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こ
の
物
語
は
、
最
初
余
が
、
大
正
五
年
九
月
十
一
日
よ
り
同
年
十
二
月
二

十
六
日
に
わ
た
り
、
断
続
し
て 

大  

阪 

お
お
さ
か

朝
日
新
聞
に
載
せ
て
も
ら
っ
た
そ
の

ま
ま
の
も
の
で
あ
る
。
今
こ
れ
を
一
冊
子
に
ま
と
め
て
公
に
せ
ん
と
す
る
に

当
た
り
、
余
は
幾
度
か
こ
れ
が
訂
正
増
補
を
企
て
た
れ
ど
も
、
筆
を
入
る
れ

ば
入
る
る
ほ
ど
統
一
が
破
れ
て
襤ぼ
褸ろ
が
出
る
感
じ
が
す
る
の
で
、
一
二
文
字

の
末
を
改
め
た
ほ
か
は
、
い
っ
た
ん
加
筆
し
た
部
分
も
す
べ
て
取
り
消
し
て
、

た
だ
各
項
の
下
へ
掲
載
さ
れ
た
新
聞
紙
の
月
日
を
記
入
す
る
に
と
ど
め
て
お

い
た
。
た
だ
し
貧
乏
線
を
論
ず
る
の
ち
な
み
に
額
田
ぬ
か
だ
博
士
の
著
書
を
批
評
し
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た
一
節
は
、
そ
の
後
同
博
士
の
説
明
を
聞
く
に
及
び
、
余
に
も
誤
解
あ
り
し

を
免
れ
ず
と
信
ず
る
に
至
り
し
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
削
除
し
て
や
む
な
く
そ

の
跡
へ
他
の
記
事
を  

填    

充  

て
ん
じ
ゅ
う

し
、
ま
た
英
国
の
食
事
公
給
条
例
の
こ
と
を

述
べ
し
項
下
に
は
、
事
の
つ
い
で
と
思
っ
て
、
こ
の
条
例
の
全
文
を
追
加
し

て
お
い
た
。
た
だ
こ
の
二
個
所
が
お
も
な
る
加
筆
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ

で
さ
え
、
こ
う
し
て
印
刷
し
て
み
る
と
、
い
か
に
も
よ
け
い
な
こ
ぶ
が
で
き

た
よ
う
で
、
む
だ
な
こ
と
を
し
た
も
の
だ
と
後
悔
し
て
い
る
次
第
で
あ
る
。

過
去
十
数
年
間
私
は
い
ろ
い
ろ
な
物
を
書
い
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
論
文
ほ
ど

ま
と
ま
っ
た
も
の
は
な
い
。
自
分
で
は
こ
れ
が
今
日
ま
で
の
最
上
の
著
作
だ

と
思
う
。
と
言
っ
た
か
ら
と
て
、
　
　
念
の
た
め
に
付
け
加
え
て
お
く
が
　

　
世
間
の
相
場
で
こ
れ
を
良
書
の
一
と
認
め
て
も
ら
い
た
い
な
ど
と
い
う
意
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味
の
要
求
を
す
る
の
で
は
毛
頭
な
い
。

　
人
は
パ
ン
の
み
に
て
生
く
も
の
に
あ
ら
ず
、
さ
れ
ど
ま
た
パ
ン
な
く
し
て

人
は
生
く
も
の
に
あ
ら
ず
と
い
う
が
、
こ
の
物
語
の
全
体
を
貫
く
著
者
の
精

神
の
一
で
あ
る
。
思
う
に
経
済
問
題
が
真
に
人
生
問
題
の
一
部
と
な
り
、
ま

た
経
済
学
が
真
に
学
ぶ
に
足
る
の
学
問
と
な
る
も
、
全
く
こ
れ
が
た
め
で
あ

ろ
う
。
昔
は
孔
子
の
い
わ
く
、
富
に
し
て
求
む
べ
く
ん
ば 

執  

鞭 

し
つ
べ
ん

の
士
と
い

え
ど
も
吾われ
ま
た
こ
れ
を
為な
さ
ん
、
も
し
求
む
べ
か
ら
ず
ん
ば
わ
が
好
む
と
こ

ろ
に
従
わ
ん
と
。
古
い
に
し
えの
儒
者
こ
れ
を
読
ん
で
、
富
に
し
て
求
め
う
べ
き
も
の

な
ら
ば 

賤  

役 

せ
ん
え
き

と
い
え
ど
も
こ
れ
を
な
さ
ん
、
し
か
れ
ど
も
富
は
求
め
て
得う

べ
か
ら
ず
、
ゆ
え
に
わ
が
好
む
と
こ
ろ
に
従
い
て
古
人
の
道
を
楽
し
ま
ん
と

解
せ
る
が
ご
と
き
は
、
お
そ
ら
く
孔
子
の
真
意
を
得
た
る
も
の
に
あ
ら
ざ
ら
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ん
。
孔
子
ま
た
言
わ
ず
や
、
朝
あ
し
たに
道
を
聞
か
ば
夕
べ
に
死
す
と
も
可
な
り
と
。

言
う
こ
こ
ろ
は
、
人
生
唯
一
の
目
的
は
道
を
聞
く
に
あ
る
、
も
し
人
生
の
目

的
が
富
を
求
む
る
に
あ
る
な
ら
ば
、
決
し
て
自
分
の
好
悪
を
も
っ
て
こ
れ
を

避
く
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
た
と
い
い
か
よ
う
の
賤
役
な
り
と
も
こ
れ
に
従
事

し
て
人
生
の
目
的
を
遂
ぐ
べ
け
れ
ど
も
、
い
や
し
く
も
し
か
ら
ざ
る
以
上
、

わ
が
好
む
と
こ
ろ
に
従
わ
ん
と
い
う
に
あ
る
。
も
し
余
に
し
て
、
か
く
解
釈

す
る
こ
と
に
お
い
て
は
な
は
だ
し
き
誤
解
を
な
し
お
る
に
あ
ら
ざ
る
以
上
、

余
は
こ
の
物
語
に
お
い
て
、
ま
さ
に
孔
子
の
立
場
を
奉
じ
て
富
を
論
じ
貧
を

論
ぜ
し
つ
も
り
で
あ
る
。
一
部
の
経
済
学
者
は
、
い
わ
ゆ
る
物
質
的
文
明
の

進
歩
　
　
富
の
増
殖
　
　
の
み
を
も
っ
て
文
明
の
尺
度
と
な
す
の
傾
き
あ
れ

ど
も
、
余
は
で
き
う
る
だ
け
多
数
の
人
が
道
を
聞
く
に
至
る
事
を
も
っ
て
の
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み
、
真
実
の
意
味
に
お
け
る
文
明
の
進
歩
と
信
ず
る
。
し
か
も
一
経
済
学
者

た
る
自
己
現
在
の
境
遇
に
安
ん
じ
、
日
々
富
を
論
じ
貧
を
論
じ
て
あ
え
て
倦う

む
こ
と
な
き
ゆ
え
ん
の
も
の
は
、
か
つ
て
孟
子
も
う
し
の
言
え
る
が
ご
と
く
、 

恒  

こ
う
さ

産 ん
な
く
し
て 
恒  

心 
こ
う
し
ん

あ
る
は
た
だ
士
の
み
よ
く
す
る
を
な
す
、
民
の
ご
と

き
は
す
な
わ
ち
恒
産
な
く
ん
ば
因よ
っ
て
恒
心
な
く
、
い
や
し
く
も
恒
心
な
く

ん
ば
放 

辟 

邪 

侈 

ほ
う
へ
き
じ
ゃ
し

、
ま
す
ま
す
道
に
遠
ざ
か
る
を
免
れ
ざ
る
に
至
る
を
信
ず

る
が
た
め
の
み
で
あ
る
。
ラ
ス
キ
ン
の
有
名
な
る
句
に There is no w

ealth,

 but life

（
富
何
者
ぞ
た
だ
生
活
あ
る
の
み
）
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
富

な
る
も
の
は
人
生
の
目
的
　
　
道
を
聞
く
と
い
う
人
生
唯
一
の
目
的
、
た
だ

そ
の
目
的
を
達
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
み
意
義
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し

か
し
て
余
が
人
類
社
会
よ
り
貧
乏
を
退
治
せ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
も
、
た
だ
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そ
の
貧
乏
な
る
も
の
が
か
く
の
ご
と
く
人
の
道
を
聞
く
の
妨
げ
と
な
る
が
た

め
の
み
で
あ
る
。
読
者
も
し
こ
の
物
語
の
著
者
を
解
し
て
、
飽
食
暖
衣
を
も

っ
て
人
生
の
理
想
と
な
す
も
の
と
さ
れ
ず
ん
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
著
者
経
済
生
活
の
理
想
化
を
説
く
や
、
高
く
向
上
の
一
路
を
さ
す
に
似
た

り
と
い
え
ど
も
、
彼
あ
に
よ
く
そ
の
説
く
と
こ
ろ
を
自
ら
行
な
い
得
た
り
と

言
わ
ん
や
。
た
だ
平
生
の
志
を
言
う
の
み
。
し
か
も
読
者
も
し
そ
の
人
を
も

っ
て
そ
の
言
を
捨
て
ず
ん
ば
、
著
者
の
本
懐
こ
れ
に
過
ぐ
る
は
あ
ら
ざ
る
べ

し
。

　
巻
頭
に
掲
ぐ
る
と
こ
ろ
の
画
像
は
、
経
済
学
の
開
祖
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の

肖
像
で
あ
る
。
今
や
氏
の
永
眠
を
さ
る
こ
と
百
有
余
年
、
時
勢
の
変
に
伴
う

て
学
説
の
改
造
を
要
す
る
も
の
も
と
よ
り
少
な
か
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
い
や
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し
く
も
斯
学
し
が
く
を
攻
究
す
る
者
に
し
て
氏
の
学
恩
を
こ
う
む
ら
ざ
る
者
は
ほ
と

ん
ど
ま
れ
な
り
。
こ
と
に
そ
の
潜
心
窮
理
の  

勝    

躅  

し
ょ
う
ち
ょ
く
に
至
っ
て
は
、
こ
と

ご
と
く
採
っ
て
も
っ
て
後
学
の
範
と
な
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ

の
画
像
を
巻
首
に
載
せ
、
い
さ
さ
か
追
慕
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
原

図
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
永
眠
後
二
十
年
、
す
な
わ
ち
一
八
一
一
年
の
十
一
月

二
十
五
日
、
ロ
ン
ド
ン
な
る
一
書
林
よ
り
発
売
せ
し
一
枚
売
り
の
肖
像
に
し

て
、
現
に
京
都
帝
国
大
学
付
属
図
書
館
に
蔵
す
る
も
の
。
印
刷
の
都
合
に
よ

り
画
像
と
そ
の
下
な
る
数
行
の
文
字
と
の
間
隔
を
ば
少
し
く
縮
め
た
る
ほ
か

は
、
き
わ
め
て
忠
実
に
原
図
を
複
写
せ
し
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
物
語
に
は
細
目
を
付
せ
ず
。
こ
は
必
ず
し
も
労
を
い
と
い
て
に
は
あ

ら
ず
、
た
だ
読
ま
る
べ
く
ん
ば
全
編
を
通
読
さ
れ
ん
こ
と
、
こ
れ
著
者
の
希
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望
な
る
が
た
め
で
あ
る
。

　
付
録
と
し
て
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
に
関
す
る
拙
文
二
編
を
収
む
。
一
は
昨

年
の
七
月
執
筆
せ
し
も
の
に
て
、
他
は
本
年
の
一
月
稿
を
成
せ
し
も
の
で
あ

る
。
け
だ
し
氏
は
真
に
貧
乏
根
治
の
必
要
を
理
解
せ
る
大
政
治
家
の
一
人
と

し
て
、
著
者
の
平
生
最
も
尊
敬
す
る
と
こ
ろ
。
あ
わ
せ
録
し
て
敬
意
を
い
た

す
の
徴
と
な
す
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
本
書
の 

装  

幀 

そ
う
て
い

は
す
べ
て
舎
弟
の
手
を
煩
わ
す
。
す
な
わ
ち
本
書
の
印
刷

と
発
行
は
皆
こ
れ
を
京
都
に
お
い
て
営
み
得
た
る
が
上
に
、
文
章
と
装
幀
に

至
っ
て
は
こ
と
ご
と
く
わ
が
家
の
産
物
で
あ
る
。
思
う
に
こ
の
書
成
る
の
日
、

一
本
を
父
に
送
ら
ば
、
お
そ
ら
く
莞
爾
か
ん
じ
と
し
て
し
ば
ら
く
は
手
に
巻
を
放
た

れ
ざ
ら
ん
。
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大
正
六
年
一
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
　
河
上
肇
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目
次

い
か
に
多
数
の
人
が
貧
乏
し
て
い
る
か
（
上
編
）

何
ゆ
え
に
多
数
の
人
が
貧
乏
し
て
い
る
か
（
中
編
）

い
か
に
し
て
貧
乏
を
根
治
し
う
べ
き
か
（
下
編
）

付
録

　
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ

さ
し
絵

　
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
肖
像
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猿さる
の
人
と
曙
あ
け
ぼ
のの
人
の
模
型

　
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
肖
像

　
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
肖
像
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　Eine fruchtbare B
ehandlung der sozialen Frage w

ird nur dem
jenigen 

gelingen, der siem
it der Erkenntnis der 

〔U
nlo:sbarkeit

〕 des Problem
s

 beginnt.--H
einrich v. Sybel, 1895.

　The trem
endous labour question rem

ains absolutely untouched--the q

uestion w
hether the toil of a life is not to provide a sufficiency of bread. 

N
o thoughtful m

an can for a m
om

ent suppose that this question can be 

put aside. N
o m

an w
ith a head and heart can suppose that any considera

ble class of a nation w
ill subm

it for ever to toil incessantly for bare nece

ssaries----w
ithout com

fort, ease, or luxury, now
----w

ithout prospect for 
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their children, and w
ithout a hope for their ow

n old age.--H
arriet M

artin

eau, 1878.
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貧
乏
物
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
上
肇
著

　
　
　
　
　
　
　
一
の
一

　
驚
く
べ
き
は
現
時
の
文
明
国
に
お
け
る
多
数
人
の
貧
乏
で
あ
る
。
一
昨
昨

年
（
一
九
一
三
年
）
公
に
さ
れ
た
ア
ダ
ム
ス
氏
の
『
社
会
革
命
の
理
＊
』
を

見
る
と
、
近
々
の
う
ち
に
社
会
に
は
大
革
命
が
起
こ
っ
て
、
一
九
三
〇
年
、

す
な
わ
ち
こ
と
し
か
ら
数
え
て
十
四
年
目
の
一
九
三
〇
年
を
待
た
ず
し
て
、
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現
時
の
社
会
組
織
は
根
本
的
に 

顛  

覆 

て
ん
ぷ
く

し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
述
べ
て

あ
る
が
、
今
日
の
日
本
に
い
て
か
か
る
言げん
を
聞
く
時
は
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か

に
も
不 
祥 
不 

吉 

ふ
し
ょ
う
ふ
き
つ

な
言
い
ぶ
ん
の
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
翻
っ
て
欧
米
の
社

会
を
見
る
と
、
冷
静
な
る
学
究
の
口
か
ら
か
か
る
過
激
な
議
論
が
出
る
の
も
、

必
ず
し
も
無
理
で
は
な
い
と
思
わ
る
る
事
情
が
あ
る
。
英
米
独
仏
そ
の
他
の

諸
邦
、
国
は
著
し
く
富
め
る
も
、
民
は
は
な
は
だ
し
く
貧
し
。
げ
に
驚
く
べ

き
は
こ
れ
ら
文
明
国
に
お
け
る
多
数
人
の
貧
乏
で
あ
る
。

　
＊
　B

rooks A
dam

s, Theory of Social R
evolutions, 1913.

　
私
は
今
乾
燥
無
味
の
統
計
を
列
挙
し
て
多
数
貧
民
の
存
在
を
証
明
す
る
の

前
、
い
う
と
こ
ろ
の
貧
民
と
は
な
ん
ぞ
や
と
の
問
題
に
つ
き
、
一
応
だ
い
た

い
の
説
明
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
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昔
釈
雲
解
と
い
う
人
あ
り
、
「
予
他
邦
に
遊
学
す
る
こ
と
年
有
り
て
、
今

文
政
十
二 

己  

丑 

き
ち
ゅ
う

の
秋
郷
き
ょ
うに
帰
る
時
に
、
慨
然
と
し
て
心
に
い
た
む
事
有
り

て
、
一
夜
こ
れ
を
燈
下
に
草そう
し
て
里
人
に
あ
と
う
」
と
言
い
て
『
生
財
弁
』

一
巻
（
『
通
俗
経
済
文
庫
』
第
二
巻
に
収
む
）
を
著
わ
す
。
そ
の
中
に
い
う

「
貧まず
し
き
と
賤いや
し
き
と
は
人
の
悪にく
む
と
こ
ろ
な
り
と
あ
ら
ば
、
い
よ
い
よ
貧

乏
が
き
ら
い
な
ら
ば
、
自
ら
金
持
ち
に
な
ら
ば
と
求
む
べ
し
、
今
わ
が
論
ず

る
と
こ
ろ
す
な
わ
ち
そ
の
法
な
り
、
よ
っ
て
い
っ
さ
い
世
間
の
貧
と
福
と
を

引
き
束
ね
て
四
通
り
を
分
か
つ
、
一
ツ
に
は
貧
乏
人
の
金
持
ち
、
二
ツ
に
は

金
持
ち
の
貧
乏
人
、
三
ツ
に
は
金
持
ち
の
金
持
ち
、
四
ツ
に
は
貧
乏
人
の
貧

乏
人
」
。
す
な
わ
ち
こ
の
説
に
従
わ
ば
、
貧
乏
人
に
は
金
持
ち
の
貧
乏
人
と

貧
乏
人
の
貧
乏
人
と
の
二
種
あ
る
こ
と
と
な
る
。
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今
余
も
い
さ
さ
か
心
に
い
た
む
事
あ
っ
て
こ
の
物
語
を
公
に
す
る
次
第
な

れ
ど
も
、
論
ず
る
と
こ
ろ
同
じ
か
ら
ざ
る
が
ゆ
え
に
、
貧
乏
人
を
分
か
つ
こ

と
も
ま
た
お
の
ず
か
ら
異
な
る
。
す
な
わ
ち
余
は
か
り
に
貧
乏
人
を
三
通
り

に
分
か
つ
。
第
一
の
意
味
の
貧
乏
人
は
、
金
持
ち
に
対
し
て
い
う
と
こ
ろ
の

貧
乏
人
で
あ
る
。
し
か
し
て
か
く
の
ご
と
く
こ
れ
を
比
較
的
の
意
味
に
用
い
、

金
持
ち
に
対
し
て
貧
乏
人
と
い
う
言
葉
を
使
う
な
ら
ば
、
貧
富
の
差
が
絶
対

的
に
な
く
な
ら
ぬ
限
り
、
い
か
な
る
時
い
か
な
る
国
に
も
、
一
方
に
は
必
ず

富
め
る
者
が
あ
り
、
他
方
に
は
ま
た
必
ず
貧
し
き
者
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
た
と
え
ば
久
原
く
は
ら
に
比
ぶ
れ
ば 
渋  
沢 
し
ぶ
さ
わ

は
貧
乏
人
で
あ
り
、
渋
沢
に
比

ぶ
れ
ば 

河  

上 

か
わ
か
み

は
貧
乏
人
で
あ
る
と
い
う
の
類
で
あ
る
。
し
か
し
私
が
、
欧

米
諸
国
に
た
く
さ
ん
の
貧
乏
人
が
い
る
と
い
う
の
は
、
か
か
る
意
味
の
貧
乏
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人
を
さ
す
の
で
は
な
い
。

　
貧
乏
人
と
い
う
こ
と
ば
は
ま
た
英
国
の pauper 

す
な
わ
ち 

被  

救  

恤  

者

ひ
き
ゅ
う
じ
ゅ
つ
し

 

ゃと
い
う
意
味
に
解
す
る
こ
と
も
あ
る
。
か
つ
て 

阪  

谷 

さ
か
た
に

博
士
は
日
本
社
会

学
院
の
大
会
に
お
い
て
「
貧
乏
は
は
た
し
て
根
絶
し
う
べ
き
や
」
と
の
講
演

を
試
み
、
こ
れ
を
肯
定
し
て
そ
の
論
を
結
ば
れ
た
が
、
博
士
の
い
う
と
こ
ろ

の
貧
乏
人
と
は
た
だ
こ
の
被
救
恤
者
を
さ
す
の
で
あ
っ
た
。
（
大
正
五
年
発

行
『
日
本
社
会
学
院
年
報
』
第
三
年
度
号
）
。
私
は
こ
れ
を
か
り
に
第
二
の

意
味
の
貧
乏
人
と
名
づ
け
て
お
く
。
ひ
っ
き
ょ
う
他
の
救
助
を
受
け
人
の
慈

善
に
依
頼
し
て
そ
の
生
活
を
維
持
し
お
る
者
の
謂いい
で
あ
る
が
、
か
か
る
意
味

の
貧
乏
人
は
西
洋
諸
国
に
お
い
て
は
そ
の
数
も
と
よ
り
決
し
て
少
な
し
と
は

せ
ぬ
。
た
と
え
ば
一
八
九
一
年
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
（
ウ
ェ
ー
ル
ズ
を
含
む
）
の
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貧
民
に
し
て
公
の
救
助
を
受
け
し
者
は
、
全
人
口
千
人
に
つ
き
平
均
五
十
四

人
、
す
な
わ
ち
約
十
八
人
に
つ
き
一
人
ず
つ
の
割
合
で
あ
り
、
六
十
五
歳
以

上
の
老
人
に
あ
っ
て
は
、
千
人
に
つ
き
平
均
二
百
九
十
二
人
、
す
な
わ
ち
約

三
人
に
一
人
ず
つ
の
割
合
で
あ
っ
た
。
統
計
は
古
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
で
そ

の
一
斑
は
わ
か
る
。
さ
れ
ば
こ
の
種
の
貧
民
に
関
す
る
問
題
も
、
西
洋
諸
国

で
は
古
く
か
ら
ず
い
ぶ
ん
重
要
な
問
題
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
れ

も
ま
た
私
が
こ
こ
に
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

　
私
が
こ
こ
に
、
西
洋
諸
国
に
は
た
く
さ
ん
の
貧
乏
人
が
い
る
と
い
う
の
は
、

経
済
学
上
特
定
の
意
味
を
有
す
る
貧
乏
人
の
こ
と
で
、
か
り
に
こ
れ
を
第
三

の
意
味
の
貧
乏
人
と
い
っ
て
お
く
。
そ
う
し
て
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、

私
は
ま
ず
経
済
学
者
の
い
う
と
こ
ろ
の
貧
乏
線
＊
の
何
も
の
た
る
や
を
説
か
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ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
月
十
二
日
）

　
＊
　"Poverty line."

　
　
　
　
　
　
　
一
の
二

　
思
う
に
わ
れ
わ
れ
人
間
に
と
っ
て
た
い
せ
つ
な
も
の
は
お
よ
そ
三
あ
る
。

そ
の
一
は
肉
体
ボ
デ
ィ
で
あ
り
、
そ
の
二
は 

知  

能 
マ
イ
ン
ド

で
あ
り
、
そ
の
三
は  

霊    

魂  

ス
ピ
リ
ッ
ト

で
あ
る
。
し
か
し
て
人
間
の
理
想
的
生
活
と
い
え
ば
、
ひ
っ
き
ょ
う
こ
れ
ら

三
の
も
の
を
ば
健
全
に
維
持
し
発
育
さ
せ
て
行
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
た

と
え
ば
か
ら
だ
は
い
か
に
丈
夫
で
も
、
あ
た
ま
が
鈍
く
て
は
困
る
。
ま
た
か
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ら
だ
も
よ
し
、
あ
た
ま
も
よ
い
が
、
人
格
が
い
か
に
も
劣
等
だ
と
い
う
の
で

も
困
る
。
さ
れ
ば
肉
体
ボ
デ
ィ
と 

知  

能 

マ
イ
ン
ド

と  

霊    

魂  

ス
ピ
リ
ッ
ト

、
こ
れ
ら
三
の
も
の
の
自
然

的
発
達
を
ば
維
持
し
て
行
く
が
た
め
、
言
い
換
う
れ
ば
人
々
の
天
分
に
応
じ

て
こ
れ
ら
三
の
も
の
を
ば
の
び
る
と
こ
ろ
ま
で
の
び
さ
し
て
行
く
が
た
め
、

必
要
な
だ
け
の
物
資
を
得
て
お
ら
ぬ
者
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
者
は
す
べ
て

こ
れ
を
貧
乏
人
と
称
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し 

知  

能 

マ
イ
ン
ド

と
か  

霊    

魂  

ス
ピ
リ
ッ
ト

と
か

い
う
も
の
は
、
す
べ
て
無
形
の
も
の
で
、
か
ら
だ
の
よ
う
に
物
さ
し
で
長
さ

を
計
っ
た
り
、
衡
は
か
りで
目
方
を
量
っ
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
か

ら
、
実
際
に
当
た
っ
て
貧
民
の
調
査
な
ど
す
る
場
合
に
は
、
便
宜
の
た
め
貧

乏
の
標
準
を
大
い
に
下
げ
て
、
た
だ
肉
体
の
こ
と
の
み
を
眼
中
に
置
き
、
こ

の
肉
体
の
自
然
的
発
達
を
維
持
す
る
に
足
る
だ
け
の
物
を
か
り
に
わ
れ
わ
れ
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の
生
存
に
必
要
な
物
と
見
な
し
、
そ
れ
だ
け
の
物
を
持
た
ぬ
者
を
貧
乏
人
と

し
て
行
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
私
の
い
う
第
三
の
意
味
の
貧
乏
人
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
肉
体
を
維
持
す
る
に
最
も
必
要
な
る
も
の
は
食
物
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
も
ろ
も
ろ
の
学
者
の
精
密
な
研
究
の
結
果
に
よ
り
て
、
西
洋
で
は
大お

人とな
の
男
子
で
普
通
の
労
働
を
し
て
い
る
者
は
、
ま
ず
一
日
三
千
五
百
カ
ロ
リ

ー
の
熱
量
を
発
す
る
だ
け
の
食
物
を
取
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て

お
る
。
有
名
な
る
ロ
ー
ン
ツ
リ
ー
氏
の
貧
民
調
査
な
ど
は
す
な
わ
ち
こ
れ
を

標
準
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
一
カ
ロ
リ
ー
と
い
う
は
、
水
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
（
す
な
わ
ち
二
百
六
十
七
匁
）
を
摂
氏
の
寒
暖
計
に
て
一
度
だ
け
高
む

る
に
要
す
る
熱
の
分
量
で
あ
る
。
け
だ
し
わ
れ
わ
れ
人
間
の
か
ら
だ
は
た
と

え
ば
蒸
気
機
関
の
ご
と
き
も
の
で
、
食
物
と
い
う
石
炭
を
燃
や
さ
な
け
れ
ば
、
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こ
の
機
械
は
運
転
せ
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
か
ら
だ
と
い
う
機
械
の
運

転
に
必
要
な
食
物
の
分
量
は
、
こ
れ
を
科
学
的
に
計
算
す
る
に
当
た
り
て
は
、

米
何
合
と
か
肉
何
斤
と
か
言
わ
ず
に
、
す
べ
て
カ
ロ
リ
ー
と
い
う
熱
量
の
単

位
に
直
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
ら
ば
人
間
の
か
ら
だ
を
維
持
す
る
に
ち
ょ
う
ど
必
要
な
熱
の
分
量
は

こ
れ
を
い
か
に
し
て
算
出
す
る
か
と
い
う
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ

の
学
者
の
種
々
な
る
研
究
が
あ
る
が
、
試
み
に
そ
の
一
例
を
述
ぶ
れ
ば
、
監

獄
囚
徒
に
毎
日
一
定
の
労
働
を
さ
せ
、
そ
う
し
て
そ
れ
に
一
定
の
食
物
を
与

え
て
、
そ
の
成
績
を
見
て
行
く
の
で
あ
る
。
最
初
充
分
に
食
物
を
与
え
ず
に

お
く
と
、
囚
徒
ら
は
疲
労
を
感
じ
て
眠ねぶ
た
が
る
。
何
か
注
文
が
あ
る
か
と
聞

く
と
、
ひ
も
じ
い
か
ら
も﹅
っ﹅
と﹅
食
べ
さ
し
て
ほ
し
い
と
言
う
。
そ
う
し
て
体
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量
を
秤はか
っ
て
行
く
と
だ
ん
だ
ん
に
減
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
は
食
物

の
分
量
を
ず﹅
っ﹅
と﹅
ふ
や
し
て
み
る
。
そ
う
す
る
と
体
重
は
ふ
え
だ
す
。
何
か

注
文
が
あ
る
か
と
聞
く
と
、
今
度
は
も
う
少
し
う﹅
ま﹅
い﹅
物
を
食
べ
さ
せ
て
ほ

し
い
と
い
う
よ
う
に
ぜ
い
た
く
を
言
い
だ
す
。
食
物
に
対
す
る
欲
求
が
分
量

か
ら
品
質
に
変
わ
っ
て
来
る
。
英
国
の
ダ
ン
ロ
ッ
プ
博
士
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
の
囚
徒
に
つ
い
て
試
験
し
た
の
は
こ
の
方
法
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
時
の
成
績
（
一
九
〇
〇
年
パ
リ
ー
に
開
催
さ
れ
た
る
第
十
三
回
万
国
医

学
大
会
に
お
い
て
報
告
）
に
よ
る
と
、
二
個
月
間
毎
日
三
千
五
百
カ
ロ
リ
ー

の
熱
量
を
有
す
る
食
物
を
与
え
て
お
い
た
時
に
は
、
普
通
の
体
重
を
有
す
る

囚
徒
の
う
ち
約
八
割
二
分
の
者
は
次
第
に
そ
の
体
重
を
減
じ
て
来
た
が
、
三

千
七
百
カ
ロ
リ
ー
の
熱
量
を
有
す
る
食
物
を
与
え
て
み
る
と
、
約
七
割
六
分
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の
者
は
次
第
に
そ
の
体
重
を
増
加
す
る
か
ま
た
は
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
い
う
。
す
な
わ
ち
こ
の
時
の
試
験
に
よ
る
と
、
三
千
五
百
カ
ロ
リ
ー
の
熱

量
を
有
す
る
だ
け
の
食
物
で
は
少
し
不
足
だ
と
い
う
事
に
な
る
の
だ
け
れ
ど

も
、
し
か
し
試
験
に
供
せ
ら
れ
た
囚
徒
は
日
々
石
切
り
を
仕
事
と
し
て
い
る

者
で
、
相
当
激
し
い
労
働
に
従
事
し
て
い
た
わ
け
な
の
で
、
現
に
ダ
ン
ロ
ッ

プ
博
士
自
身
も
普
通
の
人
で
軽
易
な
仕
事
を
し
て
お
る
者
に
は
三
千
百
カ
ロ

リ
ー
の
食
物
で
充
分
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ロ
ー
ン
ツ

リ
ー
氏
の
貧
民
調
査
な
ど
で
は
、
前
に
述
べ
た
ご
と
く
三
千
五
百
カ
ロ
リ
ー

を
も
っ
て
普
通
の
労
働
に
従
事
せ
る
大
人
お
と
な
の
男
子
に
必
要
な
一
日
分
の
熱
量

と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
月
十
三
日
）
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一
の
三

　
西
洋
と
日
本
と
に
て
は
気
候
風
土
も
同
じ
か
ら
ず
、
ま
た
西
洋
人
と
日
本

人
と
に
て
は
人
種
体
質
も
異
な
る
次
第
な
れ
ば
、
一
概
に
は
定
め
が
た
け
れ

ど
も
、
前
回
に
述
べ
し
よ
う
の
方
法
に
て
、
西
洋
に
て
は
男
子
の
大
人
お
と
な
に
て

普
通
の
労
働
に
従
事
す
る
者
は
、
一
日
約
三
千
五
百
カ
ロ
リ
ー
の
熱
量
を
有

す
る
食
物
を
摂
取
せ
ば
可
な
り
と
い
う
こ
と
、
ほ
ぼ
学
者
間
の
定
説
で
あ
る
。

よ
り
て
こ
れ
を
大
体
の
標
準
と
な
し
、
女
子
な
ら
ば
い
か
ほ
ど
、
子
供
な
ら

ば
い
か
ほ
ど
と
い
う
よ
う
に
、
性
及
び
年
齢
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な

食
物
の
分
量
を
決
め
て
行
く
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
い
う
、
先
の
大
統
領
タ
フ
ト
氏
を
総
裁
と
せ
る
米
国
生
命
延
長
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協
会
の
校
定
に
成
れ
る
『
い
か
に
生
活
す
べ
き
か
＊
』
を
見
る
に
、
一
日
一

人
の
所
要
熱
量
を
ば
約
二
千
五
百
カ
ロ
リ
ー
と
し
て
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ

に
比
ぶ
れ
ば
、
前
に
述
べ
た
る
ロ
ー
ン
ツ
リ
ー
氏
ら
の
標
準
は
は
な
は
だ
過

大
に
失
せ
る
が
ご
と
く
見
ゆ
る
も
、
か
か
る
差
異
は
、
食
物
と
労
働
と
の
関

係
を
計
算
に
入
る
る
と
否
と
に
よ
り
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
現
に
『
い
か
に

生
活
す
べ
き
か
』
に
は
「
普
通
の
座
業
者
は
一
日
約
二
千
五
百
カ
ロ
リ
ー
を

要
す
る
、
し
か
し
か
ら
だ
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
ま
た
肉
体
的
労
働

に
従
事
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
多
く
の
食
物
を
要
す
る
」
と
断
わ
っ

て
あ
る
。
し
か
る
に
貧
乏
人
は
、
い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
最
も
多
く
の
肉

体
的
労
働
に
従
事
し
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
貧
乏
線
測
定
の
標
準
と

す
べ
き
所
要
食
料
の
分
量
が
、
普
通
人
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
る
標
準
と
や
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や
相
違
す
る
と
こ
ろ
あ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
＊
　H

ow
 to Live, 1916. p. 30.

　
思
う
に
所
要
熱
量
が
労
働
の
多
少
に
大
関
係
を
有
す
る
こ
と
は
論
を
ま
た

ぬ
が
、
試
み
に
そ
の
程
度
を
示
さ
ん
が
た
め
に
、
私
は
左
に
一
表
を
掲
げ
る
。

こ
れ
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
大
学
教
授
ベ
ケ
ル
及
び
ハ
マ
ラ
イ
ネ
ン
の
二
氏
が
、

個
々
の
労
働
者
に
つ
き
そ
の
実
際
に
消
費
す
る
と
こ
ろ
の
熱
量
を
測
定
し
た

も
の
で
あ
る
。

　
　
　
職
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
齢
　
身
長
（
フ
ィ
ー
ト
　
イ
ン
チ
）

　
　
　
体
重
（
ポ
ン
ド
）
　
休
業
中
一
時
間
内
の
消
費
熱
量
　
労
働
中
一
時

　
　
間
内
の
消
費
熱
量
　
一
日
間
の
消
費
総
熱
量
（
八
時
間
労
働
、
十
六
時

　
　
間
休
養
）
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製 

靴 

業 

せ
い
か
ぎ
ょ
う
　
五
六
　
　
　
　
五
　
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
二
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
四
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
　
　
　
五
　
八
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
四
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
七
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
六
〇
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
裁
縫
師
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
　
　
五
　
五
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
四
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
二
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
四
四
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同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
　
　
　
五
　
一
〇
・
五
　
　
　

　
　
　
　
一
六
一
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
三
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
一
二
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
製
本
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
　
　
　
六
　
〇
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
五
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
六
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
〇
四
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
　
　
　
五
　
四
・
五
　
　
　
　

　
　
　
　
一
四
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
六
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
六
四
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金
属
工
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
　
　
　
五
　
四
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
三
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
　
一
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
二
四
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
　
五
　
五
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
三
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
　
一
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
三
六
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
ペ
ン
キ
塗
り
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
　
　
五
　
一
一
　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
五
四
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
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三
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
一
二
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
　
五
　
八
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
四
七
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
　
三
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
一
六
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　 

指 

物 

師 

さ
し
も
の
し

　
　
四
二
　
　
　
　
五
　
七
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
四
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
四
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
二
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
　
　
　
五
　
五
・
五
　
　
　
　

　
　
　
　
一
四
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
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四
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
一
二
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
石
工
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
　
五
　
一
一
　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
五
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
　
〇
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
〇
四
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
　
　
　
五
　
八
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
四
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
　
六
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
八
八
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
木
挽
こ
び
き
　
　
　
　
　
四
二
　
　
　
　
五
　
五
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
七
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八
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
一
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
八
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
　
　
五
　
五
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
四
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
　
五
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
五
二
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
（
右
『
い
か
に
生
活
す
べ
き
か
』
一
九
五
ペ
ー
ジ
に
引
く
と
こ
ろ
を

　
　
　
抄
録
す
＊
）

　
＊
　
〔Skandinavisches A

rchiv fu:r Physiologie. X
X

X
I. B

and 1, 2 u. 

　
　3. H

eft, Leipzig.

〕

　
右
の
表
に
よ
り
て
見
る
時
は
、
わ
れ
わ
れ
の
所
要
熱
量
は
労
働
中
と
休
業
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中
と
に
よ
り
て
大
差
あ
り
、
ま
た
労
働
の
種
類
に
よ
り
て
大
差
あ
る
こ
と
が
、

き
わ
め
て  

明    

瞭  

め
い
り
ょ
う

で
あ
る
。
し
か
し
て
私
が
こ
こ
に
特
に
読
者
の
注
意
を

請
わ
ん
と
す
る
は
、
労
働
中
と
休
業
中
と
に
お
け
る
所
要
熱
量
の
差
異
で
あ

る
が
、
右
の
表
に
よ
れ
ば
、
木
挽
こ
び
き
業
者
の
ご
と
き
は
、
そ
の
労
働
中
の
所
要

熱
量
は
休
業
中
の
ほ
と
ん
ど
五
倍
な
い
し
六
倍
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
さ
れ

ば
こ
れ
ら
労
働
者
の
摂
取
す
べ
き
熱
量
を
定
む
る
に
当
た
り
て
は
、
常
に
そ

の
労
働
時
間
の
多
少
を
考
慮
に
入
る
る
の
必
要
あ
る
も
の
に
て
、
現
に
前
表

に
お
け
る
木
挽
こ
び
き
の
ご
と
き
、
一
日
八
時
間
の
労
働
な
ら
ば
、
そ
の
消
費
総
熱

量
は
約
五
千
カ
ロ
リ
ー
な
れ
ど
も
、
も
し
労
働
時
間
を
延
長
し
て
か
り
に
十

二
時
間
と
な
さ
ん
か
、
約
七
千
カ
ロ
リ
ー
を
要
す
る
計
算
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
労
働
時
間
の
長
短
が
所
要
熱
量
の
多
少
に
影
響
す
る
こ
と
か
く
の
ご
と
し
。
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し
か
し
て
こ
の
点
よ
り
言
え
ば
、
日
本
の
労
働
者
は
西
洋
の
労
働
者
に
比
し

て
、
か
ら
だ
こ
そ
小
さ
け
れ
、
は
る
か
に
多
く
の
労
働
時
間
に
服
し
つ
つ
あ

る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
所
要
食
料
は
西
洋
人
に
比
し
は
な
は
だ
し
き
差
異
は
な

か
る
べ
き
か
と
思
う
。

　
さ
て
話
が
つ
い
横
道
に
そ
れ
た
が
、
す
で
に
一
人
前
の
生
活
に
必
要
な
食

物
の
分
量
が
決
ま
っ
た
な
ら
ば
、
次
に
は
そ
れ
だ
け
の
食
物
を
得
る
の
に
い

か
ほ
ど
の
費
用
が
い
る
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
詳
し
く
言
え
ば
、
所
定

の
熱
量
を
有
す
る
食
物
を
得
る
の
に
、
で
き
う
る
だ
け
じ
ょ
う
ず
に
、
す
な

わ
ち
な
る
べ
く
安
く
て
し
か
も
な
る
べ
く
滋
養
価
の
多
い
も
の
を
買
う
こ
と

に
す
れ
ば
、
一
定
の
物
価
の
下
で
、
お
よ
そ
い
か
ほ
ど
の
費
用
が
か
か
る
か

を
調
べ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
一
人
の
人
間
の
生
活
に
必
要
な
食
料
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の
最
低
費
用
が
計
算
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
か
く
の
ご
と
く
に
し
て
、
食
費
の
ほ
か
、
さ
ら
に
被
服
費
、
住
居
費
、
燃

料
費
及
び
そ
の
他
の
雑
費
を
算
出
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
一
人
前
の
生
活
必
要

費
の
最
下
限
と
な
し
、
こ
れ
を
根
拠
と
し
て
貧
乏
線
と
い
う
一
の
線
を
描
く
。

し
か
し
て
こ
の
線
こ
そ
、
実
際
の
調
査
に
当
た
り
、
私
が
先
に
い
う
と
こ
ろ

の
第
三
の
意
味
に
お
け
る
貧
富
の
標
準
と
な
る
も
の
で
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ

れ
は
、
こ
の
一
線
に
よ
っ
て
世
間
の
人
々
を
二
類
に
分
か
ち
、
か
く
て
こ
の

線
以
下
に
下
れ
る
者
、
言
い
換
う
れ
ば
こ
の
生
活
必
要
費
の
最
下
限
に
達
す

る
ま
で
の
所
得
を
さ
え
有
し
お
ら
ざ
る
者
は
、
こ
れ
を
目もく
し
て
貧
乏
人
と
な

し
、
こ
れ
に
反
し
こ
の
線
以
上
に
位
し
そ
れ
以
上
の
所
得
を
有
し
い
る
者
は
、

こ
れ
を
貧
乏
人
に
あ
ら
ざ
る
者
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
（
九
月
一
四
日
）
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一
の
四

　
私
は
す
で
に
貧
乏
線
の
何
も
の
た
る
や
を
説
明
し
、
従
う
て
ま
た
第
三
の

意
味
に
お
け
る
貧
乏
人
の
何
も
の
た
る
や
も
一
応
は
説
明
し
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
ま
だ
そ
の
話
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
は
、
貧
乏
線
以
上

に
あ
る
者
と
そ
れ
以
下
に
あ
る
者
と
の
ほ
か
に
、
あ
た
か
も
そ
の
線
の
真
上

に
乗
っ
て
い
る
者
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
た
か
も
貧
乏
線
の
真
上

に
乗
っ
て
い
る
者
と
い
う
の
は
、
そ
の
収
入
が
ま
さ
に
前
回
に
述
べ
た
る
生

活
必
要
費
の
最
下
限
に
相
当
し
つ
つ
あ
る
者
の
謂いい
で
あ
る
。
従
う
て
こ
れ
ら

の
輩
は
、
そ
の
収
入
の
全
部
を
ば
あ
げ
て
肉
体
の
健
康
を
維
持
す
る
の
用
途
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に
の
み
あ
つ
る
な
ら
ば
、
か
ろ
う
じ
て
栄
養
不
足
に
陥
る
こ
と
を
免
る
れ
ど

も
、
も
し
こ
れ
と
異
な
り
、
少
し
に
て
も
そ
の
収
入
を
ば
肉
体
の
健
康
を
維

持
す
る
の
目
的
以
外
に
費
や
す
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
食
費
そ
の
他
の
必
要
費

に
不
足
を
生
じ
、
そ
の
健
康
を
そ
こ
の
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま

で
も
な
く
、
肉
体
の
健
康
を
維
持
す
る
費
用
の
み
が
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
必

要
な
費
用
の
全
部
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
衣
服
に
し
て
も
、
職
業
の
種
類
に

よ
っ
て
は
、
単
に
寒
暑
を
防
ぎ
健
康
に
害
な
き
だ
け
の
も
の
で
満
足
し
て
お

る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
ま
た
子
供
が
お
れ
ば
学
校
に
も
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
親
の
情
と
し
て
た
だ
に
子
供
の
肉
体
を
丈
夫
に
育
て
る
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
精
神
霊
魂
を
も
健
全
に
育
て
る
苦
心
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し

ま
さ
に
貧
乏
線
上
に
あ
る
人
々
は
、
す
べ
て
か
く
の
ご
と
き
用
途
に
あ
つ
べ
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き
余
裕
を
も
た
ぬ
者
で
あ
る
か
ら
、
た
と
い
い
か
に
有
益
ま
た
は
必
要
な
る

事
が
ら
な
り
と
も
、
も
し
肉
体
の
健
康
維
持
と
い
う
目
的
以
外
に
何
ら
か
の

支
出
を
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
そ
れ
だ
け
肉
体
の
健
康
を
犠
牲
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
煙
草
た
ば
こ
を
用
い
酒
を
飲
み
な
ど
す
れ
ば
無
論

の
こ
と
、
新
聞
紙
を
購
読
し
て
も
、
郵
便
一
つ
出
し
て
も
、
そ
の
た
び
ご
と

に
肉
体
の
健
康
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
ま
さ
に
貧
乏
線
上
に
乗
り
お
る
人
々
の
生
活
は
か
く
の
ご
と
き
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、
た
だ
に
貧
乏
線
以
下
に
い
る
人
々
を
も
っ
て

貧
乏
人
に
編
入
す
る
の
み
な
ら
ず
、
あ
た
か
も
そ
の
線
の
真
上
に
乗
り
お
る

人
々
を
も
や
は
り
貧
乏
人
と
し
て
計
上
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
か
、

い
う
と
こ
ろ
の
貧
乏
人
は
お
の
ず
か
ら
分
か
れ
て
二
種
類
と
な
る
。
す
な
わ
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ち
か
り
に
名
づ
け
て
第
一
級
の
貧
乏
人
と
い
う
は
、
前
回
に
述
べ
た
る
ご
と

く
、
貧
乏
線
以
下
に
落
ち
お
る
人
々
の
こ
と
に
し
て
、
ま
た
第
二
級
の
貧
乏

人
と
い
う
は
、
以
上
述
べ
き
た
り
し
が
ご
と
く
、
ま
さ
に
貧
乏
線
の
真
上
に

乗
っ
て
い
る
人
々
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
れ
ら
第
一
級
及
び
第
二
級

の
貧
乏
人
こ
そ
、
以
下
こ
の
物
語
の
主
題
と
す
る
と
こ
ろ
の
貧
乏
人
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
私
が
こ
の
物
語
で
い
う
と
こ
ろ
の
貧
乏
人
な
る

者
の
標
準
は
、
そ
の
程
度
が
実
に
は
な
は
だ
し
く
低
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

私
は
、
次
回
か
ら
西
洋
に
お
け
る
貧
乏
人
の
き
わ
め
て
多
数
に
上
り
つ
つ
あ

る
事
を
述
べ
よ
う
と
思
う
が
、
私
は
あ
ら
か
じ
め
読
者
に
向
か
っ
て
、
そ
の

時
私
の
列
挙
す
る
と
こ
ろ
の
数
字
は
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
以
上
の
標
準
に
よ
る
も

の
な
る
こ
と
を
忘
れ
ら
れ
ぬ
よ
う
希
望
し
て
お
く
。
こ
と
わ
ざ
に
、
す
べ
て
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物
事
を
力
強
く
他
人
の
頭
に
打
ち
込
む
た
め
に
は
こ
れ
を
誇
張
す
る
よ
り
も

む
し
ろ
控
え
め
に
言
え
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
私
は
何
も
そ
ん
な
意
味
の

政
略
か
ら
わ
ざ
と
話
を
控
え
め
に
す
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
叙
述
を
正
確
に

す
る
た
め
に
、
従
来
人
々
の
採
用
し
た
標
準
を
ば
、
た
だ
そ
の
ま
ま
襲
踏
し

よ
う
と
す
る
に
過
ぎ
ぬ
。

　
さ
て
私
は
以
上
を
も
っ
て
貧
乏
な
る
語
に
種
々
の
意
味
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
、
よ
う
や
く
こ
の
物
語
の
序
言
を
終
う
る
を
得
た
。
今
振
り
返
っ
て

こ
れ
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
貧
乏
な
る
語
に
は
だ
い
た
い
三
種
の
意
味
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
第
一
の
意
味
に
お
け
る
貧
乏
な
る
も
の
は
、
た
だ
金
持
ち
に

対
し
て
い
う
貧
乏
で
あ
っ
て
、
そ
の
要
素
は
「   

経 

済 

上 

の 

不 

平 

等   

エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
イ
ン
イ
ク
オ
リ
テ
ー
」

で
あ
る
。
第
二
の
意
味
に
お
け
る
貧
乏
な
る
も
の
は
、  

救    

恤  

き
ゅ
う
じ
ゅ
つ
を
受
く
と

47



い
う
意
味
の
貧
乏
で
あ
っ
て
、
そ
の
要
素
は
「 

経  

済  

上  

の  

依  

頼 

エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
デ
ペ
ン
デ
ン
ス

」
に

あ
る
。
し
か
し
て
最
後
に
述
べ
た
る
意
味
の
貧
乏
な
る
も
の
は
、
生
活
の
必

要
物
を
享
受
し
お
ら
ず
と
い
う
意
味
の
貧
乏
で
あ
っ
て
、
そ
の
要
素
は
「
経エ

    

済    

上   
の   
不   

足   

コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
イ
ン
サ
フ
ィ
セ
ン
シ
イ
」
に
あ
る
。

　
す
で
に
述
べ
し
ご
と
く
、
こ
の
物
語
の
主
題
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
も
っ
ぱ

ら
第
三
の
意
味
に
お
け
る
貧
乏
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
な
お
時
と
し
て
は
、
お

の
ず
か
ら
第
一
な
い
し
第
二
の
意
味
の
貧
乏
に
言
及
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

し
か
し
そ
の
時
に
は
必
ず
混
雑
を
避
く
る
た
め
に
、
私
は
常
に
相
当
の
注
意

を
施
す
こ
と
を
忘
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
（
九
月
十
五
日
）

　
　
　
　
　
　
　
二
の
一
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私
の
い
う
と
こ
ろ
の
貧
乏
人
の
意
味
は
、
前
数
回
に
お
い
て
私
の
す
で
に

説
明
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
そ
の
標
準
に
も
と
づ
き
、
今
日
の
文

明
諸
国
に
お
い
て
、
か
く
の
ご
と
き
貧
乏
人
は
は
た
し
て
ど
れ
だ
け
い
る
か

と
い
う
に
、
そ
は
実
に
驚
く
べ
き
多
数
に
上
り
つ
つ
あ
る
。

　
試
み
に
世
界
最
富
国
の
一
た
る
英
国
の
状
態
に
つ
い
て
そ
の
一
斑
を
述
べ

ん
に
、
一
八
九
九
年
富
裕
な
る
商
人
の
篤
志
家
ロ
ー
ン
ツ
リ
ー
な
る
人
が
ヨ

ー
ク
市
（
当
時
人
口
七
万
五
千
八
百
十
二
人
）
に
て
綿
密
な
る
調
査
を
な
せ

し
結
果
に
よ
れ
ば
、
当
時
第
一
級
の
貧
乏
人
に
属
す
る
者
総
数
七
千
二
百
三

十
人
、
い
ず
れ
も
皆
労
働
者
階
級
の
も
の
な
る
が
、
こ
れ
を
ば
労
働
者
総
数

に
比
較
せ
ば
そ
の
一
割
四
分
四
厘
六
毛
に
当
た
り
、
人
口
総
数
に
比
較
せ
ば
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そ
の
九
分
九
厘
一
毛
を
占
む
。
ま
た
第
一
級
及
び
第
二
級
の
貧
乏
人
を
合
計

せ
ば
そ
の
総
数
二
万
三
百
二
人
、
こ
れ
ま
た
い
ず
れ
も
労
働
者
階
級
の
者
に

し
て
、
そ
の
割
合
は
実
に
労
働
者
総
数
の
四
割
三
分
四
厘
、
人
口
総
数
の
二

割
七
分
八
厘
四
毛
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
特
に
経
済
界
の
好
景
気
な
り

し
一
八
九
九
年
の
調
査
な
れ
ど
も
、
そ
の
結
果
は
実
に
か
く
の
ご
と
き
も
の

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
貧
乏
線
以
上
に
抜
け
出
る
こ
と
あ
た
わ
ず
、
肉
体
の

健
康
を
維
持
す
る
だ
け
の
所
得
さ
え
十
二
分
に
得う
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
者
が
、

全
市
人
口
の
ほ
と
ん
ど
三
割
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ

る
＊
。

　
＊
　B

. Seebohm
 R

ow
ntree, Poverty : A

 Study of Tow
n Life.

