を
も
っ
て
い
た
古
代

　
　
ギ
リ
シ
ァ
の
世
界
に
と
っ
て
、
極
め
て
革
命
的
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
在
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
同
じ
神
聖
た
る
理
性
の
担
い
手
で
あ
る
と
い
う
ド
グ
マ
の
前
に
は
、
人
種
の
別
、
男
女
・
世
代
の
差
、
職
業
・

　
個
性
の
相
違
な
ど
と
い
う
自
然
的
事
情
は
も
は
や
本
質
的
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
人
が
人
と
し
て
数
え
ら
れ
る
の
は
自
然
的

　
肉
体
的
人
問
で
は
な
く
て
、
清
神
的
人
間
で
あ
り
、
人
間
に
お
け
る
糖
神
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
人
間
の
尊
厳
性
も
こ
の
点
に
お

　
　
い
て
認
め
ら
れ
、
人
類
の
平
等
性
も
こ
の
一
点
に
お
い
て
見
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
本
質
を
非
人
格
的
精
神
に
お
い
て
み
る
ス
ト
ア

　
主
義
に
と
っ
て
は
、
人
格
的
在
差
異
は
も
は
や
多
く
の
意
味
に
値
い
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
徹
底
的
自
由
と
平
等
と
友
愛

　
と
が
人
間
の
上
に
約
束
さ
れ
在
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
、
一
種
の
宗
教
的
人
道
主
義
の
立
場
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
思
想

　
は
、
古
代
ロ
ー
マ
、
中
世
紀
を
経
て
、
さ
ら
に
啓
蒙
時
代
、
ブ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
よ
ぶ
二
千
年
間
を
、
一
つ
の
潮
流
と
し
て
流
れ
来

　
り
流
れ
去
り
、
し
か
も
今
日
な
お
脈
六
と
そ
の
流
れ
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
ス
ト
ァ
的
白
然
は
今
日
わ
れ
わ
れ
の
理
解
す
る
白
然
と
は
縁
遠
い
、
む
し
ろ
そ
れ
と
対
瞭
的
な
概
念
で
あ

　
　
　
　
正
義
の
座
と
し
て
の
白
然
法
思
想
の
展
開
－
上
１
（
高
橋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
一
　
（
五
七
七
）

”
二
ｈ
■
、
　
ぎ
　
、
　
ズ
．
．
」
－
、
…
　
’
’
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；
。
、
－
シ
、
－
二
’
：
葦
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；
Ｌ
ポ
、
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ざ
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－
ハ
呈
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一
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鋒
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Ｌ
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ゲ
…
；
∴
　
　
　
　
－
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．
・
；
ジ
キ
　
　
メ
Ｌ
；
且
　
×
　
凸
言
．
∴
　
、
　
バ
’
、
（
一
　
　
・
工
葦



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
五
暑
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
二
　
（
五
七
八
）

っ
て
、
神
性
に
つ
い
て
の
宗
教
的
神
学
的
概
念
と
、
ご
れ
に
人
性
に
対
す
る
道
徳
的
倫
理
学
的
撮
念
を
照
応
さ
せ
混
清
さ
せ
た
よ
う

な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
正
義
の
根
底
に
「
自
然
」
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
白
然
は
か
れ
ら

の
宗
教
的
信
仰
と
そ
の
道
徳
哲
学
と
の
両
つ
の
契
機
を
内
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
正
義
の
理
論
の
、
そ
し
て
白
然

法
学
の
発
展
を
見
る
上
に
１
、
実
に
重
要
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
在
い
。
そ
の
神
学
的
契
機
は
キ
リ
ス
ト
教
父
の

信
仰
か
ら
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
考
に
受
け
つ
が
れ
て
、
一
つ
の
学
的
体
系
に
ま
で
結
実
し
、
こ
れ
は
さ
ら
に
一
方
で
、
反
宗
教
改
革
者

た
る
ジ
ュ
ス
イ
ト
思
想
家
に
伝
承
さ
れ
、
他
方
で
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ン
、
ル
ー
テ
ル
在
ど
の
宗
教
改
革
者
に
よ
る
修
正
を
経
て
、
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
的
自
然
法
＾
正
義
観
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
倫
理
学
的
契
機
は
、
十
七
、
八
世
紀
に
お
け
る
近
代

的
人
間
観
の
形
成
過
程
の
中
で
、
ロ
ッ
ク
や
ル
ソ
ー
か
ら
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
に
至
る
個
人
主
義
的
自
然
法
思
想
と
し
て
華
や
か
な

展
開
を
み
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
（
一
）
　
勺
－
黒
〇
一
弓
プ
ｏ
内
ｏ
り
目
巨
｛
９
射
庁
・
メ
畠
？
弓
げ
ｏ
■
”
ミ
ｏ
〇
一
吋
汗
く
Ｈ
．
ミ
ｏ
串
な
ら
び
に
＞
ユ
ｏ
ｏ
ざ
声
ご
↓
｝
ｏ
勺
◎
巨
艘
ｏ
吻
一
吋
吋
・
一
ト
ｙ
ｇ
ｏ
－

　
（
二
）
拙
稿
「
ヘ
レ
ネ
ン
ツ
ム
に
お
け
る
ポ
リ
ス
的
財
産
観
」
（
『
立
命
館
大
学
人
丈
科
学
研
究
所
紀
要
』
第
一
吾
、
ニ
ハ
五
頁
、
参
看
。

　
（
三
）
　
単
甲
¢
０
＜
與
■
一
１
０
０
ざ
｛
Ｏ
凹
■
｛
の
８
冥
｛
易
一
〇
〇
．
閉
甲
腎
一
〇
“

、

　
近
代
ヨ
て
ロ
ッ
パ
の
諸
思
想
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
キ
リ
ス
ト
教
の
存
在
を
無
悦
す
る
わ
け
に
は
い
か
た
い
。
た
と
え
ば
．
、