　
な
お
こ
れ
よ
り
先
リ
バ
ー
プ
ー
ル
の
商
人
に
し
て
船
主
な
り
し
チ
ャ
ー
レ
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ス
・
ブ
ー
ス
な
る
人
（
氏
は
近
ご
ろ
永
眠
せ
り
）
は
、
少
な
か
ら
ざ
る
年
月

と
私
財
の
大
半
と
を
さ
い
て
、
ロ
ン
ド
ン
全
市
に
わ
た
る
大
規
模
の
貧
民
調

査
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
結
果
は
『
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
人

々
の
生
活
及
び
労
働
』
と
い
う
大
冊
十
巻
の
著
書
と
な
っ
て
公
に
さ
れ
、
そ

の
第
一
編
は
「
貧
乏
」
と
題
し
て
あ
っ
て
、
こ
れ
は
二
巻
か
ら
成
り
立
ち
、

初
め
て
一
八
九
一
年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
見
る
と
、
ロ

ン
ド
ン
に
お
け
る
貧
乏
人
の
割
合
（
百
分
比
）
は
総
体
の
人
口
の
内
で

　
　
最
下
層
民 (The low

est class)
　
〇
・
九
％

　
　
細
民 (The very poor)

　
　
　
　
　
七
・
五

　
　
貧
民 (The poor)

　
　
　
　
　
　
　
二
二
・
三

と
な
っ
て
お
る
、
す
な
わ
ち
こ
れ
を
合
計
す
る
と
全
体
の
人
口
の
う
ち
三
割
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零
七
厘
だ
け
の
も
の
は
貧
乏
人
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
る
＊
。
も
っ
と

も
こ
の
ブ
ー
ス
氏
の
調
査
は
、
先
に
貧
乏
線
の
何
も
の
た
る
や
を
説
明
せ
し

時
述
べ
た
る
が
ご
と
き
さ
ま
で
正
確
な
る
標
準
に
よ
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、

と
も
か
く
こ
の
調
査
が
発
表
さ
れ
た
時
に
は
、
そ
れ
は
ロ
ン
ド
ン
市
だ
け
の

こ
と
で
、
他
の
都
会
に
な
る
と
よ
ほ
ど
事
情
が
違
う
だ
ろ
う
と
い
う
説
が
も

っ
ぱ
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ロ
ー
ン
ツ
リ
ー
氏
が
さ
ら

に
物
静
か
な
い
な
か
町
の
ヨ
ー
ク
で
調
査
を
遂
げ
て
み
た
と
こ
ろ
が
、
前
に

述
べ
た
ご
と
く
、
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
調
査
の
結
果
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
事
実

が
出
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
＊
　C

harles B
ooth, Life and Labour of the People in London. First s

　
　eries : Poverty. 1902 (1st ed. 1891) vol. 2, pp. 20, 21.
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同
じ
よ
う
な
事
が
続
く
の
で
お
も
し
ろ
く
な
い
が
、
話
を
正
確
に
す
る
た

め
に
今
一
つ
最
近
に
行
な
わ
れ
た
調
査
の
こ
と
を
簡
単
に
述
べ
て
お
く
が
、

こ
れ
は
一
九
一
二
年
の
秋
か
ら
翌
一
九
一
三
年
の
秋
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た

調
査
で
、
そ
の
結
果
は
統
計
学
者
の
ボ
ウ
レ
イ
と
い
う
人
と
バ
ー
ネ
ッ
ト
・

ハ
ー
ス
ト
と
い
う
人
と
の
共
著
に
な
っ
て
昨
年
（
一
九
一
五
年
）
公
に
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
ロ
ー
ン
ツ
リ
ー
氏
の
そ
れ
の
ご
と
く

調
査
の
範
囲
を
一
都
市
に
限
ら
ず
し
て
、
な
る
べ
く
事
情
を
異
に
せ
る
都
市

を
ば
四
個
所
だ
け
選
び
、
そ
れ
に
つ
い
て
調
査
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、

場
所
に
よ
る
と
ロ
ー
ン
ツ
リ
ー
氏
の
調
査
の
結
果
よ
り
も
い
っ
そ
う
ひ
ど
い

成
績
が
出
た
所
も
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ロ
ー
ン
ツ
リ
ー
氏
の
調
査
の

時
は
、
第
一
級
の
貧
乏
人
に
属
す
る
者
は
全
市
人
口
の
一
割
弱
で
あ
っ
た
の
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が
、
今
度
の
調
査
に
よ
る
と
、
レ
デ
ィ
ン
グ
（
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
中
央
東

部
に
位
す
る
人
口
約
八
万
七
千
の
都
市
）
で
は
全
市
人
口
の
五
分
の
一
（
す

な
わ
ち
二
割
）
、
ウ
ォ
リ
ン
ト
ン
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
北
西
で
ウ
ェ
ー
ル
ズ

に
近
き
所
の
海
岸
に
位
す
る
人
口
約
七
万
二
千
の
都
市
）
で
は
全
市
人
口
の

八
分
の
一
が
第
一
級
の
貧
乏
人
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
ヨ
ー
ク
市

よ
り
ひ
ど
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
ノ
ル
ザ
ン
プ
ト
ン
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
中

部
で
ロ
ン
ド
ン
の
北
西
に
位
す
る
人
口
約
九
万
の
都
市
）
で
は
そ
の
割
合
十

二
分
の
一
、
ス
タ
ン
レ
ー
（
ロ
ン
ド
ン
の
西
に
位
せ
る
人
口
約
二
万
三
千
の

小
都
市
）
で
は
十
七
分
の
一
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
は
ヨ
ー
ク
市

よ
り
も
良
好
の
状
態
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
＊
。

　
＊
　B

ow
ley and B

urnett-H
urst, Livelihood and Poverty, 1915. pp. 3
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　4--38.

　
か
く
の
ご
と
く
都
市
の
経
済
事
情
い
か
ん
に
よ
っ
て
そ
の
割
合
は
必
ず
し

も
一
様
で
な
い
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
以
上
述
べ
た
る
二
三
の
例
に
よ
っ
て

見
る
時
は
、
世
界
最
富
国
の
一
た
る
大
英
国
に
も
、
肉
体
の
健
康
を
維
持
す

る
だ
け
の
所
得
さ
え
も
ち
得
ぬ
貧
乏
人
が
、
実
に
少
な
か
ら
ず
お
る
こ
と
が

わ
か
る
。

　
な
お
以
上
述
べ
し
と
こ
ろ
は
、
ブ
ー
ス
氏
の
調
査
を
始
め
と
し
、
す
べ
て

第
二
の
意
味
の
貧
乏
人
（
す
な
わ
ち
慈
善
工
場
そ
の
他
救
貧
制
度
の
恩
恵
の

下
に
生
活
し
つ
つ
あ
る 

被  

救  

恤  
者 

ひ
き
ゅ
う
じ
ゅ
つ
し
ゃ
）
は
皆
除
外
し
て
あ
っ
て
、
そ
れ
は

少
し
も
計
算
に
入
れ
て
な
い
の
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
い
か
に
貧
乏
人
が

英
国
に
た
く
さ
ん
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
ま
す
ま
す
よ
く
わ
か
る
。
げ
に
英
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国
は
世
界
一
の
富
国
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
英
国
に
は
貧
乏
人
が
か
く
の

ご
と
く
た
く
さ
ん
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（
九
月
十
六
日
）

　
　
　
　
　
　
　
二
の
二

　
今
日
の
英
国
に
い
か
に
多
く
の
貧
乏
人
が
い
る
か
と
い
う
事
は
、
私
の
す

で
に
前
回
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
か
く
の
ご
と
き
多
数
の
貧
乏
人
の

生
ず
る
根
本
原
因
は
し
ば
ら
く
お
き
、
か
り
に
そ
の
表
面
の
直
接
原
因
を
調

べ
て
み
る
に
、
た
と
え
ば
先
に
述
べ
た
ヨ
ー
ク
市
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
第
一

級
の
貧
乏
人
の
原
因
別
（
百
分
比
）
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
（
ロ
ー
ン
ツ

リ
ー
『
貧
乏
』
縮
刷
版
、
一
五
四
ペ
ー
ジ
＊
）
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主
た
る
か
せ
ぎ
人
は
毎
日
規
則
正
し
く
働
い
て
い
な
が
ら

　
　
た
だ
そ
の
賃
銭
が
少
な
い
た
め
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
…
…
…
五
一
・
九
六
％

　
　
家
族
数
の
多
い
が
た
め
（
四
人
以
上
の
子
供
を
有
す
る
者
）
…
…
…
…

　
　
…
…
…
二
二
・
一
六

　
　
主
た
る
か
せ
ぎ
人
の
死
亡
の
た
め
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
…
…
…
一
五
・
六
三

　
　
主
た
る
か
せ
ぎ
人
の
疾
病
又
は
老
衰
の
た
め
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
…
…
…
…
五
・
一
一

　
　
主
た
る
か
せ
ぎ
人
の
就
業
の
不
規
則
の
た
め
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
…
…
…
…
二
・
八
三
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主
た
る
か
せ
ぎ
人
の
無
職
の
た
め
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
…
…
…
…
二
・
三
一

　
＊
　R

ow
ntree, Poverty (C

heap edition), p. 154.

　
こ
と
わ
ざ
に
か
せ
ぐ
に
追
い
付
く
貧
乏
な
し
と
い
う
が
、
右
の
表
に
よ
っ

て
見
れ
ば
、
毎
日
規
則
正
し
く
働
い
て
い
な
が
ら
た
だ
賃
銭
が
少
な
い
た
め

に
貧
乏
線
以
下
に
落
ち
て
い
る
者
が
、
全
体
の
半
ば
以
上
す
な
わ
ち
約
五
割

二
分
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
四
人
以
上
の
子
供
を
有
す
る
者
は
、

家
族
数
の
多
い
が
た
め
に
と
い
う
原
因
の
方
に
編
入
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

も
し
そ
れ
を
合
計
す
る
な
ら
ば
、
第
一
級
の
貧
乏
人
の
う
ち
約
七
割
四
分
だ

け
の
も
の
は
、
毎
日
規
則
正
し
く
か
せ
い
で
い
な
が
ら
、
た
だ
賃
銭
が
少
な

い
か
ま
た
は
家
族
数
が
多
い
が
た
め
に
貧
乏
線
以
上
に
浮
か
び
得
ぬ
の
で
あ
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る
。
そ
う
し
て
主
た
る
か
せ
ぎ
人
の
疾
病
ま
た
は
老
衰
の
た
め
に
、
あ
る
い

は
そ
の
無
職
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
就
業
の
不
規
則
な
る
が
た
め
に
貧
乏
し

て
い
る
者
は
、
す
べ
て
そ
れ
ら
を
合
計
す
る
も
全
体
の
一
割
二
分
余
に
過
ぎ

ぬ
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
レ
デ
ィ
ン
グ
、
ウ
ォ
リ
ン
ト
ン
、
ノ
ル
ザ
ン
プ
ト
ン
の
三
都
市
に

つ
い
て
（
ス
タ
ン
レ
イ
市
は
鉱
業
地
に
し
て
事
情
を
異
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、

調
査
材
料
少
な
き
が
ゆ
え
に
除
外
す
）
、
第
一
級
の
貧
乏
人
の
原
因
別
（
百

分
比
）
を
見
る
に
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
（
ボ
ウ
レ
イ
『
生
計
と
貧
乏
』
四

〇
〇
ペ
ー
ジ
＊
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
デ
ィ
ン
グ
市
　
ウ
ォ
リ
ン
ト
ン
市

　
　
　
ノ
ル
ザ
ン
プ
ト
ン
市
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主
た
る
か
せ
ぎ
人
の
死
亡
の
た
め
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
一
四
　

　
　
　
　
六
　
　
二
一

　
　
主
た
る
か
せ
ぎ
人
の
疾
病
ま
た
は
老
衰
の
た
め
…
…
…
…
　
　
一
一
　

　
　
　
　
一
　
　
一
四

　
　
主
た
る
か
せ
ぎ
人
の
無
職
の
た
め
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
　
二
　

　
　
　
　
三
　
　
　
〇

　
　
主
た
る
か
せ
ぎ
人
の
就
業
の
不
規
則
の
た
め
…
…
…
…
…
…
　
　
四
　

　
　
　
　
三
　
　
　
〇

　
　
主
た
る
か
せ
ぎ
人
は
毎
日
規
則
正
し
く

　
　
働
い
て
い
な
が
ら
賃
銭
の
少
な
き
た
め
…
…
…
…
…
…
…
…
　
四
八
　

　
　
　
六
〇
　
　
三
〇
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子
供
の
数
三
人
な
ら
ば
さ
し
つ
か
え
な
き
と
こ
ろ
を

　
　
三
人
以
上
い
る
が
た
め
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
二
一
　

　
　
　
二
七
　
　
三
五

　
　
　
合
計
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
〇
　

　
　
一
〇
〇
　
一
〇
〇

　
＊
　B

ow
ley, Livelihood and Poverty, p. 400.

　
前
に
引
き
し
『
生
財
弁
』
と
い
う
書
を
ひ
も
と
け
ば
、
「
世
間
を
見
る
に
、

貧
乏
も
富
貴
も
多
く
は
お
の
が
求
め
て
す
る
と
こ
ろ
に
て
、
貧
乏
が
す
き
か

富
貴
が
す
き
か
と
い
え
ば
、
だ
れ
一
人
私
は
貧
乏
が
す
き
じ
ゃ
と
い
う
て
出

る
も
の
は
あ
る
ま
い
け
れ
ど
、
か
せ
ぐ
事
を
き
ら
い
た
だ
銭ぜに
が
つ
か
い
た
い

は
貧
乏
を
好
む
な
り
」
な
ど
説
い
て
あ
る
が
、
著
者
も
し
今
日
に
生
き
て
、
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ロ
ー
ン
ツ
リ
ー
氏
や
ボ
ウ
レ
イ
氏
の
著
作
を
見
る
に
及
び
た
ら
ば
、
お
そ
ら

く
そ
の
言
を
改
む
る
に  

躊    

躇  

ち
ゅ
う
ち
ょ

せ
ざ
る
べ
し
と
思
う
。
私
は
去
る
こ
ろ
近

県
の
あ
る
小
学
校
に
行
っ
た
時
、
学
校
か
ら
児
童
に
渡
さ
れ
た
と
こ
ろ
の

「
一
日
一
善
」
と
題
す
る
日
記
帳
を
も
ら
っ
た
が
、
帰
っ
て
か
ら
そ
れ
を
調

べ
て
み
る
と
、
そ
の
日
記
帳
の
日
々
の
余
白
へ
格
言
よ
う
の
も
の
が
印
刷
し

て
あ
る
。
そ
の
一
に

　
　
身
の
ほ
ど
を
し
り
か
ら
げ
し
て
か
せ
ぎ
な
ば

　
　
　
　
　
貧
乏
神
の
つ
く
ひ
ま
も
な
し

と
い
う
歌
が
あ
っ
た
。
ま
た
近
ご
ろ
『   
町  

人  

身  

体  

柱  

立   
ち
ょ
う
に
ん
し
ん
だ
い
は
し
ら
だ
て

』
（
今
よ

り
約
百
五
十
年
前
明
和
七
年
の
開
版
）
と
い
う
本
を
見
る
と
、
（
『
通
俗
経

済
文
庫
』
第
一
巻
に
収
む
）
、
そ
の
中
に
も
同
じ
よ
う
な
意
味
の
歌
が
あ
る
。
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す
な
わ
ち

　
　
身
を
つ
と
め
精
出
す
人
は
福
の
神

　
　
　
　
　
い
の
ら
ず
と
て
も
守
り
た
ま
わ
ん

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
教
訓
歌
は
昔
の
自
足
経
済
時
代
な
ら
ば
と

も
か
く
、
少
な
く
と
も
今
日
の
西
洋
に
は
通
用
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
世
間
に

は
い
ま
だ
に
一
種
の
誤
解
が
あ
っ
て
「
働
か
な
い
と
貧
乏
す
る
ぞ
と
い
う
制

度
に
し
て
お
か
ぬ
と
、
人
間
は
な
ま
け
て
し
か
た
の
な
い
者
で
あ
る
、
そ
れ

ゆ
え
貧
乏
は
人
間
を
し
て
働
か
し
む
る
た
め
に
必
要
だ
」
と
い
う
よ
う
な
議

論
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
今
日
の
西
洋
に
お
け
る
貧
乏
な
る
も
の
は
、
決

し
て
そ
う
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
い
く
ら
働
い
て
も
、
貧
乏
は
免
れ

ぬ
ぞ
と
い
う
「
絶
望
的
の
貧
乏
」
な
の
で
あ
る
。
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尋
常
小
学
読
本
を
見
る
と
、
巻
の
八
の
「
働
く
こ
と
は
人
の
本
分
」
と
い

う
と
こ
ろ
に
「
働
く
こ
と
が
な
け
れ
ば
食
物
も
買
わ
れ
な
い
し
、
着
物
も
こ

し
ら
え
ら
れ
な
い
。
人
の
幸
福
は
皆
自
分
の
働
き
で
産
み
出
す
ほ
か
は
な
い
。

何
も
し
な
い
で
遊
ん
で
い
る
の
は
楽
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
か
え
っ
て
苦
し

い
も
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
日
本
の
事
は
よ
る
べ
き
正
確
な
調
査
が
な
い

か
ら
し
ば
ら
く
お
く
も
、
少
な
く
と
も
今
日
の
英
国
な
ど
で
は
、
こ
れ
は
誤

解
ま
た
は
虚
偽
で
あ
る
。
今
日
の
英
国
に
て
は
、
前
に
も
述
べ
し
ご
と
く
、

毎
日
規
則
正
し
く
働
い
て
い
な
が
ら
わ
ず
か
に
肉
体
の
健
康
を
維
持
す
る
だ

け
の
衣
食
さ
え
得
あ
た
わ
ぬ
者
が
す
こ
ぶ
る
多
い
と
同
時
に
、
他
方
に
は
全

く
遊
ん
で
い
な
が
ら
驚
く
べ
き
ぜ
い
た
く
を
し
て
い
る
者
も
決
し
て
少
な
く

は
な
い
。
何
も
し
な
い
で
遊
ん
で
い
る
の
こ
そ
苦
し
い
だ
ろ
う
が
、
い
ろ
い

65



ろ
な
事
を
し
て
遊
ん
で
い
る
の
は
、
飢
え
な
が
ら
毎
日
働
い
て
い
る
よ
り
も

は
る
か
に
楽
で
あ
ろ
う
。
欧
米
の
社
会
に
不
平
の
絶
え
ざ
る
も
不
思
議
で
は

な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
月
十
七
日
）

　
　
　
　
　
　
　
二
の
三

　
貧
乏
人
の
多
い
の
は
英
国
ば
か
り
で
は
な
い
、
英
米
独
仏
そ
の
他
の
諸
国
、

国
に
よ
り
多
少
事
情
の
相
違
あ
り
と
も
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
い
ず
れ
も
貧

乏
人
の
多
い
国
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ハ
ン
タ
ー
氏
が
米
国
の
状
態
に
つ
き
推

算
せ
し
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
私
の
い
う
第
二
の
意
味
の
貧
乏
人
、
す
な
わ
ち

各
種
の
慈
善
団
体
に
属
す
る
貧
乏
人
は
そ
の
数
四
百
万
人
に
て
、
さ
ら
に
第
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三
の
意
味
の
貧
乏
人
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
慈
善
団
体
の
恩
恵
よ
り
独
立
し
て

生
活
し
つ
つ
あ
る
貧
乏
人
は
そ
の
数
六
百
万
人
、
こ
れ
ら
を
合
計
す
れ
ば
米

国
に
お
け
る
貧
乏
人
の
総
数
は
実
に
一
千
万
人
に
達
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
。

（
ハ
ン
タ
ー
氏
『
貧
乏
』
一
九
一
二
年
、
第
十
四
版
、
六
〇
ペ
ー
ジ
＊
）
。

思
う
に
か
く
の
ご
と
き
事
実
は
列
挙
し
き
た
ら
ば
お
そ
ら
く
際
限
は
あ
る
ま

い
、
し
か
し
私
は
読
者
の 
倦  

怠 
け
ん
た
い

を
防
ぐ
た
め
、
も
は
や
こ
の
上
同
じ
よ
う

な
統
計
的
数
字
を
列
挙
す
る
を
控
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
私
は
こ
の
物
語
を

す
べ
て
の
読
者
に
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
は
思
わ
ぬ
が
、
し
か
し
も
し
一
度

読
み
始
め
ら
れ
た
か
た
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
い
ね
が
わ
く
は
筆
者
の
窮
極
の

主
張
の
那
辺
な
へ
ん
に
あ
る
か
を
誤
解
せ
ら
れ
ざ
ら
ん
が
た
め
、
こ
れ
を
最
後
ま
で

読
み
続
け
ら
れ
ん
こ
と
を
切
望
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
私
は
で
き
う
る
限
り
、
読
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者
を
釣つ
っ
て
逃
が
さ
ぬ
く
ふ
う
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
＊
　H

unter, Poverty, 14th ed., 1912. p. 60.

　
た
だ
こ
こ
に
な
お
一
言
の
説
明
を
要
す
る
は
、
も
し
私
の
言
う
が
ご
と
く

英
米
独
仏
の
諸
国
に
は
た
し
て
そ
う
た
く
さ
ん
の
貧
乏
人
が
お
る
な
ら
ば
、

世
間
で
こ
れ
ら
の
諸
国
を
さ
し
て
世
界
の
富
国
と
称
し
て
お
る
の
が
怪
し
い

で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
思
う
に
こ
れ
ら
の
諸
国
が
た
く
さ
ん
の

貧
乏
人
を
有
す
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
世
界
の
富
国
と
称
せ
ら
れ
つ
つ
あ

る
ゆ
え
ん
は
、
国
民
全
体
の
人
口
に
比
す
れ
ば
き
わ
め
て
わ
ず
か
な
人
数
で

は
あ
る
が
、
そ
の
き
わ
め
て
わ
ず
か
な
人
々
の
手
に
今
日
驚
く
べ
き
巨
万
の

富
が
集
中
さ
れ
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
貧
乏
人
は
い
か
に
多
く
と
も
、
そ

れ
と
同
時
に
他
方
に
は
世
界
に
ま
れ
な
る
大
金
持
ち
が
い
て
、
国
全
体
の
富
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は
は
る
か
に
他
の
諸
国
を 

凌  

駕 

り
ょ
う
が

す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
試
み
に
英
、
仏
、
独
、
米
の
四
個
国
に
つ
い
て
富
の
分
配
の
あ
り
さ
ま
を

見
る
に
、
実
に
左
表
の
ご
と
く
で
あ
る
。
（
昨
年
刊
行
キ
ン
グ
氏
著
『
米
国

人
の
富
及
び
所
得
』
九
六
ペ
ー
ジ
＊
）
。

　
＊
　K

ing, The W
ealth and Incom

e of the People of the U
nited States

　
　, 1915. p. 96.

　
次
の
表
は
米
国
の
統
計
学
者
キ
ン
グ
氏
が
そ
の
近
業
に
載
す
と
こ
ろ
で
あ

る
。
私
は
め
ん
ど
う
を
避
く
る
が
た
め
、
氏
が
い
か
な
る
材
料
を
い
か
に
利

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
表
を
調
製
す
る
に
至
っ
た
か
の
説
明
を
略
す
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
決
し
て
正
確
な
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
だ
い
た
い
の

趨
勢
は
こ
れ
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
看
取
し
得
ら
る
る
。
試
み
に
そ
の
一
斑
を
説
明
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せ
ん
に
、
右
の
表
の
う
ち
、
最
貧
民
と
あ
る
は
、
私
が
先
に
述
べ
た
第
一
の

意
味
の
貧
乏
人
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
富
者
に
対
す
る
貧
乏
人
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
こ
の
表
で
は
、
全
国
民
中
比
較
的
に
最
も
貧
乏
な
も
の
か
ら
数
え

て
、
だ
ん
だ
ん
に
上
に
の
ぼ
り
、
か
く
て
全
人
口
数
の
六
割
五
分
に
達
す
る

ま
で
の
人
員
を
ば
か
り
に
最
貧
民
と
し
て
こ
れ
を
一
ま
と
め
に
し
、
さ
て
そ

の
人
数
か
ら
言
え
ば
全
人
口
の
六
割
五
分
に
相
当
す
る
だ
け
の
者
が
現
に
所

有
し
つ
つ
あ
る
富
の
分
量
は
、
は
た
し
て
全
国
の
富
の
何
割
を
占
め
つ
つ
あ

る
や
を
見
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
そ
の
結
果
は
、
表
に
示
す
が
ご
と
く
国

に
よ
っ
て
多
少
の
相
違
は
あ
る
が
、
ま
ず
こ
れ
を
英
国
に
つ
い
て
言
え
ば
、

そ
の
六
割
五
分
だ
け
の
人
間
が
寄
り
集
ま
っ
て
持
っ
て
い
る
富
の
分
量
は
、

全
国
の
富
の
わ
ず
か
に
一
分
七
厘
（
百
分
の
二
弱
）
に
し
か
当
た
ら
ぬ
の
で
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あ
る
。
比
較
的
に
下
層
階
級
の
富
有
な
米
国
で
も
、
同
じ
く
全
人
口
中
六
割

五
分
だ
け
の
者
が
、
全
国
の
富
の
わ
ず
か
に
五
分
余
り
し
か
所
有
し
て
お
ら

ぬ
の
で
あ
る
。

　
さ
て
最
も
貧
乏
な
も
の
か
ら
数
え
て
ま
ず
全
人
口
数
の
六
割
五
分
を
取
っ

た
の
ち
は
、
さ
ら
に
だ
ん
だ
ん
に
上
に
の
ぼ
っ
て
、
今
度
は
全
人
口
数
の
一

割
五
分
に
相
当
す
る
だ
け
の
人
員
を
一
ま
と
め
に
し
て
こ
れ
を
中
等
の
下
と

な
し
、
そ
の
次
の
一
割
八
分
に
相
当
す
る
者
は
こ
れ
を
中
等
の
上
と
な
し
、

最
後
に
残
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
全
国
民
中
最
も
富
め
る
も
の
に
し
て
、
人

数
よ
り
言
え
ば
全
人
口
数
の
わ
ず
か
に
二
分
（
百
分
の
二
）
に
相
当
す
る
部

分
の
も
の
を
、
同
じ
く
一
ま
と
め
に
し
て
こ
れ
を
最
富
者
と
な
し
、
お
の
お

の
の
所
有
に
属
せ
る
富
の
割
合
を
算
出
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
こ
に
掲
ぐ
る
一
図
は
、
前
に
掲
げ
た
る
事
実
（
三
〇
ペ
ー
ジ
参
照
）
を
ば

ロ
レ
ン
ズ
氏
の
曲
線
を
用
い
て
図
に
現
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
横

は
家
族
数
を
示
し
、
縦
は
富
の
分
量
を
示
す
。
家
族
は
最
も
貧
乏
な
る
も
の

を
最
右
端
に
置
き
、
そ
れ
よ
り
順
次
左
に
富
め
る
者
を
排
列
す
。
試
み
に
例

を
あ
げ
て
図
表
の
意
味
を
説
明
せ
ん
に
、
た
と
え
ば
、
英
国
の
曲
線
に
つ
い

て
み
れ
ば
、
家
族
数
百
分
の
六
十
五
の
所
は
、
曲
線
の
高
さ
約
百
分
の
二
の

所
に
あ
り
。
こ
れ
最
も
貧
乏
な
る
者
よ
り
数
え
て
全
体
の
百
分
の
六
十
五
に

当
た
る
だ
け
の
人
員
の
者
が
、
全
国
の
富
の
約
百
分
の
二
を
有
す
る
に
過
ぎ

ざ
る
こ
と
を
示
す
が
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
の
図
式
は
米
国
の
統
計
学
者
ロ
レ

ン
ズ
氏 (D

r. M
ax O

. Lorenz) 

の
工
案
に
成
る
が
ゆ
え
に
、
ロ
レ
ン
ズ
氏
の

曲
線
と
い
う
。

73



　
今
中
等
の
上
を
略
し
、
最
後
の
最
富
者
の
部
分
を 

一  

瞥 

い
ち
べ
つ

す
る
に
、
人
数

よ
り
言
え
ば
全
人
口
の
わ
ず
か
に
百
分
の
二
に
相
当
す
る
だ
け
の
も
の
た
る

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
所
有
に
属
せ
る
富
は
、
英
国
に
あ
っ
て
は
全
国
の
富

の
約
七
割
二
分
、
フ
ラ
ン
ス
に
あ
っ
て
は
そ
の
六
割
強
、
ド
イ
ツ
に
あ
っ
て

は
五
割
九
分
、
米
国
に
あ
っ
て
は
五
割
七
分
に
相
当
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

貧
富
懸
隔
の
は
な
は
だ
し
き
こ
と
、
か
く
の
ご
と
し
。
ひ
っ
き
ょ
う
英
米
独

仏
の
諸
国
が
貧
乏
人
の
実
に
お
び
た
だ
し
き
に
か
か
わ
ら
ず
、
世
界
の
富
国

と
称
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
は
、
古
今
に
ま
れ
な
る
驚
く
べ
き
巨
富
を
擁
し
つ
つ

あ
る
少
数
の
大
金
持
ち
が
い
る
た
め
で
あ
る
。
　
　
　
（
九
月
十
八
日
）

　
　
　
　
　
　
　
三
の
一
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故 
啄  

木 
た
く
ぼ
く

氏
は

　
　
は
た
ら
け
ど

　
　
は
た
ら
け
ど
な
お
わ
が
生
活
く
ら
し
楽
に
な
ら
ざ
り

　
　
じ
っ
と
手
を
見
る

と
歌
っ
た
が
、
今
日
の
文
明
国
に
か
く
の
ご
と
き
一
生
を
終
わ
る
者
の
い
か

に
多
き
か
は
、
以
上
数
回
に
わ
た
っ
て
私
の
す
で
に
略
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
今
私
は
こ
れ
を
も
っ
て
こ
の
二
十
世
紀
に
お
け
る
社
会
の
大
病
だ
と
信

ず
る
。
し
か
し
て
そ
の
し
か
る
ゆ
え
ん
を
論
証
す
る
は
、
以
下
さ
ら
に
数
回

に
わ
た
る
べ
き
私
の
仕
事
で
あ
る
。

　
貧
乏
が
ふ
し
あ
わ
せ
だ
と
い
う
事
は
、
ほ
と
ん
ど
説
明
の
必
要
も
あ
る
ま
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い
と
考
え
ら
る
る
が
、
不
思
議
に
も
古
来
学
者
の
間
に
は
、
貧
乏
人
も
金
持

ち
も
そ
の
幸
福
に
は
さ
し
た
る
相
違
の
無
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
が
行
な

わ
れ
て
お
る
。
大
多
数
の
諸
君
の
知
ら
る
る
ご
と
く
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は

近
世
経
済
学
の
開
祖
と
も
称
さ
る
べ
き
人
で
あ
る
が
、
氏
が
今
よ
り
百
五
十

余
年
前
（
一
七
五
九
年
）
に
公
に
し
た
『
道
徳
感
情
論
』
を
見
る
と
、
氏
は

次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。

　
「
…
…
肉
体
の
安
易
と
精
神
の
平
和
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
種
々
の
階

　
級
の
人
々
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
平
準
に
あ
る
も
の
で
、
た
と
え
ば
大
道
の
そ

　
ば
で
ひ
な
た
ぼ
こ
を
な
し
つ
つ
あ
る
乞
食
こ
じ
き
の
も
っ
て
い
る
安
心
は
、
も
ろ

　
も
ろ
の
王
様
の
欲
し
て
な
お
得う
る
あ
た
わ
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
＊
」

　
＊
　A

dam
 Sm

ith, The Theory of M
oral Sentim

ents, 6th ed., 1790. p. 

78貧乏物語



　
　311.

　
た
だ
今
嵯さ
峨が
に
お
ら
る
る
間 

宮 

英 

宗 

ま
み
や
え
い
そ
う

師
は
禅
僧
中
ま
れ
に
見
る
能
弁
の

人
で
あ
る
が
、
そ
の
講
話
集
の
中
に
は
次
の
ご
と
き
話
が
載
せ
て
あ
る
。
前

に
掲
げ
た
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
一
句
の
注
脚
と
も
見
な
す
べ
き
も
の
ゆ
え
、

こ
れ
を
そ
の
ま
ま
左
に
借
用
す
る
。

　
「
昔
五
条
の
大
橋
の
下
に
親
子
暮
ら
し
の
乞
食
こ
じ
き
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
も

　
と
は
相
応
地
位
も
あ
り
財
産
も
あ
っ
た
立
派
な
身
分
の
者
で
あ
り
ま
し
た

　
が
、
お
や
じ
が
放 

蕩 

無 

頼 

ほ
う
と
う
ぶ
ら
い

に
身
を
持
ち
く
ず
し
た
た
め
、
と
う
と
う
乞

　
食
と
ま
で
成
り
果
て
て
今
に
住
ま
う
に
家
も
な
く
、
五
条
の
橋
の
下
で
も

　
ら
い
集
め
た
飯
の
残
り
や
大
根
の
し
っ
ぽ
を
食
べ
て
親
子
の
者
が
暮
ら
し

　
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
ち
ょ
う
ど
あ
る
年
の
暮
れ
大
み
そ
か
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の
事
、
そ
の
橋
の
上
を  

大    

小  

だ
い
し
ょ
う

さ
し
て
一
人
の
立
派
な
お
侍
が
通
り
か

　
か
っ
た
。
す
る
と
そ
こ
へ
ま
た
向
こ
う
の
方
か
ら
一
人
の
番
頭
ふ
う
の
男

　
が
や
っ
て
参
り
ま
し
て
、
出
会
い
が
し
ら
に
『
イ
ヤ
こ
れ
は
旦
那
だ
ん
な
よ
い
所

　
で
お
目
に
か
か
り
ま
し
た
』
と
言
う
と
、
そ
の
お
侍
は
何
が
よ
い
所
で
あ

　
ろ
う
か
飛
ん
だ
所
で
出
く
わ
し
た
も
の
だ
と
心
の
内
で
は
思
い
な
が
ら
も

　
い
た
し
か
た
が
な
い
、
た
ち
ま
ち
橋
の
欄
干
に
両
手
を
つ
い
て
『
番
頭
殿

　
実
も
っ
て
申
し
わ
け
が
な
い
、
き
ょ
う
と
い
う
き
ょ
う
こ
そ
は
と
思
っ
て

　
い
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
つ
い
意
外
な
失
敗
か
ら
算
当
が
狂
っ
て
は
な
は
だ

　
済
ま
ぬ
け
れ
ど
も
、
も
う
一
個
月
ば
か
り
ぜ
ひ
待
っ
て
ほ
し
い
』
と
言
う

　
の
を
、
番
頭
は
う
る
さ
い
と
ば
か
り
に
『
イ
ヤ
そ
の
お
言
い
わ
け
は
た
び

　
た
び
承
っ
て
ご
ざ
る
、
い
つ
も
い
つ
も
勝
手
な
御
弁
解
も
は
や
こ
と
し
で
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五
年
に
も
相
成
り
ま
す
る
、
き
ょ
う
と
い
う
き
ょ
う
は
ぜ
ひ
御
勘
定
を
願

　
わ
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
手
前
の
店
が
立
ち
行
き
ま
せ
ぬ
』
と 

威 

丈 

高 

い
た
け
だ
か

　
に
な
っ
て
迫
り
ま
す
と
『
イ
ヤ
お
前
の
言
う
と
こ
ろ
は
全
く
無
理
で
は
な

　
い
が
、
し
か
し
武
士
と
も
あ
る
も
の
が
こ
の
と
お
り
両
手
を
突
い
て
ひ
ら

　
に
あ
や
ま
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
、
済
ま
ぬ
わ
け
だ
が
今
し
ば
ら
く
ぜ
ひ

　
猶
予
ゆ
う
よ
し
て
も
ら
い
た
い
』
と
し
き
り
に
わ
び
入
る
。
こ
れ
を
橋
の
下
で
聞

　
い
て
い
た
乞
食
の
せ
が
れ
が
、
さ
て
さ
て
お
侍
だ
な
ん
て
平
生
大
道
狭
し

　
と
威
張
っ
て
い
く
さ
る
く
せ
に
商
人
ふ
ぜ
い
の
者
に
両
手
を
つ
い
て
ま
で

　
あ
や
ま
る
と
は
な
ん
と
し
た
情
け
な
い
話
で
あ
ろ
う
、
い
く
ら
偉
そ
う
に

　
威
張
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
債
鬼
に
責
め
ら
れ
て
は
あ
ん
な
つ
ら
い
思
い
も

　
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
つ
ま
ら
な
い
、
そ
れ
を
思
う
と
わ
れ
わ
れ
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の
境
界
は
実
に
結
構
な
も
の
だ
、
借
金
取
り
が
や
っ
て
来
る
で
も
な
け
れ

　
ば
、 
泥  

棒 
ど
ろ
ぼ
う

の
つ
け
る
心
配
も
な
い
、
風
が
吹
こ
う
が
雨
が
降
ろ
う
が
屋

　
根
が
漏
る
心
配
も
壁
が
こ
わ
れ
る
心
配
も
な
い
、
飢
え
て
は
一
わ
ん
の
麦

　
飯
に
舌
鼓
を
う
ち
、
渇
し
て
は
一
杯
の 

泥  

水 

ど
ろ
み
ず

に
も
甘
露
の
思
い
を
な
す
、

　
い
わ
ゆ
る

　
　
一
鉢
千
家
飯
　
孤
身
送
幾
秋
　
　 

一  

鉢 

い
っ
ぱ
つ

千
家
の
飯
、
孤
身
幾
秋
を
か

　
　
送
る

　
　
冬
温
路
傍
草
　
夏
涼
橋
下
流
　
　
冬
は
温
あ
た
たか
な
り
路
傍
の
草
、
夏
は
涼

　
　
し
橋
下
の
流
れ

　
　
非
色
又
非
空
　
無
楽
復
無
憂
　
　
色しき
に
非
ず
又
空くう
に
非
ず
、
楽
無
く
復
ま
た

　
　
憂うれ
い
無
し
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若
人
問
此
六
　
明
月
浮
水
中
　
　
若も
し
人
此
の
六
に
問
わ
ば
、
明
月
水

　
　
中
に
浮
か
ぶ

　
で
、
思
え
ば
自
分
ら
ほ
ど
の
ん
き
な
結
構
な
も
の
は
世
間
に
な
い
と
ひ
と

　
り
言
を
言
う
て
妙
に
達
観
し
て
い
る
と
、
せ
が
れ
の
そ
ば
で
半
ば
居
眠
い
ね
ぶ
り

　
を
し
て
い
た
親
乞
食
が
せ
が
れ
が
か
よ
う
に
申
し
ま
す
の
を
聞
い
て
、
む

　
っ
く
と
起
き
直
り
『
こ
れ
せ
が
れ
、
そ
ん
な
果
報
な
安
楽
の
身
に
い
っ
た

　
い
お
前
は
だ
れ
に
し
て
も
ろ
う
た
の
か 

親  

様 

お
や
さ
ま

の
御
恩
を
忘
れ
て
は
な
ら

　
ん
ぞ
』
と
言
う
た
と
い
う
お
話
が
ご
ざ
り
ま
す
」

「
は
た
ら
け
ど
は
た
ら
け
ど
な
お
わ
が
生
活
く
ら
し
楽
に
な
ら
ざ
り
、
じ
っ
と
手
を

見
る
」
と
い
う
連
中
が
、
こ
の
講
話
を
聞
い
て
は
た
し
て
自
分
ら
ほ
ど
果
報

な
者
は
世
に
な
い
と
思
う
に
至
る
で
あ
ろ
う
か
、
ど
う
か
。
た
と
い
彼
ら
自
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身
は
そ
う
思
う
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
は
た
し
て
彼
ら
を
目
し
て
世
に
果

報
な
人
々
と
す
べ
き
で
あ
る
か
、
ど
う
か
。
そ
れ
が
私
の
問
題
と
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
月
十
九
日
）

　
　
　
　
　
　
　
三
の
二

　
五 

条 

河 

原 

ご
じ
ょ
う
が
わ
ら

の
乞
食
こ
じ
き
の
話
は
、
話
ぶ
り
が
あ
ま
り
巧
み
な
の
で
、
つ
い
そ

の
ま
ま
転
載
さ
し
て
も
ら
う
気
に
な
っ
た
が
、
も
し
私
の
記
憶
が
間
違
っ
て

い
な
け
れ
ば
、
か
の
大 

燈 

国 

師 

だ
い
と
う
こ
く
し

の
ご
と
き
も
同
じ
く
五
条
の
橋
の
下
で
し

ば
ら
く
乞
食
こ
じ
き
を
相
手
に
修
養
を
し
て
お
ら
れ
た
の
で
、
そ
の
時
の
作
に
な
る

　
　
座
禅
せ
ば
四
条
五
条
の
橋
の
上
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ゆ
き
来き
の
人
を
深
山
木

み
や
ま
ぎ

と
見
て

と
い
う
歌
は
有
名
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
さ
て
こ
こ
に
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
大
燈
国
師
の
よ
う
な
偉
い
人
な
ら
ば
こ
そ
、
乞
食

の
ま
ね
を
し
て
い
て
も
よ
い
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
ご
と
き
凡
夫
だ
と
、
孟も

子うし
の
い
わ
ゆ
る
民
の
ご
と
き
は 

恒  

産 

こ
う
さ
ん

な
く
ん
ば
因よ
っ
て 

恒  

心 

こ
う
し
ん

な
し
で
、

心
も
魂
も
堕
落
こ
そ
す
れ
、
と
て
も
明
徳
を
明
ら
か
に
す
る
ち
ょ
う
人
生
の

目
的
を
実
現
す
る
方
向
に
進
め
る
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
こ
で
同
じ
貧
乏
を
論
ず
る
に
つ
け
て
も
、
自
発
的
の
貧
乏
す
な
わ

ち
自
ら
選
択
し
て
進
ん
で
取
っ
た
貧
乏
と
、
強
制
的
の
貧
乏
す
な
わ
ち
や
む

を
得
ず
強
制
的
に
受
け
さ
せ
ら
れ
て
い
る
貧
乏
と
の
区
別
を
充
分
に
し
て
か

か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
し
て
私
の
こ
こ
に
論
ず
る
と
こ
ろ
は
、
も
ち
ろ
ん
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や
む
を
得
ず
強
制
的
に
受
け
さ
せ
ら
れ
て
い
る
貧
乏
の
こ
と
で
あ
る
。

　
叙
し
て
こ
こ
に
き
た
る
時
、
私
は
ハ
ン
タ
ー
氏
の
『
貧
乏
』
の
巻
首
に
あ

る
次
の
一
節
を
思
い
起
こ
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
「
私
は
近
ご
ろ
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
デ
ー
ン
・
ホ
ゥ
エ
ル
ス
に
会
う
て
ト
ル
ス

　
ト
イ
を
訪
問
し
た
こ
と
を
話
し
た
ら
、
氏
は
次
の
ご
と
く
述
べ
ら
れ
た
。

　
『
ト
ル
ス
ト
イ
の
し
た
事
は
実
に
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
を

　
な
せ
と
い
う
は
無
理
で
あ
る
。
最
も
高
貴
な
る
祖
先
を
有
す
る
一
貴
族
と

　
し
て
は
、
遊
ん
で
い
て
食
わ
し
て
も
ら
う
こ
と
を
拒
絶
し
、
自
分
の
手
で

　
働
い
て
行
く
こ
と
に
努
力
し
、
つ
い
近
ご
ろ
ま
で
は
奴
隷
の
階
級
に
属
し

　
て
い
た
百
姓
ら
と
で
き
う
る
限
り
そ
の 
艱  
難 
か
ん
な
ん

辛
苦
を
分
か
っ
て
行
こ
う

　
と
し
た
事
が
、
彼
の
な
し
あ
と
う
べ
き
最
大
の
事
業
で
あ
る
。
し
か
し
彼
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が
百
姓
ら
と
と
も
に
そ
の
貧
乏
を
分
か
つ
と
い
う
事
は
、
こ
れ
は
彼
に
と

　
っ
て
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
何
ゆ
え
と
い
う
に
、
貧
乏
と
は
た
だ
物
の
不

　
足
を
の
み
意
味
す
る
の
で
は
な
い
、
欠
乏
の
恐
怖
と
憂
懼
ゆ
う
く
、
そ
れ
が
す
な

　
わ
ち
貧
乏
で
あ
る
が
、
か
か
る
恐
怖
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
到
底
知
る
を
得
ざ

　
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
＊
。
』
…
…
」

　
＊
　H

unter, Ibid., p. 1.

　
げ
に
露
国
の
一
貴
族
と
し
て
そ
の
名
を
世
界
に
は
せ
し
ト
ル
ス
ト
イ
に
と

っ
て
は
、
自
発
的
貧
乏
の
ほ
か
味
わ
う
べ
き
貧
乏
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

　
遠
く
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
昔
慧
可
大
師

え
か
だ
い
し

は
半
臂
は
ん
ぴ
を
断た
っ
て
法のり
を
求
め
、
雲   

う
ん
も

門  

和  

尚 

ん
お
し
ょ
う

は
ま
た
半
脚
を
折
っ
て
悟ご
に
入
っ
た
。
今
か
か
る
達
人
の
見
地
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よ
り
せ
ば
、
い
わ
ゆ
る
道
の
た
め
に
は 

喪  

身  

失  

命 

そ
う
し
ん
し
つ
み
ょ
う
を
辞
せ
ず
で
、 

手  

し
ゅ
そ

足 く
な
お
断
つ
べ
し
、
い
わ
ん
や
こ
の
肉
体
を
養
う
た
め
の
衣
食
の
ご
と
き
、

場
合
に
よ
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
も
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
し
か
し
か
く
の

ご
と
き
は
千
古
の
達
人
が
深
く
自
ら
求
む
る
と
こ
ろ
あ
っ
て
、
自
ら
選
択
し

て
飛
び
込
ん
だ
特
種
の  

境    

界  

き
ょ
う
が
い

で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
凡
夫
が
へ
た
に

悟
っ
て
し
い
て
大
燈
国
師
の
ま
ね
を
し
て
、
相
率
い
て
乞
食
こ
じ
き
に
な
っ
た
り
、

慧
可
・
雲
門
に
な
ら
っ
て
皆
が
臂ひじ
を
切
っ
た
り
脚あし
を
折
っ
た
り
し
た
日
に
は
、

国
は
た
ち
ま
ち
に
し
て
滅
び
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　
思
う
に
貧
乏
の
人
の
身
心
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
は
、
古
来
い
ろ
い
ろ

の
誤
解
が
あ
る
。
た
と
え
ば 

艱  

難 

か
ん
な
ん

な
ん
じ
を
玉
に
す
と
か
、
富
め
る
人
の

天
国
に
行
く
は
駱
駝
ら
く
だ
の
針
の
穴
を
通
る
よ
り
難かた
し
と
か
い
う
こ
と
な
ど
あ
る
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が
た
め
に
、
や
や
も
す
れ
ば
人
は
貧
乏
の
方
が
か
え
っ
て
利
益
だ
と
い
う
ふ

う
に
考
え
ら
る
る
傾
き
が
あ
る
。
古
い
日
本
の
書
物
に
も
「
金
持
ち
ほ
ど
難

儀
な
苦
の
多
き
も
の
は
な
い
、
一
物
有
れ
ば
一
累
を
増
す
と
い
う
て
、
百
品

持
っ
た
者
よ
り
二
百
品
持
っ
た
も
の
は
苦
の
数
が
多
い
」
な
ど
言
う
て
あ
る

が
、
現
に
一
昨
昨
年
（
一
九
一
三
年
）
に
は
ス
イ
ス
国
で
い
ち
ば
ん
金
持
ち

で
あ
っ
た
夫
婦
者
が
、
つ
く
づ
く
な
ん
の
生
き
が
い
も
な
い
世
の
中
と
感
じ

た
と
い
う
の
で
、
二
人
が
い
っ
し
ょ
に
自
殺
を
遂
げ
た
こ
と
も
あ
る
＊
。
だ

か
ら
人
間
と
い
う
も
の
は
心
の
持
ち
よ
う
一
つ
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
大
小

さ
し
て
威
張
っ
て
い
る
侍
よ
り
も
、
橋
の
下
に
眠ねぶ
っ
て
い
る
乞
食
こ
じ
き
の
方
が
か

え
っ
て
幸
福
だ
、
と
い
う
よ
う
な
説
も
出
る
の
で
あ
る
が
、
私
だ
っ
て
金
持

ち
に
な
る
ほ
ど
幸
福
な
も
の
だ
と
一
概
に
言
う
の
で
は
決
し
て
な
い
。
し
か
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し
過
分
に
富
裕
な
の
が
ふ
し
あ
わ
せ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
過
分
に
貧
乏
な
の

が
し
あ
わ
せ
だ
と
は
言
え
ぬ
。
繰
り
返
し
て
言
う
が
、
私
の
こ
の
物
語
に
貧

乏
と
い
う
の
は
、
身
心
の
健
全
な
る
発
達
を
維
持
す
る
に
必
要
な
物
資
さ
え

得
あ
た
わ
ぬ
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
少
な
く
と
も
私
の
言
う
ご
と
き
意
味
の
貧

乏
な
る
も
の
は
、
そ
の
観
念
自
身
か
ら
し
て
、
必
ず
わ
れ
わ
れ
の
身
心
の
健

全
な
る
発
達
を
妨
ぐ
べ
き
も
の
な
の
で
、
そ
れ
が
利
益
と
な
る
べ
き
は
ず
は

あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
月
二
十
四
日
）

　
＊
　Fetter, Econom

ic Principles, 1915. p. 29.

　
　
　
　
　
　
　
三
の
三
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ち
ょ
う
ど
南
ア
戦
争
の
終
わ
る
少
し
前
、
一
九
〇
二
年
の
初
め
に
英
国
の

陸
軍
少
将
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
モ
ー
リ
ス
氏
は
『
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
・
レ
ヴ

ュ
ウ
』
と
い
う
雑
誌
に
「
国
民
の
健
康
」
と
題
す
る
論
文
を
公
に
し
、
そ
の

中
に
お
い
て
、
今
日
英
国
の
陸
軍
に
お
け
る
志
願
者
は
だ
ん
だ
ん
体
格
が
悪

く
な
り
て
、
五
人
の
中
で
や
っ
と
二
人
だ
け
の
合
格
者
を
得
る
に
と
ど
ま
る

あ
り
さ
ま
で
あ
る
が
、
「
こ
の
五
と
二
と
の
間
に
横
た
わ
る
意
味
を
研
究
す

る
と
い
う
こ
と
は
実
に
今
日
国
家
死
活
の
問
題
で
あ
る
。
そ
は
陸
軍
軍
人
の

大
部
分
を
供
給
す
べ
き
階
級
の
人
々
の
体
格
が
、
今
日
か
く
の
ご
と
き
割
合

に
お
い
て
退
化
し
お
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
。
も
し
し
か

り
と
す
れ
ば
、
こ
の
恐
る
べ
き
事
態
の
原
因
は
そ
も
そ
も
な
ん
で
あ
る
か
。

そ
れ
は
は
た
し
て
救
済
し
う
べ
き
事
が
ら
で
あ
る
か
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
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を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
こ
の
論
文
は
当
時
大
い
に
朝
野
識
者
の
注
意
を
喚
起
し
、
こ
れ
が
た
め
ま

ず
第
一
に
問
題
に
さ
れ
た
の
は
、
学
校
の
体
育
に
何
か
不
充
分
な
点
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
国
王
は
直
ち
に
委
員
を
任

命
し
て
大
学
以
下
各
種
の
学
校
に
通
じ
、
体
育
上
い
か
な
る
改
良
が
必
要
で

あ
る
か
を
調
査
さ
す
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
委
員
会
で
だ

ん
だ
ん
調
査
し
て
み
た
結
果
、
つ
い
に
発
見
さ
れ
た
事
が
ら
は
、
少
な
く
と

も
小
学
教
育
の
範
囲
で
は
、
問
題
は
学
校
に
お
け
る
体
育
上
の
訓
練
が
足
り

ぬ
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
全
く
児
童
の
食
事
が
足
り
て
お
ら
ぬ

と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
た
と
え
ば
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
市
の
あ
る

区
の
ご
と
き
は
、
児
童
の
約
三
割
の
も
の
が
営
養
不
足
の
状
態
に
あ
る
が
、
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こ
う
い
う
子
供
に
学
校
で
過
激
な
体
操
を
さ
す
の
は
、
児
童
の
発
育
上
た
だ

に
よ
い
結
果
を
も
た
ら
さ
ぬ
の
み
か
、
か
え
っ
て
害
を
生
じ
つ
つ
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
軍
人
の
体
格
が
次
第
に
悪
く
な
る
と
い
う
お
も
な

原
因
は
、
次
の
時
代
の
国
民
を
形
造
る
べ
き
児
童
の
多
数
が
貧
乏
線
以
下
に

落
ち
て
お
る
た
め
だ
と
い
う
事
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
一
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
一
見
す
れ
ば
ほ
と
ん
ど
経
済
問
題
と
な

ん
ら
の
関
係
な
き
が
ご
と
く
見
ゆ
る
問
題
で
も
、
よ
く
研
究
調
査
し
て
そ
の

根
原
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
る
と
、
大
概
の
問
題
が
皆
経
済
と
い
う
事
と
密
接

な
関
係
を
も
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
今
日
の
世
の
中
に
は
、
い
ろ
い
ろ
む
つ

か
し
い
社
会
上
の
問
題
が
起
こ
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
大
部
分
は
、
わ

れ
わ
れ
の
目
か
ら
見
る
と
、
社
会
の
多
数
の
人
が
貧
乏
し
て
い
る
が
た
め
に

93



起
こ
る
の
で
あ
る
。
ホ
ラ
ン
ダ
ー
氏
は
一
昨
年
（
一
九
一
四
年
）
公
に
し
た

る
『
貧
乏
根
絶
論
』
の
巻
首
に
「
社
会
的
不
安
は
二
十
世
紀
の
生
活
の
基
調

音
で
あ
る
。
こ
の
不
安
は
い
ろ
い
ろ
の
方
面
に
明
ら
か
に
現
わ
れ
て
来
て
い

る
。
産
業
上
の
諸
階
級
間
の
不
平
、
政
党
各
派
の  

紛    

擾  

ふ
ん
じ
ょ
う

、
輿
論
よ
ろ
ん
の
神
経

過
敏
、
経
済
上
の
諸
調
査
の
専
心
に
行
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
等
は
す
な
わ

ち
そ
れ
で
あ
る
。
…
…
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
根
本
の
原
因
は
ど
こ
で
も
同

じ
こ
と
な
の
で
、
す
な
わ
ち
貧
乏
の
存
在
と
そ
の
痛
苦
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
こ

れ
が
社
会
的  

騒    

擾  

そ
う
じ
ょ
う

の
中
心
で
あ
り
中
核
で
あ
る
＊
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

余
も
全
く
同
感
で
あ
る
。

　
＊
　H

ollander, The A
bolition of Poverty, 1914. p. 1.