人
は
同
じ
よ
う
に
ヒ
ュ
Ｔ
マ
ニ
ズ
ム
の
名
を
も
っ
て
呼
ぱ
れ
る
心
的
態
度
に
つ
い
て
み
て
も
、
グ
レ
コ
・
ロ
ー
マ
ン
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
と
キ
リ
ス
ト
教
を
媒
介
し
た
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
の
間
に
は
、
非
常
に
大
き
な
違
い
の
あ
る
こ
と
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。

…

、
止

、
瓜

一舳
舳

－

・
一



キ
リ
ス
ト
教
は
た
し
か
に
グ
レ
コ
・
口
丁
マ
ン
的
な
も
の
に
－
対
し
て
は
異
質
的
な
も
の
で
あ
り
、
全
く
別
個
の
生
き
方
を
措
示
し
た

も
の
で
あ
っ
た
、
に
も
か
か
わ
ら
す
、
教
父
達
は
、
自
ら
の
「
神
の
義
」
に
、
つ
い
て
説
く
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
汎
神
論
的
土
壌
の
上

に
百
成
さ
れ
て
来
た
異
教
的
概
念
で
あ
る
「
自
然
法
」
を
借
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。
中
世
の
ス
コ
ラ
神
学
考
た
ち
は
こ
の
概
念
に
積

極
的
な
思
惟
体
系
を
与
え
る
こ
と
に
努
力
を
か
た
む
け
た
が
、
１
そ
れ
は
ス
ト
ィ
シ
ズ
ム
に
１
お
け
る
神
学
的
契
桟
を
キ
リ
ス
ト
教
的
解

釈
の
下
に
整
序
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
神
の
義
に
つ
い
て
の
理
解
に
つ
い
て
一
千
年
未
の
力
ト
リ
ッ
ク
的
伝
統

を
く
つ
が
え
し
た
宗
教
改
革
者
た
ち
も
、
こ
の
自
然
法
概
念
だ
け
は
そ
の
ま
ま
伝
承
し
て
来
た
で
の
め
る
。
し
か
し
、
ス
ト
ア
に
お

け
る
自
然
は
字
宙
論
的
な
世
界
理
性
の
秩
序
で
あ
り
、
非
人
格
的
精
神
原
理
と
し
て
の
回
ゴ
ス
で
あ
っ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
は

人
格
的
神
の
創
造
秩
序
と
み
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
・
力
ト
リ
ッ
ク
的
教
説
は
、
や
は
り
聖
ト
マ
ス
の

理
論
に
つ
い
て
み
る
の
が
正
統
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
聖
ト
マ
ス
の
自
然
法
に
つ
い
て
は
、
わ
た
く
し
は
別
の
と
こ
ろ
で
も
若
干
の
べ
る
と
こ
ろ
が
め
っ
た
が
い
ま
、
彼
の
説
を
簡
単
に

要
約
し
て
み
る
と
大
体
次
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
彼
は
、
神
の
法
で
あ
り
、
「
被
造
物
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

運
動
を
指
示
す
る
と
考
え
ら
れ
る
神
の
知
慧
の
計
画
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
永
久
法
（
一
翼
箒
§
墨
）
か
ら
出
発
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

彼
に
お
け
る
自
然
法
の
地
位
は
、
「
理
性
的
被
造
物
の
永
久
法
の
参
与
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
も
の
と
さ
れ
る
。
も
と
よ
り
、
人
間
に
対

す
る
正
義
の
法
は
、
そ
の
特
定
の
も
の
と
し
て
は
す
で
に
聖
書
に
啓
示
さ
れ
て
い
る
（
一
臭
ａ
く
ぎ
）
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
－
異

箏
算
目
ｓ
豪
は
人
間
に
お
け
る
よ
レ
普
遍
的
な
正
義
の
法
で
あ
り
、
神
が
人
間
に
騎
与
し
た
内
貢
的
能
力
と
し
て
の
理
性
と
し
て
神

自
身
の
存
在
を
顕
わ
し
て
い
る
む
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仰
の
義
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
尚
○
作
っ
た
ま
の
上
に
、
あ
る
い
は
そ
の
背

後
に
。
、
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
に
あ
っ
て
は
人
定
法
な
い
し
実
定
法
（
夏
ぎ
冒
雪
量
）
も
そ
の
価
値
や
権
威
は
つ

　
　
正
義
の
座
と
し
て
の
自
然
法
思
想
の
展
開
－
上
－
（
高
橋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
三
　
（
五
七
九
）

一
．
　
　
　
　
　
．
屯
．
〃

迂
　
、
－



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
四
　
（
五
八
○
）

ね
に
神
法
な
い
し
は
自
然
法
に
由
未
し
１
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
明
か
な
よ
う
に
、
１
．
白
然
法
Ｌ
と
い
う
ご
と
ば
は
、
た
と
え
ば

〕
皇
力
の
法
則
Ｌ
と
い
っ
た
も
の
を
い
う
場
合
の
「
自
然
の
法
」
と
同
じ
意
味
で
は
た
い
。
非
合
理
的
存
在
は
た
だ
永
久
法
を
反
映

す
る
に
過
ぎ
な
い
。
彼
に
と
っ
て
「
法
」
は
つ
ね
に
理
性
的
秩
序
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
「
自
然
法
に
し
た
が
っ
て

い
る
」
と
い
っ
た
表
現
を
す
る
場
合
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
類
比
的
に
法
と
い
う
こ
と
ぱ
を
使
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
非
合

理
的
荏
も
の
は
い
か
な
る
白
然
法
も
、
そ
れ
自
ら
で
は
認
識
す
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
宣
、
言
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
理
性
的

存
在
と
し
て
の
人
間
の
み
が
そ
れ
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
厳
密
な
意
味
で
の
「
自
然
法
」
と
は
、
人
間
の
理
性
が
反
映
し
て
い
る
自

然
的
性
向
と
い
っ
た
も
の
で
な
く
て
、
か
か
る
反
映
の
結
果
と
し
て
の
理
性
が
宣
一
言
す
る
格
律
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
聖
ト

マ
ス
に
と
っ
て
は
、
白
然
法
の
直
接
の
宣
言
者
は
人
間
の
理
性
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
永
久
法
の
反
映
な
い
し
参
与
が
あ

る
ご
と
を
見
の
が
せ
な
い
。
だ
が
、
人
間
理
性
に
よ
っ
て
直
接
的
宣
言
が
底
さ
れ
る
と
い
う
隈
り
、
そ
こ
に
ー
実
践
理
性
の
一
定
の
自

　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

律
性
を
み
る
の
で
あ
る
。
ご
の
ご
と
は
、
人
間
が
自
然
法
の
内
容
を
窓
意
に
よ
っ
て
変
改
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で

は
た
く
て
、
白
己
に
本
来
賦
与
さ
れ
て
い
る
合
理
性
な
い
し
は
規
範
性
を
自
か
ら
認
識
し
、
自
已
に
対
し
て
宣
言
し
う
る
ご
と
を
意

　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
右
に
み
た
と
ご
ろ
で
明
か
友
よ
う
に
、
聖
ト
マ
ス
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
力
ト
リ
ッ
ク
的
自
然
法
観
は
、
終
局
的
な
立
法
者
と
し

て
の
神
を
頂
く
点
に
お
い
て
ス
ト
ア
の
そ
れ
と
異
っ
た
論
理
構
造
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
放
教
説
が
与
え
た
歴
史
的
杜
会
的

効
果
は
、
複
雑
な
杜
会
構
成
を
も
つ
中
世
的
世
界
を
背
景
と
し
て
ま
ご
と
に
大
き
汝
も
の
が
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
在
ら
な
い
。
封
建

的
階
層
杜
会
の
中
に
あ
っ
て
特
殊
底
地
位
を
占
め
て
い
た
教
会
は
、
神
の
義
は
教
会
を
と
お
し
て
顕
現
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
に
立

っ
て
、
世
俗
的
君
主
と
の
権
威
闘
争
に
お
い
て
こ
の
自
然
法
信
仰
を
有
力
な
武
器
と
し
て
使
用
し
た
の
で
あ
る
。
正
義
の
根
底
を
自

一１
．

一

．
』



然
に
お
く
思
想
も
、
そ
の
終
局
を
神
に
求
め
る
信
仰
も
、
と
も
に
非
人
間
的
た
い
し
超
越
的
権
威
に
拠
る
点
に
変
り
は
淀
い
。
こ
れ

は
つ
ね
に
、
世
俗
的
法
偉
を
脅
か
す
力
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
法
が
自
然
法
と
撞
着
す
る
場
合
は
国
法
が
正
し
く
た
い

の
で
め
る
か
ら
、
こ
れ
に
従
う
必
安
は
な
い
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
反
抗
権
」
の
定
立
で
あ
る
。
世
俗
い
権
力
と
社
会
的
経
済
削
な

い
し
は
政
冶
的
に
抗
争
し
う
る
ぼ
ど
成
長
し
た
宗
教
的
団
体
に
と
っ
て
は
、
白
然
法
は
も
は
や
単
在
る
正
義
の
顕
現
と
し
て
の
批
判

的
な
い
し
規
範
的
理
念
で
あ
る
に
止
ま
ら
す
、
そ
れ
を
超
え
て
、
実
践
的
政
治
的
意
義
を
担
う
も
の
と
な
っ
た
。
道
徳
的
倫
理
的
規

範
意
識
と
し
て
の
正
義
は
、
創
造
者
た
る
神
の
義
と
し
て
、
熱
烈
な
信
仰
と
強
力
な
教
団
勢
力
と
さ
ら
に
精
徴
在
神
学
理
論
に
護
ら

れ
た
政
冶
的
道
具
に
ま
で
発
展
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
さ
ら
に
大
寿
．
在
歴
史
的
意
義
を
担
っ
た
の
は
、
上
属
杜
会
の
権
威
論
争
に
ー
お
い
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
杜

会
変
革
を
要
求
し
て
立
っ
た
多
く
の
社
会
運
動
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
け
だ
し
、
神
の
名
に
お
い
て
中
世
杜
会
に
君
臨
し
た
教
会
に

と
っ
て
は
、
自
然
法
は
も
は
や
批
判
的
要
具
た
る
こ
と
を
や
め
て
、
教
会
と
そ
の
秩
序
こ
そ
が
正
義
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
段
階

と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
武
器
を
手
に
し
て
立
っ
た
も
の
は
、
人
定
法
に
対
し
て
妥
協
的
容
認
的
で
あ
っ
た
ト
マ
ス
的

ド
、
・
、
二
カ
ン
学
僧
よ
り
も
、
む
し
ろ
異
端
の
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
社
会
運
動
宗
で
あ
り
、
宗
教
改
革
の
前
線
に
立
っ
た
革
命
的
僧

侶
た
ち
で
あ
っ
た
、
彼
ら
は
も
は
や
、
ス
コ
ラ
的
ド
グ
マ
に
盲
従
し
て
現
実
生
活
の
中
に
み
ら
れ
る
不
正
義
を
こ
れ
を
し
も
神
の
創