　
昔
孔
子
こ
う
し
は
「
足
食
、
足
兵
、
使
民
信
之
矣
〈
食
を
足
し
、
兵
を
足
し
、
民
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を
し
て
之これ
を
信
ぜ
し
む
〉
」
と
言
わ
れ
た
が
、
考
え
て
み
る
と
ま
こ
と
に
食

を
足
す
と
い
う
こ
と
は
政
治
の
第
一
要
件
で
あ
る
。
食
を
足
し
て
し
か
る
後

始
め
て
強
い
軍
人
を
養
成
し
て
兵
を
足
す
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
ま
た
教
育
道

徳
を
盛
ん
に
し
て
民
を
し
て
こ
れ
を
信
ぜ
し
む
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で

あ
る
。
世
に
は
教
育
万
能
論
者
が
あ
っ
て
、
何
か
社
会
に
お
も
し
ろ
く
な
い

事
が
起
こ
る
と
、
す
ぐ
に
教
育
者
を
責
め
る
け
れ
ど
も
、
教
育
の
力
に
も
お

の
ず
か
ら
限
り
が
あ
る
。
ダ
ン
ト
ン
の
言
っ
た
こ
と
ば
に
「
パ
ン
の
の
ち
に

は
、
教
育
が
国
民
に
と
っ
て
最
も
た
い
せ
つ
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と

が
あ
る
が
、
こ
の
パ
ン
の
の
ち
に
は
と
い
う
一
句
は 

千  

鈞 

せ
ん
き
ん

の
重
み
が
あ
る
。

教
育
は
ま
こ
と
に
国
民
に
と
っ
て
た
い
せ
つ
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し

そ
の
教
育
の
効
果
を
あ
げ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
教
わ
る
者
に
腹
一
杯
飯
を
食
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わ
し
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
い
く
ら
教
育
を
普
及
し
た
か
ら
と
て
、
ま
ず

パ
ン
を
普
及
さ
せ
な
け
れ
ば
だ
め
で
あ
る
。
　
　
　
（
九
月
二
十
五
日
）

　
　
　
　
　
　
　
三
の
四

　
今
よ
り
十
年
前
す
な
わ
ち
一
九
〇
六
年
、
か
の
英
国
に
お
い
て
「
食
事
公

給
条
例
」
な
る
も
の
が
議
会
を
通
過
す
る
に
至
っ
た
の
も
、
ひ
っ
き
ょ
う
は

前
回
に
述
べ
た
る
ご
と
く
、
モ
ー
リ
ス
の
論
文
が
世
間
の
注
意
を
ひ
い
て
以

来
、
種
々
の
調
査
研
究
の
行
な
わ
れ
た
結
果
、
食
物
の
良
否
が
国
民
の
健
康

に
及
ぼ
す
影
響
の
き
わ
め
て 

甚  

大 

じ
ん
だ
い

な
る
も
の
な
る
こ
と
が
、
次
第
に
発
見

さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
条
例
は
、
貧
乏
な
小
学
児
童
に
公
の
費
用
を
も
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っ
て
食
事
を
給
与
す
る
と
い
う
こ
と
を
各
地
に
お
い
て
実
行
す
る
が
た
め
に

設
け
ら
れ
た
法
律
で
あ
る
。
今
そ
の
規
定
の
詳
細
に
至
っ
て
は
、
私
は
こ
こ

に
こ
れ
を
説
く
の
必
要
を
認
め
ぬ
が
、
た
だ
そ
の
だ
い
た
い
の
精
神
を
伝
え

る
こ
と
は
、
こ
の
物
語
を
進
め
る
上
に
す
こ
ぶ
る
便
利
だ
と
考
え
る
。

　
試
み
に
こ
の
法
律
案
が
議
会
に
提
出
さ
れ
た
時
の
議
事
録
を
見
る
に
、
一

九
〇
六
年
三
月
二
日
下
院
の
議
場
に
お
い
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン
氏
の
試
み
た
る
原

案
賛
成
演
説
に
は
、
次
の
ご
と
き
一
節
が
あ
る
。

　
「
諸
君
の
中
に
は
、
今
日
児
童
の
大
多
数
が
食
物
な
し
に
、
ま
た
は
営
養

　
不
足
の
状
態
の
下
に
、
通
学
し
つ
つ
あ
る
事
を
否
認
さ
る
る
か
た
は
あ
る

　
ま
い
。
今
こ
の
法
律
案
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
す
な
わ
ち
か
か
る
児

　
童
に
向
か
っ
て
食
事
を
給
与
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
。
け
だ
し
児
童
養
育
の
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責
任
を
有
す
る
者
の 

何  

人 

な
ん
ぴ
と

な
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
諸
君

　
の
中
に
種
々
の
異
説
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
諸
君
の
う
ち
あ
る
者

　
は
、
自
分
の
子
供
を
養
う
の
は
親
た
る
者
の
義
務
で
は
な
い
か
と
言
う
か

　
た
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
か
く
の
ご
と
き
論
者
に
し
て
、
こ

　
れ
ら
両
親
の
あ
る
者
の
現
に
得
つ
つ
あ
る
賃
銭
の
高
を
考
え
ら
れ
た
な
ら

　
ば
、
彼
ら
が
そ
の
家
族
に
適
当
な
る
衣
食
を
供
給
す
と
い
う
事
の
、
絶
対

　
に
不
可
能
事
た
る
こ
と
を
承
認
さ
る
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
」

　
「
私
は
諸
君
が
こ
れ
を
ば
単
に
計
算
上
の
損
得
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て

　
も
さ
し
つ
か
え
な
い
と
思
う
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
人
道
、
慈
悲
と
い
う
こ

　
と
に
訴
え
る
必
要
の
な
い
問
題
だ
と
考
え
る
。
け
だ
し
い
ろ
い
ろ
な
肉
体

　
上
及
び
精
神
上
の
病
気
や
堕
落
は
、
子
供
の
時
代
に
充
分
に
飯
を
食
べ
な

98貧乏物語



　
か
っ
た
と
い
う
事
が
、
そ
の
大
部
分
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
れ
ば
も
し
国
家
の
力
で
、
飢
え
つ
つ
育
っ
た
と
い
う
人
間
を
な
く
す
る

　
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
次
の
時
代
の
国
民
は
皆
国
家
社
会
の
た
め
相
当

　
の
働
き
を
な
し
う
る
だ
け
の
人
間
に
な
っ
て
来
る
の
で
、
そ
う
な
れ
ば
今

　
日
国
家
が
監
獄
と
か
救
貧
院
と
か
感
化
院
と
か
慈
善
病
院
と
か
い
ろ
い
ろ

　
な
設
備
や
事
業
に
投
じ
て
い
る
費
用
は
い
ら
な
く
な
っ
て
来
る
の
で
あ
っ

　
て
、
か
え
っ
て
そ
の
ほ
う
が 

算  

盤 
そ
ろ
ば
ん

の
上
か
ら
言
っ
て
も
利
益
に
な
る
の

　
で
あ
る
。
」

　
「
人
あ
る
い
は
、
か
か
る
事
業
は
よ
ろ
し
く
こ
れ
を
私
人
の
慈
善
事
業
に

　
委い
す
べ
し
と
主
張
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
は
、
こ
の
た
い
せ
つ
な
事

　
業
を
私
人
の
慈
善
事
業
に
一
任
せ
し
こ
と
、
業すで
に
已すで
に
長
き
に
失
し
た
と
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考
え
る
者
で
あ
る
。
私
は
満
場
の
諸
君
が
、
人
道
及
び
キ
リ
ス
ト
教
の
名

　
に
お
い
て
こ
の
案
を
可
決
さ
れ
ん
事
を
希
望
す
る
＊
。
」

　
＊
　H

eyes, B
ritish Social Politics, 1913. pp. 110--112.

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
案
に
対
し
て
は
反
対
演
説
も
行
な
わ
れ
た
が
、
煩
わ
し
い

か
ら
そ
れ
は
略
し
て
、
今
一
つ
時
の
教
育
院
総
裁
ビ
レ
ル
氏
が
同
じ
日
の
下

院
議
場
で
述
べ
た
演
説
の
一
節
だ
け
つ
い
で
に
次
に
書
き
し
る
す
。

　
「
私
は
考
え
る
、
諸
君
の
大
多
数
は
人
の
親
で
あ
り
、
諸
君
の
す
べ
て
は

　
か
つ
て
子
供
で
あ
り
、
ま
た
諸
君
の
あ
る
者
は
教
師
で
あ
っ
た
事
も
あ
ろ

　
う
。
そ
う
し
て
、
そ
う
い
う
境
遇
を
経
ら
れ
た
以
上
、
諸
君
は
、
飢
え
た

　
子
供
の
や
せ
衰
え
た
者
に
宗
教
上
ま
た
は
学
問
上
の
事
が
ら
を
教
え
よ
う

　
と
す
る
事
の
、
い
か
に
残
酷
な
所
業
で
あ
る
か
を
承
知
さ
れ
て
い
る
は
ず
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だ
と
思
う
。
か
く
の
ご
と
き
児
童
に
物
を
教
え
る
た
め
租
税
で
取
り
立
て

　
た
金
を
使
う
の
は
、
公
金
を
無
益
に
浪
費
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
…

　
…
だ
か
ら
今
こ
こ
に
飢
え
た
る
児
童
が
い
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
そ
れ
に
物

　
を
食
わ
し
て
や
る
か
、
し
か
ら
ず
ん
ば
そ
の
者
の
教
育
を
断
わ
る
か
の
ほ

　
か
に
道
は
な
い
。
し
か
し
私
は
文
部
の
当
局
者
と
し
て
の
ち
の
方
法
を
採

　
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
＊
。
…
…
」

　
＊
　Ibid. pp. 116--119.

　
原
案
提
出
者
及
び
賛
成
者
の
意
見
は
だ
い
た
い
上
述
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、

そ
の
趣
旨
は
議
会
に
お
い
て
多
数
の
是
認
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
さ
ら
に
国

王
の
裁
可
を
得
て
、
同
年
（
一
九
〇
六
年
）
の
十
二
月
二
十
一
日
に
い
よ
い

よ
法
律
と
し
て
公
布
さ
る
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
今
そ
の
全
文
を
訳
出
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す
れ
ば
次
の
ご
と
し
。

　
　
一
、
一
九
〇
二
年
の
教
育
条
例
第
三
部
に
規
定
せ
る
地
方
教
育
官
庁
は
、

　
そ
の
管
轄
内
に
お
け
る
公
立
小
学
校
に
通
学
せ
る
児
童
の
た
め
食
事
を
給

　
与
す
る
に
つ
い
て
そ
の
必
要
と
認
む
る
と
こ
ろ
の
処
置
を
採
り
う
る
。
し

　
か
し
て
こ
の
目
的
の
た
め
に
　
　

　
　
（
い
）
　
地
方
教
育
官
庁
は
、
こ
れ
ら
児
童
に
向
か
っ
て
食
事
給
与
の

　
　
　
実
行
に
当
た
れ
る
委
員
（
こ
の
条
例
に
お
い
て
は
こ
れ
を
「
学
校
酒

　
　
　
保
委
員
＊
」
と
名
づ
け
る
）
に
そ
の
代
表
者
を
出
し
て
こ
れ
と
協
力

　
　
　
し
う
べ
く
、
ま
た
、

　
　
（
ろ
）
　
そ
の
委
員
を
助
く
る
が
た
め
、
そ
の
事
業
の
組
織
、
準
備
及

　
　
　
び
経
営
に
必
要
な
る
べ
き
土
地
、
建
物
、
家
具
及
び
器
具
、
な
い
し
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役
員
及
び
使
用
人
を
給
し
う
る
。

　
た
だ
し
、
特
に
規
定
せ
る
場
合
の
ほ
か
、
地
方
教
育
官
庁
は
、
か
く
の
ご

　
と
き
食
事
に
用
い
ら
る
べ
き
食
物
の
購
買
に
関
し
な
ん
ら
の
費
用
を
も
支

　
出
し
得
ざ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
＊
　School C

anteen C
om

m
ittee.

　
　
二
、
こ
の
条
例
に
も
と
づ
き
児
童
に
食
事
を
給
与
し
た
る
時
は
、
各
食

　
事
に
つ
き
各
児
童
の
両
親
よ
り
一
定
の
金
額
を
徴
収
す
べ
く
、
そ
の
額
は

　
地
方
教
育
官
庁
こ
れ
を
定
む
る
。
し
か
し
て
両
親
が
も
し
こ
れ
を
支
払
わ

　
ざ
る
場
合
に
、
そ
の
原
因
た
る
そ
の
怠
慢
に
よ
る
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
明
白

　
な
る
に
あ
ら
ざ
る
限
り
は
、
地
方
教
育
官
庁
は
そ
の
両
親
に
向
か
っ
て
そ

　
の
金
額
の
支
払
い
を
請
求
す
る
の
義
務
が
あ
る
…
…
。
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三
、
地
方
教
育
官
庁
に
し
て
、
そ
の
管
轄
内
に
お
け
る
小
学
校
に
通
学

　
し
つ
つ
あ
る
児
童
の
う
ち
、
食
物
の
不
足
の
原
因
の
た
め
に
、
こ
れ
に
向

　
か
っ
て
施
さ
れ
つ
つ
あ
る
教
育
の
利
益
を
充
分
に
受
く
る
こ
と
あ
た
わ
ざ

　
る
も
の
あ
る
を
認
め
、
か
つ
公
の
財
源
以
外
の
財
源
に
は
、
こ
の
条
例
に

　
も
と
づ
く
食
事
の
給
与
に
要
す
る
食
物
の
費
用
を
支
弁
す
る
に
用
う
べ
き

　
も
の
な
き
か
、
ま
た
は
そ
の
額
不
足
す
る
こ
と
を
確
か
め
た
る
時
は
、
そ

　
の
旨
を
教
育
院
（
文
部
省
）
に
通
ず
る
こ
と
を
得う
る
。
し
か
し
て
教
育
院

　
は
地
方
教
育
官
庁
を
し
て
か
か
る
食
物
の
給
与
の
費
用
を
支
弁
す
る
に
必

　
要
な
だ
け
の
額
を
ば
、
地
方
税
の
中
よ
り
支
出
す
る
の
権
限
を
有
せ
し
め

　
う
る
、
た
だ
し
地
方
教
育
官
庁
が
一
会
計
年
度
内
に
こ
の
目
的
の
た
め
に

　
支
出
し
う
る
総
額
は
一
ポ
ン
ド
に
つ
き
半
ペ
ニ
ー
の
率
を
越
え
て
は
な
ら
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ぬ
、
…
…
。

　
　
四
、
（
省
略
）

　
　
五
、
（
省
略
）

　
　
六
、
公
立
小
学
校
に
職
を
求
め
つ
つ
あ
る
教
師
ま
た
は
現
に
職
を
奉
じ

　
つ
つ
あ
る
教
師
は
、
こ
の
食
事
の
給
与
に
関
し
、
ま
た
こ
れ
に
要
す
る
費

　
用
の 

醵  

金 

き
ょ
き
ん

に
関
し
、
そ
の
義
務
と
し
て
こ
れ
が
監
督
ま
た
は
補
助
を
な

　
す
こ
と
を
要
求
さ
れ
、
ま
た
は
こ
れ
が
監
督
ま
た
は
補
助
に
関
与
す
べ
か

　
ら
ず
と
要
求
さ
る
る
こ
と
は
な
い
。

　
　
七
、
こ
の
条
例
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
適
用
せ
ず
。

　
　
八
、
こ
の
条
例
は
一
九
〇
六
年
の
教
育
（
食
事
公
給
）
条
例
と
名
づ
け

　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
月
二
十
六
日
）
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三
の
五

　
英
国
で
食
事
公
給
条
例
な
る
も
の
が
で
き
、
貧
乏
人
の
子
は
国
家
が
こ
れ

を
引
き
取
り
、
親
に
代
わ
っ
て
養
っ
て
行
く
こ
と
に
し
た
と
い
う
事
は
、
私

が
前
回
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
由
来
個
人
主
義
の
本
場
と
し
て
、
自

由
放
任
を
宗
旨
と
な
し
、
国
家
は
個
人
の
私
事
に
で
き
う
る
だ
け
立
ち
入
ら

ぬ
こ
と
を
国
風
と
し
て
い
る
英
国
に
お
い
て
、
今
か
く
の
ご
と
き
法
律
の
発

布
を
見
る
に
至
り
た
る
事
は
、
一
葉
落
ち
て
天
下
の
秋
を
知
る
と
や
い
わ
ん
、

実
に
驚
く
べ
き
時
勢
の
変
で
あ
る
。
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日
本
で
は
、 

大  

阪 

お
お
さ
か

な
り
神
戸
こ
う
べ
な
り
か
ら
ち
ょ
っ
と
四
国
へ
渡
る
に
も
、

船
に
乗
れ
ば
、
私
た
ち
は
必
ず
船
員
か
ら
姓
名
、
住
所
、
年
齢
等
を
き
か
れ

る
。
も
し
旅
か
ら
旅
へ
流
浪
る
ろ
う
し
た
な
ら
ば
、
一
泊
す
る
ご
と
に
、
至
る
所
の

宿
帳
へ
、
や
は
り
同
じ
よ
う
な
事
を
一
々
記
録
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か

か
る
干
渉
主
義
の
国
が
ら
に
育
っ
た
私
は
、
往
年
初
め
て
ロ
ン
ド
ン
に
入
っ

た
時
、
ホ
テ
ル
に
泊
ま
ろ
う
が
、
下
宿
屋
に
住
も
う
が
、
ど
こ
へ
行
っ
た
と

て
、
姓
名
も
国
籍
も
何
一
つ
か
つ
て
届
け
い
ず
る
必
要
な
き
を
見
て
、
い
さ

さ
か
意
外
の
感
を
い
だ
い
た
者
で
あ
る
。
平
時
の
英
国
は
、
書
生
が
来
よ
う

が
商
人
が
は
い
ろ
う
が
、
美
人
で
も
醜
婦
で
も
、
学
者
で
も
泥
棒
で
も
、
出

入
全
く
自
在
で
さ
な
が
ら
風
の
去
来
し
雲
の
徂
徠
そ
ら
い
す
る
に
任
せ
あ
る
が
ご
と

く
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
に
し
ば
ら
く
住
ま
っ
た
の
ち
、
私
は
同
僚
の
Ｋ
君
と
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南
方
の
農
村
に
移
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
異
郷
の
旅
に
流
浪
す
る
身
は
、
別
に

し
か
た
が
な
い
か
ら
、  

蝸    

牛  

か
た
つ
む
り

の
旅
の
よ
う
全
財
産
を
携
え
な
が
ら
、
わ

ず
か
と
は
い
え
そ
れ
で
も
ト
ラ
ン
ク
や
ス
ー
ツ
・
ケ
ー
ス
に
相
応
の
荷
物
を

納
め
、
な
に
が
し
の 

停 

車 

場 

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
よ
り
汽
車
に
乗
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
行

け
ど
も
行
け
ど
も
山
は
見
え
ず
、
日
本
と
同
じ
島
国
と
は
い
え
、
そ
の
地
勢

の
著
し
く
相
違
せ
る
を
珍
し
く
思
い
な
が
ら
、
進
み
行
く
ほ
ど
に
、
や
が
て

な
に
が
し
と
い
う
駅
に
着
く
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
乗
り
換
え
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
私
の
驚
い
た
の
は
、
ロ
ン
ド
ン
の 

停 

車 

場 

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で

す
で
に
汽
車
に
預
け
て
し
ま
っ
た
荷
物
も
、
乗
り
換
え
の
時
に
は
旅
客
が
各

自
に
自
分
の
荷
物
は
自
分
で
注
意
し
て
、
乗
り
換
う
べ
き
列
車
の
方
へ
持
ち

運
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。
日
本
な
ど
で
は
、
一
た
ん
荷
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物
を
預
け
入
れ
て
さ
え
お
け
ば
、
あ
と
は
途
中
何
度
乗
り
換
え
を
し
て
も
、

預
け
た
だ
け
の
荷
物
は
な
ん
の
気
づ
か
い
な
し
に
、
ち
ゃ
ん
と
目
的
地
ま
で

運
送
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
英
国
で
は
そ
う
は
ゆ
か
ぬ
の
で
あ
る
。
見
れ
ば

多
く
の
旅
客
は
勝
手
に
貨
車
の
中
に
は
い
り
込
ん
で
、
軽
い
貨
物
は
さ
っ
さ

と
自
分
で
持
っ
て
逃
げ
る
。
重
い
ト
ラ
ン
ク
類
を
持
っ
た
者
は
、
赤
帽
を
呼

ん
で
来
て
（
赤
帽
と
い
っ
て
も
、
赤
い
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、

手
荷
物
運
搬
夫
は
英
国
で
は
赤
い
ネ
キ
タ
イ
を
や
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
）
、

こ
れ
と
こ
れ
と
が
自
分
の
だ
か
ら
何
々
行
き
の
列
車
に
持
ち
込
ん
で
く
れ
と
、

そ
れ
ぞ
れ
自
分
で
さ
し
ず
を
す
る
の
で
あ
る
。
全
然
自
由
放
任
だ
が
、
そ
れ

で
荷
物
が
紛
失
も
せ
ず
間
違
い
も
せ
ず
諸
事
円
満
に
運
ん
で
行
く
の
な
ら
ば
、

英
人
の
自
治
能
力
も
ま
た
驚
く
べ
し
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
う
少
し
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油
断
す
る
と
、
私
ら
の
荷
物
は
と
ん
で
も
な
い
方
面
へ
運
送
さ
れ
て
し
ま
う

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
幸
い
に
早
く
気
づ
い
た
の
で
、
別
に
失
態
も
演
ぜ
ず
、

無
事
に
列
車
を
乗
り
換
え
、
三
等
室
の 

一  

隅 

い
ち
ぐ
う

に
陣
取
り
な
が
ら
、
私
は
始

め
て each for him

self

（
お
の
お
の
彼
自
ら
に
向
か
っ
て
）
と
い
う
か
ね
て

か
ら
日
本
語
に
は
う
ま
く
訳
し
に
く
い
と
思
っ
て
い
た
こ
の
一
句
を
思
い
出

し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
げ
に
英
国
は each for him

self 

の
国
で
あ
る
。
し
か
る
に
今
こ
の
英
国
に

お
い
て
、
子
供
の
養
育
と
い
う
が
ご
と
き
こ
と
に
家
庭
の
自
治
に
一
任
し
お

く
べ
き
よ
う
な
る
問
題
に
国
家
が
立
ち
入
り
、
公
共
の
費
用
で
こ
れ
を
ま
か

な
っ
て
行
く
こ
と
に
し
た
と
い
う
の
は
、
ひ
っ
き
ょ
う
こ
の
国
の
政
治
家
が

貧
乏
が
国
家
の
大
病
た
る
こ
と
を
、
い
か
に
も
痛
切
に
認
め
き
た
り
し
証
拠
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だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
月
二
十
八
日
）

　
　
　
　
　
　
　
三
の
六

　
五
重
の
塔
を
建
て
ん
と
す
る
人
は
、
ま
ず
そ
の
土
台
を
丈
夫
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
花
を
賞
せ
ん
と
す
る
者
は
、
必
ず
そ
の
根
に
つ
ち
か
う
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
肉
体
の
欲
望
は
人
間
の
欲
望
の
中
で
い
ち
ば
ん
下
等
で
、

な
か
ん
ず
く  

色    

食  

し
き
し
ょ
く

の
二
欲
は
最
も
低
級
の
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ

れ
ら
の
も
の
が
下
層
の
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
一
般
民
衆
を
し
て
こ
れ

を
適
当
に
満
足
せ
し
む
る
こ
と
は
、
や
が
て
社
会
の
基
礎
を
固
く
し
、
国
家

の
根
本
を
養
う
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
私
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
か
の
食
物
公
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給
条
例
を
制
定
せ
し
英
国
経
世
家
の
所
業
を
賢
な
り
と
す
る
と
同
時
に
、
わ

が
国
に
お
い
て
も
、
せ
め
て
は
大
都
会
の
貧
民
区
に
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
私

人
の
慈
善
事
業
と
し
て
な
り
と
も
、
早
く
こ
の
種
の
施
設
の
実
現
さ
る
る
に

至
ら
ん
こ
と
を
切
望
す
る
者
で
あ
る
。
食
物
公
給
条
例
が
英
国
の
下
院
議
場

に
お
い
て
問
題
と
な
り
し
時
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
氏
の
演
説
の
結
語
、
「
人
あ
る

い
は
か
か
る
事
業
は
よ
ろ
し
く
こ
れ
を
私
人
の
慈
善
事
業
に
委い
す
べ
し
と
主

張
す
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
私
は
こ
の
た
い
せ
つ
な
事
業
を
私
人
の
慈
善
事
業

に
一
任
せ
し
こ
と
業すで
に
已すで
に
久
し
き
に
失
し
た
と
考
え
る
、
私
は
満
場
の
諸

君
が
、
人
道
及
び
キ
リ
ス
ト
教
の
名
に
お
い
て
、
早
く
こ
の
法
策
を
可
決
さ

れ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
」
と
い
う
一
句
は
、
私
が
す
で
に
前
回
に
掲
げ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
い
か
に
国
情
に
は
な
は
だ
し
き
差
異
あ
り
と
は
い
え
、
私
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は
こ
の
た
い
せ
つ
な
事
業
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
い
ま
だ
私
人
の
慈
善
事
業

と
し
て
だ
に
人
の
注
意
を
ひ
く
に
至
ら
ざ
る
こ
と
を
、
い
さ
さ
か
遺
憾
と
す

る
者
で
あ
る
。

　
も
し
そ
れ
食
物
給
与
の
一
事
が
、
国
民
の
体
質
改
善
の
上
に
、
は
た
し
て

い
く
ば
く
の
効
果
あ
る
べ
き
と
疑
う
者
あ
ら
ば
、
私
は
そ
れ
ら
の
人
々
に
向

か
っ
て
英
国
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
市
に
お
け
る
実
験
的
研
究
の
一
斑
を
紹
介

し
て
み
た
い
と
思
う
＊
。

　
＊
　Louise Stevens B

ryant, School Feeding : Its H
istory and Practice

　
　 at H
om

e and A
broad. Philadelphia, 1913.

　
先
に
述
べ
た
る
英
国
の
食
物
公
給
条
例
は
、
ス
イ
ス
の
そ
れ
の
ご
と
き
強

制
的
の
規
定
に
あ
ら
ず
し
て
、
そ
の
実
行
の
い
か
ん
は
、
こ
れ
を
各
地
方
の
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自
由
の
裁
定
に
一
任
せ
し
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
市
に

お
い
て
も
、
こ
の
条
例
の
発
布
後
、
こ
れ
に
基
づ
き
て
大
規
模
の
食
事
給
与

を
始
む
る
の
前
、
ま
ず
こ
れ
が
効
果
に
つ
き
種
々
綿
密
な
る
調
査
及
び
実
験

を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
に
や
っ
た
の
は
、
そ
の
地
に
お
け
る
小
学
児
童
の
体
格
検
査
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
結
果
に
よ
る
と
、
や
は
り
こ
の
地
に
お
い
て
も
営
養
不
足
の
た

め
に
、
そ
の
授
か
り
つ
つ
あ
る
教
育
の
効
果
を
充
分
に
受
け
入
る
る
こ
と
あ

た
わ
ざ
る
状
態
に
あ
る
者
が
、
決
し
て
少
な
か
ら
ざ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

（
す
な
わ
ち
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
公
立
小
学
校
に
通
学
せ
る
す
べ
て
の
児
童

に
つ
い
て
体
格
検
査
を
行
な
い
た
る
後
、
博
士
ク
ロ
ー
レ
イ
は
さ
ら
に
二
千

人
の
児
童
に
つ
い
て
検
査
し
た
結
果
、
氏
は
そ
れ
よ
り
推
算
し
て
、
同
市
に
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お
け
る
小
学
児
童
約
六
万
の
う
ち
少
な
く
と
も
六
千
人
だ
け
の
者
は
営
養
不

足
の
状
態
に
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
食
物
の
欠
乏
の
た
め
彼
ら
に
向
か
っ
て

授
け
ら
る
る
教
育
の
効
果
を
充
分
に
受
く
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
状
態
」
に
あ

る
こ
と
を
結
論
し
た
の
で
あ
る
。
）
そ
こ
で
第
二
に
は
、
こ
れ
ら
の
児
童
に

向
か
っ
て
、
食
物
以
外
の
生
活
状
態
は
元
の
ま
ま
に
し
て
お
き
、
た
だ
食
物

だ
け
改
良
し
て
や
る
と
い
う
こ
と
に
し
て
、
そ
れ
が
は
た
し
て
い
か
ほ
ど
の

効
果
の
あ
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ

の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
一
九
〇
七
年
中
次
の
ご
と
き
実
験
を
試
み
た
。

　
す
な
わ
ち
明
ら
か
に
営
養
不
足
の
状
態
に
あ
る
児
童
を
四
十
人
だ
け
選
抜

し
、
こ
れ
に
向
か
っ
て
食
事
の
給
与
を
始
め
る
前
、
ま
ず
五
週
間
に
わ
た
り

そ
の
体
重
を
計
っ
て
彼
ら
の
平
均
成
長
率
を
定
め
お
き
、
し
か
る
の
ち
四
月
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十
七
日
よ
り
七
月
二
十
四
日
に
至
る
ま
で
約
三
個
月
に
わ
た
り
、
こ
れ
ら
児

童
の
生
理
的
要
求
に
応
ず
る
よ
う
慎
重
な
る
注
意
を
も
っ
て
献
立
さ
れ
た
る

食
事
を
ば
、
毎
日
二
回
ず
つ
給
与
す
る
こ
と
と
し
（
た
だ
し
毎
日
曜
日
に
は

こ
れ
を
給
せ
ず
、
か
つ
五
月
十
六
日
よ
り
同
二
十
七
日
に
至
る
ま
で
の
間
は
、

一
時
こ
れ
が
給
与
を
中
止
し
た
）
、
か
つ
そ
の
間
一
週
間
目
ご
と
に
彼
ら
の

体
重
と
身
長
と
を
計
り
、
ま
た
そ
の
他
の
様
子
を
も
記
録
し
て
行
っ
た
の
で

あ
る
。
な
お
他
方
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
受
験
児
童
と
同
じ
年
齢
で
、
同

じ
成
育
状
態
に
あ
り
、
か
つ
同
じ
社
会
階
級
に
属
す
る
児
童
六
十
九
人
を
選

抜
し
、
こ
れ
に
は
食
事
を
給
与
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
そ
の
身
長
と
体
重
と

を
ば
同
じ
よ
う
に
一
週
一
回
ず
つ
計
り
、
そ
の
成
績
が
食
事
の
給
与
を
受
く

る
者
と
は
た
し
て
い
か
ほ
ど
の
差
異
を
呈
す
べ
き
か
を
試
験
し
よ
う
と
し
た
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の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
月
三
十
日
）

　
　
　
　
　
　
　
三
の
七

　
英
国
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
市
に
お
い
て
貧
民
の
児
童
に
食
事
の
給
与
を
試

験
的
に
や
っ
て
み
た
こ
と
は
、
私
が
前
回
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今

そ
の
成
績
は
は
た
し
て
い
か
な
り
し
や
と
い
う
に
、
当
時
の
記
録
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
児
童
は
食
事
の
給
与
を
受
く
る
に
及
び
、
に
わ
か
に
そ
の
顔
色
が

輝
い
て
来
て
、
そ
の
態
度
は
快
活
に
な
り
、
学
業
も
こ
れ
に
応
じ
て
進
歩
を

示
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
事
実
は
こ
れ
を
数
字
に
示

す
こ
と
あ
た
わ
ざ
れ
ど
も
、
何
人
も
争
う
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
は
、
彼
ら
の
体
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重
が
著
し
く
増
加
し
た
と
い
う
点
で
、
こ
れ
を
図
に
示
さ
ば
次
の
ご
と
く
で

あ
る
。

　
左
の
図
表
中
、
黒
の
曲
線
は
、
受
験
児
童
四
十
名
の
体
重
増
加
率
を
示
せ

る
も
の
に
て
、
体
重
の
単
位
は
図
に
記
入
し
お
け
る
が
ご
と
く
ポ
ン
ド
で
あ

る
。
ま
た
図
表
中
、
点
線
を
も
っ
て
表
わ
せ
る
は
、
食
事
の
給
与
を
受
け
ざ

る
児
童
六
十
九
名
の
体
重
増
加
の
平
均
率
で
あ
る
。
そ
の
直
線
と
な
り
お
る

は
、
各
週
別
の
変
動
を
示
さ
ず
、
全
期
間
の
平
均
率
を
表
わ
せ
る
が
た
め
で

あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
注
意
さ
え
加
え
お
か
ば
、
こ
の
図
表
の
意
義
は
一
見
明

瞭
な
り
と
信
ず
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
子
細
は
こ
れ
を
省
略
し
お
く
べ
き
が
、

要
す
る
に
右
実
験
の
結
果
、
多
数
貧
民
の
児
童
は
、
食
物
さ
え
改
良
し
て
や

る
な
ら
ば
、
た
と
い
そ
の
他
の
生
活
状
態
は
元
の
ま
ま
に
放
任
し
お
く
も
、
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肉
体
及
び
精
神
の
発
育
上
充
分
の
効
果
を
あ
げ
う
る
も
の
な
る
こ
と
が
、
明

瞭
に
立
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

実
験
中
最
初
の
四
週
間
に
お
い
て
は
、
食
事
給
与
を
受
け
た
る
児
童
の
体
重

は
、
一
週
日
平
均
六
オ
ン
ス
の
増
加
を
示
し
た
。
こ
と
に
最
初
の
一
週
日
間

に
お
い
て
は
、
そ
の
増
加
最
も
急
激
に
し
て
、
平
均
一
ポ
ン
ド
四
オ
ン
ス
で

あ
っ
た
。
か
く
て
実
験
期
間
を
通
じ
て
、
食
事
給
与
を
受
け
た
る
児
童
の
体

重
は
平
均
二
ポ
ン
ド
八
オ
ン
ス
ふ
え
た
が
、
給
与
を
受
け
ざ
り
し
者
の
体
重

は
一
ポ
ン
ド
四
オ
ン
ス
ふ
え
た
に
過
ぎ
ぬ
。

（
一
オ
ン
ス
は
わ
が
七
匁
五
五
九
、
一
ポ
ン
ド
は
十
六
オ
ン
ス
に
し
て
百
二

十
匁
余
に
当
た
る
）

　
そ
こ
で
こ
の
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
市
に
お
い
て
は
、
な
ん
ら
の  

躊    

躇  

ち
ゅ
う
ち
ょ
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な
く
、
い
よ
い
よ
大
規
模
に
食
事
の
公
給
を
開
始
す
る
こ
と
と
な
り
、
か
く

て
今
日
同
市
の
設
備
は
、
こ
の
種
の
経
営
中
世
界
最
美
の
も
の
な
り
と
称
せ

ら
る
。
す
な
わ
ち
因ちな
み
を
も
っ
て
そ
の
組
織
設
備
の
一
斑
を
述
べ
ん
に
、
通

学
児
童
は
何
人
に
て
も
自
由
に
食
事
の
給
与
を
受
け
得
ら
る
れ
ど
も
、
た
だ

無
料
に
て
こ
れ
を
受
け
ん
と
す
る
者
に
対
し
て
は
、
委
員
に
お
い
て
そ
の
児

童
の
家
庭
の
状
態
を
調
査
し
、
そ
の
事
情
に
応
じ
て
無
料
の
給
与
を
許
し
、

あ
る
い
は
実
費
の
一
部
な
い
し
全
部
を
納
付
せ
し
む
る
こ
と
と
す
。
児
童
は

そ
の
社
会
階
級
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
い
っ
し
ょ
に
同
じ
食
堂
で
食

事
を
取
る
。
無
料
に
て
給
与
を
受
く
る
者
も
、
実
費
の
一
部
ま
た
は
全
部
を

負
担
す
る
者
も
、
す
べ
て
そ
の
間
に
取
り
扱
い
の
差
異
を
設
け
ず
。
従
う
て

児
童
自
身
は
互
い
に
全
く
そ
れ
ら
の
消
息
を
知
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
食
事
の
調
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理
に
は
、
営
養
学
上
専
門
の
知
識
を
有
す
る
者
そ
の
監
督
に
当
た
り
、
助
手

五
人
そ
の
下
に
あ
っ
て
も
っ
ぱ
ら
こ
れ
に
従
事
す
。
炊
事
場
に
は
最
も
進
歩

し
た
る
新
式
の
設
備
を
備
え
、
一
日
よ
く
一
万
人
分
の
食
事
を
供
給
し
う
る

の
装
置
を
設
く
。
そ
の
創
設
費
約
四
万
円
、
経
常
費
は
一
九
〇
八
年
よ
り
同

九
年
に
わ
た
る
一
会
計
年
度
に
お
い
て
、
食
料
を
除
き
、
役
員
の
手
当
、
設

備
の
維
持
、
修
繕
費
等
を
合
算
し
て
八
万
円
弱
で
あ
る
。
し
か
し
て
同
年
度

に
お
い
て
供
給
さ
れ
た
食
事
の
数
は
約
百
万
に
し
て
、
そ
の
う
ち
四
分
の
一

は
朝
飯
で
あ
る
。
一
個
年
を
通
じ
て
食
事
を
取
っ
た
児
童
数
の
最
も
多
い
日

は
五
千
五
百
人
で
一
個
年
間
の
平
均
は
一
日
二
千
七
百
人
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
食
費
の
全
額
ま
た
は
一
部
を
納
め
た
る
も
の
は
、
一
日
平
均
二
百

四
十
人
で
あ
る
。
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以
上
が
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
市
に
お
け
る
食
事
公
給
事
業
の
一
斑
で
あ
る

が
、
実
は
こ
れ
は
一
例
に
過
ぎ
ぬ
の
で
、
か
く
の
ご
と
き
事
業
は
今
日
英
国

の
諸
地
方
に
お
い
て
実
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
現
に
教
育
院
の
年
報
に
よ
れ
ば
、

食
事
公
給
条
例
の
通
過
し
た
翌
年
度
の
終
わ
り
に
は
、
か
か
る
事
業
を
公
営

せ
る
も
の
全
国
に
お
い
て
四
十
一
個
所
、
次
の
年
度
に
は
八
十
一
個
所
、
そ

の
次
の
年
度
に
は
九
十
六
個
所
、
さ
ら
に
そ
の
次
の
一
九
一
〇
年
よ
り
同
一

一
年
に
わ
た
る
年
度
に
は
百
二
十
三
個
所
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
て
英
国
に

お
け
る
こ
の
種
の
経
営
の
大
勢
を
知
る
に
足
ら
ん
。
（
以
上
述
べ
た
る
英
国

の
事
情
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
他
欧
米
諸
国
に
お
け
る
小
学
児
童
食
事
公
給
問

題
の
由
来
及
び
現
状
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
ト
氏
『
校
営
食
事
＊
』
及

び
金
井
か
な
い
博
士
在
職
二
十
五
年
記
念
論
文
集
『
最
近
社
会
政
策
』
中
に
収
め
あ
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る
拙
稿
「
小
学
児
童
食
事
公
給
問
題
」
を
参
照
さ
れ
た
し
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
月
一
日
）

　
＊
　B

ryant, School Feeding, 1913.

（
前
出
）

　
　
　
　
　
　
　
四
の
一

　
さ
て
以
上
述
べ
た
る
と
こ
ろ
は
、
貧
乏
が
児
童
の
発
育
の
上
に
及
ぼ
す
弊

害
の
一
斑
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
元
来
貧
乏
が
人
の
肉
体
及
び
精
神
の
上
に

大
害
を
及
ぼ
す
と
い
う
事
は
、
必
ず
し
も
小
学
児
童
に
限
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
じ
英
国
に
つ
い
て
言
っ
て
も
、
貧
乏
を
退
治
す

る
が
た
め
に
は
、
前
に
述
べ
た
る
食
事
公
給
条
例
の
趣
旨
に
類
し
た
る
よ
う
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の
事
を
ば
、
近
ご
ろ
は
各
種
の
方
面
に
わ
た
り
盛
ん
に
実
行
し
つ
つ
あ
る
。

私
は
こ
れ
を
名
づ
け
て
貧
乏
神
退
治
の
大
戦
争
と
い
う
。
そ
う
し
て
こ
の
戦

争
は
、
今
度
の
世
界
戦
争
以
上
の
大
戦
争
で
、
た
と
い
今
日
の
世
界
戦
争
は

近
く
そ
の
終
わ
り
を
告
ぐ
る
と
す
る
も
、
そ
れ
に
引
き
続
き
諸
国
に
お
い
て

盛
ん
に
行
な
わ
る
べ
き
大
戦
争
だ
と
信
じ
て
い
る
。

　
し
か
ら
ば
前
に
述
べ
た
小
学
児
童
に
対
す
る
食
事
公
給
の
ほ
か
に
、
同
じ

英
国
に
お
い
て
は
な
お
他
に
は
た
し
て
い
か
な
る
政
策
を
実
行
し
つ
つ
あ
り

や
と
い
う
に
、
そ
は
実
に
各
種
の
方
面
に
わ
た
り
、
到
底
こ
れ
を
こ
こ
に
列

挙
す
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
れ
ど
も
（
く
わ
し
く
は
大
正
六
年
一
月
発
行
『
国
家

学
会
雑
誌
』
第
三
十
一
巻
第
一
号
に
掲
載
さ
れ
あ
る
小
野
塚

お
の
づ
か

博
士
の
「
現
代

英
国
の
社
会
政
策
的
傾
向
」
を
見
ら
れ
よ
）
、
た
だ
そ
の
一
例
を
示
さ
ん
が

125



た
め
に
、
前
に
は
児
童
の
こ
と
に
つ
き
述
べ
た
れ
ば
、
こ
こ
に
は
さ
ら
に
老

人
の
こ
と
に
つ
い
て
一
言
を
費
や
す
で
あ
ろ
う
。

　
貧
乏
な
る
老
人
の
保
護
の
た
め
に
は
、
今
日
の
英
国
に
は
養
老
年
金
条
例

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
〇
八
年
五
月
二
十
八
日
に
下
院
に
提
出

さ
れ
、
大
多
数
を
も
っ
て
通
過
し
、
上
院
に
お
い
て
は
種
々
の
議
論
あ
り
た

れ
ど
も
、
つ
い
に
同
年
七
月
三
十
日
に
無
事
通
過
し
、
か
く
て
同
年
十
月
一

日
法
律
と
し
て
発
布
さ
る
る
に
至
り
し
も
の
で
あ
る
。

　
私
は
今
く
わ
し
く
こ
の
法
律
の
規
定
を
述
ぶ
る
い
と
ま
を
も
た
ぬ
が
、
ま

た
そ
の
必
要
も
な
い
。
一
言
に
し
て
言
え
ば
七
十
歳
以
上
の
老
人
に
は
国
家

に
向
か
っ
て
一
定
の
年
金
を
請
求
す
る
の
権
利
あ
り
と
認
め
た
る
こ
と
、
こ

れ
が
こ
の
法
律
の
要
領
で
あ
る
。
原
案
に
は
六
十
五
歳
と
あ
り
た
れ
ど
も
、
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経
費
の
都
合
に
て
し
ば
ら
く
七
十
歳
と
修
正
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
今
こ
の
法

律
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
の
特
に
注
意
す
べ
き
点
は
、
年
金
を
受
く
る
こ
と
を

ば
権
利
と
し
て
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
人
は
一
定
の
年
齢
に
達
す
る
ま
で
社

会
の
た
め
に
働
い
た
な
ら
ば
、
　
　
農
夫
が
五
穀
を
耕
作
す
る
は
自
分
の
生

活
の
た
め
な
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
の
お
か
げ
で
一
般
消
費
者
は
日
々
の
糧かて
に

不
自
由
を
感
ぜ
ざ
る
こ
と
を
得う
る
、
鉱
夫
の
石
炭
を
採
掘
す
る
も
ま
た
自
己

の
生
活
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
ざ
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
の
お
か
げ
で
わ
れ
わ
れ

は
機
械
を
動
か
し
汽
車
を
走
ら
せ
な
ど
す
る
こ
と
を
得
る
、
こ
の
意
味
に
お

い
て
、
夏
日
は
流
汗
し
冬
日
は
亀
手
き
し
ゅ
し
て
勤
苦
き
ん
く
労
働
に
役えき
し
つ
つ
あ
る
多
数

の
貧
乏
人
は
、
皆
社
会
の
た
め
に
働
き
つ
つ
あ
る
者
で
あ
る
、
　
　
年
を
取

っ
て
働
け
な
く
な
っ
た
後
は
、
社
会
か
ら
養
っ
て
も
ら
う
権
利
が
あ
る
と
い
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う
思
想
、
こ
の
思
想
を
こ
の
法
律
は
是
認
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
た
と
い
年
金
を
受
く
る
も
、
法
律
は
そ
の
者
を
目
し
て
卑
し
む
べ
き
人

と
な
さ
ず
、
ま
た
な
ん
ら
の
公
権
を
奪
う
こ
と
な
し
。
こ
れ
従
来
の
貧
民
救き

     

恤   

ゅ
う
じ
ゅ
つ
と
全
く
そ
の
精
神
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
に
し
て
、
か
か
る
思
想
が
法

律
の
是
認
を
経ふ
る
に
至
り
た
る
事
は
、
け
だ
し
近
代
に
お
け
る
権
利
思
想
の

一
転
期
を
画
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
年
金
を
受
く
る
資
格
あ
る
者
は
、
年
収

入
三
十
一
ポ
ン
ド
十
シ
リ
ン
グ
（
約
参
百
拾
五
円
）
に
達
せ
ざ
る
者
に
し
て
、

そ
の
受
く
る
と
こ
ろ
の
年
金
額
は
収
入
の
多
少
に
よ
り
て
等
差
あ
れ
ど
も
、

年
収
入
二
十
一
ポ
ン
ド
（
約
弐
百
拾
円
）
に
満
た
ざ
る
者
は
、
す
べ
て
一
週

五
シ
リ
ン
グ
（
一
個
月
拾
円
余
）
の
割
合
に
て
そ
の
年
金
を
受
く
。
こ
れ
が

こ
の
法
律
の
規
定
の
大
要
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
月
二
日
）
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四
の
二

　
私
は
英
国
近
時
に
お
け
る
社
会
政
策
の
一
端
を
示
さ
ん
が
た
め
、
先
に
小

学
児
童
に
対
す
る
食
事
公
給
条
例
の
こ
と
を
述
べ
、
今
ま
た
養
老
年
金
条
例

の
こ
と
を
述
べ
お
え
た
。
私
は
な
お
こ
れ
以
上
類
似
の
政
策
を
列
記
す
る
こ

と
を
控
え
る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
種
の
施
設
は
い
ず
れ
も
少
な
か
ら

ざ
る
経
費
を
必
要
と
し
た
も
の
で
、
現
に
養
老
年
金
の
一
例
に
徴
す
る
も
、

一
九
〇
七
年
の
実
数
に
よ
れ
ば
、
当
時
七
十
歳
以
上
の
老
人
は
全
国
に
お
い

て
百
二
十
五
万
四
千
人
あ
り
、
か
り
に
す
べ
て
こ
れ
ら
の
者
に
一
週
五
シ
リ

ン
グ
ず
つ
を
支
払
う
と
せ
ん
か
、
そ
の
経
費
の
総
額
は
一
個
年
実
に
壱
億
六
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千
参
百
余
万
円
の
巨
額
に
達
す
る
の
計
算
で
あ
っ
た
。
こ
れ
英
国
近
時
の
財

政
が
急
に
膨
脹
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
り
し
ゆ
え
ん
で
あ
っ
て
、
現
に
一
九

〇
八
年
度
の
予
算
編
成
に
当
た
っ
て
は
、
主
と
し
て
海
軍
拡
張
及
び
養
老
年

金
法
実
施
の
た
め
約
壱
億
五
千
万
円
の
歳
入
不
足
を
見
る
に
至
っ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
か
時
の
大
蔵
大
臣
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
や
む
を
得

ず
一
大
増
税
計
画
を
起
こ
し
、
土
地
増
価
税
、
所
得
税
、
自
動
車
税
、
煙  

た
ば
こ

草 

税 

ぜ
い

等
の
新
設
ま
た
は
増
徴
を
企
て
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
課
税
お

の
ず
か
ら
富
者
に
重
か
り
し
が
ゆ
え
に
、
当
時
の
予
算
案
は
議
会
の
内
外
に

お
い
て
騒
然
た
る
物
論
を 

惹  

起 

じ
ゃ
っ
き

し
、
つ
い
に
は
ロ
ー
ズ
ベ
リ
ー
卿
き
ょ
うを
し
て

「
宗
教
も
、
財
産
権
も
、
ま
た
家
族
的
生
活
も
　
　
万
事
が
す
べ
て
終
わ
り

で
あ
る
＊
」
と
絶
叫
せ
し
む
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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＊
　It is the end of all things--religion, property, and fam

ily life.
　
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
氏
が
か
の
有
名
な
る
歴
史
的
の
大
演
説
を
試
み
た
の

は
、
実
に
そ
の
時
で
あ
る
。
当
時
彼
が
前
後
四
時
半
に
わ
た
る
長
い
長
い
演

説
を
ま
さ
に
終
わ
ら
ん
と
す
る
に
臨
み
、
最
後
に
吐
い
た
次
の
結
語
は
、
こ

れ
ま
で
私
の
述
べ
き
た
っ
た
諸
種
の
事
情
を
背
景
と
し
て
読
む
時
は
、
多
少

当
時
の
光
景
を
活
躍
せ
し
む
る
に
足
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
時
務
を
知
る
の

俊
傑
が
い
か
に
貧
乏
を
見
つ
つ
あ
る
や
を
知
る
の
一
助
た
る
べ
し
と
思
う
が

ゆ
え
に
、
　
　
過
月
氏
が
軍
需
大
臣
よ
り
陸
軍
大
臣
に
転
任
し
た
る
お
り
、

す
で
に
一
た
び
こ
れ
を
引
用
し
た
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
　
　
余
は
本
紙
の
編

集
者
び
読
者
諸
君
が
、
余
を
し
て
重
ね
て
こ
こ
に
こ
れ
を
訳
載
す
る
の
自
由

を
有
せ
し
め
ら
れ
ん
事
を
懇
望
す
る
。
そ
の
語
に
い
わ
く
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「
さ
て
私
は
、
諸
君
が
私
に
非
常
な
る
特
典
を
与
え
ら
れ
、
忍
耐
し
て
私

　
の
言
う
と
こ
ろ
に
耳
傾
け
ら
れ
た
こ
と
を
感
謝
す
る
。
実
は
私
の
仕
事
は

　
非
常
に
困
難
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ど
の
大
臣
に
振
り
当
て
ら
れ
た

　
に
し
て
も
、
誠
に
不
愉
快
な
仕
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
中

　
に
一
つ
だ
け
無
上
の
満
足
を
感
ず
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
新

　
た
な
る
課
税
は
な
ん
の
目
的
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
考

　
え
て
み
る
と
わ
か
る
、
け
だ
し
新
た
に
徴
収
さ
る
べ
き
金
は
、
ま
ず
第
一

　
に
、
わ
が
国
の
海
岸
を
何
人
に
も
侵
さ
し
め
ざ
る
よ
う
こ
れ
を
保
証
す
る

　
こ
と
の
た
め
に
費
や
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
れ
ら

　
の
金
は
ま
た
、
こ
の
国
内
に
お
け
る
不
当
な
る
困
窮
を
ば
、
た
だ
に
救
済

　
す
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
こ
れ
を
予
防
せ
ん
が
た
め
に
徴
収
さ
る
る
も
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の
で
あ
る
。
わ
が
国
を
守
る
た
め
必
要
な
用
意
を
ば
す
べ
て
怠
り
な
く
し

　
て
お
く
と
い
う
こ
と
は
、
無
論
た
い
せ
つ
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

　
ら
、
わ
が
国
を
し
て
い
や
が
上
に
も
よ
き
国
に
し
て
、
す
べ
て
の
人
に
向

　
か
っ
て
ま
た
す
べ
て
の
人
に
よ
り
て
守
護
す
る
だ
け
の
値
う
ち
あ
る
国
た

　
ら
し
む
る
こ
と
は
、
確
か
に
ま
た
同
じ
よ
う
に
緊
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し

　
か
し
て
こ
の
た
び
の
費
用
は
こ
れ
ら
二
つ
の
目
的
に
使
う
た
め
の
も
の
で
、

　
た
だ
そ
の
事
の
た
め
に
の
み
こ
の
た
び
の
政
府
の
計
画
は
是
認
せ
ら
る
る

　
わ
け
で
あ
る
。
人
あ
る
い
は
余
を
非
難
し
て
、
平
和
の
時
代
に
か
く
の
ご

　
と
き
重
税
を
課
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
る
大
蔵
大
臣
は
か
つ
て
そ
の
例
が

　
無
い
と
言
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
諸
君
（
全
院
委
員
長
エ
モ
ッ
ト
氏
の
名

　
を
呼
べ
る
も
、
訳
し
て
諸
君
と
な
し
お
く
）
、
こ
れ
は
一
の
戦
争
予
算
で
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あ
る
。
貧
乏
と
い
う
も
の
に
対
し
て
許
し
お
く
べ
か
ら
ざ
る
戦
い
を
起
こ

　
す
に
必
要
な
資
金
を
調
達
せ
ん
が
た
め
の
予
算
で
あ
る
。
私
は
わ
れ
わ
れ

　
が
生
き
て
い
る
う
ち
に
、
社
会
が
一
大
進
歩
を
遂
げ
て
、
貧
乏
と
不
幸
、

　
及
び
必
ず
こ
れ
に
伴
う
て
生
ず
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
堕
落
と
い
う
こ
と
が
、

　
か
つ
て
森
に
す
ん
で
い
た
狼
お
お
か
みの
ご
と
く
、
全
く
か
の
国
の
人
民
か
ら
追
い

　
去
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
が
ご
と
き
、
よ
ろ
こ
ば
し
き
時
節
を
迎
う
る
に

　
至
ら
ん
こ
と
を
、
望
み
か
つ
信
ぜ
ざ
ら
ん
と
す
る
も
あ
た
わ
ざ
る
も
の
で

　
あ
る
。
」

　
語
を
寄
す
、
わ
が
国
の
政
治
家
。
欧
州
の
天
地
、
即
今
戦
報
の
も
た
ら
す

以
外
、
別
に
這
箇
し
ゃ
こ
の
大
戦
争
あ
る
を
看
過
さ
れ
ず
ん
ば
、
洪
図
こ
う
と
を
固
む
る
は

 

諸  

卿 

し
ょ
け
い

の
業わざ
、
こ
の
物
語
の
著
者
の
ご
と
き
は
す
な
わ
ち 

筆  

硯 

ひ
っ
け
ん

を
焼
き
、
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退
い
て
書
癡
し
ょ
ち
に
安
ん
ず
る
を
得
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
月
三
日
）

　
　
　
　
　
　
　
五
の
一

　
以
上
を
も
っ
て
私
は
こ
の
物
語
の
上
編
を
終
え
、
こ
れ
よ
り
中
編
に
入
る
。

冬
近
う
し
て
虫
声
急
す
み
やか
な
る
夕
ゆ
う
べな
り
。

　
今
日
の
社
会
が
貧
乏
と
い
う
大
病
に
冒
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
が
上
編
の
主
眼
で
あ
っ
た
が
、
中
編
の
目
的
は
こ
の
大
病
の
根
本
原
因

の
那
辺
な
へ
ん
に
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
や
が
て
こ
の
物
語
全
体
の
眼
目
に
し
て

下
編
の
主
題
た
る
べ
き
貧
乏
根
治
策
に
入
る
の
階
段
た
ら
し
む
る
に
あ
る
。

　
ロ
ン
ド
ン
大
学
教
授
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
キ
ャ
ナ
ン
氏
は
そ
の
著
『
富
』
に
序
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し
て

　
「
経
済
学
の
真
の
根
本
問
題
は
、
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
が
、
全
体
と
し
て
、

　
今
日
の
ご
と
き
善い
い
暮
ら
し
を
し
て
い
る
の
は
、
　
　
善い
い
暮
ら
し
を
し

　
て
い
る
と
言
う
の
が
悪
け
れ
ば
、
悪
い
暮
ら
し
を
し
て
い
る
と
言
う
て
も

　
い
い
が
、
　
　
そ
れ
は
何
ゆ
え
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
わ
れ
わ
れ
の

　
う
ち
あ
る
者
は
平
均
よ
り
は
る
か
に
善い
い
暮
ら
し
を
し
て
お
り
、
他
の
者

　
は
は
る
か
に
悪
い
暮
ら
し
を
し
て
お
る
の
は
何
ゆ
え
で
あ
る
か
と
い
う
こ

　
と
と
、
こ
の
二
つ
で
あ
る
＊
。
」

と
言
っ
て
い
る
が
、
一
句
よ
く
斯
学
し
が
く
の
本
領
を
道
破
し
て
遺
憾
な
き
も
の
で

あ
る
。
今
余
は
こ
の
二
大
問
題
中
の
後
者
を
説
明
す
る
が
た
め
い
さ
さ
か
さ

か
の
ぼ
り
て
前
者
に
言
及
す
る
の
や
や
避
け
難
き
を
感
ず
る
。
諸
君
、
請
う
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吾
人
ご
じ
ん
を
し
て
し
ば
ら
く
人
間
を
去
っ
て
、
蟻あり
の
社
会
を
観
察
す
る
と
こ
ろ
あ

ら
し
め
よ
。

　
＊
　Edw

in C
annan, W

ealth, 1915.

　
蟻
の
一
種
に
葉
切
り
蟻
と
い
う
者
あ
り
、
熱
帯
地
方
に
繁
殖
す
。
フ
ォ
ル

ソ
ム
『  

昆  

虫  
学  

こ
ん
ち
ゅ
う
が
く

』
に
記
載
す
る
と
こ
ろ
を
見
る
に

　
「
こ
の
種
は
非
常
の
多
数
に
て
生
活
し
、
数
時
に
し
て
樹
枝
に
一
葉
を
と

　
ど
め
ざ
る
に
至
る
も
の
に
し
て
、
園
芸
家
は
こ
の
恐
る
べ
き
蟻
に
対
し
て

　
は
施
す
べ
き
の
策
な
し
。
実
に
こ
の
蟻
の
多
き
地
方
に
て
は
オ
レ
ン
ジ
、

　
コ
ー
ヒ
ー
、
マ
ン
ゴ
ー
、
そ
の
他
の
植
物
の
栽
培
不
可
能
な
り
と
い
う
。

　
こ
の
蟻
は
地
下
き
わ
め
て
深
く
巣
を
う
が
ち
発
掘
せ
る
土
を
も
っ
て
垤とう
を

　
造
る
。
時
に
直
径
三
四
十
尺
に
及
ぶ
こ
と
あ
り
。
し
か
し
て
諸
方
面
に
巣
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よ
り
付
近
の
植
物
に
通
ず
る
道
路
を
設
く
。
ベ
ル
ト
氏
は
し
ば
し
ば
こ
の

　
蟻
が
巣
よ
り
半
マ
イ
ル
を
隔
て
し
地
に
お
い
て
働
き
つ
つ
あ
る
を
目
撃
せ

　
り
と
い
う
。
こ
の
蟻
の
攻
撃
す
る
は
主
と
し
て
植
物
の
葉
な
れ
ど
も
、
そ

　
の
他
花
、
果
実
、
種
子
を
も
害
す
。
う
ん
ぬ
ん
」
（
三
宅
み
や
け
、
内
田
う
ち
だ
両
学
士

　
訳
本
、
五
三
九
ペ
ー
ジ
以
下
）
。

と
あ
り
。
さ
ら
に
ブ
ラ
ジ
ル
に
て
特
に
こ
の
蟻
に
つ
き
研
究
し
た
る
ベ
ー
ツ

氏
の
記
載
せ
る
と
こ
ろ
を
見
る
に
、

　
「
一
つ
一
つ
の
蟻
は
木
の
葉
の
表
に
止
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
鋭
い
剪
刀
は
さ
み
の

　
よ
う
な
口
で
、
木
の
葉
の
上
方
を
ば
ほ
ぼ
半
円
形
に
切
っ
て
行
き
、
そ
う

　
し
て
そ
の
縁
を
口
に
く
わ
え
、
パ
ッ
と
急
に
引
い
て
そ
の
片きれ
を
も
ぎ
取
る
。

　
時
と
す
る
と
、
こ
う
し
て
切
り
取
っ
た
葉
を
ば
土
地
の
上
に
落
と
す
。
そ
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う
す
る
と
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
土
地
の
上
に
積
ま
れ
て
行
く
の
を
、
他
の
蟻

　
が
来
て
そ
ば
か
ら
次
々
に
と
持
ち
運
ぶ
。
し
か
し
普
通
に
は
、
そ
の
切
り

　
取
っ
た
葉
を
ば
め
い
め
い
で
巣
の
方
に
運
ん
で
行
く
。
そ
う
し
て
い
ず
れ

　
も
皆
同
じ
道
を
通
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
の
通
る
道
は
じ
き
に
滑
ら

　
か
に
平
た
く
な
っ
て
、
草
原
の
中
を
馬
車
が
通
っ
た
跡
の
よ
う
に
な
る
。
」

　と
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
こ
の
蟻
は
木
の
葉
を
切
っ
て
は
巣
に
持
ち
帰
る
の

で
、
そ
れ
で
葉
切
り
蟻
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
な
ん

の
た
め
に
か
か
る
労
働
を
な
し
つ
つ
あ
る
か
。
辛
抱
し
て
そ
の
話
も
聞
い
て

く
だ
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
月
四
日
）

　
　
　
　
　
　
　
五
の
二
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き
ょ
う
は
き
の
う
の
葉
切
り
蟻
の
話
の
続
き
で
あ
る
。

　
こ
の
蟻
が
木
の
葉
を
切
っ
て
は
盛
ん
に
自
分
の
巣
に
持
ち
運
び
つ
つ
あ
る

と
い
う
ベ
ー
ツ
氏
の
観
察
は
、
き
の
う
の
紙
上
に
訳
載
し
た
が
、
ベ
ー
ツ
氏

は
、
そ
の
蟻
が
な
ん
の
目
的
の
た
め
に
か
か
る
苦
労
多
き
め
ん
ど
う
な
る
仕

事
を
な
し
つ
つ
あ
る
か
は
こ
れ
を
説
明
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と

も
氏
自
身
は
、
こ
れ
は
地
下
の
巣
に
至
る
入
り
口
を
ふ
さ
ぐ
た
め
の
も
の
だ

と
説
明
し
、
そ
れ
で
充
分
に
そ
の
理
由
を
発
見
し
得
た
と
思
っ
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
が
間
違
い
で
あ
っ
た
と
い
う
事
は
後
に
ト
マ
ス
・
ベ
ル
ト
氏

の
観
察
に
よ
っ
て
わ
か
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ベ
ル
ト
と
い
う
人
は
鉱
山
の
技
師
と
し
て
ニ
カ
ラ
ガ
に
い
た
の
で
あ
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る
。
専
門
の
博
物
学
者
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、  

昆    

虫  

こ
ん
ち
ゅ
う

の
生
活
状
態
を
研

究
す
る
こ
と
に
特
別
の
趣
味
を
有
し
い
た
る
人
に
て
、
こ
の
人
が
初
め
て
こ

の
葉
切
り
蟻
が
菌
き
の
こを
培
養
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
も
っ

と
も
氏
が
始
め
て
か
か
る
事
実
を
発
表
し
た
る
時
に
は
、
何
人
も
こ
れ
を
信

ず
る
者
な
く
、
専
門
学
者
は
す
べ
て
そ
の
虚
構
を  

嘲    

笑  

ち
ょ
う
し
ょ
う
し
た
の
で
あ
る

が
、
そ
の
後
専
門
学
者
が
だ
ん
だ
ん
研
究
に
着
手
し
て
み
る
と
、
た
だ
に
ベ

ル
ト
氏
の
言
っ
た
事
が
間
違
い
に
あ
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
氏
の
報
告
以
外

さ
ら
に
種
々
の
事
実
が
次
第
に
確
か
め
ら
る
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ベ
ル
ト
氏
は
葉
切
り
蟻
の
巣
を
ば
た
だ
に
土
地
の
表
面
よ
り
観
察
す
る
ば

か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
土
を
掘
っ
て
巣
の
内
部
を
の
ぞ
い
て
み
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
地
下
に
は
た
く
さ
ん
の
へ
や
が
あ
っ
て
そ
の
中
の
あ
る
者
は
丸
く
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て
、
直
径
五
イ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
広
さ
に
な
っ
て
お
る
。
そ
う
し
て
そ
の
へ
や

の
ほ
と
ん
ど
四
分
の
三
ぐ
ら
い
は
、
ポ
ツ
ポ
ツ
の
あ
る
と
び
色
の
海
綿
よ
う

の
物
で
満
た
さ
れ
て
お
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
は
蟻
が
盛
ん
に
持
っ
て
は
い
る

青
い
木
の
葉
は
全
く
見
つ
か
ら
ぬ
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
わ
け
か
と
い
う
と
、

木
の
葉
は
い
つ
の
ま
に
か
変
わ
っ
て
こ
ん
な
海
綿
よ
う
の
も
の
に
な
っ
て
い

る
の
で
、
そ
う
し
て
そ
の
海
綿
よ
う
の
も
の
に
は
た
く
さ
ん
の
菌
き
の
こが
で
き
て

い
る
の
で
あ
る
。
蟻
の
幼
虫
は
こ
の
へ
や
に
連
れ
ら
れ
て
来
て
い
て
他
の
蟻

が
菌
を
切
っ
て
は
そ
れ
を
食
べ
さ
し
て
い
る
。
こ
の
幼
虫
を
養
育
す
る
こ
と

は
小
さ
い
方
の 

職  

蟻 

し
ょ
く
ぎ

の
仕
事
で
あ
る
が
、
大
き
い
方
の
職
蟻
は
菌
の
床とこ
を

造
る
こ
と
を
セ
ッ
セ
と
や
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
青
い
木
の
葉
が
へ
や
の
内

に
運
ば
れ
て
来
る
と
、
そ
れ
を
す
ぐ
小
さ
な
片
に
切
り
、
一
々
そ
れ
を
な
め
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て
は
そ
う
じ
し
な
が
ら
、
小
さ
な
団
子
に
丸
め
、
そ
れ
を
だ
ん
だ
ん
積
ん
で

行
く
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
が
室
内
の
温
気
と
湿
気
と
で
蒸
さ
れ
て
、

だ
ん
だ
ん
菌
が
そ
れ
に
は
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
新
し

い
床
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
古
い
床
か
ら
菌
の
種た
子ね
を
持
っ
て
来
て
、
そ
れ
を

新
し
い
床
に
植
え
付
け
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
も
し
人
間

が
そ
の
床
を
切
り
取
っ
て
巣
の
外
に
持
ち
出
し
、
適
当
な
場
所
に
置
い
て
お

く
な
ら
ば
、
直
径
六
イ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
大
き
な
菌
が
で
き
る
が
、
蟻
は
そ
ん

な
に
大
き
な
菌
は
好
ま
ぬ
の
で
、
小
さ
な
つ
ぼ
み
が
で
き
る
と
す
ぐ
に
そ
れ

を
切
り
取
っ
て
大
き
く
は
せ
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
一
九
一
五
年
出
版
、

ス
テ
ッ
プ
氏
『 

昆  

虫  

生  

活 

こ
ん
ち
ゅ
う
せ
い
か
つ
の
驚
異
』
二
八
ペ
ー
ジ
以
下
に
よ
る
＊
）
。

　
＊
　Edw

ard Step, M
arvels of Insect Life, 1915. pp. 28--34.
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さ
て
葉
切
り
蟻
が
菌
き
の
こを
栽
培
せ
る
様
子
は
だ
い
た
い
上
述
の
ご
と
く
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
実
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
何
ゆ

え
と
い
う
に
、
こ
の
蟻
の
す
ん
で
い
る
地
方
に
は
、
天
然
の
菌
が
た
く
さ
ん

に
で
き
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
た
だ
そ
れ
に
は
一
定
の
季
節
が
あ
り
ま
た
気
候

や
湿
気
の
具
合
で
そ
の
供
給
に
変
動
が
あ
る
。
そ
こ
で
年
じ
ゅ
う
一
定
の
菌

を
食
べ
よ
う
と
思
え
ば
、
暗
い
場
所
へ
菌
の
床とこ
を
作
っ
て
温
度
を
加
減
し
て

行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
現
に
今
日
わ
れ
わ
れ
人
間
が
菌
の
人
工
培
養
を
す

る
の
は
、
つ
ま
り
そ
う
い
う
方
法
に
よ
っ
て
や
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ

の
葉
切
り
蟻
は
人
間
よ
り
も
先
に
そ
う
い
う
こ
と
を
発
明
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
と
に
彼
ら
が
切
り
取
っ
て
来
る
木
の
葉
そ
の
も
の
は
、
全
く
彼
ら
の

食
料
と
は
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
さ
し
あ
た
っ
て
役
に
立
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た
ぬ
物
を
一
た
ん
取
っ
て
来
て
、
し
か
る
後
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
の
食

物
を
作
り
出
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
経
済
学
者
の
い
わ
ゆ
る 

迂 

回 

的 

う
か
い
て
き

生

産
に
属
す
る
も
の
で
、
い
か
に
も
彼
ら
の
知
識
は
高
度
の
進
歩
を
遂
げ
て
い

る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
（
十
月
五
日
）

　
　
　
　
　
　
　
五
の
三

　
加
藤
か
と
う
内
閣
が
で
き
る
は
ず
に
聞
い
て
い
た
の
が
、
急
に 

寺  

内 

て
ら
う
ち

内
閣
が
成

立
し
そ
う
な
と
い
う
話
な
の
で
、
平
生
当
面
の
時
事
に
は
無
関
心
の
こ
の
物

語
の
筆
者
も
、
ち
ょ
っ
と
だ
ま
さ
れ
た
よ
う
な
気
持
ち
が
す
る
。
し
か
し
そ

れ
は
そ
れ
と
し
て
、
私
は
こ
の
物
語
の
本
筋
を
た
ど
る
で
あ
ろ
う
。
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さ
て
私
が
前
回
に
葉
切
り
蟻あり
の
話
を
し
た
の
は
、  

昆    

虫  

こ
ん
ち
ゅ
う

社
会
に
も
な

か
な
か
経
済
の
発
達
し
た
者
が
い
る
と
い
う
事
を
示
さ
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
。

わ
ず
か
に
一
例
を
あ
げ
た
に
と
ど
ま
る
が
、
た
だ
こ
の
一
例
に
徴
す
る
も
、

も
し
わ
れ
わ
れ
が
太
古
野
蛮
の
時
代
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
る
か
、
ま
た
は
今

日
で
も
未
開
地
方
に
住
む
野
蛮
人
の
状
態
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
あ
る
方

面
で
は
か
え
っ
て
わ
れ
わ
れ
人
間
の
方
が
蟻
な
ど
よ
り
も
だ
い
ぶ
劣
っ
て
い

る
か
と
思
わ
れ
る
事
情
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今

日
わ
れ
わ
れ
人
間
の
経
済
が
次
第
に
発
達
を
遂
げ
、
つ
い
に
今
日
の
ご
と
き

盛
観
を
呈
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
実
は
そ
の
根
底
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
、

あ
る
有
名
な
る
特
徴
を
有
す
る
が
た
め
で
あ
る
。
今
そ
の
特
徴
を
な
ん
ぞ
や

と
問
わ
ば
、
そ
は
道
具
の
製
造
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
の
事
は
か
つ
て
本
紙
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に
連
載
せ
し
「
日
本
民
族
の
血
と
手
」
と
題
す
る
拙
稿
（
大
正
四
年
発
行
拙

著
『
祖
国
を
顧
み
て
』
に
収
む
）
の
一
部
に
お
い
て
、
私
の
す
で
に
言
及
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
は
学
校
の
講
義
の
よ
う
に
、
今
年
も
ま
た
同
じ
事
を

こ
こ
に
繰
り
返
し
た
く
は
な
い
け
れ
ど
も
、
た
だ
い
か
ん
せ
ん
這
個
し
ゃ
こ
の
一
論

は
、
私
の
経
済
論
の
体
系
の
一
部
を
成
す
も
の
で
、
こ
れ
に
触
れ
ず
し
て
論

を
進
む
る
は
事
す
こ
ぶ
る
困
難
な
る
を
覚
ゆ
る
が
ま
ま
に
、
し
ば
ら
く
読
者

の 

寛  

恕 

か
ん
じ
ょ

を
請
う
て
再
び
同
一
の
論
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
な
る
べ
く 

化  

け
し
ょ

粧 う
を
凝
ら
し
て
、
人
目
に
つ
か
ぬ
よ
う
そ
っ
と
こ
の
坂
道
を
通
り
越
す
で

あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
話
を
遠
い
遠
い
昔
の
、
今
よ
り
推
算
す
れ
ば
約
五
十
万
年
前
の
古

い
に
し
え

に
か
え
す
。
そ
の
こ
ろ
ジ
ャ
バ
に
猿さる
に
似
た
一
人
の
人
間
　
　
私
は
か
り
に
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人
間
と
名
づ
け
て
お
く
　
　
が
住
ん
で
い
た
。
無
論
一
人
で
住
ん
で
い
た
わ

け
で
は
な
く
、
仲
間
も
た
く
さ
ん
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
た
だ
一
人
だ
け

の
こ
と
し
か
今
日
で
は
わ
か
ら
ぬ
。
も
っ
と
も
そ
の
一
人
の
人
に
つ
い
て
言

っ
て
も
、
そ
の
人
が
は
た
し
て
ど
ん
な
暮
ら
し
を
し
た
か
、
ど
ん
な
事
を
考

え
て
い
た
か
、
女
房
が
い
た
か
、
子
供
が
い
た
か
、
そ
ん
な
事
は
少
し
も
わ

か
っ
て
い
な
い
が
、
た
だ
そ
う
い
う
一
人
の
人
が
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は

確
か
に
わ
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
今
か
ら
二
十
余
年
前
、
一
八
九
一
年
に
オ

ラ
ン
ダ
の
軍
医
デ
ュ
ブ
ア
と
い
う
人
が
中
央
ジ
ャ
バ
の
ベ
ン
ガ
ワ
ン
川
に
沿

う
て
化
石
の
採
集
を
し
て
い
た
こ
ろ
、
ト
リ
ニ
ル
と
い
う
所
の
付
近
で
、
た

く
さ
ん
の 

哺  

乳 

ほ
に
ゅ
う

動
物
の
遺
骨
の
中
か
ら
一
本
の
奥
歯
を
発
見
し
た
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
先
に
言
う
と
こ
ろ
の
五
十
万
年
前
の
人
間
が
遺のこ
し
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て
死
ん
だ
臼
歯
う
す
ば
の
一
片きれ
で
あ
る
。
そ
こ
で
デ
ュ
ブ
ア
氏
は
な
お
て
い
ね
い
に

土
を
掘
っ
て
ゆ
く
と
、
先
に
奥
歯
の
発
見
さ
れ
た
所
か
ら
約
三
尺
ば
か
り
隔

て
た
場
所
で 

頭 

蓋 

骨 

ず
が
い
こ
つ

の
頂
い
た
だ
きを
発
見
し
た
。
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
引
き
続
き
発

掘
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
、
今
度
は
頭
蓋
骨
の
発
見
さ
れ
た
所
か
ら
八
間けん
あ

ま
り
隔
て
た
場
所
で
、
左
の 

大 

腿 

骨 

だ
い
た
い
こ
つ
と
臼
歯
を
も
う
一
本
だ
け
発
見
し
た

の
で
あ
る
。

　
く
わ
し
い
こ
と
は
私
の
専
門
外
だ
か
ら
略
し
て
お
く
が
、
こ
れ
が
今
日
人

間
と
い
え
ば
い
い
得
ら
る
る
者
の
い
ち
ば
ん
古
い
遺
骨
で
あ
っ
て
、
学
問
上

で
は
こ
の
人
間
を
名
づ
け
て
ピ
テ
ク
ァ
ン
ト
ロ
プ
ス
（
猿さる
の
人
）
と
い
っ
て

い
る
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
は
た
し
て
今
日
の
人
間
の
直
系
の
祖
先

に
当
た
る
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が
、
と
も
か
く
大
腿
骨
が
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出
た
の
で
、
そ
の
構
造
か
ら
考
え
て
み
て
、
こ
の
猿
の
人
な
る
も
の
は
直
立

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
し
、
ま
た
頭
蓋
骨
の
一
部
が
出
た
の
で
、

そ
の
者
の
脳
髄
も
相
当
に
発
達
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
わ
か
る
。
元
来
わ

れ
わ
れ
人
間
が
道
具
を
造
り
出
し
う
る
に
至
っ
た
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
直
立

し
て
二
本
の
足
で
楽
に
か
ら
だ
を
さ
さ
え
う
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
事
で

あ
る
。
す
で
に
か
ら
だ
が
ま
っ
す
ぐ
に
な
っ
て
来
る
と
、
そ
れ
に
伴
う
て
二

本
の
手
が
浮
い
て
来
て
、
全
く
自
由
な
も
の
に
な
る
と
同
時
に
、
頭
が
か
ら

だ
の
中
心
に
位
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
始
め
て
脳
髄
が
充
分
な
発
達
を
遂
げ

う
る
の
で
あ
る
。
　
　
獸
け
だ
も
のの
よ
う
に
四
つ
足
を
突
い
て
首
を
前
に
出
し
て
い

て
は
、
到
底
重
い
脳
み
そ
を
頭
の
中
に
入
れ
て
お
ら
れ
る
は
ず
の
も
の
で
な

い
。  

猩    

々  

し
ょ
う
じ
ょ
う
、
猿
の
人
、
曙
あ
け
ぼ
のの
人
（
後
に
述
ぶ
）
、
現
代
人
と
、
だ
ん
だ

150貧乏物語



ん
姿
勢
が
直
立
し
て
来
る
に
従
っ
て
、
脳
髄
も
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
来
る

あ
り
さ
ま
は
、
こ
こ
に  

挿    

入  

そ
う
に
ゅ
う

せ
る
図
に
よ
り
て
そ
の
一
斑
を
知
ら
る
べ

し
。
　
　
そ
こ
で
そ
の
発
達
し
た
脳
髄
で
も
っ
て
自
由
な
手
を
使
う
こ
と
に

な
っ
た
か
ら
、
始
め
て
人
間
特
有
の
道
具
の
製
造
が
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、

今
こ
の
猿
の
人
な
る
も
の
が
は
た
し
て
道
具
を
造
っ
て
い
た
か
否
か
に
至
っ

て
は
、
別
に
確
か
な
証
拠
は
な
い
が
、
た
ぶ
ん
木
及
び
石
で
で
き
た
き
わ
め

て
幼
稚
な
道
具
を
使
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
オ
ス
ボ
ー
ン
氏
の
説

で
あ
る
＊
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
月
十
三
日
）

　
＊
　H
. F. O

sborn. M
en of the O

ld Stone A
ge, 1916. pp. 82, 83, 86.

　
　
　
　
　
　
　
五
の
四
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同
じ
よ
う
な
話
が  

重    

出  

ち
ょ
う
し
ゅ
つ
す
る
の
で
お
も
し
ろ
く
な
い
が
、
物
語
を
進

め
る
た
め
に
、
今
一
つ
似
寄
っ
た
お
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
今

よ
り
わ
ず
か
に
五
年
前
、
一
九
一
一
年
に
英
人
ド
ウ
ソ
ン
氏
の
発
見
し
た
人

間
の
骨
の
化
石
の
こ
と
で
あ
る
。

　
ド
ウ
ソ
ン
氏
は
こ
れ
よ
り
先
数
年
前
、
英
国
サ
セ
ッ
ク
ス
州
の
ビ
ル
ト
ダ

ウ
ン
の
共
有
地
に
近
い
畑
で
道
路
を
作
る
た
め
に
土
を
掘
っ
た
時
、
人
間
の

 

顱 

頂 

骨 

ろ
ち
ょ
う
こ
つ
の
小
さ
な
片
を
発
見
し
た
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
九
一
一
年

の
秋
、
氏
は
同
じ
場
所
か
ら
出
た
発
掘
物
の
中
よ
り
、
先
に
発
見
し
た
頭  

ず
が
い

蓋 

骨 

こ
つ

の
他
の
部
分
で
、
額
ひ
た
いに
相
当
す
る
大
き
な
骨
と
、
鼻
か
ら
左
の
目
に

か
け
て
の
部
分
に
相
当
す
る
骨
と
を
発
見
し
た
。
そ
こ
で
こ
れ
は
大
い
に
研
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究
の
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
い
よ
い
よ
確
か
め
た
の
で
、
一
九
一
二
年

の
春
す
な
わ
ち
今
か
ら
四
年
前
に
、
人
夫
を
督
し
て
大
捜
索
を
始
め
た
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
骨
は
方
々
に
散
っ
て
し
ま
っ
た
様
子
で
容
易
に
何
も
の
も

発
見
で
き
な
ん
だ
。
し
か
し
そ
れ
に
屈
せ
ず
な
お
根こん
よ
く
捜
し
て
い
た
と
こ

ろ
が
、
始
め
て
顎あご
の
右
半
分
が
見
つ
か
り
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
三
尺
ば
か
り

隔
て
た
所
で
後
頭
骨
が
見
つ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
そ
の
翌
年
す
な
わ
ち

今
か
ら
三
年
前
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
類
学
者
の
テ
イ
ラ
ー
氏
が
同
じ
場
所

を
重
ね
て
発
掘
し
て
、
さ
ら
に
犬
歯
い
ぬ
ば
を
一
本
と
鼻
の
骨
と
を
発
見
し
た
の
で

あ
る
。
そ
ん
な
関
係
か
ら
こ
の
人
間
の
頭
の
骨
も
ほ
ぼ
整
っ
た
の
で
あ
る
が
、

学
者
の
説
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
今
か
ら
十
万
年
な
い
し
三
十
万
年
前
の
人
間

の
骨
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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さ
て
こ
の
人
間
は
今
日
学
者
が
名
づ
け
て
エ
ア
ン
ト
ロ
プ
ス
（
曙
あ
け
ぼ
のの
人
）

と
い
っ
て
い
る
者
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
人
間
が
は
た
し
て
今
日
の
人
間

の
直
系
の
祖
先
で
あ
る
か
、
ま
た
は
同
じ
祖
先
か
ら
出
た
枝
で
、
す
で
に
子

孫
の
絶
滅
し
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
学
者
の
説
が
ま
だ
一

致
し
て
お
ら
ぬ
そ
う
だ
が
、
と
も
か
く
前
回
に
述
べ
た
『
猿
の
人
』
に
比
ぶ

れ
ば
、
年
代
も
新
し
く
か
つ
今
日
の
人
間
に
近
い
系
統
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
今
日
何
人
も
疑
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
最
も

興
味
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
「
曙
の
人
」
に
な
る
と
、
た
し
か
に
道
具
を
造
っ

て
い
た
と
言
い
得
ら
る
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
現
に
先
に
述
べ
た 

頭 

蓋 

骨 

ず
が
い
こ
つ

の
出
た
そ
の
地
層
か
ら
た
だ
一
つ
だ
け 
燧  
石 
プ
リ
ン
ト

が
発
見
さ
れ
た
が
、
お
も
し

ろ
い
こ
と
に
は
、
そ
の
石
器
は
自
然
の
ま
ま
の
物
で
は
な
く
て
、
確
か
に
造
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ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
細
工
は
片
面
に
施
し
て
あ
る
だ
け
で
、
製
造

さ
れ
た
石
器
の
中
で
は
最
も
幼
稚
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
オ
ス

ボ
ー
ン
前
掲
書
一
三
五
ペ
ー
ジ
）
。

　
さ
て
だ
い
ぶ
余
談
に
わ
た
っ
た
よ
う
だ
が
、
私
が
こ
こ
に
五
十
万
年
前
な

い
し
三
十
万
年
前
の
猿さる
と
も
人
と
も
わ
か
り
か
ね
る
よ
う
な
人
間
の
話
を
し

て
来
た
の
は
、
諸
君
に
次
の
事
実
を
承
認
し
て
も
ら
う
た
め
で
あ
る
。
そ
れ

は
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
人
間
な
る
も
の
と
、
道
具
を
造
る
と
い
う
こ
と
と
は
、

き
わ
め
て
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
に
述
べ
た

ご
と
く
、
五
十
万
年
前
の
猿
の
人
と
称
せ
ら
る
る
者
は
、
は
た
し
て
道
具
を

造
っ
て
い
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
に
は
確
か
な
証
拠
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
今
日
の
人
間
に
近
い
三
十
万
年
な
い
し
十
万
年
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前
の
曙
の
人
と
称
せ
ら
る
る
者
に
な
る
と
、
こ
れ
は
確
か
に
道
具
を
造
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
道
具
と
い
う
の
は
、
製
造

さ
れ
た
道
具
の
中
で
は
最
も
幼
稚
な
も
の
で
、
す
な
わ
ち
『
曙
の
人
』
の
造

っ
た
道
具
は
、
や
は
り
「
曙
の
道
具
」
と
で
も
い
う
よ
う
な
物
な
の
で
あ
る
。

左
図
は
マ
グ
レ
ゴ
ア
氏
の
製
作
に
成
る
『
曙
の
人
』
の
模
型
に
し
て
英
国
サ

セ
ツ
ク
ス
州
に
て
そ
の
遺
骨
を
発
見
さ
れ
し
約
十
万
年
な
い
し
三
十
万
年
前

の
人
の
面
影
で
あ
る
。

右
図
は
お
な
じ
く
マ
グ
レ
ゴ
ア
氏
の
製
作
に
な
る
『
猿
の
人
』
の
模
型
に
し

て
，
本
文
中
に
記
載
し
お
け
る
が
ご
と
く
，
ジ
ャ
バ
に
て
そ
の
遺
骨
を
発
見

さ
れ
し
約
五
十
万
年
前
の
人
の
面
影
で
あ
る
。

　
私
は
こ
れ
よ
り
以
上
道
具
の
歴
史
を
述
べ
る
こ
と
を
控
え
て
お
く
が
、
要
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す
る
に
わ
れ
わ
れ
が
人
間
進
化
の
歴
史
を
顧
み
る
と
、
人
間
と
い
う
も
の
は

人
間
ら
し
く
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
つ
れ
て
次
第
に
道
具
ら
し
い
道
具
を
作
る

こ
と
に
な
っ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
人
間
の
経
済
が
、
今
日
他

の
動
物
社
会
の
経
済
と
比
較
す
べ
か
ら
ざ
る
程
度
の
発
達
を
な
す
に
至
っ
た

の
も
、
ひ
っ
き
ょ
う
は
こ
の
道
具
の
た
ま
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
月
十
四
日
）

　
　
　
　
　
　
　
六
の
一

　
人
間
が
ほ
か
の
動
物
と
比
較
す
べ
か
ら
ざ
る
経
済
的
発
達
を
遂
ぐ
る
に
至

り
し
根
本
原
因
が
、
は
た
し
て
私
の
言
う
が
ご
と
く
、
道
具
の
発
明
に
あ
り
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と
す
る
な
ら
ば
、
近
代
に
至
り
そ
の
道
具
が
さ
ら
に
一
段
の
発
展
を
遂
げ
て

機
械
と
な
る
に
至
り
し
こ
と
は
、
実
に
経
済
史
上
の
一
大
事
件
と
い
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
も
し
そ
れ
機
械
の
力
の
驚
く
べ
き
も
の
な
る
事
は
、
今
さ
ら
私
の

説
明
を
ま
た
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
試
み
に
尋
常
小
学
読
本
巻
の
十
一
を
見

る
に
い
わ
く
「
昔
の
糸
車
に
て
紡つむ
ぐ
時
は
、
一
本
の
錘つむ
に
一
人
を
要
す
べ
き

に
、
今
は
わ
ず
か
に
六
七
人
の
工
女
に
て
よ
く
二
千
本
の
錘
を
扱
う
を
得う
べ

し
。
加
う
る
に
か
の 

蝋  
燭 

ろ
う
そ
く

の
心しん
と
す
る
太
き
糸
、
蜘く
蛛も
の
糸
の
ご
と
き
細

き
糸
、
細
大
意
の
ま
ま
に
し
て
、
手
紡
ぎ
の
ご
と
く
不
ぞ
ろ
い
と
な
る
こ
と

な
し
。
機
械
の
力
は
驚
く
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
や
」
と
。
し
か
も
今
日
西
洋

に
お
い
て
最
も
進
歩
せ
る
機
械
に
あ
っ
て
は
、
一
人
の
職
工
よ
く
一
万
二
千

錘
を
運
転
し
う
る
と
い
う
。
さ
れ
ば
こ
れ
を
紡
績
の
一
例
に
つ
い
て
見
る
も
、
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機
械
の
発
明
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
の
生
産
力
は
一
躍
し
て
千
倍
万
倍
に
増
進

し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
機
械
の
効
果
の
偉
大
な
る
こ
と
か
く
の
ご
と
し
。
思
う
に
わ
れ
わ
れ
は
、

そ
の
昔
か
つ
て
道
具
の
発
明
に
よ
り
始
め
て  

禽    

獣  

き
ん
じ
ゅ
う

の
域
を
脱
し
得
た
り

し
が
ご
と
く
、
今
や
機
械
の
発
明
に
よ
っ
て
、
旧
時
代
の
人
類
の
全
く
夢
想

だ
も
し
得
ざ
り
し
驚
く
べ
き
物
質
的
文
明
を
ま
さ
に
成
就
せ
ん
と
し
つ
つ
あ

る
。
し
か
し
て
私
は
、
こ
の
ま
さ
に
成
就
さ
れ
ん
と
す
る
新
文
明
の
た
ま
も

の
の
一
と
し
て
、
貧
乏
人
の
絶
無
な
る
新
社
会
の
実
現
を
日
々
に
想
望
し
つ

つ
あ
る
者
で
あ
る
。

　
私
は
遠
く
さ
か
の
ぼ
り
て
道
具
の
人
類
進
化
史
上
に
お
け
る
地
位
を
稽
か
ん
がえ
、

転
じ
て
近
代
に
お
け
る
機
械
の
偉
大
な
る
効
果
を
思
う
ご
と
に
、
今
の
時
代
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を
も
っ
て
真
に
未み
曾ぞ
有う 

難  

遭 

な
ん
そ
う

の
時
代
な
り
と
な
す
を
禁
じ
得
ず
。
さ
れ
ば

一
昨
昨
年
（
一
九
一
三
年
）
の
末
始
め
て
ロ
ン
ド
ン
に
着
き
、
取
り
あ
え
ず

有
名
な
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
寺
院
ア
ベ
ー
を
訪
問
し
て
、
は
か
ら
ず
も
ゼ
ー
ム
ス

・
ワ
ッ
ト
の
大
理
石
像
を
仰
ぎ
見
た
る
時
な
ど
も
、
私
は
実
に
言
う
べ
か
ら

ざ
る
感
慨
に
ふ
け
っ
た
者
で
あ
る
。
仰
ぎ
見
れ
ば
、
彼
ワ
ッ
ト
は
ガ
ウ
ン
を

着
て
椅い
子す
に
腰
を
掛
け
、
大
き
な
靴くつ
を
は
い
て
、
左
の
足
を
後
ろ
に
引
き
、

右
の
足
を
前
に
出
し
、
紙
を
ひ
ざ
に
の
べ
、
左
手
ゆ
ん
で
に
そ
の
端
を
お
さ
え
、
右め

手て
に
は
コ
ン
パ
ス
を
握
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
台
石
の
表
面
に
は
、
次
の
よ

う
な
文
字
が
彫
り
付
け
て
あ
る
。

　
「
こ
の
国
の
国
王
、
諸
大
臣
、
な
ら
び
に
貴
族
平
民
の
多
く
の
者
ど
も
が
、

　
こ
の
記
念
像
を
ゼ
ー
ム
ス
・
ワ
ッ
ト
の
た
め
に
建
て
た
。
そ
は
彼
の
名
を
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永
遠
に
伝
え
ん
と
て
に
あ
ら
ず
、
彼
の
名
は
平
和
の
事
業
に
し
て
栄
ゆ
る

　
限
り
、
か
か
る
記
念
像
を
ま
た
ず
し
て
必
ず
や
永
遠
に
伝
わ
る
べ
き
も
の

　
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
像
は
人
間
が
…
…
彼
ら
の
最
上
の
感
謝
に
値
す
る

　
と
こ
ろ
の
人
々
を
尊
敬
す
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
て
い
る
と
い
う
証
拠
を
示

　
す
た
め
に
の
み
、
た
だ
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」

　
彼
ワ
ッ
ト
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
蒸
気
機
関
の
発
明
者
で
あ
る
。
し
か
し

て
こ
の
蒸
気
機
関
の
発
明
者
こ
そ
機
械
時
代
の
先
駆
者
の
一
人
で
あ
っ
て
み

れ
ば
、
彼
の
名
は
実
に
人
間
に
し
て
滅
び
ざ
る
限
り
永
遠
に
伝
わ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。

　
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
寺
院
ア
ベ
ー
に
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
い
る
、
ニ
ュ
ー
ト
ン

が
い
る
、
セ
ー
ク
ス
ピ
ア
が
い
る
、
そ
う
し
て
ま
た
こ
の
ワ
ッ
ト
が
い
る
の
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で
あ
る
。
寺
院
ア
ベ
ー
の
す
ぐ
前
は
、
ロ
ン
ド
ン
で
最
も
に
ぎ
や
か
な
場
所
の
一
つ

た
る
ト
ラ
フ
ァ
ル
ガ
ル
・
ス
ケ
ア
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
空
に
そ
び
ゆ
る
高

い
高
い
柱
の
頂
上
に
、
ネ
ル
ソ
ン
将
軍
が
突
き
立
っ
て
い
る
。
昔
ト
ラ
フ
ァ

ル
ガ
ル
の
海
戦
で
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
の
連
合
艦
隊
を
一
挙
に
し
て
ほ
と

ん
ど
全
滅
さ
せ
、
自
分
も
そ
の
場
で
戦
い
に
倒
れ
た
英
国
海
軍
の
軍
神
ネ
ル

ソ
ン
卿
き
ょ
うの
銅
像
が
、
灰
色
の
空
に
突
き
立
っ
て
下
界
を
見
お
ろ
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
ネ
ル
ソ
ン
卿
の
見
お
ろ
し
て
い
る
下
の
広
場
は
、
自
動
車
や

人
間
の
往
来
に
目
も
く
ら
む
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
道
一
ツ
横
切
る
に
も
私
た

ち
の
よ
う
な
い
な
か
者
は
い
つ
も
ひ
や
ひ
や
し
た
も
の
で
あ
る
。
カ
フ
ェ
ー

に
は
い
る
と
、
地
下
室
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
へ
腰
を
掛
け
て
茶
を
飲
ん
で

い
る
と
、
天
井
の
明
か
り
取
り
の
ガ
ラ
ス
板
の
上
を
お
お
ぜ
い
の
人
が
靴くつ
を
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踏
み
鳴
ら
し
な
が
ら
通
る
。
そ
の
騒
々
し
さ
に
は
わ
れ
わ
れ
の
神
経
も
す
り

減
ら
さ
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
で
あ
る
が
、
さ
て
戸
を
一
つ
あ
け
て
寺
院
の
内

に
は
い
る
と
、
た
と
え
ば 

浅  

草 

あ
さ
く
さ

の
公
園
で
パ
ノ
ラ
マ
館
に
は
い
っ
た
よ
う
、

空
気
は
た
ち
ま
ち
一
変
し
て
、
外
の
騒
々
し
さ
は
す
べ
て
拭ふ
い
た
よ
う
に
消

さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
寺
院
の
内
は
靴
音
さ
え
慎
ま
れ
る
ほ
ど
の
静
け
さ
で
あ

る
。
私
は
そ
う
い
う
空
気
の
中
で
彼
ワ
ッ
ト
の
像
を
仰
ぎ
見
な
が
ら
、 

低  

て
い
か

徊 い
去
る
あ
た
わ
ず
、
静
か
に
さ
ま
ざ
ま
の
感
想
に
ふ
け
っ
た
も
の
で
あ
る

が
、
今
ま
た
こ
の
物
語
を
草
し
て
機
械
の
こ
と
に
及
ぶ
に
当
た
り
、
ゆ
く
り

な
く
も
当
時
を
追
懐
し
て
、
こ
こ
に
無
用
の
閑
話
に
貴
重
な
る
一
日
の
紙
面

を
ふ
さ
ぐ
に
至
り
し
次
第
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（
十
月
十
五
日
）
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六
の
二

　
私
は
先
に
機
械
の
こ
と
を
述
べ
、 

今  

日 

こ
ん
に
ち

は
機
械
の
発
明
の
た
め
に
、
仕

事
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
産
力
が
数
千
倍
数
万
倍
に
増
加
し

た
こ
と
を
説
い
た
。
し
か
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
機
械
の
応
用
の
最
も

盛
ん
な
る
西
洋
の
文
明
諸
国
に
お
い
て
、
　
　
す
で
に
こ
の
物
語
の
冒
頭
に

述
べ
し
ご
と
く
、
　
　
貧
乏
人
の
数
が
非
常
に
多
い
と
い
う
の
は
、
い
か
に

も
不
思
議
の
事
で
あ
る
。
富
め
る
家
に
は
や
せ
犬
な
し
と
さ
え
言
う
も
の
を
、

経
済
の
は
る
か
に
進
ん
で
い
る
文
明
諸
国
の
こ
と
な
れ
ば
、
金
持
ち
に
比
べ

て
こ
そ
貧
乏
人
と
い
わ
れ
て
い
る
者
で
も
、
必
ず
や
相
応
の
暮
ら
し
を
し
て

い
る
に
相
違
あ
る
ま
い
と
思
う
の
に
、
な
か
な
か
そ
う
で
は
な
く
て
、
肉
体
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の
健
康
を
維
持
す
る
に
必
要
な
所
得
さ
え
得
あ
た
わ
ぬ
貧
乏
人
が
非
常
に
多

い
と
い
う
の
は
、
実
に
不
思
議
千
万
な
こ
と
で
あ
る
。

　
今
私
は
こ
の
不
思
議
を
解
い
て
な
ん
と
か
し
て
貧
乏
根
治
の
方
策
を
立
て

た
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
百
年
来
有
名
な

マ
ル
サ
ス
人
口
論
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
、
他
の
諸
説
は
し
ば
ら
く
お
く

と
す
る
も
、
議
論
の
順
序
と
し
て
、
ま
ず
こ
の
人
口
論
だ
け
は
片
付
け
て
お

か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

『
人
口
論
』
の
著
者
と
し
て
有
名
な
る
マ
ル
サ
ス
は
今
か
ら
百
五
十
年
前
英

国
に
生
ま
れ
た
人
で
、
そ
の
著
『
人
口
論
』
の
第
一
版
は
、
今
か
ら
約
百
二

十
年
前
一
七
九
八
年
に
匿
名
に
て
公
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
氏
の
議
論
は

そ
の
後
『
人
口
論
』
の
版
を
改
む
る
に
従
う
て
少
な
か
ら
ず
変
化
さ
れ
て
お
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る
か
ら
、
簡
単
に
そ
の
要
領
を
述
ぶ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
こ
こ
に

は
便
宜
の
た
め
に
し
ば
ら
く
初
版
に
つ
き
そ
の
議
論
の
大
意
を
述
べ
る
。
氏

の
意
見
に
よ
れ
ば
、
色
食
の
二
者
は
人
間
の
二
大
情
欲
で
あ
る
。
し
か
し
て

わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
色
欲
を
満
足
す
る
こ
と
に
よ
り
て
そ
の
子
孫
を
繁
殖
し
、

食
物
を
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
り
て
そ
の
生
命
を
維
持
し
つ
つ
あ
る
が
、
今
そ

の
生
活
に
必
要
な
る
食
物
の
生
産
増
加
率
は
、
到
底
人
口
の
繁
殖
率
に
及
ば

ざ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
人
間
と
い
う
動
物
が
あ
く
ま
で
も
盛
ん
に
子
を

産
み
、
し
か
も
そ
の
人
間
を
育
て
る
に
は
ど
う
し
て
も
食
物
が
必
要
だ
と
い

う
以
上
、
さ
ま
ざ
ま
の
罪
悪
や
、
貧
乏
の
た
め
に
難
儀
す
る
の
は
、
わ
れ
わ

れ
の
力
で
い
か
ん
と
も
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
人
間
生
ま
れ
な
が
ら
の
宿
命
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。
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さ
て
こ
の
人
口
論
が
も
し
真
理
で
あ
る
な
ら
ば
、
貧
乏
根
治
を
志
願
の
一

と
し
て
こ
の
世
に
存
命
な
が
ら
え
お
る
こ
の
物
語
の
著
者
の
ご
と
き
は
、
書
を
焼
き

筆
を
折
っ
て
志
を
当
世
に
絶
つ
の
ほ
か
は
な
い
が
、
幸
い
に
し
て
私
の
見
る

と
こ
ろ
は
マ
ル
サ
ス
と
や
や
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
け
だ
し
マ
ル
サ
ス
の

議
論
は
、
か
り
に
人
間
全
体
が
貧
乏
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
事
の
説
明

と
な
る
と
し
て
も
、
か
の
同
じ
人
間
の
仲
間
に
あ
っ
て
、
あ
る
者
は  

方    

ほ
う
じ
ょ

丈  う
の  

食    

饌  

し
ょ
く
せ
ん

を
つ
ら
ね
得
、
あ
る
者
は
粗
茶
淡
飯
に
も
飽
く
こ
と
あ
た

わ
ざ
る
の
現
象
に
至
っ
て
は
、
全
く
こ
れ
を
説
明
し
得
ざ
る
も
の
で
あ
る
。

い
わ
ん
や
最
近
百
余
年
の
間
に
お
い
て
、
機
械
の
発
明
は
各
方
面
に
行
な
わ

れ
、
そ
の
著
し
き
も
の
に
あ
っ
て
は
、
た
め
に
財
貨
生
産
の
力
を
増
加
せ
し

こ
と
、
実
に
数
千
倍
数
万
倍
に
達
し
つ
つ
あ
る
。
い
か
に
人
口
の
繁
殖
力
が
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強
け
れ
ば
と
て
、
到
底
こ
の
機
械
の
発
明
に
も
と
づ
く
生
産
力
の
増
加
に
匹

敵
す
べ
く
も
な
い
。
さ
れ
ば
百
数
十
年
前
人
口
論
の
初
め
て
世
に
公
に
さ
れ

し
当
時
な
ら
ば
と
も
か
く
、
二
十
世
紀
の
今
日
に
あ
っ
て
は
、
財
貨
の
生
産

力
が
人
口
の
繁
殖
力
に
及
ぶ
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
を
も
っ
て
、
貧
乏
の
根
源
と

な
さ
ん
と
す
る
が
ご
と
き
は
、
当
た
ら
ざ
る
も
ま
た
遠
し
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
し
か
ら
ば
な
ん
の
た
め
に
か
の
多
数
の
貧
民
は
あ
る
か
。
請
う
回

を
改
め
て
余
が
見
る
と
こ
ろ
を
述
べ
し
め
よ
。
　
　
　
（
十
月
十
六
日
）

　
　
　
　
　
　
　
七
の
一

　
道
具
の
発
明
に
よ
っ
て  

禽    

獣  

き
ん
じ
ゅ
う

の
域
を
脱
し
得
た
人
間
が
、
機
械
の
発
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明
さ
れ
た
今
日
、
な
お
貧
苦
困
窮
よ
り
脱
し
あ
た
わ
ぬ
と
い
う
は
、
一
応
は

不
思
議
な
事
で
あ
る
。
し
か
し
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
不
思
議
で
も
な
ん
で

も
な
く
、
実
は
有
力
な
機
械
と
い
う
も
の
は
で
き
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
機
械