造
秩
序
な
り
と
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
直
接
に
「
福
音
」
の
中
に
神
の
声
を
き
き
、
正
義
を
地
上

に
実
現
す
べ
き
で
め
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
法
皇
権
の
圧
力
に
対
す
る
反
抗
は
、
す
で
に
十
二
世
紀
に
、
南
イ
タ

リ
ア
に
お
け
る
修
道
僧
ヨ
ア
ヒ
ム
（
－
ｇ
。
巨
８
。
｛
雪
ｏ
轟
）
の
連
動
に
お
い
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
聖
書
の
時
代
が
近
づ
い
た
。
愛

と
自
由
と
平
等
と
の
理
想
社
会
の
時
代
が
近
づ
い
た
、
階
級
も
な
く
社
会
的
差
別
も
在
い
、
『
我
の
も
の
』
と
『
汝
の
も
の
』
と
の
差

　
　
正
義
の
座
と
し
て
の
白
然
法
思
想
の
展
開
－
上
１
（
高
橋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
五
　
（
五
八
一
）

■

エ
ニ
｝
　
・



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
五
晋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
六
　
（
五
八
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

別
も
な
い
、
貧
者
や
弱
者
の
時
代
が
近
づ
い
た
Ｌ
こ
う
い
っ
た
終
末
的
革
命
的
声
の
中
に
、
中
世
末
期
か
ら
近
代
の
初
頭
へ
か
け
て

陸
続
と
し
て
発
生
し
て
き
た
も
ろ
も
ろ
の
杜
会
運
動
の
精
神
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
ア
ッ
シ
シ
の
聖
者
フ
ラ
ン
シ
ス

の
聖
貧
運
動
も
単
に
南
欧
の
古
都
市
に
咲
い
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
仇
花
で
あ
っ
た
と
は
い
え
在
い
。
近
代
民
主
主
義
・
個
人
主

義
・
科
学
的
精
神
の
展
開
に
、
最
初
の
礎
石
を
お
い
た
人
た
ち
で
あ
る
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
（
－
・
プ
昌
冒
易
ｏ
ｏ
８
け
易
）
オ
ッ
ヵ
ム

の
ウ
ィ
リ
ァ
ム
（
婁
冒
§
。
｛
○
・
Ｓ
昌
）
ロ
ー
ジ
ァ
・
べ
－
コ
ン
（
寄
鵯
・
霊
８
目
）
淀
ど
の
す
ぐ
れ
た
忠
想
は
み
な
こ
の
清
楚
な
花
に

実
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
シ
ス
カ
ン
の
糖
神
運
動
の
反
面
に
は
、
力
タ
リ
（
９
艘
邑
）
だ
と
か
、
ワ
ル
デ
ン
ス
（
考
巴
宗
轟
）
た

と
か
ア
ル
ビ
ジ
ョ
（
≧
暫
鵯
易
色
と
い
っ
た
下
層
職
人
階
級
や
農
氏
の
中
に
１
信
仰
を
集
め
た
セ
ク
ト
運
動
が
起
っ
て
き
た
。
ウ
ィ
ク

リ
フ
（
ざ
ま
ミ
着
；
箒
）
が
宗
教
改
革
の
暁
鐘
を
打
ち
な
ら
し
た
響
の
下
で
は
、
ロ
ラ
ー
ド
（
■
・
冒
己
）
ボ
ー
ル
（
－
ｏ
事
霊
５
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

に
率
い
ら
れ
た
大
衆
運
動
、
農
民
一
撲
が
発
生
し
、
フ
ス
（
－
◎
～
目
易
。
。
）
の
宗
教
改
革
の
声
に
応
じ
て
は
タ
ボ
リ
ッ
ト
（
↓
き
◎
ミ
雪
）

の
反
乱
が
み
ら
れ
た
し
、
ル
ー
テ
ル
（
寄
艘
３
の
宗
教
改
革
も
ま
た
農
民
戦
争
や
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
の
実
際
運
動
を
伴
っ
た
の

で
あ
る
。
い
ま
こ
れ
ら
の
宗
教
改
革
者
た
ち
の
一
六
の
主
張
や
そ
の
杜
会
的
思
想
に
ふ
れ
た
り
、
当
時
の
杜
会
運
動
に
つ
い
て
述
べ

る
こ
と
は
、
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
た
だ
、
こ
れ
ら
の
改
革
者
た
ち
が
斉
し
く
主
張
し
た
自
由
平
等
友
愛
の
理
念
が
そ

の
根
底
を
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
求
め
た
か
を
明
か
に
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
拙
稿
「
教
父
的
お
よ
び
ス
コ
ラ
的
所
有
観
」
（
『
立
命
館
経
済
学
』
第
一
巻
、
第
四
号
、
七
六
－
八
頁
）
。

　
（
二
）
　
弓
プ
ｏ
目
易
声
ｏ
巨
箏
饒
０
Ｄ
一
ｃ
ｏ
目
８
冒
四
オ
ブ
ｏ
◎
－
◎
ｏ
ｑ
｛
８
一
－
Ｌ
一
〇
．
８
一
申
Ｈ
．

　
（
三
）
　
冒
巨
．
一
戸
“
ｏ
．
胃
一
凶
．
ド

　
（
四
）
　
Ｈ
げ
巨
Ｊ
戸
ｏ
．
べ
９
四
．
■
．
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（
五
）