の
生
産
力
が
今
日
で
は
全
く
お
さ
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
充
分
に
そ
の
力
を

働
か
せ
ず
に
い
る
の
で
あ
る
。
物
を
造
り
出
す
力
そ
の
も
の
は
非
常
に
ふ
え

て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
力
が
お
さ
え
ら
れ
て
充
分
に
働
き
を
現
わ
さ
ず
に

い
る
か
ら
、
そ
れ
で
せ
っ
か
く
機
械
の
発
明
さ
れ
た
世
の
中
で
あ
り
な
が
ら
、

わ
れ
わ
れ
一
般
の
者
の
日
常
の
生
活
に
必
要
な
い
わ
ゆ
る
生
活
必
要
品
な
る

も
の
の
生
産
が
、
著
し
く
不
足
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
た
と
う
れ
ば
、

立
派
な
ス
ト
ー
ブ
を
据
え
付
け
な
が
ら
、
炭
を
吝おし
ん
で
行
火
火

あ
ん
か
び

ほ
ど
の
も
の

を
入
れ
、
お
お
ぜ
い
の
人
が
こ
れ
を
囲
ん
で
、
冬
の
日
寒
さ
に
震
え
つ
つ
あ
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る
が
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。

　
あ
る
い
は
こ
の
点
を
誤
解
し
て
、
今
日
は
機
械
が
で
き
た
た
め
に
わ
れ
わ

れ
の
生
活
に
必
要
な
品
物
は
す
で
に
豊
富
に
造
り
出
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
分
配
が
悪
い
た
め
に
、
あ
る
少
数
の
人
の
手
に
余
分
に
分
捕
ぶ
ん
ど
ら
れ
、
そ

れ
が
た
め
に
残
り
の
多
数
の
人
々
は
食
う
も
の
も
食
わ
ず
に
困
っ
て
い
る
の

で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
者
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
大
き
な
間

違
い
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
今
日
の
日
本
に
で
も
充
分
に
食
物
を
得
て
お
ら
ぬ
者
は
た
く
さ

ん
あ
ろ
う
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
ま
ず
い
物
で
も
な
ん
で
も
腹
一
杯
詰
め
込
ん

で
お
れ
ば
、
本
人
は
別
に
ひ
も
じ
い
と
は
思
っ
て
お
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
が
、
し

か
し
医
者
の
目
か
ら
見
て
営
養
不
足
に
陥
っ
て
い
る
者
は
少
な
か
ら
ず
い
る

171



だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
な
ら
ば
そ
れ
ら
の
人
々
に
当
て
が
わ
る
べ
き
米
の
飯

な
り
魚
肉
な
り
獣
肉
な
り
が
、
金
持
ち
の
た
め
に
み
ん
な
奪
い
取
ら
れ
て
い

る
か
と
言
え
ば
、
無
論
金
持
ち
は
金
持
ち
相
応
に
ぜ
い
た
く
な
金
の
か
か
っ

た
食
事
を
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
か
と
い
う
て
、
そ
れ
ら
の

金
持
ち
が
毎
日
一
人
し
て
百
人
前
千
人
前
の
米
や
肉
を
食
べ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
冬
の
夜
、
寒
さ
を
防
ぐ
に
足
る
だ
け
の
夜
具
、
衛

生
に
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
け
の
清
潔
な
蒲
団
ふ
と
ん
、
そ
れ
を
さ
え
充
分
に
備
え
て

い
な
い
家
族
も
少
な
く
は
あ
る
ま
い
と
思
う
が
、
そ
れ
な
ら
ば
金
持
ち
の
所

へ
行
っ
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
貧
乏
人
に
渡
る
べ
き
は
ず
の
木
綿
も
め
ん
の
夜
具
が

こ
と
ご
と
く
分
捕
っ
て
積
み
重
ね
て
あ
る
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
ん
な
わ

け
の
も
の
で
は
な
い
。

172貧乏物語



　
さ
れ
ば
今
日
社
会
の
多
数
の
人
々
が
、
充
分
に
生
活
の
必
要
品
を
得う
る
こ

と
が
で
き
な
く
て
困
っ
て
い
る
の
は
、
た
く
さ
ん
に
品
物
は
で
き
て
い
る
が

た
だ
そ
の
分
配
の
し
か
た
が
悪
い
と
い
う
が
た
め
で
は
な
く
て
、
実
は
初
め

か
ら
生
活
の
必
要
品
は
充
分
に
生
産
さ
れ
て
お
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
、
そ
う
い
う
た
い
せ
つ
な
品
物
が
ま
だ
充
分
に
で
き
て

お
ら
ぬ
の
に
、
都
会
に
出
て
み
る
と
、
至
る
所
の
店
頭
に
さ
ま
ざ
ま
の
ぜ
い

た
く
物
や 

奢 

侈 

品 

し
ゃ
し
ひ
ん

が
並
べ
ら
れ
て
あ
る
か
と
い
え
ば
、
実
は
そ
こ
に
今
日

の
経
済
組
織
の
根
本
的
欠
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
け
だ
し
今
日
の
経
済
社
会
は
、
需
要
あ
る
物
に
限
り
こ
れ
を
供
給
す
る
と

い
う
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
需
要
と
い
う
は
、
単
に

要
求
と
い
う
と
同
じ
で
は
な
い
。
一
定
の
要
求
に
資
力
が
伴
う
て
来
て
、
始
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め
て
そ
れ
が
需
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
襤ぼ
褸ろ
を
ま
と
う
た
乞
食
こ
じ
き
が

ひ
だ
る
そ
う
な
面つら
つ
き
を
し
な
が
ら
、
宝
石
店
の
飾
り
窓
に
の
ぞ
き
込
ん
で

金
指
輪
や
金
時
計
に
あ
こ
が
れ
た
と
て
、
そ
れ
は
単
純
な
欲
求
で
、
購
買
力

を
伴
う
た
需
要
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
て
今
日
の
経
済
組
織
の
特

徴
は
、
か
く
の
ご
と
き
意
味
に
お
け
る
需
要
を
の
み
顧
み
、
か
か
る
需
要
あ

る
物
に
限
り
こ
れ
を
生
産
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か
ら
ば
そ
の
需
要
な

る
も
の
は
、
今
日
の
社
会
で
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
生
活
必
要
品

に
対
す
る
需
要
よ
り
も
、
奢
侈
ぜ
い
た
く
品
に
対
す
る
需
要
の
ほ
う
が
、
い

つ
で
も
は
る
か
に
強
大
優
勢
で
あ
る
。
こ
れ
多
く
の
生
活
必
要
品
が
ま
ず
あ

と
回
し
に
さ
れ
て
、
無
用
の
ぜ
い
た
く
品
の
み
が
ど
し
ど
し
生
産
さ
れ
て
来

る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
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（
十
月
十
七
日
）

　
　
　
　
　
　
　
七
の
二

　
け
だ
し
生
活
必
要
品
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
需
要
に
は
お
の
ず
か
ら
一
定

の
制
限
あ
る
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
皆 

川 

淇 

園 

み
な
が
わ
き
え
ん

は
、
酒
数
献
に
い
た
れ
る

と
き
は
味
な
く
、
肴
さ
か
な数
種
に
お
よ
ぶ
と
き
は
美うま
み
な
く
、
煙
草
た
ば
こ
数
ふ
く
に
及

ぶ
と
き
は
苦にが
み
を
生
じ
、
茶
数
椀わん
に
お
よ
ぶ
と
き
は
香かん
ば
し
か
ら
ず
と
言
っ

た
が
、
誠
に
そ
の
通
り
で
、
た
と
え
ば
い
く
ら
酒
好
き
の
人
で
、
初
め
の
う

ち
は
非
常
に
う
ま
い
と
思
っ
て
飲
ん
で
い
て
も
、
だ
ん
だ
ん
杯
を
重
ね
る
と

そ
れ
に
従
う
て
次
第
次
第
に
飽
満
点
に
近
づ
い
て
来
る
。
そ
う
し
て
一
た
ん
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そ
の
飽
満
点
に
達
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
か
ら
上
は
、
い
か
な
る 

上  

戸 

じ
ょ
う
ご

で
も
、

も
う
い
や
だ
と
い
う
事
に
な
る
。
い
く
ら
食
物
が
人
間
の
生
活
に
必
要
だ
と

い
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
食
前
方
丈
所
甘
不
過
一
肉
之
味
〈
食
前
方
丈
な
る
も

甘
ん
ず
る
所
一
肉
の
味
に
過
ぎ
ず
〉
で
、
日
に
五
合
か
六
合
の
飯
を
食
え
ば

そ
れ
で
足
り
る
。
そ
れ
よ
り
以
上
は
食
べ
た
く
も
な
し
、
食
べ
ら
れ
る
も
の

で
も
な
し
、
食
べ
た
か
ら
と
て
か
ら
だ
を
こ
わ
す
ば
か
り
で
あ
る
。
さ
れ
ば

い
か
な
る
金
持
ち
で
も
、
そ
の
胃
袋
の
大
い
さ
が
貧
乏
人
と
た
い
し
た
違
い

な
く
、
足
も
や
は
り
貧
乏
人
と
同
じ
よ
う
に
二
本
し
か
な
い
な
ら
ば
、
そ
の

者
が
自
分
で
消
費
す
る
た
め
に
金
を
出
し
て
買
う
と
こ
ろ
の
米
と
か
下げ
駄た
と

か
い
う
も
の
に
は
、
お
お
よ
そ
一
定
の
限
度
が
あ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
そ

こ
で
こ
れ
ら
金
持
ち
の
人
々
の
需
要
の
大
部
分
は
お
の
ず
か
ら 

奢 

侈 

品 

し
ゃ
し
ひ
ん

に
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向
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
米
を
買
っ
た
り
下
駄
を
買
っ
た
り
し
た
だ
け

で
は
、
ま
だ
た
く
さ
ん
の
金
が
残
る
か
ら
し
て
、
そ
の
有
り
余
る
金
を
ば
こ

と
ご
と
く
奢
侈
品
に
向
け
て
来
る
。
そ
こ
で
奢
侈
品
に
対
す
る
き
わ
め
て
有

力
な
る
需
要
が
起
こ
る
と
同
時
に
、
生
活
必
要
品
に
対
す
る
貧
乏
人
の
需
要

の
ご
と
き
は
こ
れ
が
た
め
全
く
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
る
に

今
日
の
経
済
組
織
の
下
に
お
い
て
は
天
下
の
生
産
者
は
た
だ
需
要
あ
る
物
の

み
を
生
産
し
、
た
と
い
い
か
に
痛
切
な
る
要
求
あ
る
物
と
い
え
ど
も
、
そ
の

要
求
に
し
て
資
力
を
伴
わ
ざ
る
限
り
、
捨
て
て
こ
れ
を
顧
み
ざ
る
を
原
則
と

し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
今
の
時
代
に
お
い
て
、
無
用
有
害
な
る
奢
侈
ぜ
い
た
く

品
の
う
ず
た
か
く
生
産
さ
れ
つ
つ
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
多
数
人
の
生
活
必

要
品
の
は
な
は
だ
し
く
欠
乏
を
告
げ
つ
つ
あ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
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た
と
え
ば
、
貧
乏
人
が
わ
ず
か
ば
か
り
の
金
を
持
ち
出
し
て
来
て
、
も
っ

と
米
を
作
っ
て
く
れ
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
う
安
く
売
っ
て
は
割
り
に
合

わ
ぬ
か
ら
、
だ
れ
も
相
手
に
す
る
者
は
な
い
。
そ
こ
へ
金
持
ち
が
出
て
来
て
、

世
の
中
に
は
ず
い
ぶ
ん
貧
乏
人
が
い
て
、
米
の
飯
さ
え
腹
一
杯
よ
う
食
わ
ぬ

人
間
が
い
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
さ
て
さ
て
情
け
な
い
や
つ
ら
で
あ
る
。
お

れ
な
ぞ
は
は
ば
か
り
な
が
ら
世
間
月
並
み
の
お
料
理
に
も
食
い
飽
き
た
。
心

の
傷いた
め
る
人
の
前
に
て
歌
を
歌
う
こ
と
な
か
れ
と
い
う
事
も
あ
る
が
、
そ
れ

は
ど
う
で
も
よ
い
と
し
て
、
き
ょ
う
は
何
か
一
つ
ご
く
ご
く
珍
し
い
も
の
を

食
べ
て
み
た
い
。
し
か
し
一
人
で
食
べ
て
は
お
も
し
ろ
う
な
い
、
お
お
ぜ
い

の
客
を
招
き
、
山
海
の
珍
味
を
並
べ
て
皆
を
驚
倒
さ
し
て
や
ろ
う
、
な
ど
と

思
い
立
っ
た
と
す
る
と
、
彼
は
さ
っ
そ
く
料
理
人
を
呼
ぶ
。
そ
う
し
て
、
金
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は
い
く
ら
で
も
出
す
か
ら
思
い
切
っ
て
一
つ
珍
し
い
料
理
を
し
て
み
て
く
れ
、

ま
ず
吸
い
物
か
ら
吟
味
し
て
か
か
り
た
い
が
、
そ
れ
は
ほ
と
と
ぎ
す
の
舌
の

澄
汁
す
ま
し
と
す
る
か
な
ど
と
命
じ
た
な
ら
ば
、
さ
っ
そ
く
お
お
ぜ
い
の
人
が
ほ
と

と
ぎ
す
を
捕
り
に
山
に
は
い
る
と
い
う
よ
う
な
事
に
な
っ
て
、
そ
れ
だ
け
た

と
え
ば
米
を
作
る
な
ら
、
米
を
作
る
人
の
数
が
減
る
こ
と
に
な
る
。
す
で
に

米
を
作
る
人
が
減
っ
て
来
れ
ば
、
そ
れ
に
応
じ
て
米
の
生
産
高
は
減
じ
、
従

う
て
米
の
値
も
高
く
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
い
く
ら
米
価
は
騰
貴
し
て
も
金
持

ち
に
は
い
っ
こ
う
さ
し
つ
か
え
は
な
い
。
た
だ
困
る
の
は
貧
乏
人
で
、
わ
ず

か
ば
か
り
の
収
入
で
は
家
族
一
同
が
米
の
飯
を
腹
一
杯
食
う
こ
と
さ
え
で
き

ぬ
と
い
う
ふ
う
に
だ
ん
だ
ん
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
月
十
八
日
）
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七
の
三

　
以
上
は
た
だ
話
を
わ
か
り
や
す
く
言
っ
た
だ
け
の
も
の
で
、
実
際
の
社
会

は
き
わ
め
て
複
雑
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
今
日
の
経
済
組
織
の
下
に

お
い
て
は
、
物
を
造
り
出
す
と
い
う
こ
と
が
私
人
の
金
も
う
け
仕
事
に
一
任

し
て
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
金
を
出
す
人
さ
え
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
無
用
な
ま
た

有
害
な
奢
侈
し
ゃ
し
ぜ
い
た
く
品
で
も
ど
し
ど
し
製
造
さ
れ
る
と
同
時
に
、
も
し
充

分
に
金
を
出
し
て
買
い
う
る
人
が
お
お
ぜ
い
お
ら
ぬ
以
上
、
い
か
に
国
民
の

全
体
ま
た
は
大
多
数
に
と
っ
て
き
わ
め
て
た
い
せ
つ
な
品
物
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
が
遺
憾
な
く
生
産
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
に
は
決
し
て
ゆ
か
ぬ
の
で
あ
る
。
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た
と
え
ば
こ
れ
を
英
国
に
お
け
る
靴くつ
の
製
造
業
に
つ
い
て
見
る
も
、
無
論

立
派
な
機
械
が
だ
ん
だ
ん
発
明
さ
れ
て
来
て
い
る
か
ら
、
そ
の
生
産
力
は
非

常
に
ふ
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
靴
の
製
造
高
は
昔
に
比
べ
て
非
常

に
増
加
し
た
か
と
い
う
に
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
は
な
ぜ
か
と
い

え
ば
、
い
く
ら
金
持
ち
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
靴
の
ご
と
き
も
の
を
そ
う
た
く

さ
ん
買
い
込
む
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
そ
の
ほ
か
に
た
く
さ
ん
貧
乏
人

が
い
て
、
こ
れ
ら
の
貧
乏
人
は
皆
靴
が
ほ
し
い
ほ
し
い
と
言
っ
て
い
る
け
れ

ど
も
、
ほ
し
い
と
言
う
ば
か
り
で
、
ろ
く
に
金
を
出
す
力
が
な
い
。
も
し
靴

の
値
段
を
う
ん
と
下
げ
た
な
ら
、
こ
れ
ら
の
貧
乏
人
も
み
ん
な
買
う
で
あ
ろ

う
が
、
し
か
し
そ
う
値
段
を
下
げ
て
は
割
り
に
合
わ
ぬ
か
ら
、
そ
れ
で
製
造

業
者
の
力
で
は
最
初
か
ら
た
く
さ
ん
の
靴
は
造
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
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わ
け
で
せ
っ
か
く
機
械
が
発
明
さ
れ
て
も
、
そ
う
た
く
さ
ん
機
械
が
据す
え
付

け
ら
る
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
機
械
の
た
め
生
産
力
そ
の
も
の
は
に
わ
か

に
ふ
え
て
来
て
い
る
の
に
、
生
産
高
は
そ
の
割
合
に
ふ
や
さ
ぬ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
職
工
は
次
第
に
解
雇
さ
れ
て
、
失
業
者
の
群
れ
に
入

る
こ
と
に
な
る
。
か
く
の
ご
と
く
に
し
て
せ
っ
か
く
発
明
さ
れ
た
機
械
も
充

分
に
普
及
さ
れ
ず
、
立
派
な
手
を
備
え
て
働
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
者
も
口

が
な
く
て
働
け
ず
、
機
械
も
人
も
と
も
に
そ
の
生
産
力
を
お
さ
え
ら
れ
、
十

二
分
の
働
き
の
で
き
ぬ
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
っ
た
よ
う
な
議
論
を
か
つ
て
チ
オ
ザ
・
マ
ネ
ー
氏
が
デ
ー
リ
ー
・

ニ
ュ
ー
ス
と
い
う
新
聞
紙
に
掲
げ
た
と
こ
ろ
が
、
氏
は
読
者
の
一
人
か
ら
次

の
ご
と
き
手
紙
を
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
（
同
氏
著
『
富
と
貧
』
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一
三
三
ペ
ー
ジ
）

　
「
あ
な
た
が
月
曜
日
及
び
火
曜
日
の
紙
上
で
靴くつ
の
事
に
つ
い
て
お
書
き
に

　
な
っ
た
こ
と
は
、
私
は
全
く
ほ
ん
と
う
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て

　
は
私
自
身
の
経
験
が
あ
り
ま
す
。
私
は
鉄
道
の
一
従
業
者
で
、
引
き
続
き

　
奉
職
し
て
い
て
、
た
だ
今
は
一
週
三
十
シ
リ
ン
グ
ず
つ
も
ら
っ
て
お
り
ま

　
す
。
…
…
し
か
し
一
九
〇
三
年
に
は
私
の
労
賃
は
二
十
五
シ
リ
ン
グ
六
ペ

　
ン
ス
で
し
た
。
そ
う
し
て
そ
の
時
か
ら
私
は
六
人
の
子
供
を
も
っ
て
い
ま

　
す
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
お
り
の
事
で
す
、
私
の
家
の
隣
に
靴
の
製
造
及
び

　
修
繕
を
業
と
し
て
お
る
者
が
い
ま
し
た
が
、
そ
の
人
は
そ
の
こ
ろ
業
を
失

　
っ
て
す
で
に
数
個
月
も
遊
ん
で
い
た
の
で
す
。
そ
の
こ
ろ
私
の
子
供
の
靴

　
は
例
の
と
お
り
修
繕
に
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
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金
が
な
い
の
で
修
繕
に
出
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
し
か
た
な
し

　
に
自
分
で
へ
た
な
細
工
を
し
て
お
り
ま
す
と
、
あ
る
日
の
こ
と
で
す
、
ち

　
ょ
う
ど
私
は
壁
の
こ
ち
ら
側
で
靴
の
修
繕
を
や
っ
て
い
る
と
、
業
を
失
っ

　
た
隣
の
人
は
壁
の
向
こ
う
側
に
い
て
、
私
が
や
む
を
得
ず
さ
せ
ら
れ
て
い

　
る
仕
事
を
、
自
分
に
や
ら
し
て
く
れ
れ
ば
よ
い
の
に
と
い
う
顔
つ
き
を
し

　
て
い
ま
し
た
。
私
が
そ
の
時
の
事
情
を
考
え
た
時
に
、
私
の
心
の
中
を
通

　
っ
た
い
ろ
い
ろ
の
感
情
は
、
私
の
い
ま
だ
に
忘
れ
る
事
の
で
き
ぬ
と
こ
ろ

　
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
あ
な
た
の
靴
業
に
関
す
る
議
論
を
読
む
と
、
す
ぐ
に
ま

　
た
当
時
の
事
を
思
い
起
こ
し
て
、
こ
こ
に
こ
の
手
紙
を
あ
な
た
に
さ
し
あ

　
げ
る
次
第
で
す
＊
…
…
。
」

　
＊
　C

hioza-M
oney, R

ich and Poor, p. 133.
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こ
れ
は
一
人
の
職
工
の
短
い
手
紙
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
読
む
と
、

私
は
大
家
の
筆
に
成
っ
た
長
編
の
社
会
劇
を
読
ん
だ
時
と
同
じ
印
象
を
得う
る

よ
う
な
気
持
ち
が
す
る
の
で
あ
る
。

　
今
日
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
世
界
産
額
の
う
ち
九
割
五
分
だ
け
の
も
の
は
南
ア

フ
リ
カ
の
キ
ン
バ
ー
レ
ー
と
い
う
所
の
鉱
山
よ
り
産
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、

そ
こ
の
鉱
脈
は
す
こ
ぶ
る
豊
富
で
、
掘
り
出
せ
ば
ま
だ
い
く
ら
で
も
生
産
さ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
う
た
く
さ
ん
に
売
り
出
し
て
は
価
格
が
下
落

し
て
か
え
っ
て
利
潤
の
総
額
が
減
る
か
ら
、
そ
こ
の
鉱
山
会
社
で
は
わ
ざ
と

そ
の
産
額
を
制
限
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
南
ア
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
生
産
は
一

会
社
の
独
占
に
帰
し
て
い
て
、
そ
の
生
産
制
限
が
特
に
目
立
っ
て
行
な
わ
れ

て
い
る
が
た
め
に
、
今
日
は
世
界
周
知
の
事
実
と
な
っ
て
お
る
が
、
も
し
も
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わ
れ
わ
れ
が
、
一
段
の
高
処
に
立
っ
て
天
下
を
大
観
し
た
な
ら
ば
、
こ
れ
と

同
じ
よ
う
な
る
生
産
制
限
は
、
世
界
経
済
界
の
至
る
所
に
、
各
種
の
事
業
を

通
じ
て
、
あ
ま
ね
く
行
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
を
看
取
す
る
に
難
か
ら
ぬ
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
有
力
な
る
機
械
の
発
明
さ
れ
た
る
今
日
、
貧
乏
に
苦
し
む
者
の
な

お
四
方
に
あ
ま
ね
き
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
（
十
月
十
九
日
）

　
　
　
　
　
　
　
七
の
四

　
私
は
前
回
に
縁
の
遠
い
英
国
の
靴くつ
製
造
業
の
事
な
ど
持
ち
出
し
て
、
し
ば

ら
く
問
題
を
当
面
の
日
本
か
ら
遠
ざ
け
て
お
い
た
が
、
実
は
手
近
な
所
に
も
、

同
じ
よ
う
に
明
瞭
な
実
例
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
た
と
え
ば
近
ご
ろ
わ
が
国
に
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行
な
わ
れ
た
米
価
調
節
な
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
米
が
た
く
さ
ん
で
き
る

と
い
う
こ
と
は
実
に
よ
ろ
こ
ば
し
い
事
で
、
現
に
こ
れ
が
た
め
に
は
全
国
各

府
県
に
農
事
試
験
場
な
ど
を
設
け
て
し
き
り
に
そ
の
生
産
増
加
を
奨
励
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
た
く
さ
ん
で
き
る
と
値
段
が
安
く
な
る
。
し
か

も
安
く
な
っ
て
は
農
家
の
も
う
け
が
減
る
と
い
う
の
で
、
政
府
は
い
ろ
い
ろ

に
骨
を
折
っ
て
、
今
度
は
米
価
を
つ
り
上
げ
る
く
ふ
う
を
し
て
い
る
。
一
方

に
は
日
々
の
米
代
の
支
払
い
に
も
困
っ
て
い
る
者
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
腹
一

杯
米
の
飯
を
よ
う
食
わ
ぬ
者
も
お
お
ぜ
い
い
る
。
そ
れ
に
政
府
は
、
米
の
値

段
を
高
く
す
る
た
め
に
、
委
員
会
な
ど
を
設
け
、
天
下
の
学
者
実
業
家
を
寄

せ
集
め
て
、
い
ろ
い
ろ
と
骨
を
折
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

実
に
矛
盾
し
た
話
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
一
例
に
よ
っ
て
み
て
も
、
今
日
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の
経
済
組
織
の
欠
陥
の
那
辺
な
へ
ん
に
あ
る
か
は
よ
く
わ
か
る
。

　
世
間
社
会
問
題
を
論
ず
る
者
、
往
々
に
し
て
浅
近
の
所
に
着
眼
し
、
貧
乏

を
根
治
す
る
の
策
は
、
一
に
貧
民
の
所
得
を
増
加
す
る
に
あ
る
が
ご
と
く
思

惟
す
。
さ
り
な
が
ら
い
か
に
彼
ら
の
所
得
を
増
加
し
た
り
と
て
、
他
方
に
お

い
て
富
者
の
富
が
さ
ら
に
い
っ
そ
う
の
速
度
を
も
っ
て
増
加
す
る
以
上
、
貧

富
の
懸
隔
は
ま
す
ま
す
は
な
は
だ
し
き
を
加
え
、
従
う
て
天
下
の
生
産
力
が

奢
侈
し
ゃ
し
ぜ
い
た
く
品
の
産
出
に
吸
収
さ
る
る
の
弊
は
、
あ
え
て
こ
れ
が
た
め
に

  

匡    
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き
ょ
う
せ
い

さ
る
る
こ
と
な
く
、
そ
の
結
果
た
と
い
貧
乏
人
の
貨
幣
所
得
は
多

少
ず
つ
増
加
す
る
こ
と
あ
り
と
も
、
生
活
必
要
品
の
価
格
は
さ
ら
に
そ
れ
以

上
の
速
度
を
も
っ
て
騰
貴
し
、
こ
れ
が
た
め
彼
ら
の
生
活
は
か
え
っ
て
苦
し

く
な
る
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。
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こ
れ
を
要
す
る
に
、
今
日
生
活
の
必
要
品
が
充
分
に
生
産
さ
れ
て
来
ぬ
の

は
、
天
下
の
生
産
力
が
奢
侈
ぜ
い
た
く
品
の
産
出
の
た
め
に
奪
い
去
ら
れ
つ

つ
あ
る
が
た
め
で
あ
る
。
多
数
貧
民
の
需
要
に
供
す
べ
き
生
活
の
必
要
品
は
、

少
し
余
分
に
造
る
と
、
じ
き
に
相
場
が
下
が
っ
て
も
う
け
が
減
る
か
ら
、
事

業
家
は
わ
ざ
と
そ
の
生
産
力
を
お
さ
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
余
の

見
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
今
日
文
明
諸
国
に
お
い
て
多
数
の
人
々
の

貧
乏
に
苦
し
み
つ
つ
あ
る
経
済
組
織
上
の
主
要
原
因
で
あ
る
。

　
さ
て
か
く
の
ご
と
く
論
じ
き
た
る
時
は
、
私
の
議
論
は
い
つ
の
ま
に
か
循

環
し
た
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
と
い
う
に
、
私
は
最
初
、
今
日
な
ぜ
貧
乏
人
が

多
い
か
と
い
え
ば
そ
れ
は
生
活
必
要
品
の
生
産
額
が
足
ら
ぬ
か
ら
だ
と
言
っ

た
。
し
か
る
に
さ
ら
に
進
ん
で
、
な
ぜ
生
活
必
要
品
の
生
産
額
が
充
分
に
な
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ら
ぬ
か
と
尋
ね
ら
れ
る
と
、
そ
れ
は
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
人
は
た
く
さ
ん

あ
っ
て
も
、
そ
の
人
た
ち
が
充
分
な
資
力
を
も
っ
て
お
ら
ぬ
か
ら
だ
と
答
え

た
。
と
こ
ろ
が
充
分
に
資
力
を
も
っ
て
お
ら
ぬ
者
は
す
な
わ
ち
貧
乏
人
で
あ

る
か
ら
、
つ
ま
り
私
の
説
に
よ
る
と
、
生
活
必
要
品
の
生
産
額
が
不
充
分
な

の
は
社
会
に
貧
乏
人
が
多
い
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
な
ぜ

貧
乏
人
が
多
い
か
と
い
え
ば
生
活
必
要
品
の
生
産
が
足
ら
ぬ
の
だ
と
言
い
、

な
ぜ
生
活
必
要
品
の
生
産
が
足
ら
ぬ
か
と
言
え
ば
貧
乏
人
が
多
い
か
ら
だ
と

言
っ
て
い
る
の
で
、
な
ん
だ
か
私
は
手
品
を
使
っ
て
、
こ
の
最
難
関
を
ご
ま

か
し
な
が
ら
抜
け
出
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
れ
は
私
の
議
論
が
循
環

し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
実
際
の
事
実
が
循
環
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い

ず
れ
そ
の
事
は
後
に
至
っ
て
さ
ら
に
詳
論
す
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
と
も
か
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く
以
上
述
ぶ
る
所
に
よ
っ
て
考
う
れ
ば
、
貧
乏
問
題
は
一
見
す
れ
ば
分
配
論

に
局
限
さ
れ
た
る
問
題
の
ご
と
く
に
し
て
、
実
は
生
産
問
題
と
密
接
な
る
関

係
を
有
す
る
も
の
な
る
事
を
看
取
す
る
に
足
る
で
あ
ろ
う
。
思
う
に
世
上
社

会
問
題
を
論
ず
る
も
の
往
々
こ
れ
を
も
っ
て
単
純
に
富
の
分
配
に
関
す
る
問

題
と
な
し
、
そ
の
深
く
現
時
の
生
産
組
織
と
連
絡
す
る
と
こ
ろ
あ
る
を
看
過

す
る
者
す
こ
ぶ
る
多
し
。
こ
れ
余
が
特
に
如
上
の
点
を
力
説
し
て
、
し
か
る

後
問
題
の
解
決
に
進
ま
ん
と
せ
し
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
　
（
十
月
二
十
日
）

　
　
　
　
　
　
　
八
の
一

　
今
や
天
高
く
秋
深
く
ま
さ
に
読
書
の
好
時
節
な
り
と
い
え
ど
も
、
著
者
近
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来
し
き
り
に
疲
労
を
覚
え
、
す
こ
ぶ
る 

筆  

硯 

ひ
っ
け
ん

に
も
の
う
し
。
す
な
わ
ち
こ

の
物
語
の
ご
と
き
も
、
中
絶
す
る
こ
と
す
で
に
二
三
週
、
今
よ
う
や
く
再
び

筆
を
執
る
と
い
え
ど
も
、
駑ど
馬ば
に
鞭
む
ち
うち
て  

峻    

坂  

し
ゅ
ん
ぱ
ん

を
登
る
が
ご
と
し
。

　
そ
れ
貧
乏
は
社
会
の
大
病
で
あ
る
。
こ
れ
を
根
治
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
ま

ず
深
く
そ
の
病
源
を
探
る
こ
と
を
要
す
。
こ
れ
余
が
特
に
中
編
を
設
け
、
も

っ
ぱ
ら
こ
の
問
題
の
攻
究
に
あ
て
ん
と
擬
せ
し
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
し
か
も
わ

ず
か
に
粗
枝
大
葉
の
論
を
終
え
た
る
に
と
ど
ま
り
、
説
の
い
ま
だ
尽
く
さ
ざ

る
も
の
な
お
多
け
れ
ど
も
、
駄だ
目め
を
推
さ
ば
ひ
っ
き
ょ
う
限
り
な
か
ら
ん
。

す
な
わ
ち
余
は
し
ば
ら
く
以
上
を
も
っ
て
中
編
を
結
び
、
こ
れ
よ
り
直
ち
に

下
編
に
入
ら
ん
と
す
。
下
編
は
す
な
わ
ち
貧
乏
退
治
の
根
本
策
を
論
ず
る
を

も
っ
て
主
題
と
な
す
も
の
、
お
の
ず
か
ら
こ
の
物
語
の
眼
目
で
あ
る
。
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今
論
を
進
め
ん
が
た
め
、
重
ね
て
中
編
に
お
け
る
所
論
の
要
旨
を
約
言
せ

ん
か
、
す
な
わ
ち
こ
れ
を
左
の
数
言
に
摂
す
る
こ
と
を
得う
。
い
わ
く
、

　
（
一
）
　
現
時
の
経
済
組
織
に
し
て
維
持
せ
ら
る
る
限
り
、

　
（
二
）
　
ま
た
社
会
に
は
な
は
だ
し
き
貧
富
の
懸
隔
を
存
す
る
限
り
、

　
（
三
）
　
し
か
し
て
ま
た
、
富
者
が
そ
の
余
裕
あ
る
に
任
せ
て
、
み
だ
り

　
　
に
各
種
の
奢
侈
し
ゃ
し
ぜ
い
た
く
品
を
購
買
し
需
要
す
る
限
り
、

貧
乏
を
根
絶
す
る
こ
と
は
到
底
望
み
が
な
い
。

　
今
日
の
社
会
に
貧
乏
を
絶
た
ざ
る
の
理
由
す
で
に
か
く
の
ご
と
し
。
さ
れ

ど
吾
人
ご
じ
ん
に
し
て
も
し
こ
の
社
会
よ
り
貧
乏
を
根
絶
せ
ん
と
要
す
る
な
ら
ば
、

こ
れ
ら
三
個
の
条
件
に
か
ん
が
み
て
そ
の
方
策
を
樹た
つ
る
の
ほ
か
は
な
い
。

　
第
一
に
、
世
の
富
者
が
も
し
自
ら
進
ん
で
い
っ
さ
い
の
奢
侈
し
ゃ
し
ぜ
い
た
く
を
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廃
止
す
る
に
至
る
な
ら
ば
、
貧
乏
存
在
の
三
条
件
の
う
ち
そ
の
一
を
欠
く
に

至
る
べ
き
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
た
し
か
に
貧
乏
退
治
の
一
策
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
な
ん
ら
か
の
方
法
を
も
っ
て
貧
富
の
懸
隔
の
は
な
は
だ
し
き
を

  

匡    

正  

き
ょ
う
せ
い

し
、
社
会
一
般
人
の
所
得
を
し
て
著
し
き
等
差
な
か
ら
し
む
る
こ

と
を
得う
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
た
貧
乏
存
在
の
一
条
件
を
絶
つ
ゆ
え
ん
な
る
が

ゆ
え
に
、
そ
れ
も
貧
乏
退
治
の
一
策
と
な
し
う
る
。

　
第
三
に
、
今
日
の
ご
と
く
各
種
の
生
産
事
業
を
私
人
の
金
も
う
け
仕
事
に

一
任
し
お
く
こ
と
な
く
、
た
と
え
ば
軍
備
ま
た
は
教
育
の
ご
と
く
、
国
家
自

ら
こ
れ
を
担
当
す
る
に
至
る
な
ら
ば
、
現
時
の
経
済
組
織
は
こ
れ
が
た
め
著

し
く
改
造
せ
ら
る
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
貧
乏
存
在
の
一
条
件
を

な
く
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
っ
て
、
貧
乏
退
治
の
一
策
と
し
て
お
の
ず
か
ら
人
の
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考
え
至
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
さ
て
わ
れ
わ
れ
が
今
、
当
面
の
問
題
を
ば
単
に
机
上
の
空
論
と
し
て
取
り

扱
う
つ
も
り
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
理
論
上
以
上
の
三
策
に
対
し
て
ほ
ぼ
同

一
の
価
値
を
下
し
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
採
っ
て
も
っ
て
直
ち
に
こ
れ
を

当
世
に
行
な
わ
し
め
ん
と
す
る
に
あ
る
な
ら
ば
、
お
の
ず
か
ら
別
に
周
密
な

る
思
慮
を
加
う
る
を
要
す
る
。

　
た
と
え
ば
、
難
治
の
大
病
に
か
か
っ
て
長
く
病
院
に
は
い
っ
て
い
た
者
が
、

近
ご
ろ
次
第
に
快
方
に
向
か
っ
た
と
い
う
の
で
、
退
院
を
許
さ
れ
、
汽
車
に

乗
っ
て
帰
郷
の
途
に
つ
い
た
と
す
る
。
し
か
る
に
不
運
に
も
汽
車
が
途
中
で

 

顛  

覆 

て
ん
ぷ
く

し
て
そ
の
人
も
こ
れ
が
た
め
に
重
傷
を
負
う
て
死
ん
だ
と
す
る
。
今

こ
の
一
例
に
つ
い
て
考
う
る
に
、
も
し
汽
車
が
顛
覆
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
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こ
の
人
は
た
し
か
に
死
な
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
た
と
い
汽
車
は

顛
覆
し
て
も
、
も
し
そ
の
病
気
が
快
方
に
向
か
わ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の

人
は
退
院
も
許
さ
れ
ず
、
従
っ
て
帰
郷
の
途
に
つ
く
は
ず
も
な
か
っ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
や
は
り
死
を
免
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
人
の
死
を

救
わ
ん
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
二
条
件
の
い
ず
れ
か
一
を
な
く
す

れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
汽
車
を
し
て
顛
覆
せ
し
め
ざ
る
の
方
策
を

講
ず
る
の
は
さ
し
つ
か
え
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
人
の
病
気
を
し
て
快
方
に

向
か
わ
し
め
ざ
る
の
方
策
を
講
ず
る
と
い
う
は
間
違
い
で
あ
る
。
も
し
引
き

続
き
さ
よ
う
な
事
を
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
汽
車
で
け
が
を
し
て
死
ぬ
る

こ
と
こ
そ
な
く
と
も
、
つ
い
に
は
病
院
の
床
の
上
で
医
者
に
脈
を
と
ら
れ
つ

つ
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
思
う
に
以
上
述
べ
た
る
貧
乏
根
治
策
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の
う
ち
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
な
き
や
い
か
ん
。
け
だ
し
上
記
三

策
の
是
非
得
失
な
ら
び
に
そ
の
相
互
の
間
に
お
け
る
関
係
連
絡
に
至
っ
て
は
、

お
の
ず
か
ら
さ
ら
に
慎
重
な
る
考
慮
を
要
す
べ
き
も
の
な
ら
ん
。
請
う
余
を

し
て
静
か
に
そ
の
所
思
の
一
端
を
伸
べ
し
め
よ
。
　
（
十
一
月
十
一
日
）

　
　
　
　
　
　
　
八
の
二

　
余
は
前
回
に
お
い
て
貧
乏
根
絶
策
と
し
て
考
え
う
べ
き
も
の
三
策
あ
る
こ

と
を
述
べ
、
す
で
に
そ
の
大
要
を
説
き
お
え
た
り
と
い
え
ど
も
、
な
お
い
さ

さ
か
尽
く
さ
ざ
る
と
こ
ろ
あ
る
が
ゆ
え
に
、
本
日
は
重
ね
て
ま
た
同
一
事
を

繰
り
返
す
。
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今
日
経
済
上
の
技
術
は
す
で
に
非
常
な
る
進
歩
を
遂
げ
た
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
何
ゆ
え
生
活
必
要
品
の
生
産
が
充
分
に
行
な
わ
れ
ず
し
て
、
多
数
の

人
々
は
そ
の
肉
体
の
健
康
を
維
持
す
る
に
足
る
だ
け
の
衣
食
さ
え
、
こ
れ
を

得う
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
の
状
態
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
す
で
に
述
べ

し
ご
と
く
、
富
者
が
そ
の
余
裕
あ
る
に
任
せ
、
み
だ
り
に
各
種
の
奢
侈
し
ゃ
し
ぜ
い

た
く
品
を
需
要
す
る
が
ゆ
え
に
、
天
下
の
生
産
力
の
大
半
が
こ
れ
ら
無
用
有

害
な
る
貨
物
の
生
産
に
向
か
っ
て
吸
収
さ
れ
尽
く
す
が
た
め
で
あ
る
。
さ
れ

ば
も
し
世
間
の
金
持
ち
が
い
っ
さ
い
の
奢
侈
ぜ
い
た
く
を
廃
止
す
る
な
ら
ば
、

た
と
い
社
会
に
は
依
然
と
し
て
は
な
は
だ
し
き
貧
富
の
懸
隔
を
存
し
、
ま
た

社
会
の
経
済
組
織
も
す
べ
て
今
日
の
ま
ま
に
維
持
せ
ら
る
と
も
、
私
の
い
う

が
ご
と
き
貧
乏
人
（
す
な
わ
ち
金
持
ち
に
比
較
し
て
い
う
貧
乏
に
あ
ら
ず
、

198貧乏物語



肉
体
の
健
康
を
維
持
す
る
だ
け
の
生
活
必
要
品
を
さ
え
享
受
す
る
こ
と
あ
た

わ
ざ
る
状
態
に
あ
る
と
い
う
意
味
の
貧
乏
人
な
り
）
は
、
す
べ
て
世
の
中
か

ら
跡
を
絶
つ
に
至
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
余
が
、
富
者
の
奢
侈
し
ゃ
し
廃
止
を

も
っ
て
貧
乏
退
治
の
第
一
策
と
な
す
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
し
か
し
た
と
い
今
日
の
富
者
が
自
ら
進
ん
で
倹
素
身
を
持
す
る
に
至
ら
ず

と
も
、
も
し
な
ん
ら
か
の
方
法
を
も
っ
て
、
一
方
に
は
富
者
の
ま
す
ま
す
富

ま
ん
と
す
る
の
勢
い
を
お
さ
え
、
他
方
に
は
貧
者
（
金
持
ち
に
比
較
し
て
い

う
貧
乏
人
）
を
し
て
次
第
に
そ
の
地
位
を
向
上
せ
し
め
、
か
く
て
貧
富
の
懸

隔
の
は
な
は
だ
し
き
を  

匡    

正  

き
ょ
う
せ
い

し
、
一
般
人
の
所
得
を
し
て
比
較
的
平
等

に
近
づ
く
を
得
せ
し
む
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
方
法
の
み
に
よ
っ
て

も
、
貧
乏
退
治
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
だ
し
す
で
に
一
般
人
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の
所
得
に
し
て
は
な
は
だ
し
き
差
異
な
か
ら
ん
か
、
一
国
の
購
買
力
は
お
の

ず
か
ら
社
会
の
最
大
多
数
の
人
々
の
必
要
品
に
向
か
っ
て
振
り
向
け
ら
る
べ

き
が
ゆ
え
に
、
た
と
い
社
会
の
経
済
組
織
は
全
く
今
日
の
ま
ま
に
て
、
す
な

わ
ち
貨
物
の
生
産
者
は
す
べ
て
自
己
の
営
利
を
の
み
目
的
と
し
、
も
っ
ぱ
ら

需
要
あ
る
貨
物
、
言
い
換
う
れ
ば
金
を
出
し
て
買
い
手
の
あ
る
貨
物
を
の
み

生
産
す
る
し
く
み
と
な
り
お
る
と
も
、
今
日
の
ご
と
く
無
用
有
害
の
奢
侈
ぜ

い
た
く
品
の
み
う
ず
た
か
く
製
造
さ
れ
、
多
数
人
の
生
活
必
要
品
の
生
産
は

捨
て
て
顧
み
ら
れ
ざ
る
が
ご
と
き
悲
し
む
べ
き
状
態
は
、
幸
い
に
し
て
こ
れ

を
免
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
余
が
、
貧
富
懸
隔
の
匡
正
を
も
っ
て
貧
乏

退
治
の
第
二
策
と
な
す
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
さ
ら
に
考
う
れ
ば
、
た
と
い
第
一
策
に
し
て
行
な
わ
れ
ず
、
ま
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だ
第
二
策
に
し
て
行
な
わ
れ
ず
と
す
る
も
、
も
し
今
日
の
経
済
組
織
を
改
造

す
れ
ば
、
や
は
り
貧
乏
退
治
の
目
的
を
達
し
う
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
少
な

く
と
も
そ
う
い
う
事
を
考
え
浮
か
ぶ
人
が
あ
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。
何
ゆ
え

と
い
う
に
今
日
多
数
人
の
生
活
必
要
品
が
充
分
に
生
産
さ
れ
ぬ
の
は
、
貨
物

の
生
産
と
い
う
た
い
せ
つ
な
事
業
が
私
人
の
金
も
う
け
の
仕
事
に
一
任
し
て

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
国
の
軍
備
で
も
教
育
で
も
も
し
こ
れ
を
私
人
の
金
も

う
け
の
仕
事
に
一
任
し
て
お
く
な
ら
ば
、
到
底
そ
の
目
的
を
達
し
得
ら
る
る

も
の
で
は
な
い
。
し
か
る
に
軍
備
よ
り
も
教
育
よ
り
も
な
お
い
っ
そ
う
た
い

せ
つ
な
る
生
活
必
要
品
の
生
産
と
い
う
事
業
を
ば
今
日
は
私
人
の
金
も
う
け

の
仕
事
に
一
任
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
で
各
種
の
方
面
に
遺
憾
な
事
が
絶
え

な
い
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
今
日
の
貧
乏
を
退
治
せ
ん
と
す
れ
ば
、
よ
ろ
し
く
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経
済
組
織
の
改
造
を
企
て
、
私
人
の
営
利
事
業
の
う
ち
、
国
民
の
生
活
必
要

品
の
生
産
調
達
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
は
、
こ
と
ご
と
く
こ
れ
を
国
家
事
業
に

移
す
べ
し
な
ど
い
う
思
想
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
余
が
経
済
組
織
の

改
造
を
も
っ
て
貧
乏
退
治
の
第
三
策
と
な
す
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
今
余
は
便
宜

の
た
め
、
以
下
ま
ず
こ
の
第
三
策
よ
り
吟
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
一
月
十
四
日
）

　
　
　
　
　
　
　
九
の
一

「
経
済
学
は
英
国
の
学
問
に
し
て
、
英
国
は
経
済
学
の
祖
国
な
る
こ
と
、
た

れ
人
も
否
む
あ
た
わ
ざ
る
の
事
実
な
り
」
（
福
田
ふ
く
だ
博
士
の
言
）
。
今
そ
の
英
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国
に
育
ち
た
る
経
済
学
な
る
も
の
の
根
底
に
横
た
わ
り
お
る
社
会
観
を
一
言

に
し
て
お
お
わ
ば
、
現
時
の
経
済
組
織
の
下
に
お
け
る
利
己
心
の
作
用
を
も

っ
て
経
済
社
会
進
歩
の
根
本
動
力
と
見
な
し
、
経
済
上
に
お
け
る
個
々
人
の

利
己
心
の
最
も
自
由
な
る
活
動
を
も
っ
て
、
社
会
公
共
の
最
大
福
利
を
増
進

す
る
ゆ
え
ん
の
最
善
の
手
段
な
り
と
な
す
に
あ
る
。
し
か
る
に
、
元
来
人
は

教
え
ず
し
て
自
己
の
利
益
を
追
求
す
る
の
性
能
を
有
す
る
者
な
る
が
ゆ
え
に
、

ひ
っ
き
ょ
う
こ
の
派
の
思
想
に
従
わ
ば
、
自
由
放
任
は
す
な
わ
ち
政
治
の
最

大
秘
訣
ひ
け
つ
で
あ
っ
て
、
ま
た
個
人
を
し
て
ほ
し
い
ま
ま
に
各
自
の
利
益
を
追
求

せ
し
め
お
か
ば
、
こ
れ
に
よ
り
期
せ
ず
し
て
社
会
全
体
の
福
利
を
増
進
し
う

る
と
い
う
こ
と
が
、
現
時
の
経
済
組
織
の
最
も
巧
妙
な
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
現
時
の
経
済
組
織
を
謳
歌
お
う
か
し
、
そ
の
組
織
の
下
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に
お
け
る
利
己
心
の
妙
用
を
嘆
美
し
、
自
由
放
任
な
い
し
個
人
主
義
を
も
っ

て
政
治
の
原
則
と
す
と
い
う
こ
と
が
、
い
わ
ゆ
る
英
国
正
統
学
派
の
宗
旨
と

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
れ
ば
い
や
し
く
も
現
時
の
経
済
組
織
の
下
に
お
い

て
、
多
少
に
て
も
国
家
の
保
護
干
渉
を
是
認
し
、
利
己
心
の
自
由
な
る
発
動

に
な
ん
ら
か
の
制
御
を
加
え
ん
と
す
る
か
の
国
家
主
義
、
社
会
政
策
の
ご
と

き
は
、
こ
れ
を
正
統
学
派
よ
り
見
れ
ば
、
す
な
わ
ち
い
ず
れ
も
皆
異
端
で
あ

る
。

　
個
人
主
義
者
は
す
な
わ
ち
説
い
て
い
う
。
「
試
み
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
世
界

的
都
市
に
き
た
り
て
見
よ
。
そ
こ
に
は
幾
百
万
の
人
々
が
毎
朝
種
々
雑
多
の

欲
望
を
も
っ
て
目
ざ
め
る
。
し
か
る
に
大
部
分
の
人
々
は
な
お
深
き
眠
り
を

む
さ
ぼ
り
つ
つ
あ
る
時
、
は
や
郊
外
か
ら
は
新
鮮
な
る
野
菜
を
載
せ
た
重
い
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車
を
ひ
い
て
都
門
に
入
り
き
た
る
者
が
あ
る
か
と
思
え
ば
、
他
方
に
は
肥
え

た
る
牛
を 

屠  

場 

と
じ
ょ
う

に
引
き
入
れ
つ
つ
あ
る
者
が
あ
る
。
パ
ン
屋
は
は
や
竈
か
ま
どを

ま
っ
か
に
し
て
忙
し
そ
う
に
立
ち
働
い
て
い
る
し
、
乳
屋
は
車
を
駆や
っ
て
戸

々
に
牛
乳
を
配
達
し
つ
つ
あ
る
。
か
し
こ
に
は
馬
車
屋
が
見
も
知
ら
ぬ
客
を

乗
せ
て
疾
走
し
て
い
る
か
と
見
れ
ば
、
こ
こ
に
は
来
る
か
来
ぬ
か
確
か
で
も

な
い
顧
客
を
当
て
に
し
て
、
各
種
の
商
店
が
次
第
次
第
に
店
を
開
き
始
め
る
。

か
く
て
市
街
は
よ
う
や
く
眠
り
よ
り
さ
め
、
こ
こ
に
そ
の
日
の
雑
踏
が
始
ま

る
。
今
こ
の
驚
く
べ
き
経
営
に
よ
り
、
幾
百
万
の
人
々
が
、
日
々
間
違
い
な

く
、
パ
ン
や
肉
類
や
牛
乳
や
野
菜
や
ビ
ー
ル
や
ぶ
ど
う
酒
の
供
給
を
受
け
て
、

無
事
に
そ
の
生
活
を
維
持
し
行
く
を
得う
る
は
、
そ
も
そ
も
何
に
よ
る
か
と
考

え
み
よ
。
ひ
っ
き
ょ
う
は
皆
利
己
心
の
た
ま
も
の
で
は
な
い
か
。
い
か
に
偉
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い
経
営
者
が
出
て
、
あ
ら
か
じ
め
計
画
を
立
て
た
と
て
、
数
百
万
の
人
々
の

種
々
雑
多
の
欲
望
を
ば
、
か
く
の
ご
と
く
規
則
正
し
く
満
た
し
て
行
く
と
い

う
こ
と
は
、
到
底
企
て
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
事
で
あ
る
。
」
（
ラ
ン
ゲ
氏
『
唯

物
主
義
史
論
』
中
の
一
節
を
借
る
＊
）
。
個
人
主
義
者
は
か
く
の
ご
と
く
観

ず
る
こ
と
に
よ
り
て
現
代
の
経
済
組
織
を
謳
歌
お
う
か
す
る
の
で
あ
る
が
、
げ
に
今

の
世
の
中
は
、
金
あ
る
者
に
と
り
て
は
ま
こ
と
に
重
宝
し
ご
く
の
世
の
中
で

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
一
月
十
五
日
）

　
＊
　Lange, G

eschichte des M
aterialism

us. B
d. II. S. 475.

　
　
　
　
　
　
　
九
の
二
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げ
に
今
の
世
の
し
く
み
は
、
金
あ
る
者
に
と
っ
て
は
、
ま
こ
と
に
便
利
し

ご
く
で
あ
る
。
現
に
私
の
ご
と
き
者
も
、
多
少
ず
つ
の
月
給
を
も
ら
っ
て
い

る
お
か
げ
で
、
ど
れ
だ
け
世
間
の
お
世
話
に
な
っ
て
便
利
を
感
じ
て
お
る
か

わ
か
ら
ぬ
。
ま
ず
手
近
な
食
物
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
も
、
何
一
つ
私
は
自

分
に
手
を
下
し
て
作
り
出
し
た
物
は
な
い
。
私
は
春
が
来
て
も
種た
子ね
を
ま
く

心
配
も
せ
ず
、
二
百
十
日
が
近
づ
い
て
も
別
に
晴
雨
を
気
に
す
る
ほ
ど
の
苦

労
も
し
て
お
ら
ぬ
の
に
、
間
違
い
な
く
日
々
米
の
御
飯
を
食
べ
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
米
は
、
私
の
何
も
知
ら
ぬ
う
ち
に
、
日
本
の
ど
こ
か
で
だ
れ
か

が
少
な
か
ら
ぬ
苦
労
を
掛
け
て
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
ま
た
だ

れ
か
が
さ
ま
ざ
ま
の
め
ん
ど
う
を
見
て
、
山
を
越
え
海
を
越
え
、
わ
ざ
わ
ざ

京
都
に
運
ん
で
来
て
く
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
米
屋
と
い
う
者
が
あ
っ
て
、
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そ
れ
ら
の
米
を
引
き
取
っ
て
精
白
し
、
頼
み
も
せ
ぬ
に
毎
日
用
聞
き
に
来
て

く
れ
る
し
、
電
話
で
も
か
け
れ
ば
雨
降
り
の
日
で
も
す
ぐ
配
達
し
て
く
れ
る
。

か
く
の
ご
と
く
に
し
て
、
私
は
ま
た
釣
り
も
せ
ず
に
魚
を
食
い
、
乳
も
し
ぼ

ら
ず
に
バ
タ
を
な
め
、
食
後
に
は
遠
く
南
国
よ
り
も
た
ら
せ
し
熱
帯
の
か
お

り
高
き
果
実
や
コ
ー
ヒ
ー
を
味
わ
う
こ
と
さ
え
で
き
る
。
呉
服
屋
も
来
る
、

 

悉 

皆 

屋 

し
っ
か
い
や

も
来
る
。
た
と
い
妻
女
に
機
織
り
や
裁
縫
の
心
得
は
な
く
と
も
、

私
は
別
に
着
る
物
に
困
り
は
せ
ぬ
。
今
住
ん
で
い
る
家
も
、
私
は
一
度
も
頼

ん
だ
こ
と
は
な
い
が
、
い
つ
の
ま
に
か
家
主
や
ぬ
し
の
建
て
て
お
い
て
く
れ
た
も
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
わ
ず
か
に
ひ
ざ
を
容い
る
に
足
る
だ
け
の
も
の
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
で
も
庭
に
は
多
少
の
植
木
も
あ
り
、
窓
に
は
戸
締
ま
り
の
用
意
ま

で
し
て
あ
る
。
考
え
て
み
る
と
、
私
は
私
の
一
生
を
送
る
う
ち
に
，
否
き
ょ
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う
の
一
日
ひ
と
ひ
を
暮
ら
す
に
つ
け
て
も
、
見
も
知
ら
ぬ
お
お
ぜ
い
の
人
々
か
ら
実

に
容
易
な
ら
ざ
る
お
世
話
を
こ
う
む
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は

私
ば
か
り
で
は
な
い
。
私
よ
り
も
も
っ
と
よ
け
い
の
金
を
持
っ
て
い
る
者
は
、

広
い
世
間
に
数
限
り
な
く
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
人
々
は
一
生
の
う
ち
、
他ひ
人と

の
た
め
に
は
一
挙
手
一
投
足
の
労
を
費
や
す
こ
と
な
く
と
も
、
天
下
の
人
々

は
、
争
う
て
彼
に
対
し
さ
ら
に
さ
ら
に
多
く
の
親
切
を
尽
く
し
つ
つ
あ
る
。

そ
こ
で
金
の
あ
る
人
は
考
え
る
。
今
の
世
の
中
ほ
ど
都
合
よ
く
で
き
て
い
る

も
の
は
な
い
。
だ
れ
が
命
令
す
る
で
も
な
く
計
画
し
た
の
で
も
な
い
の
に
、

世
界
じ
ゅ
う
の
人
が
一
生
懸
命
に
な
っ
て
他
人
の
た
め
に
働
く
と
い
う
今
日

の
し
く
み
は
、
不
思
議
な
ほ
ど
に
巧
妙
を
き
わ
め
た
も
の
で
、
と
て
も
人
知

を
も
っ
て
考
え
出
す
あ
た
わ
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
。
こ
こ
に
お
い
て
か
、
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い
や
し
く
も
現
代
の
経
済
組
織
を
変
更
し
改
造
せ
ん
と
す
る
者
あ
る
時
は
、

彼
ら
は
期
せ
ず
し
て
い
っ
せ
い
に
か
つ
猛
烈
に
こ
れ
を
抑
圧
す
る
。

　
し
か
し
気
の
毒
な
の
は
金
の
な
い
連
中
で
あ
る
。
こ
と
わ
ざ
に
地
獄
の
沙さ

汰た
も
金
次
第
と
い
う
ご
と
く
、
金
さ
え
あ
れ
ば
地
獄
に
落
つ
べ
き
も
の
も
極

楽
に
往
生
が
で
き
る
が
、
金
が
な
く
て
は
極
楽
に
ゆ
く
べ
き
も
の
も
地
獄
に

落
ち
ね
ば
な
ら
ぬ
の
が
、
今
の
世
の
中
で
あ
る
。
先
ほ
ど
も
私
は
、
世
界
じ

ゅ
う
の
人
が
集
ま
っ
て
私
を
親
切
に
し
て
く
れ
る
と
お
話
し
し
た
が
、
し
か

し
そ
れ
は
私
が
多
少
ず
つ
な
り
と
も
月
給
を
も
ろ
う
て
金
を
持
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
家
賃
を
滞
ら
せ
ば
、
た
だ
今
の
親
切
な
家
主
も
、
お
そ
ら
く
遠

か
ら
ず
私
を
追
い
出
す
で
あ
ろ
う
。
一
文
も
な
く
な
っ
た
ら
、
私
は
妻
子
と

と
も
に
、
こ
の
広
い
世
界
に
枕
ま
く
らを
置
く
べ
き
所
も
得
ら
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
私
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の
寝
て
い
る
う
ち
に
、
毎
朝
早
く
か
ら
一
日
も
欠
か
さ
ず
に
配
達
し
て
く
れ

た
新
聞
屋
も
牛
乳
屋
も
、
も
し
私
が
月
末
に
そ
の
代
価
を
払
わ
な
く
な
っ
た

ら
、
と
て
も
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
親
切
に
し
て
く
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
げ
に
金

の
あ
る
者
に
と
っ
て
は
、
今
の
世
の
中
ほ
ど
便
利
し
ご
く
の
し
く
み
は
な
い

が
、
し
か
し
金
の
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
ま
た
今
の
世
の
中
ほ
ど
不
便
し
ご

く
の
し
く
み
は
あ
る
ま
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
一
月
十
六
日
）

　
　
　
　
　
　
　
九
の
三

　
今
の
世
の
中
は
、
金
さ
え
あ
れ
ば
も
と
よ
り
便
利
し
ご
く
で
あ
る
。
し
か

し
金
が
な
け
れ
ば
不
便
ま
た
こ
の
上
な
し
で
あ
る
。
そ
れ
が
今
の
世
の
し
く
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み
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
方
に
は
そ
の
肉
体
の
健
康
を
維
持
す
る
に
必
要

な
だ
け
の
衣
食
を
さ
え
得
て
お
ら
ぬ
者
が
た
く
さ
ん
い
る
の
に
、
そ
ん
な
事

に
は
さ
ら
に
と
ん
じ
ゃ
く
な
く
、
他
方
に
は
金
持
ち
の
人
々
の
需
要
す
る
奢し

侈ゃし
ぜ
い
た
く
品
が
う
ず
た
か
く
生
産
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
を
ば
単
に
金
持

ち
の
利
己
心
の
立
場
か
ら
の
み
見
た
な
ら
ば
、
誠
に
勝
手
の
よ
い
巧
妙
な
し

く
み
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
社
会
全
体
の
利
益
を
標
準
と
し
て
考

う
る
な
ら
ば
、
は
た
し
て
こ
れ
を
こ
の
ま
ま
に
放
任
し
て
お
い
て
よ
い
も
の

か
と
い
う
疑
問
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
不
思
議
に
も
わ
が
経
済
学
は
、
現
代
経
済
組
織
の
都
合
よ
き
一
面

を
の
み
観
察
す
る
こ
と
に
よ
り
て
こ
れ
を
謳
歌
お
う
か
し
、
そ
の
組
織
の
下
に
お
け

る
利
己
心
の
活
動
を
ば
最
も
自
由
に
放
置
す
る
こ
と
が
、
や
が
て
社
会
公
共

212貧乏物語



の
利
益
を
増
進
す
る
ゆ
え
ん
の
最
善
の
手
段
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
も
っ
て
、

創
始
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
思
う
に
個
人
の
私
益
と
社
会
の
公
益
と
が
常
に
調
和
一
致
す
る
も
の
な
り

ち
ょ
う
正
統
経
済
学
派
の
思
想
の
泉
源
は
、
遠
く
こ
れ
を
第
十
八
世
紀
の
初

頭
に
発
せ
し
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
回
顧
す
れ
ば
今
よ
り
二
百
十
余
年
前
、

一
七
〇
五
年
、
も
と
オ
ラ
ン
ダ
の
医
者
に
し
て
後
英
国
に
移
住
せ
し
マ
ン
ダ

ヴ
ィ
ル
と
い
う
者
は
、
自
作
の
英
詩
に
『
不
平
を
鳴
ら
す
蜂はち
の
群
れ
』
と
い

う
題
を
つ
け
、
こ
れ
を
定
価
わ
ず
か
に
六
ペ
ン
ス
の
小
冊
子
に
印
刷
し
て
公

に
し
た
事
が
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
詩
編
は
、
そ
れ
よ
り
八
年
後
の
一
七
一

四
年
に
、
著
者
自
ら
こ
れ
に
注
釈
及
び
論
文
等
を
加
え
、
『 

蜜  

蜂 

み
つ
ば
ち

物
語
＊
』

と
改
題
し
て
再
版
す
る
に
及
び
、
は
な
は
だ
し
く
世
間
の
攻
撃
を
受
け
、
従
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っ
て
ま
た
著
し
く
世
人
の
注
意
を
ひ
く
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が

そ
も
そ
も
英
国
に
お
け
る
利
己
心
是
認
思
想
の
権
輿
け
ん
よ
で
あ
る
。

　
＊
　M

anderville, Fable of B
ees.

『
蜜
蜂
物
語
』
は
一
名
『
個
人
の
罪
悪
は
す
な
わ
ち
公
共
の
利
益
な
り
』
と

題
せ
る
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
る
ご
と
く
、
各
個
人
が
そ
の
私
益
私
欲
を
ほ

し
い
ま
ま
に
す
る
と
い
う
事
が
や
が
て
公
共
の
利
益
、
社
会
の
繁
栄
を
増
進

す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
と
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
大
正
の
み
代
の
か
た
じ
け
な

さ
に
は
、
二
百
十
余
年
前
遠
き
異
国
で
も
の
さ
れ
た
こ
の
物
語
も
、
今
日
は

京
都
大
学
の
図
書
館
に
そ
の
一
本
が
備
え
付
け
ら
れ
て
あ
る
。
す
な
わ
ち
試

み
に
蜜
蜂
の
詩
の
末
尾
に
置
か
れ
た
る
「
教
訓
」
と
題
す
る
短
詩
を
見
る
に
、

そ
の
末
句
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
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「
さ
ら
ば
悲
し
む
を
や
め
よ
、

　
　
正
直
な
る
蜜
蜂
の
巣
を
し
て
、

　
　
偉
大
な
ら
し
め
ん
と
す
る
は
、

　
　
た
だ
愚
者
の
な
す
業わざ
で
あ
る
。

　
　
「
大
な
る
罪
悪
な
く
し
て
、
あ
る
い
は

　
　
便
利
安
楽
な
る
世
の
貨
物
を
享
受
し
、

　
　
あ
る
い
は
戦
争
に
勇
敢
に
し
て
し
か
も

　
　
平
時
安
逸
に
暮
ら
さ
ん
と
す
る
は
、

　
　
ひ
っ
き
ょ
う
た
だ
脳
裏
の
夢
想
郷
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
×

　
　
「
か
く
の
ご
と
く
罪
悪
な
る
も
の
は
、
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そ
が
正
義
も
て
制
御
せ
ら
る
る
限
り
、

　
　
誠
に
世
に
有
益
な
る
泉
で
あ
る
。

　
　
否
国
民
に
し
て
大
な
ら
ん
と
せ
ば
、

　
　
罪
悪
の
国
家
に
必
要
な
る
は
、

　
　
人
を
し
て
飲
食
せ
し
む
る
に

　
　
飢
渇
の
必
要
な
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
」

　
私
は
今
こ
の
蜜
蜂
物
語
の
内
容
を
こ
こ
に
く
わ
し
く
紹
介
す
る
余
白
を
も

た
ぬ
け
れ
ど
も
、
以
上
の
一
二
句
に
よ
り
て
見
る
時
は
、
個
人
の
私
欲
は
す

な
わ
ち
社
会
の
公
益
を
も
た
ら
す
も
の
な
り
ち
ょ
う
思
想
が
、
お
お
よ
そ
い

か
な
る
調
子
で
説
き
出
さ
れ
て
あ
る
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
、
今
よ
り
二
百
十
余
年
前
、
英
国
に
帰
化
し
た
オ
ラ
ン
ダ
の
一
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医
者
が
歌
い
出
し
た
こ
の
一
編
の
悪
詩
は
、
奇
縁
か
悪
縁
か
、
後
に
至
っ
て

正
統
経
済
学
派
の
根
本
思
想
を
産
む
の
種
子
し
ゅ
し
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
は
な

は
だ
あ
わ
れ
な
出
発
点
だ
が
、
わ
が
経
済
学
の 

素  

性 

す
じ
ょ
う

を
洗
え
ば
、
実
は
か

く
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
一
月
二
十
二
日
）

　
　
　
　
　
　
　
九
の
四

　
一
た
び
マ
ン
ダ
ヴ
ィ
ル
に
よ
っ
て
創はじ
め
ら
れ
た
利
己
心
是
認
の
論
は
、
そ

の
後
ヒ
ュ
ー
ム
、
ハ
チ
ソ
ン
そ
の
他
の
倫
理
学
者
の
手
を
経
て
、
つ
い
に
ア

ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
伝
え
ら
れ
た
。
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ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
も
と
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
の  

道    

徳    

哲    

学  

モ
ー
ラ
ル
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー

の
教

授
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
職
を
辞
し
て
仏
国
に
遊
び
、
そ
れ
よ
り
帰
国
の
の
ち

は
、
自
分
の
郷
里
な
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
小
都
市
カ
ー
コ
ゥ
デ
ィ
ー
に
蟄ち

   

居 

っ
き
ょ
し
、
終
生
つ
い
に
妻
を
迎
え
ず
、
一
人
の
老
母
と
と
も
に
質
素
平
和
の

生
活
を
営
み
つ
つ
、
黙
々
と
し
て
読
書
思
索
に
没
頭
す
る
こ
と
幾
春
秋
、
よ

う
や
く
一
七
七
三
年
の
春
に
な
っ
て
、
彼
は
一
巻
の
草
稿
を
ふ
と
こ
ろ
に
し

て
ロ
ン
ド
ン
に
向
け
出
発
し
た
。
し
か
し
て
こ
の
草
稿
こ
そ
、
そ
の
後
さ
ら

に
三
個
年
間
の
増
補
訂
正
を
経
、
一
七
七
六
年
三
月
九
日
始
め
て
世
に
公
に

さ
る
る
に
至
っ
た
と
こ
ろ
の
有
名
な
る
『     

国         

富         

論     
ウ
エ
ル
ス
・
オ
ブ
・
ネ
ー
シ
ョ
ン
ズ

』
で
あ

っ
て
、
わ
が
経
済
学
は
ま
さ
に
こ
の
時
を
も
っ
て
こ
れ
と
と
も
に
生
ま
れ
た

も
の
で
あ
る
。
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ス
ミ
ス
が
仏
国
遊
学
後
、
自
分
の
郷
里
な
る 

田 

舎 

町 

い
な
か
ま
ち

の
カ
ー
コ
ゥ
デ
ィ

ー
に
引
っ
込
ん
で
送
り
得
た
約
六
年
の
歳
月
は
、
外
か
ら
見
て
は
誠
に
平
静

無
事
な
六
年
で
あ
っ
た
が
、
彼
自
身
に
と
っ
て
は
実
に
非
常
な
る
大
奮
闘
の

時
代
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
彼
は
こ
の
間
に
お
い
て
そ
の
肉
を
削
り
そ
の
血

を
絞
り
つ
つ
、
彼
が
終
生
の
大
著
た
る
『
国
富
論
』
の
完
成
に
熱
中
し
た
の

で
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
稿
よ
う
や
く
成
る
の
の
ち
、
一
七
七
三
年
の
春
、
こ
れ

を
ふ
と
こ
ろ
に
し
て
ロ
ン
ド
ン
に
向
か
っ
て
立
つ
や
、
彼
は
精
力
気
力
す
で

に
こ
と
ご
と
く
傾
け
終
え
た
る
が
ご
と
き
気
持
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
彼
は
、

ロ
ン
ド
ン
に
た
ど
り
着
く
途
中
、
い
つ
ど
こ
の
客
舎
で
死
ぬ
か
も
し
れ
ぬ
と

思
っ
た
ほ
ど
、
気
力
の
衰
え
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
彼
が
ま
さ
に
ロ

ン
ド
ン
に
向
か
っ
て
出
発
せ
ん
と
せ
る
時
、
同
年
三
月
十
六
日
の
日
付
を
も
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っ
て
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
よ
り
友
人
ヒ
ュ
ー
ム
に
あ
て
た
る
手
紙
の
中
に
は
、

万
一
の
場
合
の
後
事
を
委
託
し
、
か
つ
「
も
し
私
が
き
わ
め
て
突
然
に
死
ぬ

る
よ
う
な
事
の
な
い
限
り
、
私
は
今
私
の
持
っ
て
い
る
原
稿
を
ば
（
そ
れ
が

す
な
わ
ち
『
国
富
論
』
の
原
稿
で
あ
る
）
間
違
い
な
く
あ
な
た
に
送
ら
す
よ

う
に
注
意
す
る
つ
も
り
で
あ
る
」
と
さ
え
言
っ
て
あ
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
ス
ミ
ス
の
伝
を
読
ん
で
こ
れ
ら
の
章
に
至
る
ご
と
に
、
古
人
の
刻
苦

力
を
用
う
る
の
久
し
く
し
て
か
つ
至
れ
る
、
そ
の  

勝    

躅  

し
ょ
う
ち
ょ
く 

遺  

蹤 

い
し
ょ
う

、
大
い

に
も
っ
て
吾
人
ご
じ
ん
を
感
奮
興
起
せ
し
む
る
に
足
る
あ
る
を
磋
嘆
さ
た
ん
す
る
に
耐
え
ざ

る
者
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
年
代
に
お
け
る
ス
ミ
ス
の
衰
弱
の
原
因
に
つ
い

て
は
、
私
は
久
し
く
多
少
の
疑
い
を
た
く
わ
え
て
い
た
。
元
来
ス
ミ
ス
は
蒲ほ

   

柳 

り
ゅ
う
の
質
で
あ
っ
た
、
そ
れ
が
数
年
間
引
き
続
い
て
過
度
の
勉
強
思
索
に
ふ
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け
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
は
な
は
だ
し
く
そ
の
健
康
を
害
す
る
に
至
っ
た
の

は
、
自
然
の
な
り
ゆ
き
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
彼

は
当
時
毎
年
充
分
の
年
金
を
得
て
い
て
、
衣
食
の
た
め
に
は
か
つ
て
心
を
労

す
る
必
要
が
な
か
っ
た
上
に
、
お
い
お
い
年
を
と
っ
て
来
た
と
は
い
え
、
ロ

ン
ド
ン
に
向
か
っ
て
出
発
す
る
時
は
ま
さ
に
五
十
歳
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
い
く
ら
過
度
の
勉
強
思
索
に
ふ
け
っ
た
と
は
い
え
、
旅
中
に
い
つ
死

ぬ
か
も
し
れ
ぬ
と
感
ず
る
ま
で
に
弱
り
果
て
た
と
い
う
の
は
何
ゆ
え
で
あ
る

か
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
私
の
疑
問
で
あ
っ
て
、
私
は
こ
れ
に
一
応
の
解
釈
は

つ
け
な
が
ら
、
今
日
ま
で
な
お
充
分
の
満
足
を
得
ざ
り
し
者
で
あ
る
。
し
か

る
に
近
ご
ろ
に
な
っ
て
私
は
よ
う
や
く
こ
の
疑
問
を
全
く
氷
釈
し
得
た
る
が

ご
と
く
に
思
う
。
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け
だ
し
ス
ミ
ス
は
元
来
倫
理
学
者
で
あ
る
。
そ
の
倫
理
学
者
が
倫
理
学
者

と
し
て
経
済
問
題
の
攻
究
に
従
事
し
て
お
る
う
ち
に
、
彼
は
経
済
上
に
お
け

る
利
己
心
の
活
動
を
是
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
経
済

上
に
お
け
る
い
っ
さ
い
の
人
の
行
為
を
倫
理
問
題
の 

埒  

外 

ら
ち
が
い

に
推
し
出
し
た

も
の
で
あ
る
。
か
く
て
彼
は
倫
理
学
以
外
に
存
立
し
う
る
一
個
独
立
の
科
学

と
し
て
わ
が
経
済
学
を
建
立
し
、
自
ら
そ
の
初
祖
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
カ
ー
コ
ゥ
デ
ィ
ー
に
お
け
る 

蟄  

居 

ち
っ
き
ょ

六
年
間
の
彼
の
仕
事
は
、
倫

理
学
者
と
し
て
の
殻から
を
打
ち
割
り
、
自
己
多
年
の
面
目
を
打
破
し
、
自
己
の

力
に
よ
り
自
己
の
身
を
化
し
て
有
史
以
来
い
ま
だ
か
つ
て
有
ら
ざ
り
し
と
こ

ろ
の
全
く
新
た
な
る
種
類
の
学
者
た
る
経
済
学
者
な
る
も
の
を
産
み
出
さ
ん

が
た
め
の
努
力
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
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ス
は
わ
が
経
済
学
の
創
設
者
で
あ
る
。
正
統
経
済
学
の
第
一
祖
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
一
月
二
十
九
日
）

　
　
　
　
　
　
　
九
の
五

　
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
以
前
に
も
、
貨
幣
、
商
業
及
び
土
地
の
改
良
等
に
つ
き

有
力
な
る
論
著
は
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
も
の

は
皆
当
面
の
事
件
を
た
だ
時
事
問
題
と
し
て
取
り
扱
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

い
ず
れ
も
一
時
的
の
か
つ
離
れ
離
れ
の
、
相
互
の
間
に
な
ん
ら
の
連
絡
統
一

な
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
ば
ス
ミ
ス
は
利
己
心
是
認
の
思
想
を
も
っ
て

連
絡
統
一
し
、
こ
れ
に
向
か
っ
て
組
織
的
の
解
釈
を
下
し
た
の
で
、
そ
れ
が
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彼
の
生
命
の
大
半
を
奪
っ
た
仕
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
自
身
の
生
命
が
失

わ
れ
た
た
め
に
、
死
ん
だ
離
れ
離
れ
の
材
料
に
生
命
が
流
れ
て
、
始
め
て
経

済
学
と
い
う
一
個
独
立
の
学
問
が
産
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
今
日
に
至
る

も
な
お
経
済
学
の
父
と
呼
ば
る
る
は
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。

　
彼
は
各
個
人
が
各
自
の
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
を
是
認
し
、
こ
れ
に
な
ん

ら
の
束
縛
を
加
え
ず
、
自
然
の
ま
ま
に
こ
れ
を
放
任
す
る
こ
と
に
よ
り
て
、

始
め
て
社
会
の
繁
栄
を
期
し
、
最
大
多
数
の
幸
福
を
実
現
す
る
を
得う
べ
し
と

し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
か
の
経
済
上
に
お
け
る
自
然
主
義
、
楽
天
主
義
、

自
由
主
義
、
個
人
主
義
な
い
し
自
由
競
争
主
義
等
、
お
よ
そ
英
国
正
統
経
済

学
派
の
特
徴
と
見
な
す
べ
き
許
多
の
色
彩
は
、
多
く
は
皆  

如    

上  

じ
ょ
じ
ょ
う

の
根
底

よ
り
発
し
き
た
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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ス
ミ
ス
論
じ
て
い
わ
く
「
人
間
は
ほ
と
ん
ど
絶
え
ず
他
人
の
助
力
を
必
要

と
す
る
が
、
し
か
し
た
だ
単
に
他
人
の
恩
恵
に
よ
り
て
こ
れ
を
得
ん
と
す
る

も
、
決
し
て
そ
の
望
み
を
達
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
こ
れ
に
反
し
、
も
し
こ

れ
を
他
人
の
自
利
心
に
訴
え
、
自
己
が
他
人
に
向
か
っ
て
要
求
す
る
と
こ
ろ

の
も
の
を
、
他
人
が
自
己
の
た
め
に
な
し
く
る
る
は
、
す
な
わ
ち
彼
ら
自
身

の
利
益
な
る
こ
と
を
知
ら
し
む
る
な
ら
ば
、
容
易
に
そ
の
目
的
を
達
し
得
ら

る
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
わ
れ
わ
れ
の
飲
食
物
は
、
肉
屋
、
酒
屋
、
パ
ン
屋
等

の
恩
恵
に
ま
つ
に
あ
ら
ず
し
て
、
た
だ
彼
ら
が
彼
ら
自
身
の
利
益
を
重
ん
ず

る
が
た
め
に
と
と
の
え
ら
る
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
の
慈
善
心
に

訴
う
る
に
あ
ら
ず
、
た
だ
彼
ら
の
自
利
心
に
訴
う
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
に
告

ぐ
る
に
、
決
し
て
わ
れ
わ
れ
自
身
の
必
要
を
も
っ
て
す
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
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た
だ
彼
ら
の
利
益
を
も
っ
て
す
る
の
み
で
あ
る
。
」
（
『
国
富
論
』
キ
ャ
ナ

ン
校
訂
本
、
巻
一
、
一
六
ペ
ー
ジ
＊
）
。

　
＊
　W

ealth of N
ations, C

annan's ed., vol. 1, p. 16.

　
彼
は
か
く
の
ご
と
く
、
産
業
上
社
会
万
般
の
経
営
は
皆
こ
れ
を
各
個
人
の

利
己
心
の
活
動
に
ま
つ
と
観
ぜ
し
が
ゆ
え
に
、
経
済
政
策
上
に
お
い
て
は
、

一
二
の
例
外
を
除
く
の
ほ
か
、
す
べ
て
官
業
に
反
対
し
て
民
業
を
主
張
し
、

保
護
干
渉
に
反
対
し
て
自
由
放
任
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
論

じ
て
い
わ
く
「
さ
れ
ば
い
っ
さ
い
の
保
護
干
渉
を
取
り
去
り
、
か
く
て
自
然

的
自
由
と
い
う
明
白
簡
単
な
る
制
度
を
し
て
自
然
に
樹
立
す
る
と
こ
ろ
あ
ら

し
め
よ
。
し
か
し
て
こ
の
制
度
の
下
に
お
い
て
は
、
各
人
は
、
正
義
の
法
を

犯
さ
ざ
る
限
り
、
自
己
の
欲
す
る
が
ま
ま
に
お
の
れ
自
ら
の
利
益
を
追
求
し
、
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各
個
人
は
、
他
の
何
人
の
事
業
及
び
資
本
に
対
し
て
も
、
自
己
の
事
業
及
び

資
本
を
も
っ
て
競
争
す
る
こ
と
に
つ
き
全
然
そ
の
自
由
に
放
任
さ
る
る
で
あ

ろ
う
。
」
（
同
上
巻
二
、
一
八
四
ペ
ー
ジ
）
。

　
私
は
ス
ミ
ス
の
思
想
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
こ
こ
に
詳
し
く
語
る
の
余
裕

を
有
せ
ぬ
が
、
わ
が
賢
明
な
る
読
者
は
、
以
上
掲
げ
し
一
二
の
抄
録
に
よ
っ

て
、
そ
の
個
人
主
義
の
ほ
ぼ
い
か
な
る
も
の
な
る
か
を
推
知
せ
ら
る
る
で
あ

ろ
う
。

　
思
う
に
個
人
主
義
、
放
任
主
義
の
広
く
人
心
を
支
配
す
る
こ
と
久
し
。
し

か
れ
ど
も
、
今
や
『
国
富
論
』
の
公
刊
を
さ
る
こ
と
ま
さ
に
百
四
十
年
、
た

ま
た
ま
世
界
未み
曾ぞ
有う
の
大
乱
起
こ
れ
る
を
一
期
と
し
て
、
諸
国
の
経
済
組
織

は
ま
さ
に
そ
の
面
目
を
一
変
せ
ん
と
し
つ
つ
あ
る
。
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こ
れ
そ
も
そ
も
何
が
ゆ
え
ぞ
。
吾
人
ご
じ
ん
に
し
て
も
し
個
人
主
義
の
理
論
的
欠

陥
を
知
る
を
得
ば
、
お
の
ず
か
ら
時
勢
の
変
の
も
と
づ
く
と
こ
ろ
を
知
る
を

得
ん
。
請
う
吾
人
を
し
て
そ
の
一
斑
を
説
く
と
こ
ろ
あ
ら
し
め
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
一
月
三
十
日
）

　
　
　
　
　
　
　
九
の
六

　
余
ひ
そ
か
に
思
う
に
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の 

誤  

謬 

ご
び
ゅ
う

の
第
一
は
、
氏
自
ら

「
経
済
学
の
大
目
的
は
一
国
の
富
及
び
力
を
増
加
す
る
に
あ
り
」
（
『
国
富

論
』
キ
ャ
ナ
ン
校
訂
本
、
巻
一
、
三
五
一
ペ
ー
ジ
）
と
言
え
る
に
よ
っ
て
も

明
ら
か
な
る
が
ご
と
く
、
も
っ
ぱ
ら
富
の
増
加
を
計
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
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す
な
わ
ち
経
済
の
使
命
な
り
と
な
せ
し
点
で
あ
る
。
け
だ
し
富
な
る
も
の
は

元
来
人
生
の
目
的
　
　
人
が
真
の
人
と
な
る
こ
と
　
　
を
達
す
る
た
め
の
一

手
段
に
ほ
か
な
ら
ざ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
必
要
と
せ
ら
る
る
分
量
に
は
お
の

ず
か
ら
一
定
の
限
度
あ
る
も
の
に
て
、
決
し
て
無
限
に
そ
の
増
加
を
計
る
べ

き
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
と
同
時
に
、
こ
れ
を
社
会
全
体
よ
り
見
れ
ば
、
富

の
生
産
が
必
要
な
る
と
同
じ
程
度
に
お
い
て
、
そ
の
分
配
が
当
を
得
て
い
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
も
し
そ
の
分
配
に
し
て
当
を
得
ず
、
あ
る
者
は
過
分

に
富
を
所
有
し
て
必
要
以
上
に
こ
れ
を
浪
費
し
つ
つ
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、

あ
る
者
は
は
な
は
だ
し
く
そ
の
必
要
を
満
た
す
あ
た
わ
ざ
る
の
状
態
に
あ
り

と
せ
ば
、
た
と
い
一
国
全
体
の
富
は
い
か
に
豊
富
に
生
産
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
、

も
と
よ
り
健
全
な
る
経
済
状
態
と
い
い
難
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
富
の
生
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産
を
ば
そ
の
分
量
及
び
種
類
に
関
し
こ
れ
を
必
要
な
る
程
度
範
囲
に
限
定
し
、

か
つ
そ
の
分
配
を
し
て
最
も
理
想
的
（
平
等
と
い
う
と
異
な
れ
り
）
な
ら
し

め
ん
と
す
る
が
ご
と
き
こ
と
は
、
現
時
の
経
済
組
織
を
そ
の
ま
ま
に
維
持
し
、

す
べ
て
の
産
業
を
民
業
に
ゆ
だ
ね
、
か
つ
各
事
業
家
を
し
て
も
っ
ぱ
ら
自
己

の
利
益
を
追
求
す
る
が
ま
ま
に
放
任
し
お
き
た
る
の
み
に
て
は
、
到
底
そ
の

実
現
を
期
し
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

　
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の 

誤  
謬 

ご
び
ゅ
う

の
第
二
は
、
貨
幣
に
て  

秤    

量  

ひ
ょ
う
り
ょ
う
し
た
る
富

の
価
値
を
ば
、
直
ち
に
そ
の
人
生
上
の
価
値
の
標
準
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

氏
は
一
国
内
に
生
産
せ
ら
る
る
貨
物
の
代
価
を
総
計
し
た
金
額
が
多
く
な
り

さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
が
社
会
の
繁
栄
で
あ
っ
て
、
こ
れ
よ
り
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き

事
は
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
世
間
の
事
業
家
は
、
別
に
国
家
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か
ら
命
令
し
干
渉
す
る
こ
と
な
く
と
も
、
た
だ
自
己
の
利
益
を
追
求
す
る
が

た
め
に
、
互
い
に
競
争
し
て
な
る
べ
く
値
段
の
高
く
売
れ
る
貨
物
を
作
り
出

す
に
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
社
会
の
経
済
的
繁
栄
を
計
ら

ん
と
す
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
こ
れ
を
私
人
の
利
己
心
の
最
も
自
由
な
る
活
動

に
一
任
し
て
お
く
に
限
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
す
で
に
中
編
に
て
説
明
し
た
る
が
ご
と
く
、
最
も
高
く
売
れ
る

物
が
生
産
さ
れ
て
行
く
と
い
う
事
は
、
た
だ
社
会
の
需
要
が
最
も
よ
く
満
足

さ
れ
て
行
く
と
い
う
事
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
る
に
い
わ
ゆ
る
需
要
と
は
、
購

買
力
を
伴
う
た
要
求
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
金
持
ち
の
要
求
と
い
う
だ

け
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
単
に
需
要
に
よ
り
て
の
み
一
国
の
生
産
力
を

支
配
し
行
く
こ
と
の
不
合
理
な
る
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
第
一
に
、
要
求
の
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あ
る
に
任
せ
て
こ
れ
を
満
た
す
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
社
会
公
共
の
利

益
を
計
る
ゆ
え
ん
で
は
な
い
。
お
お
ぜ
い
の
者
の
要
求
の
な
か
に
は
、
こ
れ

を
満
た
す
こ
と
が
本
人
の
た
め
に
な
ん
ら
の
益
な
き
の
み
な
ら
ず
、
他
人
の

た
め
に
も
害
を
及
ぼ
す
も
の
が
少
な
く
な
い
。
次
に
、
各
種
の
要
求
の
う
ち
、

そ
の
い
ず
れ
を
先
に
す
べ
き
や
を
定
む
る
に
当
た
っ
て
も
、
単
に
需
要
の
強

弱
（
す
な
わ
ち
そ
の
要
求
者
の
提
供
し
う
る
金
額
の
多
少
）
を
も
っ
て
の
み

そ
の
標
準
と
な
さ
ん
と
す
る
は
、
分
配
の
制
度
に
し
て
理
想
的
と
な
り
お
ら

ざ
る
限
り
、
決
し
て
理
想
的
に
社
会
の
生
産
力
を
利
用
す
る
ゆ
え
ん
の
道
で

は
な
い
。

　
以
上
述
べ
た
る
と
こ
ろ
は
、
個
人
主
義
の
理
論
上
の
欠
点
で
あ
る
。
も
し

そ
れ
、
現
代
経
済
組
織
の
下
に
お
け
る
利
己
心
の
束
縛
な
き
活
動
が
、
事
実
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の
上
に
お
い
て
悲
し
む
べ
き
不
健
全
な
る
状
態
を
醸
成
し
、
か
く
て
一
方
に

は
大
厦
た
い
か 

高  

楼 
こ
う
ろ
う

に
あ
っ
て
黄
金
の
杯
に
葡
萄
ぶ
ど
う
の
美
酒
を
盛
る
者
あ
る
に
、
他

方
に
は
襤
褸
ら
ん
る
を
ま
と
う
て
門
前
に
食
を
乞こ
う
者
あ
る
が
ご
と
き
、
い
や
し
く

も
皮
下
多
少
の
血
あ
る
底てい
の
者
が
※
乎
か
い
こと
し
て
見
て
過
ぐ
る
あ
た
わ
ざ
る
幾

多
悲
惨
の
現
象
を
い
か
に
わ
れ
ら
の
眼
前
に
展
開
し
つ
つ
あ
る
や
の
実
状
に

至
っ
て
は
、
余
す
で
に
こ
の
物
語
の
上
編
に
お
い
て
そ
の
一
斑
を
述
ぶ
。
請

う
読
者
自
ら
前
後
を
較
量
し
て
、
今
の
世
に
経
済
組
織
改
造
の
論
の
よ
う
や

く
勢
い
を
得
ん
と
す
る
こ
と
の
決
し
て
い
わ
れ
な
き
に
あ
ら
ざ
る
を
察
知
さ

れ
ん
事
を
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
月
一
日
）

　
　
　
　
　
　
　
十
の
一
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現
代
経
済
組
織
の
下
に
お
い
て
個
人
主
義
の
も
た
ら
せ
し
最
大
弊
害
は
、

多
数
人
の
貧
困
で
あ
る
。
し
か
も
今
日
の
経
済
組
織
に
し
て
維
持
せ
ら
る
る

限
り
、
し
か
し
て
社
会
に
は
依
然
と
し
て
貧
富
の
懸
隔
を
存
し
、
富
者
は
た

だ
そ
の
余
裕
あ
る
に
任
せ
て
種
々
の
奢
侈
し
ゃ
し
ぜ
い
た
く
品
を
需
要
し
行
く
限
り
、

到
底
こ
の
社
会
よ
り
貧
乏
を
根
絶
す
る
の
望
み
な
き
が
ゆ
え
に
、
つ
い
に
経

済
組
織
改
造
の
論
い
ず
る
に
至
る
。
詳
し
く
い
え
ば
、
貨
物
の
生
産
を
ば
私

人
の
営
利
事
業
に
一
任
し
お
く
が
ご
と
き
今
日
の
組
織
を
変
更
し
、
重
要
な

る
事
業
は
大
部
分
こ
れ
を
官
業
に
移
し
、
直
接
に
国
家
の
力
を
も
っ
て
こ
れ

を
経
営
し
行
く
こ
と
、
た
と
え
ば
今
日
の
軍
備
の
ご
と
く
ま
た
教
育
の
ご
と

き
制
度
と
な
さ
ん
と
す
る
の
主
義
す
な
わ
ち
こ
れ
に
し
て
、
余
は
先
の
個
人
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主
義
に
対
し
て
、
か
り
に
こ
れ
を
経
済
上
の
国
家
主
義
と
い
う
。
学
問
上
よ

り
い
わ
ば
、
国
家
は
社
会
の
一
種
に
過
ぎ
ざ
れ
ば
、
国
家
と
い
う
よ
り
も
社

会
と
い
う
方
も
と
よ
り
意
義
広
し
。
さ
れ
ば
個
人
主
義
に
対
す
る
も
の
は
、

こ
れ
を
名
づ
け
て
社
会
主
義
と
い
い
お
き
て
さ
し
つ
か
え
な
き
道
理
な
れ
ど

も
、
わ
が
国
に
て
は
、
そ
が
一
種
特
別
の
危
険
思
想
を
有
す
る
者
に
よ
り
て

唱
道
さ
れ
た
る
た
め
に
や
、
通
例
社
会
主
義
な
る
語
に
は
一
種
特
別
の
意
義

が
付
せ
ら
れ
　
　
西
洋
に
て
も
ま
た
同
様
の
傾
向
あ
れ
ど
も
、
概
し
て
い
え

ば
今
日
こ
の
語
の
意
義
は
全
く
確
定
せ
ず
、
従
っ
て
社
会
主
義
は
ほ
と
ん
ど

    

何        

物    

エ
ブ
リ
ー
・
シ
ン
グ

を
も
意
味
す
と
さ
え
称
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
が
　
　
そ
は
経
済

組
織
の
基
本
と
し
て
国
家
の
存
在
を
認
め
ず
、
も
っ
ぱ
ら
労
働
者
階
級
の
利

益
を
主
眼
と
し
て
世
界
主
義
を
奉
じ
、
は
な
は
だ
し
き
は
無
政
府
主
義
を
奉
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ず
る
も
の
の
ご
と
く
思
惟
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
に
似
た
る
が
ゆ
え
に
、
余
は
こ

れ
と
混
同
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
お
そ
れ
、
特
に
社
会
主
義
な
る
語
を
避
け
て
国

家
主
義
と
い
う
。
ひ
っ
き
ょ
う
個
人
主
義
、
民
業
主
義
に
対
す
る
合
同
主
義
、

官
業
主
義
を
さ
す
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
余
は
こ
の
点
に
お
い
て
読
者

が
　
　
数
十
万
の
読
者
が
こ
と
ご
と
く
　
　
な
ん
ら
の
誤
解
を
さ
れ
ざ
ら
ん

事
を
せ
つ
に
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
諸
君
が
も
し
以
上
の
説
明
を
す
な
お
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
な
ら
ば
、

私
は
進
ん
で
、
次
の
一
文
を
諸
君
に
紹
介
す
る
。

　
ゼ
ー
ム
ス
・
ハ
ル
デ
ー
ン
・
ス
ミ
ス
と
い
う
人
が
本
年
（
一
九
一
六
年
）

公
に
し
た
る
『 

経 

済 

上 

の 

道 

徳  

エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
モ
ラ
リ
ズ
ム
』
と
題
す
る
序
言
の
付
記
。
　
　

　
「
以
上
の
序
文
を
書
い
た
後
、
事
件
の
進
行
を
見
て
い
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
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パ
の
交
戦
国
は
次
第
に
そ
の
産
業
を
ば
広
き
範
囲
に
わ
た
っ
て
合
同
主
義

　
の
上
に
組
織
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
場
合
が
特
に
そ
う
で
あ
る
。

　
現
に
ド
イ
ツ
筋
か
ら
出
た
一
記
事
に
は
、
『
開
戦
以
来
ド
イ
ツ
の
軍
国
主

　
義
は
、
国
民
の
生
活
状
態
を
も
政
府
の
手
に
よ
り
て
引
き
続
き
支
配
す
る

　
こ
と
と
な
り
、
か
く
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
一
個
の
社
会
主
義
的
国
家
が

　
実
現
さ
れ
ん
と
し
つ
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
た
だ
に
一
般
食
料
品
の
価
格
が

　
政
府
に
よ
り
て
公
定
せ
ら
れ
お
る
の
み
な
ら
ず
、
穀
物
、 

馬 

鈴 

薯 

ば
れ
い
し
ょ

、
鉄

　
道
及
び
全
国
の
工
場
も
約
六
割
ま
で
は
、
す
べ
て
政
府
の
手
に
よ
り
て
支

　
配
さ
れ
て
お
る
』
と
述
べ
て
あ
る
。
英
国
及
び
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、

　
形
勢
は
同
じ
方
向
に
進
み
つ
つ
あ
る
。
げ
に
有
力
な
る
観
察
者
の
す
で
に

　
久
し
く
非
難
し
つ
つ
あ
り
し
個
人
主
義
的
の
、
競
争
的
の
資
本
家
制
度
は
、
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戦
争
の
圧
力
の
下
に
お
い
て
は
到
底
維
持
し
う
べ
か
ら
ざ
る
経
済
組
織
な

　
る
こ
と
を
ば
、
こ
れ
ら
諸
国
の
政
府
は
今
や
実
際
に
認
め
て
来
た
の
で
あ

　
る
。
元
来
個
人
主
義
的
の
経
済
組
織
は
平
時
に
お
い
て
も
等
し
く
維
持
し

　
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
の
で
、
こ
の
事
は
遠
か
ら
ず
一
般
に
認
め
ら
れ
て

　
来
る
だ
ろ
う
と
思
う
が
、
こ
と
に
戦
後
起
こ
る
べ
き
新
た
な
る
か
つ
困
難

　
な
る
事
情
の
下
に
お
い
て
は
必
ず
そ
う
な
る
事
と
信
ず
る
＊
。
」

　
＊
　Jam

es H
aldane Sm

ith, Econom
ic M

oralism
, 1916, Preface, p. 12

　
　.

　
こ
れ
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
軍
国
主
義
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
つ
つ
あ
る
ド
イ

ツ
は
、
今
や
一
個
の
社
会
主
義
的
国
家
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

私
は
原
文
に
社
会
主
義
と
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
も
社
会
主
義
と
訳
し
て
お
い
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た
が
、
多
数
の
読
者
に
と
っ
て
は
、
あ
る
い
は
国
家
主
義
と
訳
し
た
方
が
了

解
に
便
宜
か
と
も
思
う
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ド
イ
ツ
が
開
戦
以

来
実
行
し
つ
つ
あ
る
社
会
主
義
な
る
も
の
は
、
決
し
て
非
国
家
主
義
な
い
し

無
政
府
主
義
的
の
も
の
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
、
　
　
及
び
私
が
先
に
、
国
家
主

義
は
一
に
こ
れ
を
社
会
主
義
と
い
う
も
さ
し
つ
か
え
な
し
と
述
べ
た
る
こ
と

も
　
　
お
そ
ら
く
す
べ
て
の
読
者
の
異
議
な
く
是
認
せ
ら
る
る
は
ず
だ
と
信

ず
る
。
…
…
戦
争
の
最
中
に
カ
イ
ザ
ー
が
非
国
家
主
義
や
無
政
府
主
義
を
実

行
す
る
は
ず
は
な
い
の
だ
か
ら
。

　
そ
こ
で
私
は
今
一
つ
、
だ
ん
だ
ん
長
く
な
る
け
れ
ど
も
、
今
度
は
ド
イ
ツ

人
自
身
の
感
想
を
録
し
て
、
き
ょ
う
の
話
を
終
わ
り
た
い
と
思
う
。
本
年
発

行
の
『       

社  

会  

政  

策  

及  

び  

立  

法  
に  
関  

す  

る  

年  

報       

ア
ン
ナ
ー
レ
ン
・
フ
ュ
ー
ル
・
ゾ
チ
ア
レ
・
ポ
リ
チ
ー
ク
・
ウ
ン
ト
・
ゲ
ゼ
ッ
ツ
ゲ
ー
ブ
ン
グ
』
第
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四
巻
（
第
五
冊
及
び
第
六
冊 

合 

綴 

号 

が
っ
て
つ
ご
う
）
を
見
る
と
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
学

教
授
プ
レ
ン
ゲ
氏
の
「
経
済
発
展
の
階
段
＊
」
と
題
す
る
一
論
が
あ
る
が
、

そ
の
冒
頭
に
は
次
の
ご
と
く
述
べ
て
あ
る
。

　
「
わ
れ
わ
れ
は
、
一
九
一
四
年
と
い
う
年
は
経
済
史
上
の
一
転
機
を
画
す

　
る
も
の
で
、
全
く
新
た
な
る
時
代
が
、
わ
れ
わ
れ
の
経
済
生
活
の
上
に
、

　
こ
の
年
と
と
も
に
始
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
っ
た
。
そ

　
う
し
て
お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
新
た
な
る
時
代
を
ば
、
第
十
九
世

　
紀
に
行
な
わ
れ
た
資
本
主
義
に
対
し
、
社
会
主
義
の
時
代
と
称
せ
ざ
る
を

　
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
月
二
日
）

　　
＊
　Plenge, W

irtschaftsstufen und W
irtschaftsentw

ickelung.  (A
nnal
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　en f. soc. Pol. u. G

essetzg., IV
. B

d. 5 &
 6 H

ft. S. 495.)
　
　
　
　
　
　
　
十
の
二

　
開
戦
以
来
ド
イ
ツ
が
経
済
上
の
経
営
に
お
い
て
着
々
国
家
主
義
を
実
行
し

つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
諸
君
の
熟
知
せ
ら
る
る
と
こ
ろ
と
思
う
が
、
話

の
順
序
だ
か
ら
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
パ
ン
及
び
パ
ン
用
穀
物
に
つ
き
ド
イ

ツ
の
実
行
し
た
る
政
策
の
一
斑
を
述
べ
ん
に
、
ド
イ
ツ
政
府
は
昨
年
（
一
九

一
五
年
）
の
一
月
二
十
五
日
に
ま
ず
パ
ン
用
穀
物
及
び
穀
粉
類
の
差
し
押
え

及
び
専
売
を
断
行
し
て
い
る
。
当
時
の
布
告
文
に
「
連
邦
参
議
院
の
決
定
に

よ
り
全
帝
国
を
通
じ
て
す
べ
て
の
種
類
の
パ
ン
用
穀
物
及
び
穀
粉
は
こ
れ
を
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差
し
押
う
る
こ
と
と
す
。
…
…
す
べ
て
の
パ
ン
粉
は
町
村
団
体
に
対
し
そ
の

給
養
す
べ
き
人
口
の
割
合
に
応
じ
て
分
配
す
う
ん
ぬ
ん
」
と
あ
る
が
、
す
な

わ
ち
そ
れ
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
全
国
に
わ
た
っ
て
パ
ン
の
原
料
を
国
有

と
す
る
と
同
時
に
、
こ
れ
が
分
配
に
関
し
て
は
、
す
べ
て
の
人
民
を
通
じ
て

一
日
一
人
の
消
費
量
を
ば
二
十
五
グ
ラ
ム
と
定
め
、
こ
れ
に 

馬 

鈴 

薯 

ば
れ
い
し
ょ

の
澱で

   

粉 

ん
ぷ
ん
を
加
え
て
一
週
間
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
割
合
を
も
っ
て
給
付
す
る
こ
と
に

決
定
し
た
の
で
あ
る
。
か
の
パ
ン
切
符
な
ど
い
う
制
度
も
こ
れ
が
た
め
に
起

こ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
上
は
皇
室
及
び
皇
族
家
を
始
め
と
し
下
は
庶
民
に
至

る
ま
で
、
す
べ
て
家
族
数
に
応
じ
て
パ
ン
切
符
の
配
付
を
受
け
、
こ
の
切
符

な
く
し
て
は
何
人
も
パ
ン
を
口
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

東
京
大
学
の 

渡  

辺 

わ
た
な
べ

教
授
は
こ
れ
を
評
し
て
「
ま
さ
し
く
政
府
の
権
力
を
も
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っ
て
す
る
社
会
主
義
の
実
行
で
あ
る
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
が
（
同
氏
著

『
欧
州
戦
争
と
ド
イ
ツ
の
食
料
政
策
』
九
八
ペ
ー
ジ
）
、
社
会
主
義
の
語
が

避
け
た
け
れ
ば
、
こ
れ
を
国
家
主
義
の
実
行
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
た
だ
一
例
を
示
し
た
だ
け
で
あ
る
が
、
今
日
の
ド
イ
ツ
に
は
、
産

業
上
す
べ
て
の
方
面
に
わ
た
っ
て
、
か
く
の
ご
と
き
国
有
主
義
、
国
営
主
義

が
実
現
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
と
見
て
、
大
過
は
な
い
。

　
さ
す
が
の
英
国
で
も
、
ゼ
ー
・
エ
チ
・
ス
ミ
ス
氏
の
言
っ
た
ご
と
く
、
だ

い
た
い
は
同
じ
方
向
に
趨はし
り
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
去
月
（
十
一
月
）
十
九

日
発
の
ル
ー
タ
ー
電
報
を
見
る
と
（
同
二
十
日
の
『 

大  

阪 

お
お
さ
か

朝
日
新
聞
』
掲

載
）
英
国
に
も
食
料
品
条
例
と
い
う
も
の
が
で
き
て
、
す
べ
て
の
食
料
品
の

浪
費
を
禁
じ
、
各
食
料
品
に
つ
き
そ
の
消
費
限
度
の
量
目
を
設
定
す
る
こ
と

243



等
の
権
限
が
、
商
務
院
の
管
掌
事
務
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
昨
年
（
一
九
一
五
年
）
の
一
月
か
ら
ド
イ
ツ
の
実
行
し
て
い
る
事
を
、