（
六
）

勺
．
Ｏ
．
Ｏ
◎
旦
ｏ
の
け
◎
目
一
声
ｏ
目
｛
目
與
ツ
ｏ
．
Ｎ
Ｈ
Ｈ
一
声
ｏ
－

峯
饅
Ｘ
蜆
８
二
Ｃ
Ｏ
Ｏ
ユ
巴
○
０
９
目
０
ｑ
Ｏ
ｑ
－
易
巨
亭
Ｏ
呂
｛
ｑ
昌
Ｏ
＞
０
ｑ
易
一
〇
〇
．
竃
１
Ｈ
８
．

　
中
世
か
ら
近
世
へ
の
思
想
史
的
流
れ
を
み
る
に
あ
た
っ
て
、
特
に
ー
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
幾
多
の
変
革
的
思
想
や
運

動
の
う
ち
で
、
果
し
て
何
が
そ
の
主
流
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
ト
レ
ル
チ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

社
会
学
的
見
地
か
ら
三
つ
の
型
に
分
け
て
、
教
会
型
、
セ
ク
ト
型
（
神
秘
主
義
型
）
と
し
て
い
る
が
、
い
ま
こ
の
分
類
を
借
用
し
て
、

中
世
の
杜
会
的
変
革
運
動
の
思
想
的
拠
点
を
型
成
し
た
宗
教
改
革
・
反
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
運
動
を
検
討
し
て
み
る
と
、
わ
れ
わ
れ

は
次
の
よ
う
な
結
論
に
ま
で
立
ち
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
改
革
の
流
れ
の
中
で
、
薪
し
い
時
代
へ
の
直
接
的
た
思

想
的
橋
渡
し
の
役
割
を
果
し
た
も
の
は
、
ル
Ｔ
テ
ル
や
カ
ル
ヴ
ィ
ン
に
お
い
て
代
表
さ
れ
る
教
会
型
の
教
理
で
あ
っ
て
、
決
し
て
、

セ
ク
ト
型
や
神
秘
主
義
型
の
そ
れ
で
は
友
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
時
代
を
超
え
て
、
革
命
的
理
想
と
情
熱
を
運
ん
だ
も
の
は
、
セ
ク

ト
型
な
い
し
神
秘
主
義
型
の
も
つ
理
念
や
行
動
性
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ご
の
三
っ
の
型
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

思
想
家
運
動
者
の
個
性
に
即
し
て
み
る
と
き
、
裁
然
と
区
別
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
ぽ
ど
明
確
な
も
の
で
は
友
い
。

　
初
代
キ
リ
ス
ト
教
会
か
ら
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
、
つ
ね
に
、
教
会
の
秩
序
を
神
の
創
造
秩
序
で
あ
る
と
し
て
、
世
俗
的
社
会
秩
序
も

そ
の
８
目
巨
ｏ
召
胃
け
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
立
場
か
ら
、
一
切
の
社
会
制
度
を
自
ら
の
秩
序
の
中
に
統
一
的
に
包
括
し
よ
う
と
努
力

し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
自
ら
巨
大
な
財
産
を
私
有
し
、
経
済
的
主
体
と
し
て
活
動
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
政
治
的
・
文

化
的
譜
活
動
の
上
に
君
臨
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
的
世
俗
臭
か
ら
離
れ
て
、
純
枠
聖
潔
な
宗
教
生
活
に
生
き

　
　
工
義
の
座
と
し
て
の
自
撚
法
思
想
の
展
開
－
上
ー
ハ
高
橘
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
七
　
（
五
八
三
）

・
、
点
　
、

黒
茅
　
　
、



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
八
　
（
五
八
四
）

よ
う
と
し
た
も
の
が
ｏ
ｏ
８
＄
ユ
竃
げ
昌
や
竃
壱
饒
９
の
昌
の
立
場
に
立
つ
人
戊
で
あ
っ
た
。
セ
ク
タ
リ
ア
ン
は
戒
律
を
厳
守
す
る

同
一
信
仰
者
が
任
意
的
団
体
を
つ
く
り
、
非
闘
争
的
な
福
晋
主
義
を
中
心
に
。
原
始
キ
リ
ス
ト
教
団
へ
の
憧
僚
か
ら
、
共
同
体
的
集
団

を
結
成
し
、
一
般
廿
俗
社
会
か
ら
離
脱
し
て
い
く
傾
向
が
強
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
傾
向
は
、
し
ば
し
ば
、
典
礼
や
教
義
よ

り
も
純
粋
に
個
人
的
内
面
的
体
験
を
重
視
し
、
神
秘
的
経
験
に
よ
る
宗
教
生
活
の
中
に
直
接
神
と
の
交
わ
り
を
見
出
そ
う
と
す
る
、
、
、

ス
テ
ィ
ク
と
結
び
つ
き
、
汚
濁
に
、
充
ち
た
現
行
社
会
制
度
を
排
撃
し
て
急
激
に
理
想
社
会
を
地
上
に
建
設
し
よ
う
と
す
る
熱
狂
的
な

運
動
に
ま
で
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
傾
向
は
、
内
面
的
主
観
的
立
場
に
執
着
す
る
結
果
、
歴
史
的
社
会
的
現
実

認
識
が
薄
弱
で
、
そ
の
運
動
も
多
く
の
場
合
ゾ
自
分
か
ら
終
末
的
放
も
の
と
な
ら
、
呂
昌
８
己
目
昌
を
眼
前
に
夢
み
る
幻
想
的
宗
教

的
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
堕
し
て
、
お
の
す
か
ら
そ
の
社
会
的
意
義
を
喪
失
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
き
に
ふ
れ
た
ブ
ロ
ラ
の
ヨ
ア
ヒ
ム

の
運
動
を
は
じ
め
と
し
て
、
タ
ボ
ル
の
丘
に
拠
っ
た
フ
ツ
ス
戦
争
に
至
る
ま
で
、
そ
の
ぽ
と
ん
ど
は
セ
ク
ト
型
な
い
し
は
神
秘
主
義