英
国
で
は
こ
の
ご
ろ
に
な
っ
て
そ
れ
に
着
手
し
た
わ
け
な
の
で
あ
る
。

　
い
か
に
国
民
の
生
活
必
要
品
で
も
、
そ
の
供
給
を
ば
営
利
を
目
的
と
せ
る

私
人
の
事
業
に
一
任
し
て
お
い
て
は
、
遺
憾
な
く
全
国
民
に
行
き
わ
た
る
べ

き
も
の
で
は
な
い
。
ま
た 
奢 

侈 

品 
し
ゃ
し
ひ
ん

の
生
産
は
い
た
ず
ら
に
一
国
の
生
産
力

を
浪
費
す
る
こ
と
に
よ
り
、
い
か
に
国
民
全
体
の
上
に
損
害
を
及
ぼ
す
も
の

な
り
と
は
い
え
、
余
裕
の
あ
る
人
々
が
金
を
出
し
て
こ
れ
を
買
う
以
上
、
営

利
を
目
的
と
せ
る
事
業
家
は
、
争
う
て
こ
れ
が
生
産
に
資
本
と
労
力
と
を
集

中
す
る
。
そ
は
従
来
の
経
済
組
織
を
も
っ
て
し
て
は
、
と
か
く
避
け
難
き
こ

と
で
あ
る
。
そ
こ
で
貧
乏
撲
滅
の
一
策
と
し
て
、
経
済
組
織
改
造
の
論
が
出
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る
の
で
あ
る
が
、
幸
か
不
幸
か
、
ド
イ
ツ
も
イ
ギ
リ
ス
も
フ
ラ
ン
ス
も
、
国

運
を
賭と
す
る
の
大
戦
に
出
会
っ
た
た
め
に
、
今
や
一
挙
に
し
て
お
の
お
の
そ

の
経
済
組
織
の
大
改
造
を
企
て
つ
つ
あ
る
。

　
思
う
に
収
穫
の
時
期
は
す
で
に
き
た
れ
り
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
よ
り
て

産
ま
れ
た
る
個
人
主
義
の
経
済
学
は
す
で
に
そ
の
使
命
を
終
え
て
、
今
は
ま

さ
に
新
た
な
る
経
済
学
の
産
ま
れ
い
ず
べ
き
時
で
あ
る
。
見
よ
、
世
界
の
機

運
の 

滔  

々 

と
う
と
う

と
し
て
移
り
ゆ
く
こ
と
を
。
語
に
い
う
、 

千  

渓  

万  

壑 

せ
ん
け
い
ば
ん
が
く 

滄  

そ
う
か

海 い
に
帰
し
、
四
海
八
蛮
帝
都
に
朝
す
と
。
古
今
を
考
え
か
つ
東
西
を
観み
る
、

ま
た
読
書
人
の
一
楽
と
い
う
べ
し
。
噫ああ
。
　
　
　
　
　
（
十
二
月
四
日
）

　
　
　
　
　
　
　
十
の
三
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皆
が
一
生
懸
命
に
な
っ
て
、
一
国
の
生
産
力
を
で
き
る
だ
け
有
効
に
使
用

し
よ
う
と
ま
じ
め
に
考
え
て
来
れ
ば
、
従
来
の
経
済
組
織
は
お
の
ず
か
ら
改

造
さ
れ
て
来
ね
ば
な
ら
ぬ
。
大
戦 

勃  

発 

ぼ
っ
ぱ
つ

後
八
方
に
敵
を
受
け
た
ド
イ
ツ
が
、

開
戦
後
ま
も
な
く
率
先
し
て
経
済
組
織
の
大
改
造
を
企
て
た
の
も
、
ひ
っ
き

ょ
う
は
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。
従
来
多
数
の
人
々
が
見
て
も
っ
て
机
上
の
空

論
と
な
し
単
に
思
索
家
の
脳
裏
に
描
き
し
夢
想
郷
に
過
ぎ
ず
と
な
せ
し
と
こ

ろ
の
も
の
を
彼
は
た
ち
ま
ち
に
し
て
実
現
し
き
た
っ
た
の
で
あ
る
。
思
う
に

開
戦
当
時
は
、
半
年
も
た
た
ぬ
う
ち
に
必
ず
経
済
的
破
産
に
陥
る
べ
し
と
予

期
さ
れ
た
ド
イ
ツ
が
、
今
に
至
る
も
な
お
容
易
に
屈
せ
ざ
る
は
、
主
と
し
て

こ
の
新
組
織
の
力
に
ま
つ
。
真
に
わ
が
国
家
の
前
途
を
憂
う
る
者
は
、
戦
時
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に
お
け
る
ド
イ
ツ
這
個
し
ゃ
こ
の
経
営
に
つ
い
て
大
い
に
学
ぶ
べ
し
。
も
し
そ
れ
そ

の
新
組
織
を
名
づ
け
て
、
あ
る
い
は
社
会
主
義
な
り
と
な
し
、
あ
る
い
は
国

家
主
義
な
り
と
な
す
が
ご
と
き
は
、
ひ
っ
き
ょ
う
名
の
争
い
の
み
。
名
の
異

な
る
を
も
っ
て
そ
の
実
を
怪
し
む
が
ご
と
き
は
、
お
そ
ら
く
識
者
の
な
す
べ

き
事
で
は
な
か
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
現
時
の
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
貧
富
の
懸
隔
は
決
し
て
西
洋
諸

国
の
ご
と
く
は
な
は
だ
し
く
な
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
余
の
い
わ
ゆ
る
貧

乏
線
以
下
に
落
ち
て
い
る
人
間
は
、
今
日
と
い
え
ど
も
決
し
て
少
な
く
は
あ

る
ま
い
と
思
わ
る
る
と
同
時
に
、
他
方
に
は
何
か
事
件
の
あ
る
ご
と
に
、
巨

万
の
富
を
積
め
る
者
は
次
第
に
そ
の
富
を
百
倍
に
し
千
倍
に
し
つ
つ
あ
る
。

も
し
病
は
す
べ
て 

膏  

肓 

こ
う
こ
う

に
入
る
を
待
っ
て
始
め
て
針
薬
を
加
う
べ
き
も
の
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と
せ
ば
と
も
か
く
、
い
や
し
く
も
し
か
ら
ざ
る
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
事
の
さ

ら
に
は
な
は
だ
し
き
に
至
ら
ざ
る
に
先
だ
ち
、
よ
ろ
し
く
今
日
に
お
い
て
十

二
分
の
考
慮
を
積
む
べ
き
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
郵
便
、
電
信
、
鉄
道
等
は
す
で
に
国
営

事
業
と
な
り
、
塩
、
煙
草
た
ば
こ
、  

樟    

脳  

し
ょ
う
の
う

等
も
ま
た
政
府
の
専
売
に
な
っ
て
い

る
。
ま
た
水
道
、
電
燈
、
電
車
等
の
事
業
に
し
て
、
地
方
公
共
団
体
の
経
営

に
成
れ
る
も
の
も
少
な
く
は
な
い
。
さ
れ
ば
こ
の
上
さ
ら
に
公
営
事
業
を
拡

張
す
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
個
人
に
と
っ
て
は
次
第
に
金
も
う
け
の
仕
事
が
減

る
の
で
、
一
部
の
実
業
家
に
は
ず
い
ぶ
ん
反
対
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か

し
ほ
ん
と
う
に
考
う
れ
ば
、
一
部
の
実
業
家
を
利
す
る
よ
り
も
、
国
民
全
体

を
富
ま
す
方
が
得
策
な
場
合
が
は
な
は
だ
少
な
か
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
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私
は
論
じ
て
な
お
尽
く
さ
ざ
る
と
こ
ろ
が
き
わ
め
て
多
い
。
し
か
し
私
は

今
こ
の
物
語
の
終
結
を
急
ぐ
が
ゆ
え
に
、
遺
憾
な
が
ら
適
当
の
順
序
を
経
ず

し
て
直
ち
に
根
本
問
題
に
入
ろ
う
と
思
う
。

　
こ
こ
に
根
本
問
題
と
い
う
は
、
い
わ
ゆ
る
経
済
組
織
の
改
造
な
る
も
の
は
、

こ
れ
を
も
っ
て
貧
乏
退
治
の
根
本
策
中
の
最
根
本
の
も
の
と
な
す
こ
と
を
得う

る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
て
読
者
に
し
て
も
し
こ
の
問
題
を
も
っ

て
今
私
に
迫
ら
れ
る
な
ら
ば
、
私
は
直
ち
に
こ
れ
に
答
え
て
否
と
い
う
。

　
な
に
ゆ
え
と
い
う
に
、
少
し
事
を
根
本
的
に
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
い
く

ら
組
織
や
制
度
を
変
え
た
ら
よ
い
と
言
っ
た
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
だ
け
の
仕
事

を
負
担
す
る
豪
傑
が
出
て
来
な
け
れ
ば
だ
め
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に

「 

茫  

々 

ぼ
う
ぼ
う

た
る
宇
宙
人
無
数
な
れ
ど
も
、
那な
個こ
の
男
児
か
こ
れ
丈
夫
」
で
、
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天
下
の
大
事
を
負
担
す
る
豪
傑
は
そ
う
容
易
に
得
ら
る
る
も
の
で
な
い
。
ま

た
幸
い
に
し
て
そ
う
い
う
豪
傑
が
出
て
来
て
、
制
度
や
し
く
み
を
変
え
よ
う

と
試
み
た
と
し
て
も
、
ま
ず
社
会
を
組
織
せ
る
一
般
の
人
々
の
思
想
、
精
神

が
変
わ
っ
て
来
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
と
に
今
日
の
ご
と
き
輿
論
よ
ろ
ん
政
治
の
時
代

に
お
い
て
は
、
容
易
に
そ
の
制
度
な
り
し
く
み
な
り
が
変
え
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
ま
た
た
と
い
時
の
勢
い
を
も
っ
て
し
い
て
制
度
や
し
く
み
を
変
え

て
み
た
と
こ
ろ
が
、
そ
の
制
度
し
く
み
を
運
用
す
べ
き
人
間
そ
の
も
の
、
国

家
社
会
を
組
織
し
て
い
る
個
人
そ
の
も
の
が
変
わ
っ
て
来
ぬ
以
上
、
根
本
的

の
改
革
は
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
を
た
と
う
れ
ば
、
社
会
組
織
の
善

悪
は
寿す
司し
の
押
し
方
に
巧
拙
あ
る
が
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
押
し
方
が
足
り

な
け
れ
ば
米
粒
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
最
初
か
ら
寿
司
に
な
ら
ぬ
が
、
し
か
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し
あ
ま
り
強
く
押
し
過
ぎ
て
も
寿
司
は
固
ま
っ
て
餅もち
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し

か
し
い
く
ら
じ
ょ
う
ず
な
押
し
方
を
し
て
も
、
材
料
が
ま
ず
く
て
は
や
は
り

う
ま
い
寿
司
は
で
き
ぬ
。
そ
こ
で
押
し
方
の
く
ふ
う
も
無
論
肝
要
だ
が
、
そ

れ
と
同
時
に
こ
れ
が
材
料
に
注
意
し
て
、
米
だ
の
肴
さ
か
なだ
の 

椎  

茸 

し
い
た
け

だ
の
玉
子

焼
き
だ
の
酢
や
砂
糖
な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
精
選
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
こ

の
意
味
に
お
い
て
、
政
治
家
の
仕
事
よ
り
も
広
い
意
味
の
教
育
家
の
仕
事
を

ば
、
組
織
の
改
良
よ
り
も
個
人
の
改
善
を
ば
、
事
の
本
質
上
、
よ
り
根
本
的

だ
と
考
え
る
者
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
月
五
日
）

　
　
　
　
　
　
　
十
の
四
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話
を
少
し
他
に
転
ず
る
が
、
一
八
八
九
年
ロ
ン
ド
ン
船
渠
ド
ッ
ク
の
労
働
者
が
同

盟 

罷  
業 

ひ
ぎ
ょ
う

を
し
て
世
間
を
騒
が
し
た
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
元
来
こ
れ
ら

の
労
働
者
は
す
べ
て
烏
合
う
ご
う
の
衆
で
、
な
ん
ら
有
力
な
労
働
組
合
を
組
織
し
て

い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
せ
っ
か
く
同
盟
罷
業
は
企
て
た
も
の
の

彼
ら
は
た
ち
ま
ち
衣
食
に
窮
し
て
じ
き
に
復
業
す
る
だ
ろ
う
と
は
、
当
初
世

人
一
般
の
予
想
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
そ
の
時
思
い
が
け
も
の
う
、
は
る
か

に
海
を
隔
て
た
豪
州
か
ら
電
報
で
参
拾
万
円
を
送
っ
た
者
が
あ
っ
て
、
そ
の

お
か
げ
で
労
働
者
は
つ
い
に
勝
利
を
制
し
た
事
が
あ
る
。

　
豪
州
の
社
会
党
が
な
ん
ら
利
害
の
関
係
を
有
せ
ざ
る
ロ
ン
ド
ン
船
渠
ド
ッ
ク
の
労

働
者
に
向
か
っ
て
参
拾
万
円
を
寄
贈
し
た
と
い
う
こ
の
一
事
件
は
、
豪
州
社
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会
党
及
び
そ
の
背
後
に
お
け
る
一
人
物
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
レ
ー
ン
な
る
も
の
の

広
く
世
間
の
注
意
を
ひ
く
に
至
っ
た
最
初
で
あ
る
が
、
そ
の
レ
ー
ン
な
る
も

の
は
そ
の
後
進
ん
で
南
米
の
一
角
に
そ
の
理
想
と
せ
る
社
会
主
義
国
を
実
現

せ
ん
と
企
て
し
こ
と
に
よ
り
て
、
さ
ら
に
有
名
に
な
っ
た
人
で
あ
る
。

　
試
み
に
一
八
九
〇
年
彼
が
そ
の
計
画
を
実
行
せ
ん
と
す
る
に
当
た
り
公
に

せ
し
宣
言
書
を
見
る
に
、
そ
の
要
旨
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
「
働
く
た
め
に
あ
る
者
は
他
人
に
雇
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
し
く

　
み
が
維
持
せ
ら
る
る
限
り
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
、
生
活
の
不
安
の
た
め
に

　
誘
発
せ
ら
る
る
利
己
心
の
妨
げ
に
よ
り
て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
を
相
互
に

　
保
証
す
る
の
し
く
み
を
採
る
は
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
最
善
の
方
法
た
る

　
こ
と
を
理
解
す
る
に
至
り
得
ざ
る
限
り
、
真
の
自
由
と
幸
福
は
到
底
望
ま
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る
べ
く
も
な
い
。
（
中
略
）
そ
れ
ゆ
え
今
日
の
急
務
は
、
す
べ
て
の
者
が

　
共
同
の
利
益
の
た
め
に
働
く
と
い
う
一
の
社
会
を
創
設
し
、
こ
れ
に
よ
り

　
て
、
あ
る
人
が
他
人
を
虐
待
す
る
こ
と
の
絶
対
に
不
可
能
な
る
条
件
の
下

　
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
て
ま
た
、
全
体
の
者
の
福
祉
を
図
る
こ
と
が
各
個

　
人
の
第
一
の
義
務
で
あ
り
、
ま
た
各
個
人
の
福
祉
を
図
る
こ
と
が
全
体
の

　
者
の
唯
一
の
義
務
で
あ
る
と
い
う
主
義
の
下
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
男

　
女
が
、
だ
れ
の
身
に
と
っ
て
も
自
分
自
身
ま
た
は
自
分
の
子
孫
が
あ
す
に

　
も
餓
死
せ
ぬ
と
も
限
ら
ぬ
と
い
う
今
日
の
ご
と
き
社
会
に
お
い
て
到
底
味

　
わ
う
こ
と
の
で
き
ぬ
愉
快
、
幸
福
、
知
恵
及
び
秩
序
の
中
に
、
生
活
し
う

　
る
と
い
う
実
際
の
証
明
を
与
う
る
こ
と
で
あ
る
。
」

　
レ
ー
ン
氏
は
か
く
の
ご
と
き
宣
言
を
公
に
し
た
る
後
、
南
船
北
馬
、
東
奔
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西
馳
せ
い
ち
、
熱
心
に
そ
の
計
画
の
有
益
か
つ
必
要
な
る
こ
と
を
伝
道
し
た
る
と
こ

ろ
、
志
を
同
じ
ゅ
う
す
る
者
少
な
か
ら
ざ
る
の
勢
い
な
り
し
を
も
っ
て
、
す

な
わ
ち
人
を
欧
米
に
派
遣
し
て
理
想
国
建
設
の
地
を
卜
せ
し
め
、
つ
い
に
南

米
の
パ
ラ
グ
ェ
ー
を
も
っ
て
そ
の
地
と
定
め
そ
の
理
想
郷
は
名
づ
け
て
こ
れ

を
『
新
豪
州
』
と
い
い
か
つ
加
盟
の
条
件
を
左
の
ご
と
く
定
め
た
。

　
「
こ
の
組
合
に
加
入
せ
ん
と
す
る
者
は
、
目
的
地
に
向
か
っ
て
出
発
す
る

　
時
最
後
に
所
有
し
い
た
る
全
財
産
を
こ
の
組
合
に
提
供
す
べ
し
。
た
だ
し

　
そ
の
出
資
は
六
百
円
以
上
な
る
こ
と
を
要
す
。
こ
の
出
資
は
後
日
組
合
を

　
脱
退
せ
ん
と
す
る
者
あ
る
も
、
全
く
こ
れ
を 

返  

戻 

へ
ん
れ
い

せ
ず
。
ま
た
五
十
歳

　
以
上
の
者
は
、
そ
の
出
資
額
千
円
以
上
に
達
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
そ
の

　
加
盟
を
許
さ
ず
う
ん
ぬ
ん
。
」
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さ
て
規
約
を
右
の
ご
と
く
定
め
て
こ
れ
を
世
間
に
公
に
し
て
み
る
と
、
加

盟
者
は
は
た
し
て
続
々
と
現
わ
れ
て
来
て
、
中
に
は
巨
額
の
資
金
の
提
供
を

申
し
い
で
た
者
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
レ
ー
ン
も
大
い
に
こ
れ
に
感
激
し
、

「
同
志
の
人
々
が
、
そ
の
多
年
の
辛
苦
に
よ
り
よ
う
や
く
も
う
け
得
た
金
を

ば
、
か
く
の
ご
と
く
な
ん
ら
の
不
安
な
く
疑
惑
な
く
自
分
に
委
託
し
て
来
る

の
を
見
る
と
、
私
は
涙
を
流
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ほ
ど
の
信
頼
に

そ
む
く
ほ
ど
な
ら
、
私
は
む
し
ろ
死
ぬ
る
で
あ
ろ
う
」
と
言
っ
て
、
自
分
も

約
壱
万
円
の
財
産
を
出
資
し
、
全
力
を
さ
さ
げ
て
そ
の
事
業
に
従
事
す
る
こ

と
を
誓
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
月
七
日
）

　
　
　
　
　
　
　
十
の
五
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レ
ー
ン
氏
の
企
て
た
理
想
国
の
建
設
は
、
前
回
に
述
べ
た
る
が
ご
と
き
経

過
を
も
っ
て
着
々
進
行
し
、
つ
い
に
壱
万
弐
千
円
を
投
じ
て
六
百
ト
ン
の
汽

船
「
ロ
ー
ヤ
ル
・
タ
ー
」
を
買
い
入
れ
、
ま
ず
第
一
回
の
移
民
と
し
て
二
百

五
十
名
の
男
女
が
レ
ー
ン
と
と
も
に
こ
れ
に  

搭    

乗  

と
う
じ
ょ
う

し
て
南
米
に
出
発
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
さ
て
そ
の
出
発
の
光
景
、
航
海
中
の
出
来
事
、
な
い
し
目
的
地
到
着
後
の

事
業
の
経
過
等
に
つ
い
て
は
、
学
問
上
興
味
あ
る
事
実
も
少
な
く
な
い
が
、

私
は
今
一
々
そ
れ
を
お
話
し
し
て
お
る
余
暇
を
も
た
ぬ
。
た
だ
私
が
こ
こ
に

こ
の
話
を
持
ち
出
し
た
の
は
、
最
初
天
下
に
実
物
教
育
を
施
す
と
い
う
ほ
ど

の
意
気
込
み
を
も
っ
て
始
め
ら
れ
た
こ
の
事
業
も
、
つ
い
に
は
失
敗
に
帰
し
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た
と
い
う
事
実
を
報
道
す
る
こ
と
に
よ
り
て
、
組
織
の
必
ず
し
も
万
能
に
あ

ら
ざ
る
こ
と
を
説
か
ん
が
た
め
で
あ
る
。

　
私
は
レ
ー
ン
ら
の
計
画
し
た
理
想
国
の
組
織
が
全
然
遺
憾
な
き
も
の
で
あ

っ
た
と
は
決
し
て
考
え
ぬ
。
し
か
し
彼
ら
は
現
時
の
経
済
組
織
を
否
認
し
、

か
か
る
組
織
の
下
に
お
い
て
は
到
底
理
想
的
社
会
の
実
現
を
期
す
べ
か
ら
ず

と
信
ぜ
し
が
た
め
に
、
相
率
い
て
そ
の
母
国
を
見
捨
て
、
人
煙
ま
れ
な
る
南

米
の
一
角
に
そ
の
理
想
郷
を
建
設
せ
ん
と
企
て
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
新

社
会
の
組
織
は
、
少
な
く
と
も
彼
ら
の
見
て
も
っ
て
現
時
の
個
人
主
義
的
組

織
の
最
大
欠
点
と
な
せ
し
点
を
排
除
せ
し
も
の
た
る
や
疑
い
な
い
。
し
か
も

そ
の
つ
い
に
失
敗
に
終
わ
り
し
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
組
織
そ
の
も
の
の
必
ず

し
も
根
本
的
条
件
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
知
る
に
足
る
か
と
思
う
。
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ド
イ
ツ
も
イ
ギ
リ
ス
も
フ
ラ
ン
ス
も
一
国
の
運
命
を
賭と
す
べ
き
危
機
に
遭

遇
し
た
れ
ば
こ
そ
、
経
済
組
織
の
改
造
も
着
々
行
な
わ
れ
、
し
か
し
て
ま
た

そ
の
新
組
織
は
た
だ
こ
れ
が
長
所
の
み
を
発
揮
し
て
い
ま
だ
そ
の
短
所
を
あ

ら
わ
す
に
至
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
戦
争
が
済
ん
で
国
民
の
気
分
が
ゆ
る
ん
で
来

た
な
ら
ば
、
金
の
あ
る
者
は
ぜ
い
た
く
も
し
た
く
な
る
だ
ろ
う
し
、
一
生
懸

命
に
国
家
の
た
め
に
働
く
と
い
う
事
も
ば
か
ら
し
く
な
っ
て
、
あ
る
い
は
多

少
く
ず
れ
て
来
る
か
も
し
れ
ぬ
の
で
あ
る
。

　
レ
ー
ン
氏
の
「
い
わ
ゆ
る
全
体
の
者
の
福
祉
を
図
る
こ
と
が
各
個
人
の
第

一
の
義
務
で
あ
り
、
ま
た
各
個
人
の
福
祉
を
図
る
こ
と
が
全
体
の
者
の
唯
一

の
義
務
で
あ
る
」
と
い
う
主
義
を
ば
、
確かた
く
信
じ
て
疑
わ
ず
、
身
を
処
す
る

こ
と
一
に
こ
の
主
義
の
ご
と
く
な
る
を
得う
る
人
々
に
と
っ
て
は
，
か
く
の
ご
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と
き
主
義
を
も
っ
て
計
画
さ
れ
た
社
会
制
度
が
最
上
の
組
織
で
あ
り
う
る
け

れ
ど
も
、
利
己
主
義
者
を
組
織
す
る
に
利
他
主
義
の
社
会
組
織
を
も
っ
て
す

る
は
、
石
を
包
む
に 

薄  

帛 

う
す
ぎ
ぬ

を
も
っ
て
す
る
が
ご
と
き
も
の
で
、
遠
か
ら
ず

し
て
組
織
そ
の
も
の
が
破
れ
て
来
る
。
さ
れ
ば
戦
後
の
欧
州
が
は
た
し
て
戦

時
の
組
織
を
そ
の
ま
ま
に
維
持
し
う
る
や
否
や
は
、
も
ち
ろ
ん
一
の
疑
問
た

る
を
免
れ
ぬ
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
は
よ
く
境
遇
を
造
る
と
同
時
に
、
境
遇
が
ま
た
人

間
を
造
る
。
英
独
仏
等
交
戦
諸
国
の
国
民
は
、
国
運
を
賭と
す
る
の
境
遇
に
出

会
い
し
が
ゆ
え
に
、
た
ち
ま
ち
平
生
の
心
理
を
改
め
、
よ
く
献
身
犠
牲
の
精

神
を
発
揮
す
る
を
得
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
平
生
な
ら
ば
議
会
も
輿
論
よ
ろ
ん
も
大
反
対

を
な
す
べ
き
経
済
組
織
の
大
変
革
が
、
今
日
は
わ
け
も
な
く
着
々
と
実
現
さ
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れ
て
来
た
。
こ
れ
は
境
遇
に
よ
っ
て
一
変
し
た
人
間
が
、
さ
ら
に
そ
の
境
遇

を
一
変
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
境
遇
は
ま
た
人
間
を
支
配
す
る
が

ゆ
え
に
、
も
し
こ
の
上
戦
争
が
長
び
き
、
人
々
が
次
第
に
新
た
な
る
経
済
組

織
に
慣
ら
さ
れ
て
来
る
と
、
あ
る
い
は
戦
後
に
も
戦
時
中
の
組
織
が
そ
の
ま

ま
維
持
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
否
戦
後
も
し
ば
ら
く
の
間
は
、
諸
国
民

と
も
戦
時
と
同
じ
程
度
の 
臥  

薪  

嘗  

胆 
が
し
ん
し
ょ
う
た
ん

を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、

戦
時
中
の
組
織
は
お
そ
ら
く
戦
争
の
終
結
と
と
も
に
直
ち
に
全
く
く
ず
れ
て

し
ま
っ
て
、
す
べ
て
が
こ
と
ご
と
く
元
の
と
お
り
に
な
る
と
い
う
事
は
あ
る

ま
い
。
少
な
く
と
も
私
は
そ
う
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
は
プ
レ
ン
ゲ
氏
と

と
も
に
一
九
一
四
年
は
お
そ
ら
く
経
済
史
上
に
お
い
て
将
来
一
大
時
期
を
画

す
る
年
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
月
八
日
）
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十
一
の
一

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
人
と
境
遇
と
の
間
に
は
因
果
の
相
互
的
関
係
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
人
は
境
遇
を
造
り
、
境
遇
も
ま
た
人
を
造
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ

の
い
ず
れ
が
本もと
な
り
や
と
言
え
ば
、
境
遇
は
末
で
人
が
本
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
社
会
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
も
、
私
は
経
済
組
織
の
改
造
と
い
う
事
を

ば
、
事
の
本
質
上
よ
り
言
え
ば
、
根
本
策
中
の
根
本
策
と
は
い
い
得
ら
れ
ぬ

も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
私
は
そ
う
言
っ
た
か
ら
と
て
社
会
の
制
度
組
織
が
個
人
の
精
神
思

想
の
上
に
及
ぼ
す
影
響
を
無
視
せ
ん
と
す
る
者
で
は
な
い
。
否
む
し
ろ
私
は
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人
並
み
一
倍
、
経
済
の
人
心
に
及
ぼ
す
影
響
の 

甚  

大 

じ
ん
だ
い

な
る
も
の
な
る
こ
と

を
認
め
つ
つ
あ
る
者
の
一
人
で
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
私
は
十
九
世
紀
の
最

大
思
想
家
の
一
人
た
る
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
に
負
う
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。

　
今
私
は
こ
こ
に
マ
ル
ク
ス
の
伝
記
を
く
わ
し
く
お
話
し
す
る
余
裕
も
も
た

な
け
れ
ば
、
ま
た
そ
の
必
要
も
感
じ
な
い
。
し
か
し
い
つ
読
ん
で
も
お
も
し

ろ
い
の
は
豪
傑
の
伝
記
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
も
し
諸
君
が
許
さ
る
る
な
ら
ば
、

私
は
マ
ル
ク
ス
伝
の
一
鱗りん
を
示
す
が
た
め
に
、
こ
こ
に
マ
ル
ク
ス
の
細
君
の

手
紙
の
一
節
を
抄
訳
し
よ
う
と
思
う
。

　
「
…
…
嬰
児
み
ず
ご
の
た
め
に
乳う
母ば
を
雇
う
と
い
う
が
ご
と
き
は
も
ち
ろ
ん
で
き

　
が
た
き
こ
と
に
て
候
そ
う
ろ
うゆ
え
、
わ
た
し
は
胸
や
背せな
の
絶
え
ず
恐
る
べ
き
痛
み

　
を
感
ず
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
身
の
乳
に
て
子
供
を
育
て
る
こ
と
に
決
心
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い
た
し
候
。
し
か
る
に
哀
れ
む
べ
き
小
さ
な
る
天
使
は
、
不
良
の
乳
を
飲

　
み
過
ぎ
候
い
し
た
め
に
、
生
ま
れ
落
ち
た
る
日
よ
り
病
気
に
か
か
り
、
夜

　
も
昼
も
苦
し
み
お
り
候
。
彼
は
か
つ
て
一
夜
た
り
と
も
二
三
時
間
以
上
眠

　
り
た
る
こ
と
こ
れ
な
く
候
。
…
…
か
か
る
と
こ
ろ
へ
、
あ
る
日
の
こ
と
、

　
突
然
家
主
参
り
…
…
屋
賃
の
滞
り
五
ポ
ン
ド
を
請
求
い
た
し
候
い
し
も
、

　
わ
れ
ら
は
も
と
よ
り
こ
れ
を
支
払
う
の
力
こ
れ
な
く
候
い
し
か
ば
、
直
ち

　
に
二
人
ふ
た
り
の
執
達
吏
入
り
き
た
り
、
わ
ず
か
ば
か
り
の
所
有
品
は
、
ベ
ッ
ド

　
も
、
シ
ャ
ツ
も
、
着
物
も
す
べ
て
差
し
押
え
、
な
お
嬰
児
み
ず
ご
の 

揺  

床 

ゆ
り
ど
こ

も
、

　
泣
き
悲
し
み
つ
つ
そ
ば
に
立
ち
い
た
る
二
人
の
娘
の
お
も
ち
ゃ
も
、
す
べ

　
て
差
し
押
え
た
る
こ
と
に 

御 

座 

候 

ご
ざ
そ
う
ろ
う
。
」

　
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
細
君
が
一
八
四
九
年
に
あ
る
人
に
与
え
た
手
紙
の
一
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節
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
マ
ル
ク
ス
の
細
君
と
い
う
は
、
マ
ル
ク
ス
の
父
の
親

友
な
る
ル
ー
ド
ウ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
と
い
う
人
の
娘

で
あ
る
。
当
時
そ
の
人
が
プ
ロ
シ
ャ
の
官
吏
と
し
て
ザ
ル
ツ
ウ
ェ
ー
デ
ル
と

い
う
所
か
ら
マ
ル
ク
ス
の
郷
里
の
ト
リ
エ
ル
に
転
じ
て
来
た
の
は
、
今
か
ら

ち
ょ
う
ど
百
年
前
の
一
八
一
六
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
時
に
連
れ
て
い

た
二
歳
に
な
る
女
の
子
は
、
後
に
マ
ル
ク
ス
の
細
君
と
な
っ
た
人
で
、
す
な

わ
ち
先
に
掲
げ
た
手
紙
の
主
で
あ
る
。
こ
の
手
紙
の
主
は
幼
に
し
て
容
色
人

に
す
ぐ
れ
、
か
つ
富
裕
な
る
名
家
に
人
と
な
り
し
が
た
め
に
、
名
門
の
子
弟

の
婚
を
求
む
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
た
ま
た
ま
マ
ル
ク
ス

の
せ
つ
な
る
望
み
に
よ
り
、
四
歳
年
下
の
こ
の
貧
乏
人
の
子
に
と
つ
ぎ
、
か

く
て
こ
の
女
は
、
か
の
恐
る
べ
き
社
会
主
義
者
と
し
て
早
く
よ
り
自
分
の
祖
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国
を
追
い
出
さ
れ
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
か
ら
も
ベ
ル
ギ
ー
か
ら
も
追
放
さ
れ
て
、

つ
い
に
は
英
京
ロ
ン
ド
ン
に
客
死
す
る
に
至
り
し
と
こ
ろ
の
、
世
界
の
浪
人

に
し
て
か
つ
世
界
の
学
者
た
る
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
に
そ
の
一
生
を
さ
さ
げ
、

つ
ぶ
さ
に
辛
酸
を
な
め
尽
く
し
つ
つ
、
終
始
最
も
善
良
な
る
妻
と
し
て
、
そ

の
遠
き
祖
先
の
骨
を
埋
め
つ
つ
あ
る
英
国
に
流
れ
渡
り
、
つ
い
に
自
身
も
ロ

ン
ド
ン
の
客
舎
に
病
死
す
る
に
至
り
し
人
で
あ
る
。
前
に
掲
げ
た
手
紙
も
す

な
わ
ち
こ
の
ロ
ン
ド
ン  
客  
寓  
中  

か
く
ぐ
う
ち
ゅ
う

に
し
た
た
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
月
九
日
）

　
　
　
　
　
　
　
十
一
の
二
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さ
て
私
が
こ
こ
に
マ
ル
ク
ス
を
持
ち
出
し
た
の
は
、
彼
が
有
名
な
る
唯
物

史
観
ま
た
は
経
済
的
社
会
観
と
い
う
一
学
説
の
創
設
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
彼
が
一
八
五
九
年
に
公
に
し
た
る
『
経
済
学
批
判
＊
』
の
巻
頭
に
は
同
年

二
月
の
日
付
あ
る
彼
の
序
文
が
あ
る
が
、
そ
の
一
節
に
は
次
の
ご
と
く
述
べ

て
あ
る
。

　
＊
　K

arl M
arx, Zur K

ritik der politischen O
ekonom

ie.

　
「
余
は
ギ
ゾ
ー
の
た
め
フ
ラ
ン
ス
よ
り
追
わ
れ
た
る
に
よ
り
、
パ
リ
ー
に

　
て
始
め
た
る
経
済
上
の
研
究
は
こ
れ
を
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
お
い
て
継
続
し

　
た
。
し
か
し
て
研
究
の
結
果
、
余
の
到
達
し
た
る
一
般
的
結
論
に
し
て
、

　
す
で
に
こ
れ
を
得
た
る
後
は
、
常
に
余
が
研
究
の
指
南
車
と
な
り
し
と
こ

　
ろ
の
も
の
を
簡
単
に
言
い
表
わ
さ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
」
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「
人
類
は
そ
の
生
活
資
料
の
社
会
的
生
産
の
た
め
に
、
一
定
の
、
必
然
的

　
の
、
彼
ら
の
意
志
よ
り
独
立
し
た
る
関
係
、
す
な
わ
ち
彼
ら
の
物
質
的
生

　
産
力
の
一
定
の
発
展
の
階
段
に
適
応
す
る
と
こ
ろ
の
生
産
関
係
に
入
り
込

　
む
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
生
産
関
係
の
総
和
は
社
会
の
経
済
的
構
造
を
成

　
す
も
の
な
る
が
、
こ
れ
す
な
わ
ち
社
会
の
真
実
の
基
礎
に
し
て
、
そ
の
基

　
礎
の
上
に
法
律
上
及
び
政
治
上
の
上
建
築
が
建
立
さ
れ
、
ま
た
社
会
意
識

　
の
形
態
も
こ
れ
に
適
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
物
質
的
生
活
上
の

　
生
産
方
法
な
る
も
の
は
、
社
会
的
、
政
治
的
及
び
精
神
的
の
生
活
経
過
を

　
ば
す
べ
て
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
」

　
右
は
マ
ル
ク
ス
の
聱
牙
ご
う
が
な
文
章
を
　
　
し
か
も
わ
ず
か
に
そ
の
一
節
を
　

　
直
訳
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
一
読
し
た
だ
け
で
は
充
分
に
彼
の
意
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見
を
了
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
今
こ
れ
を
詳
し
く
解
説
し
て
い
る

い
と
ま
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
し
ば
ら
く
そ
の
原
文
を
離
れ
て
、
簡
単
に
彼

の
意
見
の
要
領
を
述
ぶ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
次
の
数
言
に
ま
と
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
経
済
上
社
会
の
生
産
力
す
な
わ
ち
富
を
作
り
出
す
力
が
増
加
し
て
来
る
と
、

そ
れ
に
連
れ
て
社
会
の
生
産
関
係
ま
た
は
経
済
組
織
が
変
動
し
て
来
る
。
し

か
る
に
こ
の
経
済
組
織
な
る
も
の
は
社
会
組
織
の
い
ち
ば
ん
根
本
と
な
っ
て

い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
土
台
が
動
い
て
く
る
と
、
そ
の
上
に
建
て
ら

れ
て
い
た
も
ろ
も
ろ
の
建
築
物
が
皆
動
い
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ

て
、
す
な
わ
ち
社
会
の
法
律
も
政
治
も
宗
教
も
哲
学
も
芸
術
も
道
徳
も
皆
変

動
し
て
来
る
。
さ
ら
に
簡
単
に
い
え
ば
、
経
済
組
織
が
ま
ず
変
わ
っ
て
し
か
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る
の
ち
に
人
の
思
想
精
神
が
変
わ
る
の
で
、
ま
ず
人
の
思
想
精
神
が
変
わ
っ

て
し
か
る
の
ち
に
社
会
の
組
織
が
変
わ
っ
て
来
る
と
い
う
わ
け
の
も
の
で
は

な
い
。
こ
れ
が
マ
ル
ク
ス
の
意
見
の
だ
い
た
い
で
あ
る
。

　
今
私
は
マ
ル
ク
ス
の
議
論
を
た
ど
っ
て
そ
れ
を
一
々
批
評
し
て
行
く
と
い

う
よ
う
な
め
ん
ど
う
な
仕
事
を
ば
こ
こ
で
し
よ
う
と
は
思
わ
ぬ
。
し
か
し
幸

い
に
も
彼
の
経
済
的
社
会
観
に
似
た
思
想
は
、
古
く
か
ら
東
洋
に
も
あ
る
の

で
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
の
耳
に
熟
し
て
い
る
古
人
の
句
を
借
り
て
来
れ
ば
、

私
は
そ
れ
で
一
通
り
自
分
の
話
を
進
め
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
の
句
と
い
う
は
、
論
語
に
あ
る
孔
子
の
言
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
子
貢
が

政まつ
り
ご
と

を
問
い
し
時
、
孔
子
は
こ
れ
に
答
え
て

　
「
足
食
、
足
兵
、
使
民
信
之
矣
。
〈
食
を
足
し
、
兵
を
足
し
、
民
を
し
て
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之これ
を
信
ぜ
し
む
〉
（
顔
淵
第
十
二
）

と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
て
わ
が
国
の 

熊  

沢  

蕃  

山 

く
ま
ざ
わ
ば
ん
ざ
ん

は
さ
ら
に
こ
れ

を
注
訳
し
て
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。

　
「
食
足
ら
ざ
る
と
き
は
、
士
貪
む
さ
ぼり
民
は
盗とう
す
、
争
訟
や
ま
ず
、
刑
罰
た
え

　
ず
、
上かみ
奢おご
り
下しも
諛
へ
つ
ろう
て
風
俗
い
や
し
、
盗
を
す
る
も
彼
が
罪
に
あ
ら
ず
、

　
こ
れ
を
罰
す
る
は
、
た
と
え
ば
雪
中
に
庭
を
は
ら
い
、
粟あわ
を
ま
き
て
、
あ

　
つ
ま
る
鳥
を
あ
み
す
る
が
ご
と
し
。
…
…
こ
れ
乱
逆
の
端
な
り
、
戦
陣
を

　
ま
た
ず
し
て
国
や
ぶ
る
べ
し
。
兵
を
足
す
に
い
と
ま
あ
ら
ず
。
い
わ
ん
や

　
信
の
道
を
や
。
」
（
集
義
和
書
、
巻
十
三
、
義
論
八
）

　
こ
れ
ら
の
文
章
を
読
む
時
は
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
幕
府
時
代
に
お
い
て

ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
演
説
を
聞
く
の
感
が
あ
る
。
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孟
子
も
う
し
ま
た
い
わ
く

　
「
恒
産
な
く
し
て
恒
心
あ
る
は
、
惟ただ
士
の
み
能よ
く
す
る
を
為な
す
。
民
の
若
ご
と

　
き
は
則
す
な
わち
恒
産
な
く
ん
ば
因
っ
て
恒
心
な
し
。
苟
い
や
しく
も
恒
心
な
く
ん
ば
、

　 

放  

辟 

ほ
う
へ
き

邪
侈
じ
ゃ
し
、
為な
さ
ざ
る
と
こ
ろ
な
し
。
已すで
に
罪
に
陥
る
に
及
ん
で
然しか
る

　
後のち
従
っ
て
之これ
を
刑
す
、
こ
れ
民
を
罔あみ
す
る
也なり
。
是こ
の
故ゆえ
に
明
君
は
民
の
産

　
を
制
し
、
必
ず
仰
い
で
は
以もっ
て
父
母
に
事つこ
う
ま
つ
る
に
足
り
、
俯ふ
し
て
は

　
も
っ
て
妻
子
を
畜
や
し
なう
に
足
り
、
楽
歳
に
は
終
身
飽
き
、
凶
年
に
は
死
亡
を

　
免
れ
し
め
、
然しか
る
後
駆か
っ
て
善
に
之ゆ
か
し
む
。
ゆ
え
に
民
の
之これ
に
従
う
や

　
軽
し
。
今
や
民
の
産
を
制
し
て
、
仰
い
で
は
以
て
父
母
に
事
う
ま
つ
る
に

　
足
ら
ず
、
俯
し
て
は
以
て
妻
子
を
畜
う
に
足
ら
ず
、
楽
歳
に
は
終
身
苦
し

　
み
、
凶
年
に
は
死
亡
を
免
れ
ず
、
こ
れ
惟ただ
死
を
救
う
て
贍た
ら
ざ
ら
ん
を
恐
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る
。
奚
い
ず
くん
ぞ
礼
義
を
治
む
る
に
暇
い
と
まあ
ら
ん
や
。
」
（  

梁    

恵    

王  

り
ょ
う
の
け
い
お
う

章
句

　
上
）

　
こ
こ
に
恒
産
な
く
ん
ば
因
っ
て
恒
心
な
し
と
あ
る
は
、
こ
れ
を
言
い
換
う

れ
ば
、
経
済
を
改
善
し
な
け
れ
ば
道
徳
は
進
ま
ぬ
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
そ

う
し
て
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
経
済
的
社
会
観
の
根
本
精
神
の
一
適
用
な
の
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
月
十
日
）

　
　
　
　
　
　
　
十
一
の
三

　
私
は
上
編
に
お
い
て
今
日
多
数
の
人
々
が
貧
乏
線
以
下
に 

沈  

淪 

ち
ん
り
ん

し
て
い

る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
孟
子
も
う
し
の
い
わ
ゆ
る
恒
産
な
き
の
は
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な
は
だ
し
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
民
の
ご
と
き
は
恒
産
な
く
ん
ば
因
っ

て
恒
心
な
く
、
す
で
に
恒
心
な
く
ん
ば 

放  

辟 

ほ
う
へ
き

邪
侈
じ
ゃ
し
な
さ
ざ
る
と
こ
ろ
な
し
。

い
ず
く
ん
ぞ
彼
ら
を
し
て
お
の
お
の
そ
の
明
徳
を
明
ら
か
に
し
、
相
親
し
み

て
至
善
に
止とど
ま
ら
し
む
る
こ
と
を
得
ん
。
こ
れ
経
済
問
題
が
最
も
末
の
問
題

に
し
て
し
か
も
最
初
の
問
題
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
試
み
に
こ
れ
を
現
代
経
済
組
織
の
人
心
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
述
べ
ん

に
、
す
で
に
説
き
し
が
ご
と
く
、
金
さ
え
あ
れ
ば
便
利
し
ご
く
な
代
わ
り
に
、

金
が
な
け
れ
ば
不
便
こ
の
上
な
し
と
い
う
が
、
今
の
世
の
し
く
み
で
あ
る
。

す
で
に
世
の
し
く
み
が
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
世
間
無
知
の
輩
と
も
が
らは
、
早
く
も

い
っ
さ
い
万
事
こ
れ
金
な
り
と
心
得
、
義
理
も
人
情
も
打
ち
捨
て
て
互
い
に

金
を
つ
か
み
合
う
さ
ま
、
飢
え
た
る
獣
の
腐
肉
を
争
う
が
ご
と
き
に
至
る
。
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あ
に
た
だ
に
世
間
無
知
の
輩
と
の
み
言
わ
ん
や
。
時
と
し
て
は
一
代
の
豪
傑

も
金
の
た
め
に
は
買
収
さ
れ
、
一
時
の
名
士
も
往
々
に
し
て
金
の
た
め
に
は

節
を
売
り
、
か
く
の
ご
と
く
に
し
て
つ
い
に
は
上
下
こ
ぞ
っ
て
、
極
端
な
る

個
人
主
義
、
利
己
主
義
、
唯
物
主
義
、
拝
金
主
義
に
は
し
る
に
至
る
。

　
思
う
に
這
個
し
ゃ
こ
の
消
息
は
、
私
が
こ
こ
に
今
さ
ら
ら
し
く
書
き
つ
づ
る
ま
で

も
な
く
、
早
く
よ
り 
警  
眼 
け
い
が
ん

な
る
社
会
観
察
者
の
看
取
し
得
た
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
今
し
ば
ら
く
こ
れ
を
わ
が
国
の
古
書
に
つ
い
て
述
べ
ん
か
、
た
と
え

ば
、
か
の
『  

金 

銀 

万 

能 

丸  

き
ん
ぎ
ん
ま
ん
の
う
が
ん

』
の
ご
と
き
は
（
後
に
『
人
鏡
論
』
と
改
題

さ
れ
、
さ
ら
に
『  

金 

持 

重 

宝 

記  

か
ね
も
ち
ち
ょ
う
ほ
う
き

』
と
改
題
さ
る
、
今
は
収
め
て
『
通
俗

経
済
文
庫
』
に
あ
り
）
、
今
を
さ
る
約
二
百
三
十
年
前
、  

貞    

享  

じ
ょ
う
き
ょ
う
四
年
に

出
版
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
見
る
と
、 
僧  
侶 
そ
う
り
ょ

と
儒
者
と
神
道
家
と
が
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三
人
寄
り
合
っ
て
し
き
り
に
世
の 

澆  

季 

ぎ
ょ
う
き

を
嘆
い
て
い
る
。
そ
れ
を
ば
道  

ど
う
む

無 
斎 
さ
い

と
い
う
男
が
、
そ
ば
か
ら
盛
ん
に
拝
金
宗
を
説
き
た
て
て
ひ
や
か
す

と
い
う
趣
向
で
、
全
編
が
で
き
て
い
る
が
、
そ
の
道
無
斎
が
な
か
な
か
う
が

っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
四
人
同
道
で
伊い
勢せ 

参  

宮 

さ
ん
ぐ
う

の
た
め
に
京
都
を
出
る
時
に
、
道
す
が
ら

三
人
の
者
が
そ
れ
ぞ
れ
詩
や
歌
を
詠よ
む
と
、
道
無
斎
が
そ
れ
を
聞
い
て
、
滔と

   

々 

う
と
う
と
し
て
次
の
ご
と
き
説
法
を
始
め
る
の
で
あ
る
。

　
「
お
の
お
の
の
や
ま
と
歌
、
か
ら
歌
、
さ
ら
に
道
理
に
か
な
い
候
そ
う
らわ
ず
、

　
た
だ
お
も
し
ろ
く
も
あ
り
が
た
く
も
聞
こ
え
は
べ
る
は
、
黄
金
に
て
ぞ
は

　
べ
る
。
ひ
え
の
紅
葉
も
み
じ
も
長
柄
な
が
ら
の
錦
に
し
きも
横
川
よ
か
わ
の
月
を
見
や
り
た
ま
い
し
も
、

　
金
が
な
く
て
は
さ
ら
に
お
か
し
く
も
お
も
し
ろ
く
も
あ
る
ま
じ
、
た
だ
世
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の
中
は
黄
金
に
こ
そ
天
地
も
そ
な
わ
り
、
万
物
み
な
み
な
こ
れ
が
な
す
と

　
こ
ろ
に
し
て
、
人
間
最
第
一
の
急
務
に
て
は
べ
る
な
り
。
さ
れ
ば
に
や
仏

　
も
種
々
な
る
口
を
き
き
た
ま
い
し
中
に
も
、
や
や
と
も
し
て
は 

金  

銀 

こ
ん
ご
ん

瑠る

　
璃り
と
の
べ
ら
れ
て
、
七
宝
の
第
一
に
説
か
れ
し
な
り
。
十
万
の
浄
土
も
荘し

　     

厳   

ょ
う
ご
ん

な
に
ぞ
と
尋
ぬ
れ
ば
、
み
な
み
な
黄
金
ず
く
め
な
り
、
孔
子
も
老

　
子
も
道
を
か
た
り
ひ
ろ
め
し
中
に
は
、
今
日
の
禄ろく
を
第
一
に
述
べ
ら
れ
し

　
な
り
。
」
…
…

道
無
斎
は
勢
い
に
乗
っ
て
さ
ら
に
次
の
ご
と
き
物
語
を
す
る
。

　
「
こ
の
ち
か
き
こ
ろ
に
さ
る
大
福
長
者
と
お
ぼ
し
き
人
を
打
ち
つ
れ
て
、

　 

黒  

谷 

く
ろ
だ
に

も
う
で
し
は
べ
り
け
る
に
、  
上    
人  
し
ょ
う
に
ん

出
合
い
、
こ
の
道
無
を
ば

　
見
も
や
ら
で
、
か
の
金
持
ち
の
男
を
あ
な
が
ち
に
も
て
な
し
、
…
…
さ
て
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さ
て
お
ぼ
し
め
し
寄
り
て
の
御
参
詣
か
な
、
仏
法
の
内
い
か
よ
う
の
大
事

　
に
て
も
御
尋
ね
候
え
、
宗
門
の
う
ち
に
て
の
事
を
ば
残
さ
ず
申
し
さ
ず
け

　
ん
と
て
、
ま
こ
と
に
焼
け
鼠
ね
ず
みに
つ
け
る
狐
き
つ
ねの
ご
と
く
お
ど
り
上
が
り
は
し

　
り
つ
つ
色
を
か
え
品
を
か
え
て
馳
走
ち
そ
う
な
り
。
こ
の
道
無
か
ね
て
金
の
浮
世

　
と
存
ず
れ
ば
、
す
こ
し
も
騒
が
ず
、
ち
と
用
あ
る
て
い
に
も
て
な
し
門
前

　
に
い
で
、
小
石
を
銀
な
ら
ば
二
ま
い
め
ほ
ど
に
包
ん
で
懐
中
し
、
元
の
座

　
敷
に
居
な
お
り
つ
つ
上
人
に
打
ち
む
か
い
、
ふ
と
こ
ろ
よ
り
取
り
出
し
さ

　
し
寄
り
申
し
け
る
は
、
近
き
こ
ろ
秘
蔵
の
孫
を
一
人
失
い
申
し
け
る
ま
こ

　
と
に
老
い
の
身
の
跡
に
の
こ
り
、
若
木
の
花
の
ち
る
を
見
て
、
や
る
か
た

　
な
き
心
ざ
し
お
ぼ
し
め
し
や
ら
せ
た
ま
え
、
せ
め
て
追
善
の
た
め
に  

細  

ほ
そ
こ

　  

心  

こ
ろ

ざ
し
さ
し
上
げ
申
す
な
り
と
て
、
一
包
さ
し
出
し
は
べ
れ
ば
、
上
人
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に
わ
か
に
色
を
な
し
、
さ
て
さ
て
道
無
殿
は
物
に
か
ま
わ
ぬ
一
筋
な
る
御

　
人
に
て
、
御
念
仏
を
も
人
の
聞
か
ぬ
よ
う
に
御
申
し
あ
る
人
な
り
と
、
常

　
々
京
都
の
取
り
沙ざ
汰た
に
て
は
べ
る
よ
し
、  

一    

定  

い
ち
じ
ょ
う

誠
に
思
い
い
ら
せ
た

　
ま
え
る
後
世
者

ご
せ
し
ゃ

に
て
わ
た
ら
せ
お
わ
し
ま
す
よ
な
、
ま
た
か
よ
う
の
御
人

　
は
都
広
し
と
申
す
と
も
有
る
ま
じ
き
な
り
。
や
れ
や
れ
小
僧
ど
も
、
あ
の

　
道
無
殿
の
御
供
の
人
に
よ
く
酒
す
す
め
よ
、
さ
て
ま
た
道
無
殿
へ
一
宗
の

　
大
事
に
て
は
べ
れ
ど
も
、
か
よ
う
の
信
心
者
に
伝
え
ね
ば
、
開
山
の
御
心

　
に
も
そ
む
く
事
に
て
候
え
ば
と
て
、
念
仏
安
心
を
即
座
に
伝
え
申
さ
れ
ぬ
。

　
こ
の
時
道
無
お
も
い
し
は
、
さ
て
金
の
威
光
功
徳
の
深
さ
よ
、
た
ち
ま
ち

　
石
を
金
に
似
せ
け
る
だ
に
、
か
よ
う
に
人
の
心
の
か
わ
り
は
べ
る
事
よ
と
、

　
い
よ
い
よ
あ
り
が
た
く
覚
え
は
べ
る
。
金
も
て
ゆ
く
時
は
極
楽
世
界
も
遠
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か
ら
ず
、
貧
し
き
者
は
た
と
え
ば
過
あ
や
まり
て
極
楽
に
行
く
と
て
も
、
元
来
か