型
の
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
支
え
ら
れ
た
社
会
運
動
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
宗
教
＾
社
会
運
動
は
そ
れ
自

体
と
し
て
は
大
き
く
結
実
す
る
ご
と
な
く
歴
史
の
周
辺
に
消
え
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
想
＾
神
の
義
を
こ
の
世
に
実
現

し
よ
う
と
す
る
思
想
や
、
そ
の
主
張
＾
煩
鎖
在
力
ト
リ
ッ
ク
的
教
理
を
去
っ
て
聖
書
の
神
音
に
ー
直
接
神
の
声
を
き
く
こ
と
に
よ
っ
て

信
仰
的
個
人
的
宗
教
生
活
を
深
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
主
張
は
、
あ
る
い
は
啓
蒙
的
社
会
主
義
、
肴
に
う
け
つ
が
れ
、
あ
る
い
は
教

会
型
の
宗
教
改
革
者
に
よ
っ
て
発
展
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
精
神
を
肱
カ
と
伝
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
、
力
ト
リ
ッ
ク
的
正
義
の
教
説
が
宗
教
改
革
者
Ｈ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
よ
っ
て
、
い
か
に
「
近
代
的
」

な
改
装
を
ぽ
ど
こ
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
み
る
段
階
に
来
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
す
で
に

み
た
よ
う
に
、
ス
ト
ア
的
ギ
リ
シ
ア
的
汎
神
論
的
字
宙
論
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
自
然
法
は
も
は
や
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
自



然
法
か
ら
正
義
を
推
し
た
の
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
者
は
む
し
ろ
正
義
の
法
か
ら
白
然
法
を
引
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
正
義
の
根
底

に
一
自
然
を
み
た
の
で
な
く
て
、
神
を
み
た
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
は
、
神
は
内
在
的
在
理
性
と
い
っ
た
も
の
で
在
く

て
、
人
格
的
立
法
者
な
の
で
あ
る
。
〕
事
物
の
白
然
的
秩
序
」
（
５
９
巨
鳥
宗
の
多
易
窃
）
も
神
の
意
思
の
所
産
で
あ
り
、
そ
の
創
造

的
秩
序
在
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
義
の
法
も
ま
た
神
の
意
思
に
ぼ
か
な
ら
な
い
。
聖
書
的
啓
示
の
神
を
信
仰
す
る
も
の
の
立

場
か
ら
み
れ
ば
、
「
正
し
い
」
と
い
う
こ
と
、
「
正
義
」
に
か
友
う
と
い
う
こ
と
は
、
神
の
啓
示
す
る
こ
の
原
秩
序
に
即
応
す
る
こ
と
以

外
を
意
味
し
淀
い
。
世
界
は
神
の
宣
言
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
人
も
ま
た
、
し
た
が
っ
て
、
神
の
被
造
物
で
あ
る
。
神

が
「
そ
の
像
の
如
く
」
創
り
た
も
う
た
人
間
に
本
質
的
な
差
別
が
あ
る
は
す
が
な
い
。
さ
ら
に
『
薪
約
』
的
啓
示
を
信
仰
す
る
も
の

に
と
っ
て
、
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
一
切
の
歴
史
の
始
源
で
あ
り
、
被
造
物
の
始
源
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
こ
そ
人
間
の
原
像
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

る
。
彼
を
信
仰
す
る
も
の
は
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
も
ギ
リ
シ
ァ
人
も
な
く
、
収
隷
も
自
主
も
な
く
、
男
ジ
わ
女
も
な
く
」
す
べ
て
は
神
の
子
イ

エ
ス
と
一
つ
に
淀
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
信
仰
に
も
と
す
く
本
源
的
平
等
性
こ
そ
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
正
義
観
の

根
底
に
横
わ
る
理
念
で
か
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
聖
書
信
仰
に
も
と
す
く
彼
ら
の
平
等
観
が
、
ス
ト
ァ
的
合
理
主

義
に
立
つ
理
解
と
全
く
異
る
点
は
、
か
れ
ら
が
不
平
等
を
肯
定
す
る
点
で
あ
る
。
性
別
も
個
性
的
相
違
も
す
べ
て
神
の
創
っ
た
も
の

神
の
欲
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
、
不
平
等
も
ま
た
平
等
と
同
じ
根
源
に
お
い
て
こ
れ
を
み
た
の
で
あ
る
。
平
等
と
不
平
等
を
共
に
神
の

創
造
的
意
思
の
所
産
と
し
て
肯
定
す
る
キ
リ
ス
ト
者
が
、
こ
の
矛
盾
す
る
両
つ
の
契
機
を
い
か
に
し
て
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
か
は

ま
こ
と
に
興
味
あ
る
こ
と
で
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
「
愛
」
の
契
残
に
よ
っ
て
で
め
る
。
人
格
的
秩
序

の
領
域
に
あ
っ
て
、
最
高
友
も
の
は
愛
で
あ
っ
て
正
義
で
は
な
い
。
正
義
は
権
利
の
問
題
で
あ
り
、
意
凧
の
対
象
で
あ
る
。
そ
れ
は

直
接
的
在
人
格
的
な
交
渉
で
あ
る
よ
り
も
物
を
媒
介
し
た
秩
序
の
原
理
で
め
る
。
だ
が
、
人
と
人
と
の
間
を
根
本
的
に
規
定
す
る
も

　
　
正
義
の
座
と
し
て
の
自
然
法
思
想
の
展
開
－
上
１
（
高
橋
）
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の
は
愛
で
あ
る
。
人
間
の
倫
理
的
行
為
に
と
っ
て
究
極
的
含
法
的
動
桟
は
愛
以
外
に
ー
は
な
い
。
正
義
は
た
だ
実
質
的
な
行
為
規
準
に

す
ぎ
在
い
。
し
か
し
、
ご
の
よ
う
な
神
学
的
教
理
の
下
か
ら
生
産
さ
れ
る
実
際
的
歴
史
的
教
説
は
、
所
詮
、
ご
の
矛
盾
か
ら
の
が
れ

ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
正
義
と
愛
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
宗
教
改
革
者
た
ち
に
と
っ
て
も
容
易
に
割
り
切
り
難
い
問
題
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
因
み
に
、
自
然
法
論
と
し
て
の
正
義
と
愛
と
の
関
係
は
』
易
ｇ
言
§
后
○
ｏ
－
買
§
ｇ
『
～
一
〇
と
の
関
係
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

て
提
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
吋
◎
ヴ
ｇ
８
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
暖
味
な
ま
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
神
学
的
釈
義
に
ふ
け
る
こ
と
は
わ
た
く
し
の
柄
で
も
底
け
れ
ば
、
本
稿
の
目
的
で
も
な
い
。
杜
会
思
想

史
的
視
角
か
ら
み
て
、
教
会
型
す
な
わ
ち
正
統
的
宗
教
改
革
者
流
の
見
解
と
中
世
カ
ト
リ
ヅ
ク
的
正
義
観
か
ら
出
て
く
る
そ
れ
と
、

最
■
も
興
味
あ
る
対
照
を
み
せ
て
い
る
も
の
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
「
反
抗
権
」
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
カ
ト
リ

ッ
ク
的
自
然
法
は
、
極
め
て
妥
協
的
性
格
を
も
っ
て
い
．
る
と
さ
れ
た
聖
ト
マ
ス
に
お
い
て
さ
え
、
反
抗
権
を
肯
定
・
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
国
家
権
力
が
暴
虐
に
堕
す
る
場
含
は
、
こ
れ
に
反
抗
し
革
命
す
る
こ
と
を
、
正
義
の
名
に
お
い
て
、
国
民
の
権
利

と
し
て
認
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
規
範
意
識
で
あ
る
ご
と
を
超
え
て
、
政
治
的
実
践
的
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
ル
ー
テ
ル
や
カ
ル
ヴ
ィ
ン
の
よ
う
友
正
信
的
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
」
（
反
抗
者
）
は
皮
肉
に
も
つ
ね
に
実
定
法
の
側
に
立
っ

た
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
お
い
て
は
、
自
然
法
は
単
な
る
道
徳
的
規
範
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
実
定
法
に
対
す
る
批
判
の
規
準
と
な
る

も
の
で
あ
る
に
止
ま
り
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
宗
教
改
革
に
お
け
る
こ
の
「
両
つ
の
星
」
が
抱
い
て
い
た

神
学
的
主
張
や
杜
会
経
済
思
想
は
必
す
し
も
同
一
で
は
在
く
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
果
し
た
歴
史
的
杜
会
的
役
割
も
ま
た
大
い
に
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

る
も
の
が
あ
っ
た
ご
と
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
俗
的
国
家
権
力
へ
の
服
従
を
説
い
た
点
で

　
＾

，
」

　
泌一

、
一

　
＾



は
、
両
考
の
聞
に
さ
ぼ
ど
大
き
な
差
異
は
見
出
し
が
た
い
。
ル
て
テ
ル
の
主
張
し
た
自
由
は
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
信
仰
の
自
由

で
あ
り
内
面
的
自
由
に
ー
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
世
俗
的
権
威
の
下
に
は
絶
対
的
服
従
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
例
の
ド
イ
ヅ

農
民
戦
争
の
根
本
原
則
と
も
い
わ
れ
る
「
十
ニ
ケ
条
」
の
綱
恢
に
対
す
る
彼
の
批
判
の
中
に
も
明
瞭
に
顕
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
彼
は
貴
族
や
領
主
が
バ
イ
ブ
ル
の
教
え
に
反
し
た
こ
と
を
攻
撃
も
し
た
が
、
同
時
に
。
農
民
が
暴
力
に
訴
え
た
こ
と
を
非
難
し
て

い
る
。
農
扱
の
解
放
の
要
求
に
対
し
て
も
、
そ
の
身
分
に
安
住
し
て
神
に
奉
仕
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
十
ニ
ケ
条
に
盛
ら
れ

た
農
氏
の
自
由
と
平
等
の
要
求
に
対
し
て
は
、
聖
書
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
間
題
を
あ
げ
つ
ら
う
べ
き
で
な
い
と
し
て
、
真
正
面
か
ら

取
組
む
こ
と
を
避
け
て
さ
え
い
る
。
彼
は
信
仰
生
活
に
お
け
る
僧
俗
二
元
を
撤
廃
す
る
こ
と
を
説
い
た
が
、
世
俗
的
支
配
と
被
支
配

の
二
元
性
は
む
し
ろ
必
然
的
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
自
由
主
義
個
人
主
義
の
主
張
は
農
氏
の
革
命
的
運
動
の
導
火
線
的

役
割
を
果
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
運
動
の
現
実
に
対
す
る
彼
の
態
度
は
む
し
ろ
極
め
て
反
動
的
で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
は
大

衆
は
サ
タ
ン
で
あ
る
。
大
衆
の
正
し
い
行
為
よ
り
も
君
主
の
正
し
く
な
い
行
為
を
偲
ぼ
う
と
い
う
の
が
彼
の
態
度
で
あ
る
。
正
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

れ
不
正
で
あ
れ
、
キ
リ
ス
ト
者
は
そ
の
政
府
に
反
抗
す
べ
き
で
た
い
と
し
て
い
る
。
「
わ
れ
ら
の
上
に
優
越
者
と
し
て
あ
る
も
の
に

服
従
し
て
奉
仕
す
る
こ
と
よ
り
す
ぐ
れ
た
仕
事
は
在
い
。
だ
か
ら
不
服
従
こ
そ
殺
人
、
不
貞
、
窃
盗
、
詐
歎
な
ど
よ
り
も
、
あ
る
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

は
こ
れ
ら
の
す
べ
て
よ
り
も
、
な
お
大
い
な
る
罪
で
あ
る
。
」
と
説
く
の
で
あ
る
。
　
カ
ル
ヴ
ィ
ン
に
お
い
て
も
こ
の
態
度
は
ぼ
ぼ
同

様
で
あ
る
。
世
俗
的
権
力
は
神
の
救
極
の
道
具
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
偽
政
者
の
身
分
は
最
も
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

彼
は
神
の
代
理
者
で
あ
る
か
ら
、
彼
に
反
抗
す
る
ご
と
は
神
へ
の
反
逆
に
ぼ
か
荏
ら
な
い
の
で
あ
る
。
支
配
者
は
人
間
が
そ
の
原
罪

の
た
め
に
神
に
よ
、
っ
て
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
か
ら
、
悪
し
き
支
配
者
も
ま
た
無
条
件
在
服
従
に
値
い
す
る
の
で
あ
る
。
け
だ

し
、
服
従
は
人
に
対
し
て
す
る
の
で
た
く
て
、
そ
の
職
分
に
対
し
て
す
る
の
で
あ
り
、
職
分
は
彼
に
と
っ
て
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
権
威

　
　
正
義
の
座
と
し
て
の
自
然
法
思
想
の
展
開
－
上
１
（
高
橋
）
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な
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
も
神
の
不
易
の
法
が
人
民
と
と
も
に
国
王
を
も
拘
束
す
る
も
の
で
あ
る
ご
と
を
認
め
て
は
い
る
が
、
悪
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

き
国
王
に
対
す
る
処
罰
は
神
の
な
し
給
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
人
氏
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
が
そ
の
『
綱
要
』
の
中
に
国
家

の
主
権
者
の
暴
政
に
対
し
て
、
下
位
の
行
政
者
は
こ
れ
に
反
抗
し
て
人
民
を
保
護
す
る
義
務
を
負
う
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と

こ
ろ
が
あ
る
。
ご
の
点
は
彼
の
後
継
考
た
ち
た
ち
に
よ
っ
て
大
い
に
誇
張
さ
れ
拡
大
的
に
解
釈
さ
れ
た
点
で
あ
る
が
、
彼
に
関
す
る

限
り
は
、
こ
の
反
抗
権
も
神
に
由
来
す
る
も
の
で
、
そ
れ
は
下
位
の
支
配
者
に
属
す
る
権
利
で
は
あ
っ
て
も
、
人
民
一
般
に
属
す
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
ル
ー
テ
ル
に
し
て
も
カ
ル
ヴ
ィ
ン
に
ー
し
て
も
、
宗
教
改
革
考
た
ち
が
古
代
的
な
い
し
カ
ト
リ
ッ
ク
的
正
義
観
と
異
っ
た
結
論
に
導

か
れ
た
根
本
的
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
点
は
そ
の
根
底
に
あ
る
自
然
法
へ
の
認
識
原
則
を
異
に
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ

ね
ば
な
ら
淀
い
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
自
然
法
に
対
す
る
理
解
は
古
代
的
ス
ト
ア
的
な
そ
れ
か
ら
十
分
な
揮
脱
を
み
せ
て
い
在
い
と
も
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
合
理
的
を
強
調
す
る
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
人
間
の
負
う
て
い
る
罪
が
理

性
の
能
力
を
曇
ら
せ
て
弱
く
し
て
い
る
ご
と
を
痛
切
に
■
自
覚
す
る
立
場
か
ら
、
神
の
創
造
秩
序
と
し
て
の
正
義
の
認
識
も
ま
た
神
の

啓
示
に
ま
た
な
け
れ
ば
在
ら
た
い
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
は
宗
教
改
革
考
の
名
を
も
っ
て
、
簡
単
に

一
括
し
て
論
す
る
わ
け
に
１
い
か
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
多
彩
在
主
張
に
よ
っ
て
時
代
を
い
ろ
ど
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
だ

が
（
薪
し
い
時
代
の
形
．
或
に
も
っ
と
も
積
極
的
た
影
響
の
大
き
か
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
や
ト
ウ
ネ
イ
と
と
も
に
、
こ

れ
を
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
に
帰
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
し
て
「
カ
ル
ヴ
ィ
ン
」
の
教
理
の
中
か
ら
は
、
強
度
の
個
人
主
義
と
厳
粛
淀
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

ガ
ス
ト
教
社
会
主
義
と
の
両
つ
の
も
の
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
Ｌ
と
す
る
ト
ウ
ネ
イ
の
見
解
も
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
果
し

た
歴
史
的
業
蹟
の
中
か
ら
、
そ
の
妥
当
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ル
ヴ
ィ
ン
的
教
説
の
背
景
に
－
な
っ
た
も
の
が
、
産
業
の
未
発



達
な
独
乙
の
小
地
主
出
身
の
ル
ー
テ
ル
が
も
っ
た
杜
会
的
撮
境
と
異
っ
て
、
当
時
す
で
に
酉
欧
に
お
け
る
繁
擁
な
商
取
引
の
中
心
地

で
あ
っ
た
ス
ィ
ス
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
る
た
ら
ば
、
こ
の
間
の
消
息
を
容
易
に
理
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
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