　
ね
ず
き
の
極
楽
な
れ
ば
、 

諸 

傍 

輩 

し
ょ
ほ
う
ば
い
の 

出  

合 

い
で
あ
い

あ
し
く
な
り
て
追
い
出
さ

　
れ
ぬ
べ
し
。
こ
れ
を
も
て
見
る
に
、
と
か
く
仏
道
の
大
事
も
金
の
業わざ
に
て

　
な
る
。
」

　
怪
し
む
を
や
め
よ
、
当
世
の
人
の
し
き
り
に
利
欲
に
は
し
る
こ
と
を
。
二

百
三
十
年
前
す
で
に
こ
の
言
を
な
せ
し
者
が
あ
る
。
（
十
二
月
十
一
日
）

　
　
　
　
　
　
　
十
一
の
四

　
わ
が
国
で
も
す
で
に
二
百
三
十
年
前
に
『
金
銀
万
能
丸
』
が
出
て
い
る
。

思
う
に
社
会
組
織
そ
の
も
の
が
す
で
に
利
己
心
是
認
の
原
則
を
採
り
、
だ
れ
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で
も
う
っ
か
り
他
人
の
利
益
を
図
っ
て
い
る
と
、
「
自
分
自
身
ま
た
は
自
分

の
子
孫
が
あ
す
に
も
餓
死
せ
ぬ
と
も
限
ら
ぬ
」
と
い
う
事
情
の
下
に
置
か
れ

お
る
以
上
、
利
他
奉
公
の
精
神
の
大
い
に
発
揚
せ
ら
る
る
に
至
ら
ざ
る
も
ま

た
や
む
を
得
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
私
は
先
に
、
利
己
主
義
（
個
人
主
義
）
者
を
組
織
す
る
に
利
他
主
義
（
国

家
主
義
）
の
社
会
組
織
を
も
っ
て
す
る
は
、
石
を
包
む
に 

薄  

帛 

う
す
ぎ
ぬ

を
も
っ
て

す
る
が
ご
と
き
も
の
だ
と
言
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、
個
人
の
改
良
を

待
っ
て
し
か
る
の
ち
社
会
組
織
の
改
造
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
に
、

以
上
述
べ
き
た
り
し
ご
と
く
、
個
人
の
改
造
そ
の
も
の
が
ま
た
社
会
組
織
の

改
良
に
ま
つ
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
議
論
を
そ
う
進
め
て
来
る
と
、
た

と
え
ば
鳶とび
が
空
を
舞
う
よ
う
に
、
問
題
は
い
つ
ま
で
も
循
環
し
て
果
て
し
な
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き
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
因
果
の
相
互
的
関
係
の
循
環
限
り
な
き
が
ご

と
き
と
こ
ろ
に
、
複
雑
を
き
わ
む
る
世
態
人
情
の
真
相
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

私
は
、
社
会
問
題
を
解
決
す
る
が
た
め
に
は
、
社
会
組
織
の
改
造
に
着
眼
す

る
と
同
時
に
、
ま
た
社
会
を
組
織
す
べ
き
個
人
の
精
神
の
改
造
に
重
き
を
置

き
、
両
端
を
攻
め
て
理
想
郷
に
入
ら
ん
と
す
る
者
で
あ
る
。

　
思
う
に
恒
産
な
く
し
て
恒
心
を
失
わ
ず
、
貧
賤
に
素そ
し
て
は
貧
賤
に
処
し
、

患
難
に
素
し
て
は
患
難
に
処
し
、
い
っ
さ
い
の
境
に
入
る
と
し
て
自
得
せ
ざ

る
な
き
は
君
子
の
こ
と
で
あ
る
。
志
あ
る
者
は
よ
ろ
し
く
自
ら
こ
れ
を
責
む

べ
し
、
し
か
も
こ
れ
を
も
っ
て
い
っ
さ
い
の
民
衆
を
律
せ
ん
と
す
る
は
、
薪
た
き
ぎ

を
湿しめ
し
て
こ
れ
を
燃
や
さ
ん
と
す
る
が
ご
と
き
も
の
、
経
世
の
策
と
し
て
は

す
な
わ
ち
一
方
に
偏
す
る
の
そ
し
り
を
免
れ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
悪
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衣
悪
食
を
恥
ず
る
者
は
と
も
に
語
る
に
足
ら
ず
と
な
せ
し
孔
子
も
、
子
貢
の

政まつ
り
ご
と

を
問
う
に
答
え
て
は
す
な
わ
ち
ま
ず
食
を
足
ら
す
と
述
べ
、
孟
子
も
う
し
も
ま
た
、

民
の
産
を
制
し
て
、
楽
歳
に
身
を
終
う
る
ま
で
飽
き
、
凶
年
に
も
死
亡
を
免

れ
し
め
、
し
か
る
の
ち
駆か
っ
て
善
に
ゆ
か
し
む
る
を
も
っ
て
、
明
君
の
政
な

り
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
私
が
今
、
社
会
問
題
解
決
の
一
策
と
し
て

経
済
組
織
の
改
造
を
あ
ぐ
る
も
ま
た
同
じ
趣
旨
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
丈
夫
な
土
台
を
造
ら
な
け
れ
ば
立
派
な
家
は
で
き
ぬ
と

い
う
こ
と
は
ほ
ん
と
う
で
あ
っ
て
も
、
丈
夫
な
土
台
さ
え
で
き
た
な
ら
ば
立

派
な
家
が
必
ず
で
き
る
と
い
う
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
人
は
パ
ン
な
く
し

て
生
く
る
あ
た
わ
ず
、
し
か
し
な
が
ら
人
は
パ
ン
の
み
に
て
生
く
る
者
に
も

あ
ら
ず
。
そ
れ
ゆ
え
孟
子
は
、
恒
産
な
く
ん
ば
因
っ
て
恒
心
な
し
と
は
言
っ
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た
が
、
恒
産
あ
る
者
は
必
ず
恒
心
あ
り
と
は
言
っ
て
お
ら
ぬ
。
否
孟
子
は
、

恒
産
な
く
ん
ば
因
っ
て
恒
心
な
し
と
い
う
こ
と
を
言
い
出
す
前
に
、
「
民
の

若ごと
き
は
則
す
な
わち
」
と
付
け
加
え
て
お
り
、
な
お
そ
の
前
に
「
恒
産
な
く
し
て
恒

心
あ
る
者
は
惟ただ
士
の
み
能よ
く
す
る
を
為な
す
」
と
言
っ
て
お
る
。
し
か
し
て
世

の
教
育
に
従
事
す
る
者
の
任
務
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
社
会
の
事
情
、
周
囲
の

風
潮
は
い
か
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
打
ち
勝
ち
そ
れ
を
超
越
し
て
、
孟

子
の
い
わ
ゆ
る
「
恒
産
な
く
し
て
恒
心
あ
る
」
と
こ
ろ
の
「
士
」
な
る
も
の

を
造
り
出
す
に
あ
る
。

　
実
は
そ
う
い
う
人
間
が
出
て
社
会
を
指
導
し
て
行
か
ね
ば
、
社
会
の
制
度

組
織
も
容
易
に
変
わ
ら
ず
、
ま
た
い
か
に
社
会
の
制
度
や
組
織
が
変
わ
っ
た

と
て
、
到
底
理
想
の
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
と
同
時
に
、
そ
う
い

285



う
人
間
さ
え
輩
出
す
る
な
ら
ば
、
た
と
い
社
会
の
制
度
組
織
は
今
日
の
ま
ま

で
あ
ろ
う
と
も
、
確
か
に
立
派
な
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
貧
乏

根
絶
と
い
う
が
ご
と
き
問
題
も
直
ち
に
解
決
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ

の
意
味
に
お
い
て
、
社
会
い
っ
さ
い
の
問
題
は
皆
人
の
問
題
で
あ
る
。

　
さ
て
論
じ
き
た
っ
て
つ
い
に
問
題
を
人
に
帰
す
る
に
至
ら
ば
、
私
の
議
論

は
す
で
に
社
会
問
題
解
決
の
第
三
策
を
終
え
て
、
ま
さ
に
第
一
策
に
入
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
月
十
二
日
）

　
　
　
　
　
　
　
十
二
の
一

　
　
「
さ
ん
ら
ん
の
翡
翠
ひ
す
い
の
玉
の
上
に
お
く
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つ
ゆ
り
ょ
う
ら
ん
の
秋
は
き
に
け
り

　
　
「
秋
ふ
か
み
こ
ご
し
く
雨
の
注
げ
ば
か

　
　
こ
こ
ろ
さ
ぶ
し
え
と
ど
ま
り
し
ら
ず

　
き
ょ
う
友
人
が
く
れ
た
手
紙
の
端
に
は
か
よ
う
な
歌
が
し
る
し
て
あ
っ
た
。

げ
に
心
に
思
う
こ
と
ど
も
次
々
に
語
り
ゆ
く
う
ち
に
、
い
つ
し
か
秋
も
い
よ

い
よ
深
う
な
っ
た
。
こ
の
物
語
を
始
め
た
お
り
は
、
ま
だ
夏
の
盛
り
を
過
ぎ

た
ば
か
り
で
、
時
に
は
氷
を
呼
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
今
は
は
や
炉
に
親

し
む
の
季
節
と
な
っ
た
。
元
来
が
分
に
過
ぎ
た
仕
事
で
あ
っ
た
た
め
に
、
や

せ
馬
が
重
荷
を
負
う
て
山
坂
を
上
る
よ
う
、
休
み
休
み
し
て
よ
う
や
く
こ
こ

ま
で
た
ど
っ
て
来
た
が
、
も
う
こ
れ
で
峠
も
越
し
た
。
こ
れ
よ
り
は
い﹅
っ﹅
そ﹅

の
こ
と
近
道
を
し
て
早
く
ふ
も
と
に
お
り
よ
う
と
思
う
。
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私
は
、
前
回
に
お
い
て
、
私
の
議
論
は
す
で
に
社
会
問
題
解
決
の
第
三
策

を
終
え
て
、
ま
さ
に
第
一
策
に
入
っ
た
と
言
っ
た
。
論
思
い
の
ほ
か
長
き
に

失
し
、
読
者
も
ま
た
す
で
に
倦う
ま
れ
た
る
べ
し
と
信
ず
る
が
ゆ
え
に
、
余
の

い
わ
ゆ
る
第
二
策
は
、
論
ぜ
ず
し
て
こ
れ
を
お
く
つ
も
り
な
の
で
あ
る
。
　

　
第
二
策
と
は
「
貧
富
の
懸
隔
の
は
な
は
だ
し
き
を  

匡    

正  

き
ょ
う
せ
い

し
、
社
会
一

般
人
の
所
得
を
し
て
著
し
き
等
差
な
か
ら
し
む
る
こ
と
」
で
、
い
わ
ゆ
る
社

会
政
策
な
る
も
の
の
大
半
は
こ
れ
に
属
す
る
。
も
と
よ
り
穏
健
無
難
の
方
策

で
あ
る
が
、
し
か
も
こ
れ
を
徹
底
せ
し
む
る
な
ら
ば
、
多
く
は
第
三
策
に
帰

入
す
る
に
至
る
も
の
で
、
か
の
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
氏
の
社
会
政
策
が
し
ば

し
ば
社
会
主
義
な
り
と
非
難
さ
れ
た
る
も
、
社
会
政
策
の
実
施
は
多
く
は
社

会
主
義
の
一
部
的
ま
た
は
漸
進
的
実
現
と
見
な
し
得
ら
る
る
が
た
め
で
あ
る
。
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×
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
×

　
社
会
組
織
の
改
造
よ
り
も
人
心
の
改
造
が
い
っ
そ
う
根
本
的
の
仕
事
で
あ

る
と
は
、
私
の
す
で
に
幾
度
か
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
思
う
に
わ
れ
わ
れ

の
今
問
題
に
し
て
い
る
貧
乏
の
根
絶
と
い
う
が
ご
と
き
こ
と
も
、
も
し
社
会

の
す
べ
て
の
人
々
が
そ
の
心
が
け
を
一
変
し
う
る
な
ら
ば
、
社
会
組
織
は
全

然
今
日
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
も
、
問
題
は
す
ぐ
に
も
解
決
さ
れ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

　
そ
の
心
が
け
と
は
、
口
で
言
え
ば
き
わ
め
て
簡
単
な
こ
と
で
、
す
な
わ
ち

ま
ず
こ
れ
を
消
費
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
各
個
人
が
無
用
の
ぜ
い
た
く
を
や
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め
る
と
い
う
事
た
だ
そ
れ
だ
け
の
事
で
あ
る
。
私
が
先
に
、
富
者
の
奢
侈
し
ゃ
し
廃

止
を
も
っ
て
貧
乏
退
治
の
第
一
策
と
し
た
の
は
、
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。

　
思
う
に
こ
の
ぜ
い
た
く
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
日
一
般
に
非
常
な

誤
解
が
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
巨
万
の
富
を
擁
す
る
富

豪
翁
が
、
自
分
の
娘
の
た
め
に
千
金
を
投
じ
て
帯
を
買
う
と
い
う
が
ご
と
き

は
、
無
論 

当  

然 

と
う
ぜ
ん

の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
の
た

め
に
自
分
ら
は
飢
え
て
い
る
貧
乏
人
の
子
供
の
口
か
ら
そ
の
食
物
を
奪
っ
て

い
る
な
ど
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
の
全
く
夢
想
だ
も
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
彼
ら
も
普
通
人
と
等
し
く
、
ま
た
普
通
人
以
上
に
人
情
に
あ
つ
い

善
人
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
自
分
の
娘
の
衣
装
の
た
め
に
千
金
を
費
や
す
と

い
う
が
ご
と
き
は
、
自
分
の
身
分
に
応
じ
無
論
当
然
の
こ
と
で
、
自
分
ら
が
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そ
う
い
う
事
に
金
を
使
え
ば
こ
そ
始
め
て
世
間
の
商
人
や
職
人
に
仕
事
も
あ

り
も
う
け
も
あ
っ
て
、
彼
ら
は
そ
の
お
か
げ
で
よ
う
や
く
そ
の
生
計
を
さ
さ

え
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
く
ら
い
に
考
え
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
こ
れ
は
全
く
誤
解
で
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
誤
解
の
た

め
に
ど
れ
だ
け
世
間
の
貧
乏
人
が
迷
惑
し
て
い
る
か
わ
か
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
と
い
う
に
、
今
日
一
方
に
は
い
ろ
い
ろ
な
ぜ
い
た
く
品
が
盛
ん
に
作

り
出
さ
れ
て
い
る
に
、
他
方
に
は
生
活
必
要
品
の
生
産
高
が
は
な
は
だ
し
く

不
足
し
て
い
て
、
そ
れ
が
た
め
に
多
数
の
人
間
は
肉
体
の
健
康
を
維
持
し
て

行
く
だ
け
の
物
さ
え
手
に
入
れ
難
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
す

で
に
中
編
に
て
述
べ
た
る
ご
と
く
、
ひ
っ
き
ょ
う
余
裕
の
あ
る
人
々
が
い
ろ

い
ろ
な
奢
侈
し
ゃ
し
ぜ
い
た
く
品
を
需
要
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
さ
し
当
た
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っ
て
事
の
表
面
を
見
る
な
ら
ば
、
商
人
が
い
ろ
い
ろ
な
奢
侈
ぜ
い
た
く
品
を

作
り
出
し
て
こ
れ
を
販
売
す
れ
ば
こ
そ
買
う
人
も
あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
本
末
転
倒
の
見
方
な
の
で
、
実
は
、
そ
う
い
う

奢
侈
ぜ
い
た
く
品
を
こ
し
ら
え
て
売
り
出
す
人
が
あ
る
か
ら
買
う
人
が
あ
る

の
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
物
を
こ
し
ら
え
て
売
り
出
す
と
買
う
人
が
あ
る
か

ら
、
そ
れ
で
商
売
人
の
方
で
は
そ
う
い
う
品
物
を
引
き
続
き
こ
し
ら
え
て
売

り
出
す
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
売
る
と
買
う
と
こ
の
両
者
の
間
に
は
互
い
に

因
果
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
生
産
者
の
責
任
の
こ
と
も
い
ず
れ
の
ち

に
説
く
つ
も
り
で
あ
る
が
、
し
か
し
い
ず
れ
が
根
本
的
か
と
い
え
ば
、
生
産

が
元
で
は
な
く
て
む
し
ろ
需
要
が
元
で
あ
る
。
も
し
だ
れ
も
買
い
手
が
な
か

っ
た
な
ら
ば
、
商
人
は
売
れ
も
せ
ぬ
物
を
引
き
続
き
こ
し
ら
え
て
い
た
ず
ら
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に
損
を
す
る
も
の
で
は
な
い
。
い
く
ら
で
も
売
れ
る
か
ら
、
次
第
に
勢
い
に

乗
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
奢
侈
ぜ
い
た
く
品
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

田
舎
い
な
か
に
い
て
米
を
作
る
べ
き
人
も
、
都
会
に
出
て
錦
に
し
きを
織
る
の
人
と
な
る
。

農
事
の
改
良
に
費
や
さ
る
べ
き
資
金
も
、
地
方
を
見
捨
て
て
都
会
に
い
で
、

待
合
の
建
築
費
な
ど
に
な
る
。
か
く
て
労
力
も
資
本
も
、
そ
の
大
半
は
奢
侈

ぜ
い
た
く
品
の
製
造
の
た
め
に
奪
い
取
ら
れ
て
、
生
活
必
要
品
の
生
産
は
不

足
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
月
十
三
日
）

　
　
　
　
　
　
　
十
二
の
二

　
考
え
て
み
る
と
、
今
日
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
仕
事
で
、
た
だ
資
金
が
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な
い
た
め
に
放
棄
さ
れ
て
い
る
仕
事
は
た
く
さ
ん
に
あ
る
。
手
近
な
例
を
取

っ
て
言
え
ば
、
農
事
の
改
良
の
た
め
に
も
企
つ
べ
き
仕
事
は
た
く
さ
ん
あ
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
資
本
が
な
い
、
借
ろ
う
と
思
え
ば
利
子
が
高
く
て
と
て

も
引
き
合
わ
ぬ
。
そ
う
い
う
こ
と
の
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
有
益
な
事
業
が
放

棄
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
余
裕
の
あ
る
人
々

が
、
奢
侈
し
ゃ
し
ぜ
い
た
く
の
た
め
に
投
じ
て
い
る
金
額
は
た
い
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
か
り
に
そ
れ
ら
の
人
々
が
、
も
し
い
っ
さ
い
の
奢
侈
ぜ
い
た
く
を

廃
止
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
そ
う
い
う
事
に
浪
費
さ
れ
て
い
た
金

は
皆
浮
い
て
出
て
、
そ
れ
が
こ
と
ご
と
く
資
本
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
か

ら
ま
た
、
そ
う
い
う
奢
侈
ぜ
い
た
く
品
を
製
造
す
る
事
業
の
た
め
に
吸
収
さ

れ
て
い
た
資
本
も
、
皆
浮
い
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
っ
て
来
れ
ば
、
い
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く
ら
資
本
の
欠
乏
を
訴
え
て
い
る
日
本
で
も
、
優
に
諸
般
の
事
業
を
経
営
す

る
に
足
る
だ
け
の
資
本
が
出
て
来
る
は
ず
で
あ
る
。
私
は
、
日
本
の
経
済
を

盛
ん
に
す
る
の
根
本
策
は
、
機
械
の
応
用
を
普
及
す
る
に
あ
り
と
い
う
事
を
、

年
来
の
持
論
に
し
て
い
る
が
、
実
は
そ
の
機
械
の
応
用
に
は
資
金
が
い
る
の

で
あ
る
。
機
械
の
応
用
の
有
益
に
し
て
必
要
な
る
こ
と
は
だ
れ
も
認
め
る
け

れ
ど
も
こ
れ
を
利
用
す
る
だ
け
の
資
本
に
乏
し
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
以
上

述
べ
き
た
り
た
る
が
ご
と
く
、
皆
が
奢
侈
ぜ
い
た
く
を
や
め
れ
ば
、
そ
の
入

用
な
資
本
も
す
ぐ
に
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
今
日
で
は
資
金
の
欠
乏
の
た
め

に
農
事
の
改
良
も
充
分
に
行
な
わ
れ
ぬ
と
い
う
け
れ
ど
も
、
す
で
に
資
本
が

豊
富
に
な
れ
ば
、
そ
の
農
事
の
改
良
な
ど
も
着
々
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
米
も
た
く
さ
ん
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
米
も
た
く
さ
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ん
で
き
れ
ば
お
の
ず
か
ら
米
価
も
下
落
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
他

の
生
活
必
要
品
も
す
べ
て
下
落
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
米
を
買
う
て
い
る
人

々
が
仕
合
わ
す
と
同
時
に
、
米
を
売
る
農
家
の
方
も
さ
ら
に
さ
し
つ
か
え
な

い
わ
け
で
あ
る
。
米
価
の
調
節
な
ど
と
い
っ
て
、
し
い
て
米
の
値
を
釣
り
上

げ
る
た
め
に
無
理
な
く
ふ
う
を
す
る
必
要
も
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
今
日
ド
イ
ツ
が
八
方
に
敵
を
受
け
て
年
を
経
て
容
易
に
屈
せ
ざ
る
は
何
が

た
め
で
あ
る
か
。
開
戦
当
時
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
は
半
年
も
た
た
ぬ
う
ち

に
飢
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
。
し
か
も
今
に
至
っ
て
な
お
容
易
に

屈
せ
ざ
る
は
、
す
で
に
述
べ
た
る
が
ご
と
く
、
驚
く
べ
き
組
織
の
力
に
よ
り
、

開
戦
以
来
、
上
下
こ
ぞ
っ
て
い
っ
さ
い
の
奢
侈
ぜ
い
た
く
を
中
止
し
た
か
ら

で
あ
る
。
た
と
え
ば
こ
れ
を
食
物
に
つ
い
て
い
え
ば
、
今
日
ド
イ
ツ
で
は
、
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パ
ン
や
肉
の
切
符
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
上
は
皇
室
宮
家
を
始
め
と
し
、

各
戸
と
も
口
数
に
応
じ
て
生
活
に
必
要
な
だ
け
の
切
符
を
配
布
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
万
事
こ
う
い
う
調
子
で
、
す
べ
て
消
費
の
方
面
は
こ
れ
を

必
要
の
程
度
に
と
ど
め
る
と
同
時
に
、
働
く
方
面
は
す
べ
て
の
人
が
お
の
お

の
そ
の
能
を
つ
く
す
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
容
易
に
屈
し
な

い
。
過
去
数
年
の
間
、
世
界
一
の
富
国
た
る
イ
ギ
リ
ス
が
、
今
で
は
参
百
億

円
以
上
に
達
す
る
大
金
を
費
や
し
て
攻
め
掛
け
て
い
る
け
れ
ど
も
、
と
に
か

く
今
日
ま
で
は
よ
く
こ
れ
に
対
抗
し
得
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
見
て

も
、
皆
が
平
生
の
奢
侈
ぜ
い
た
く
を
す
べ
て
廃
止
し
た
な
ら
ば
、
い
か
に
そ

こ
に
多
く
の
余
裕
を
生
じ
、
い
か
に
大
き
な
仕
事
を
成
し
得
ら
る
る
か
が
わ

か
る
。
私
は
日
本
の
ご
と
き
立
ち
遅
れ
た
国
は
、
ド
イ
ツ
が
戦
時
に
な
っ
て
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や
っ
て
い
る
こ
と
を
、
平
生
か
ら
一
生
懸
命
に
な
っ
て
や
っ
て
行
か
ね
ば
、

到
底
国
は
保
て
ぬ
と
憂
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
奢
侈
ぜ
い
た
く
を
お
さ
ゆ
る
こ
と
は
政
治
上
制
度
の
力
で
も
あ
る
程
度
ま

で
は
で
き
る
。
し
か
し
国
民
全
体
が
そ
の
気
持
ち
に
な
ら
ぬ
以
上
、
外
部
か

ら
の
強
制
に
は
お
の
ず
か
ら
一
定
の
限
度
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
徳
川
時

代
の 

禁 

奢 

令 

き
ん
し
ゃ
れ
い
の
効
果
を
顧
み
て
も
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
私
は

制
度
の
力
に
訴
う
る
よ
り
も
、
ま
ず
こ
れ
を
個
人
の
自
制
に
ま
た
ん
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
縷る
る々

数
十
回
、
今
に
至
る
ま
で
こ
の
物
語
を
続
け
て
来
た
の

も
、
実
は
世
の
富
豪
に
訴
え
て
、
い
く
ぶ
ん
な
り
と
も
そ
の
自
制
を
請
わ
ん

と
欲
せ
し
こ
と
が
、
著
者
の
最
初
か
ら
の
目
的
の
一
で
あ
る
。
貧
乏
物
語
は

貧
乏
人
に
読
ん
で
も
ら
う
よ
り
も
、
実
は
金
持
ち
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
の
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で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
月
十
四
日
）

　
　
　
　
　
　
　
十
二
の
三

　
さ
て
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
な
ら
ば
、
私
は
ぜ
い
た
く
と
必
要
と
の
区
別

に
つ
き
誤
解
な
き
よ
う
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
元
来
今
日
ま
で
行
な

わ
れ
て
来
た
奢
侈
し
ゃ
し
ま
た
は
ぜ
い
た
く
と
い
う
観
念
に
は
、
私
の
賛
成
し
か
ね

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
け
だ
し
従
来
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
ぜ
い
た
く
と
し
か
ら

ざ
る
も
の
と
の
区
別
は
、
も
っ
ぱ
ら
各
個
人
の
所
得
の
大
小
を
標
準
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
巨
万
の
富
を
擁
す
る
者
が
一
夕
の
宴
会
に
数
百
円

を
投
ず
る
が
ご
と
き
は
、
そ
の
人
の
財
産
、
そ
の
人
の
地
位
か
ら
考
え
て
相
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当
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
決
し
て
ぜ
い
た
く
と
は

言
わ
れ
な
い
が
、
し
か
し
百
姓
が
米
の
飯
を
食
っ
た
り
肴
さ
か
なを
食
っ
た
り
す
る

の
は
、
そ
の
収
入
に
比
較
し
て
過
分
の
出
費
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
人
た
ち
に

と
っ
て
は
た
し
か
に
ぜ
い
た
く
で
あ
る
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
説
明
し
て
来
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
私
が
こ
こ
に
必
要
と
い
い
ぜ
い
た
く
と
い
う
は
、
か
く

の
ご
と
く
個
人
の
所
得
ま
た
は
財
産
を
標
準
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
私
は

た
だ
そ
の
事
が
、
人
間
と
し
て
の
理
想
的
生
活
を
営
む
が
た
め
必
要
な
る
や

否
や
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
区
別
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
何
を
も
っ
て
人
間
と
し
て
の
理
想
的
生
活
と
な
す
や
に
つ
い
て
は
、

人
の
見
る
と
こ
ろ
必
ず
し
も
同
じ
く
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
て
今
私
は
、
自

分
の
本
職
と
す
る
経
済
学
の
範
囲
外
に
横
た
わ
る
こ
の
問
題
に
つ
き
、
自
分
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の
一
家
見
を
主
張
し
て
こ
れ
を
読
者
に
し
う
る
つ
も
り
で
は
毛
頭
な
い
け
れ

ど
も
、
た
だ
議
論
を
進
む
る
便
宜
の
た
め
に
し
ば
ら
く
卑
懐
を
伸
ぶ
る
こ
と

を
許
さ
る
る
な
ら
ば
、
私
は
す
な
わ
ち
言
う
。
人
間
と
し
て
の
理
想
的
生
活

と
は
、
こ
れ
を
分
析
し
て
言
わ
ば
わ
れ
わ
れ
が
自
分
の
肉
体
的
生
活
、
知メ
能ン

 

的 

生 

活 

タ
ル
ラ
イ
フ

及
び
道
徳
的
生
活

モ
ー
ラ
ル
ラ
イ
フ
の
向
上
発
展
を
計
り
　
　
換
言
す
れ
ば
、
わ
れ

わ
れ
自
身
が
そ
の
肉
体
、
そ
の 

知  

能 

マ
イ
ン
ド

及
び
そ
の  

霊    

魂  

ス
ピ
リ
ッ
ト

の
健
康
を
維
持

し
そ
の
発
育
を
助
長
し
　
　
進
ん
で
は
自
分
以
外
の
他
の
人
々
の
肉
体
的
生

活
、
知
能
的
生
活
及
び
道
徳
的
生
活
の
向
上
発
展
を
計
る
が
た
め
の
生
活
が

す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
を
ば
教
育
勅
語
中
に
あ
る
こ
と
ば
を

拝
借
し
て
申
さ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
肉
体
の
健
康
を
維
持
し
、
「
知
能
ち
の
う
を

啓
発
し
、
徳
器
を
成
就
し
」
、
進
ん
で
は
「
公
益
を
弘ひろ
め
、
世
務
を
開
く
」
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た
め
の
生
活
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
理
想
的
生
活
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
否
、
私
は
誤
解
を
避
く
る
た
め
に
か
り
に
問
題
を
分
析
し
て
肉
体
と

知
能
と
霊
魂
と
を
列
挙
し
た
け
れ
ど
も
、
本
来
よ
り
言
わ
ば
、
肉
は
霊
の
た

め
に
存
し
、
知
も
ま
た
ひ
っ
き
ょ
う
は
徳
の
た
め
に
存
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
が

ゆ
え
に
、
人
間
生
活
上
に
お
け
る
い
っ
さ
い
の
経
営
は
、
窮
極
そ
の
道
徳
的

生
活
の
向
上
を
お
い
て
他
に
目
的
は
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
れ
を
儒
教
的
に
言

わ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
本
具
の
明
徳
を
明
ら
か
に
し
て
民
を
親
し
み
至
善

に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
を
禅
宗
的
に
言
わ
ば 

見   

性   

成   

仏  

け
ん
し
ょ
う
じ
ょ
う
ぶ
つ

と

い
う
こ
と
、
こ
れ
を
真
宗
的
に
言
わ
ば
、
お
の
れ
を
仏
に
任
せ
切
る
と
い
う

こ
と
、
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
的
に
言
わ
ば
、
神
と
と
も
に
生
く
と
い
う
こ
と
、

こ
れ
を
お
い
て
他
に
人
生
の
目
的
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
て
こ
の
目
的
に
向
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か
っ
て
努
力
精
進
す
る
の
生
活
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
理
想
的
生

活
で
あ
っ
て
、
ま
た
そ
の
目
的
の
た
め
に
役
立
つ
い
っ
さ
い
の
消
費
は
す
な

わ
ち
必
要
費
で
あ
り
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
直
接
に
も
ま
た
間
接
に
も
な
ん

ら
役
立
た
ざ
る
消
費
は
こ
と
ご
と
く
ぜ
い
た
く
で
あ
る
。

　
私
の
い
う
と
こ
ろ
の
必
要
及
び
ぜ
い
た
く
は
か
く
の
ご
と
き
意
味
の
も
の

で
あ
っ
て
、
毫ごう
も
個
人
の
財
産
ま
た
は
所
得
の
い
か
ん
を
顧
み
ざ
る
も
の
で

あ
る
。
思
う
に
今
の
世
の
中
に
は
、
か
く
の
ご
と
き
意
味
の
必
要
費
を
支
弁

す
る
に
足
る
だ
け
の
財
産
な
り
所
得
な
り
の
な
い
も
の
は
た
く
さ
ん
に
あ
る
。

た
と
え
ば
非
常
な
俊
才
で
今
少
し
学
問
さ
せ
た
な
ら
ば
、
他
日
立
派
に
国
家

有
用
の
材
と
な
り
う
る
と
い
う
青
年
で
も
、
も
し
不
幸
に
し
て
貧
乏
人
の
子

に
生
ま
れ
て
来
た
な
ら
ば
、
到
底
充
分
に
学
問
す
る
だ
け
の
資
力
は
あ
る
ま
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い
。
そ
れ
を
し
い
て
学
問
す
る
と
い
う
の
は
従
来
の
考
え
か
ら
い
う
と
、
そ

れ
は
過
分
の
ぜ
い
た
く
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
そ
れ
を
必
要
だ

と
見
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
百
万
長
者
が
一
夜
の
歓
楽
に
千
金
を
投

ず
る
が
ご
と
き
は
、
た
と
い
そ
の
人
の
経
済
か
ら
い
え
ば
、
蚤のみ
が
刺
し
た
く

ら
い
の
こ
と
で
、
ほ
ん
の
は
し
た
金がね
を
使
っ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ

て
も
、
も
し
か
く
の
ご
と
く
に
し
て
一
夜
の
歓
楽
を
む
さ
ぼ
る
と
い
う
こ
と

が
、
た
だ
に
そ
の
人
の
健
康
に
益
な
き
の
み
な
ら
ず
、
か
え
っ
て
そ
の
人
の

徳
性
を
害
す
る
と
い
う
だ
け
の
事
で
あ
れ
ば
、
私
は
そ
れ
を
真
に
ぜ
い
た
く

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
月
十
八
日
）

　
　
　
　
　
　
　
十
二
の
四
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私
が
ぜ
い
た
く
を
排
斥
す
る
の
は
以
上
の
ご
と
き
趣
意
で
あ
る
。
も
し
こ

れ
を
誤
解
し
て
い
っ
さ
い
物
質
的
生
活
の
向
上
を
否
認
す
る
も
の
と
せ
ら
る

る
な
ら
ば
、
著
者
の
は
な
は
だ
迷
惑
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
食
物

に
し
て
も
、
壮
年
の
労
働
者
に
は
一
日
約
三
千
五
百
カ
ロ
リ
ー
の
営
養
価
を

有
す
る
食
物
を
摂
取
す
る
こ
と
が
そ
の
健
康
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
だ
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
て
日
本
の
労
働
者
は
現
に
そ
れ
だ
け
の
食
物
を
摂
取

し
て
お
ら
ぬ
と
す
る
な
ら
ば
、
私
は
彼
ら
の
食
物
に
つ
き
す
み
や
か
に
そ
の

品
質
を
改
良
し
そ
の
分
量
を
増
加
せ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
者
で
あ
る
。
き
の

う
ま
で
ま
ず
い
物
を
少
し
ば
か
り
食
べ
て
い
た
も
の
が
、
き
ょ
う
か
ら
に
わ

か
に
う
ま
い
物
を
腹
一
杯
に
食
べ
る
こ
と
に
し
た
か
ら
と
て
、
も
し
そ
の
事
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が
彼
ら
の
健
康
を
維
持
し
増
進
す
る
に
必
要
で
あ
れ
ば
、
私
は
決
し
て
こ
れ

を
ぜ
い
た
く
だ
と
い
わ
ぬ
の
で
あ
る
。
た
だ
古
人
も
一
日
為な
さ
ざ
れ
ば
一
日

食
わ
ず
と
言
っ
た
よ
う
に
、
無
益
に
天
下
の
食
物
を
消
費
す
る
こ
と
を
名
づ

け
て
ぜ
い
た
く
と
い
い
、
い
っ
さ
い
を
排
斥
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
こ
の
趣
意
に
従
う
て
、
た
と
え
ば
自
動
車
に
乗
る
が
ご
と
き
こ
と
を

も
、
こ
れ
を
ぜ
い
た
く
と
し
て
一
概
に
排
斥
せ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
の
人
の
職
業
な
い
し
事
業
の
性
質
に
よ
っ
て
は
、
終
日
東
西
に
奔
走
す
る

の
必
要
あ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
も
し
自
動
車
の
利
用
が
、
そ
の

人
の
時
間
を
節
約
し
、
天
下
の
た
め
に
よ
り
多
く
の
仕
事
を
な
し
う
る
ゆ
え

ん
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
動
車
に
乗
る
も
ま
た
必
要
で
あ
っ
て
ぜ
い
た
く

で
は
な
い
。
た
だ
私
は
な
ん
ら
な
す
な
き
遊
冶
ゆ
う
や 
郎  
輩 
ろ
う
は
い

が
、
惜
し
く
も
な
い
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時
間
を
つ
ぶ
す
が
た
め
に
、
妓ぎ
を
擁
し
て
自
動
車
を
走
ら
せ
、
み
だ
り
に
散

歩
の
詩
人
を
驚
か
す
が
ご
と
き
を
も
っ
て
、
真
に
無
用
の
ぜ
い
た
く
と
な
す

の
で
あ
る
。

　
ま
た
た
と
え
ば
学
校
の
講
堂
に
し
て
も
、
も
し
教
育
の
効
果
を
あ
ぐ
る
が

た
め
に
真
に
必
要
だ
と
い
う
な
ら
ば
、
た
だ
雨
露
を
し
の
ぐ
に
足
る
ば
か
り

で
な
く
、
相
応
に
広
大
な
建
物
を
造
っ
て
い
っ
こ
う
さ
し
つ
か
え
な
い
事
だ

と
思
う
。
簡
易
生
活
を
尊
べ
る
禅
僧
輩
が
往
々
に
し
て
広
壮
な
る
仏
殿
を
経

営
す
る
が
ご
と
き
も
、
同
じ
よ
う
な
る
趣
旨
に
い
ず
る
も
の
と
せ
ば
、
あ
え

て
と
が
む
る
に
足
ら
ぬ
事
で
あ
る
。

　
元
来
わ
れ
わ
れ
は
全
力
を
あ
げ
て
世
の
た
め
に
働
く
を
理
想
と
す
べ
き
で

あ
る
。
さ
れ
ば
こ
の
五
尺
の
か
ら
だ
に
し
て
も
、
実
は
自
分
の
私
有
物
で
は
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な
い
、
天
下
の
公
器
で
あ
る
。
な
る
べ
く
こ
れ
を
た
い
せ
つ
に
し
て
長
く
役

に
立
つ
よ
う
に
す
る
と
い
う
事
は
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
義
務
で
あ
る
。
だ

か
ら
遊
ぶ
の
も
御
奉
公
の
一
つ
で
、
時
に
よ
っ
て
は
こ
の
か
ら
だ
に
も
楽
を

さ
せ
ぜ
い
た
く
を
さ
せ
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
そ
れ
は
私
の
い
わ
ゆ

る
ぜ
い
た
く
な
る
も
の
で
は
な
い
、
必
要
で
あ
る
。
遊
ぶ
の
で
は
な
く
て
お

勤
め
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
私
の
い
う
ぜ
い
た
く
と
必
要
と
の
区
別
は
ほ
ぼ
以
上
の
ご
と
き
も
の
で
あ

る
。
し
て
み
る
と
、
貧
乏
人
は
初
め
か
ら
さ
し
て
ぜ
い
た
く
を
す
る
余
裕
を

も
た
ぬ
者
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
私
は
、
倹
約
論
は
貧
乏
人
に
向
か
っ
て
説
く

べ
き
も
の
で
は
な
く
　
　
少
な
く
と
も
貧
乏
人
に
向
か
っ
て
の﹅
み﹅
説
く
べ
き

も
の
で
は
な
く
て
、
主
と
し
て
金
持
ち
に
向
か
っ
て
説
く
べ
き
も
の
だ
と
信
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じ
て
い
る
。
貧
乏
人
は
そ
れ
で
な
く
と
も
生
活
の
必
要
品
が
不
足
し
て
、
肉

体
や
精
神
の
健
康
を
害
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
う
え
へ
た
に
倹
約
を
勧
め
る

と
、
全
く
し
か
た
の
な
い
も
の
に
な
る
。
さ
れ
ば
私
が
ぜ
い
た
く
を
も
っ
て

貧
乏
の
原
因
で
あ
る
と
言
う
の
も
、
ぜ
い
た
く
を
す
る
者
は
や
が
て
貧
乏
に

な
る
ぞ
と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
富
裕
な
人
々
が
ぜ
い
た
く
を
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
他
の
多
数
の
人
々
を
し
て
そ
の
貧
乏
な
る
状
態
を
脱
す
る
こ

と
あ
た
わ
ざ
ら
し
む
る
原
因
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
言

っ
て
も
、
私
の
勤
倹
論
は
従
来
の
勤
倹
論
と
そ
の
見
地
を
異
に
し
て
い
る
。

従
来
の
勤
倹
論
は
自
分
が
貧
乏
に
な
ら
ぬ
た
め
に
勤
倹
し
ろ
と
言
う
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
動
機
は
利
己
的
で
あ
る
が
、
私
の
勤
倹
論
は
他
人
の
害
に
な
る

か
ら
ぜ
い
た
く
を
す
る
な
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
動
機
は
利
他
的
で
あ
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る
。

　 
蓮  
如  

上  

人 
れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん 

御 

一 

代 

ご
い
ち
だ
い 

聞  

書 

き
き
が
き

に
い
う
「
御
膳
お
ぜ
ん
を
御
覧
じ
て
も
人
の
食

わ
ぬ
飯
を
食
う
よ
と
お
ぼ
し
め
さ
れ
候
そ
う
ろ
うと
仰
せ
ら
れ
候
」
と
。
思
う
に
こ
の

一
句
、
こ
れ
を
各
戸
の
食
堂
の
壁
に
題
す
る
こ
と
を
得
ば
、
恐
ら
く
天
下
無

用
の
費つい
え
を
節
す
る
少
な
か
ら
ざ
る
べ
し
。
　
　
　
（
十
二
月
十
九
日
）

　
　
　
　
　
　
　
十
二
の
五

　
私
の
倹
約
論
は
主
と
し
て
金
持
ち
に
聞
い
て
も
ら
い
た
い
の
だ
と
言
っ
た

が
、
し
か
し
私
の
い
う
意
味
の
ぜ
い
た
く
は
、
多
少
の
差
こ
そ
あ
れ
、
金
持

ち
も
貧
乏
人
も
皆
そ
れ
相
応
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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徳  

川  

光  

圀 
と
く
が
わ
み
つ
く
に

卿
き
ょ
うが
常
に
紙
を
惜
し
み
た
ま
い
、
外
よ
り
来
る 

書  

柬 

し
ょ
か
ん

の

裏
紙
長
短
の
か
ま
い
な
く
つ
が
せ
ら
れ
、
詩
歌
の
稿
に
は
反ほ
古ご
の
裏
を
用
い

た
ま
い
た
る
事
は
よ
く
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
に
水
戸
の  

彰  

考  

し
ょ
う
こ
う
か

館  ん
に
蔵
す
る
大
日
本
史
の
草
稿
は
や
は
り
反ほ
古ご
を
用
い
あ
る
由
、
か
つ
て

実
見
せ
し
友
人
の
親
し
く
余
に
物
語
り
し
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
蓮
如
上
人
御
一
代
聞
書
を
見
る
と
、
「
蓮
如
上
人
御
廊
下
を
御
通
り

候
う
て
、
紙
切
れ
の
落
ち
て
候
い
つ
る
を
御
覧
ぜ
ら
れ
、  

仏  

法  

領  

ぶ
っ
ぽ
う
り
ょ
う

の
物

を
あ
だ
に
す
る
か
や
と
仰
せ
ら
れ
、
両
の
御
手
に
て
御
い
た
だ
き
候
と
し
か

じ
か
、
総
じ
て
紙
の
切
れ
な
ん
ど
の
よ
う
な
る
物
を
も
、 

仏  

物 

ぶ
つ
も
つ

と
お
ぼ
し

め
し
御
用
い
候
え
ば
あ
だ
に
御ご
沙さ
汰た
な
く
候
う
の
由
、
前
々
住
上
人
御
物
語

候
い
き
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
紙
切
れ
一
片
で
も
む
だ
に
は
使
わ
ぬ
と
い
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う
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
平
生
貧
乏
を
か
こ
ち
つ
つ
あ
る
わ
れ
わ
れ
も
相
応
に

ぜ
い
た
く
を
し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
峨
山
が
ざ
ん
禅
師
言
行
録
に
い
う
「
侍
者
師
の
室
前
な
る
水
盤
の
水
を
替
え
け
る

に
、
師
は
そ
の
そ
ば
に
あ
り
て
打
ち
見
や
り
た
ま
い
し
が
、
お
も
む
ろ
に
口

を
開
き
、
な
ん
じ
も
侍
者
と
な
り
て
半
年
も
た
つ
か
ら
、
も
う
気
が
つ
く
だ

ろ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
言
っ
て
お
か
ぬ
と
生
涯
知
ら
ず
に
過
ご
す
。
物
は

な
ァ
、
大
は
大
、
小
は
小
と
、
そ
れ
ぞ
れ
生
か
し
て
使
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
水

を
替
え
る
時
は
元
の
水
を
そ
こ
ら
の
庭
木
に
か
け
て
や
る
の
さ
。
そ
れ
で
木

も
喜
ぶ
、
水
も
生
き
た
と
い
う
も
の
だ
。
因
地
の
修
行
を
す
る
も
の
は
、
こ

こ
ら
が
用
心
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
。
ま
た
洗
面
の
水
な
ど
も
、
ざ
っ
と
捨
て
ず

に
使
う
た
あ
ま
り
は
竹
縁
に
流
し
て
洗
う
の
だ
…
…
。
う
む
水
一
滴
も
そ
れ
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で
死
に
は
せ
ぬ
、
皆
生
き
て
働
い
た
と
い
う
も
の
だ
。
陰
徳
陰
徳
と
古
人
が

た
が
や
か
ま
し
く
言
う
の
も
ほ
か
で
は
な
い
ぞ
」
。
水
一
滴
も
む
だ
に
し
て

は
な
ら
ぬ
と
い
う 

這  

般 

し
ゃ
は
ん

の
消
息
に
な
る
と
、
も
は
や
経
済
論
の
外
に
出
た

話
で
、
本
来
は
こ
の
物
語
の
中
に
採
録
す
べ
き
記
事
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、

私
は
事
の
つ
い
で
に
峨
山
が
ざ
ん 

和  

尚 

お
し
ょ
う

の
お
師
匠
に
当
た
る
滴
水
和
尚
の
逸
話
を

も
こ
こ
に
簡
単
に
し
る
し
て
お
こ
う
と
思
う
。

　
滴
水
和
尚
か
つ
て 

曹 
源 
寺 

そ
う
げ
ん
じ

の
儀
山
ぎ
ざ
ん
禅
師
に
師
事
さ
れ
い
た
る
こ
ろ
の
こ

と
で
あ
る
。
あ
る
日
禅
師
風ふ
呂ろ
に
は
い
ら
れ
る
と
、
熱
す
ぎ
る
の
で
、
滴
水

和
尚
を
呼
ん
で
水
を
運
ぶ
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
和
尚
は
何
心
な
く

そ
こ
に
あ
っ
た
手
お
け
を
取
っ
て
、
そ
の
底
に
わ
ず
か
に
残
っ
て
い
た
一
す

く
い
の
水
を
投
げ
捨
て
て
立
ち
去
ろ
う
と
せ
ら
る
る
と
、 

浴  

槽 

よ
く
そ
う

に
浸
り
お
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ら
れ
た
る
儀
山
禅
師
、
そ
の
刹
那
せ
つ
な
に 

大  

喝 

だ
い
か
つ

一
声
、
ば
か
ッ
と
ど
な
ら
れ
た
。

和
尚
こ
の
一
喝
の
下
に
始
め
て
大
い
に
感
悟
す
る
と
こ
ろ
あ
り
、
す
な
わ
ち

改
め
て
滴
水
と
号
し
、
爾
来
じ
ら
い
斯
道
し
ど
う
に
刻
意
す
る
こ
と
久
し
く
、
い
よ
い
よ
ま

す
ま
す
一
滴
水
の
深
味
を
体
得
す
。
和
尚
後
年
、 

生  

死 

し
ょ
う
じ 

代  

謝 

た
い
し
ゃ

の
際
に
臨

み
て
一
偈
い
ち
げ
を
賦
す
る
に
当
た
り
、
偈
中
に
「  

曹    

源  

そ
う
げ
ん
の

一 

滴  

水 

て
き
す
い

、
一     

い
っ
し
ょ

生     

用    

不    

尽  

う
も
ち
う
れ
ど
も
つ
き
ず

」
の
一
句
を
の
こ
さ
れ
た
の
も
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
と

い
う
。

　
話
が
自
然
に
横
道
に
そ
れ
た
き
ら
い
が
あ
る
が
、
し
か
し
私
が
こ
こ
に
こ

れ
ら
の
話
を
引
き
合
い
に
出
し
て
き
た
の
は
ほ
か
で
も
な
い
、 

裏  

棚 

う
ら
だ
な

に
住

ま
う
労
働
者
で
も
水
道
の
水
な
ど
は
ず
い
ぶ
ん
む
だ
に
浪
費
し
う
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
も
や
は
り
一
種
の
ぜ
い
た
く
だ
と
い
う
こ
と
を
、
読
者
に
考
え
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て
い
た
だ
き
た
い
た
め
の
み
で
あ
る
。
私
は
今
一
々
そ
の
場
合
を
例
示
せ
ぬ

け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
多
数
の
読
者
は
、
「
私
の
い
う
意
味
の
ぜ
い
た
く
は
、

多
少
の
差
こ
そ
あ
れ
、
金
持
ち
も
貧
乏
人
も
皆
そ
れ
相
応
に
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
」
と
い
う
私
の
先
の
断
案
を
ば
、
否
認
せ
ら
る
る
事
は
あ
る
ま
い
と

思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
月
二
十
日
）

　
　
　
　
　
　
　
十
二
の
六

　
私
は
議
論
を
公
平
に
す
る
た
め
に
、
も
し
話
を
厳
密
に
す
れ
ば
、
貧
乏
人

と
い
え
ど
も
む
だ
に
物
を
費
や
し
て
い
る
場
合
は
あ
る
と
い
う
事
を
述
べ
た
。

し
か
し
ど
う
せ
余
裕
の
な
い
彼
ら
の
事
で
あ
る
か
ら
、
む
だ
を
し
た
と
て
貧
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乏
人
の
は
知
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
再
び
金
持
ち
の
方
に
向
い
て
、

　
　
あ
ま
り
く
ど
い
の
で
読
ん
で
く
だ
さ
る
か
た
も
あ
る
ま
い
が
　
　
今
少

し
倹
約
の
話
を
続
け
る
。

　
昔
孔
子
は
富
と
貴
た
っ
と
きと
は
人
の
欲
す
る
と
こ
ろ
な
り
と
言
わ
れ
た
が
、
黄
金

万
能
の
今
日
の
時
勢
で
は
、
富
者
す
な
わ
ち
貴
人
で
あ
る
。
さ
れ
ば
人
の
欲

す
る
と
こ
ろ
の
も
の
試
み
に
二
個
条
を
あ
げ
よ
と
求
め
ら
る
る
な
ら
ば
、
今

の
世
の
中
で
は
、
む
し
ろ
富
に
加
う
る
に
健
康
を
も
っ
て
す
る
が
適
当
で
あ

る
。
英
米
両
国
に
て
は
富
の
こ
と
を W

ealth 

と
言
い
、
健
康
の
こ
と
を H

e

alth 

と
言
う
が
、
げ
に
こ
の
Ｗ
と
Ｈ
の
つ
い
た
二
個
の ealth 

こ
そ
万
人
の

欲
望
の
集
中
点
で
、
だ
れ
も
彼
も
金
持
ち
に
な
っ
て
長
生
き
を
し
た
い
と
思

い
煩
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
普
通
の
人
は
、
身
代
は
太
る
ほ
ど
よ
く
、
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身
体
も
肥ふと
る
ほ
ど
よ
い
よ
う
に
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
は
大
き

な
間
違
い
で
、
財
産
で
も
か
ら
だ
で
も
あ
ま
り
太
り
過
ぎ
て
は
ど
う
せ
ろ
く

な
事
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
貧
乏
な
上
に
恐
ろ
し
く
や
せ
て
い
る
私
が
こ
ん
な
事
を
い
う
と
、
そ
れ
こ

そ
ほ
ん
と
う
の
や
せ
が
ま
ん
と
い
う
も
の
だ
と
笑
わ
る
る
か
た
も
あ
ろ
う
が
、

も
し
そ
う
言
わ
る
る
な
ら
ば
、
し
か
た
が
な
い
か
ら
め
ん
ど
う
で
も
統
計
表

を
掲
げ
て
、
私
の
議
論
の
証
拠
に
す
る
。
ま
ず
次
に
掲
ぐ
る
と
こ
ろ
の
も
の

は
、
四
十
三
の
米
国
生
命
保
険
会
社
が
一
八
八
五
年
よ
り
一
九
〇
八
年
に
わ

た
る
の
間
、
総
人
員
十
八
万
六
千
五
百
七
十
九
人
に
つ
い
て
調
べ
た
結
果
で
、

平
均
以
上
の
体
重
を
有
す
る
も
の
の
死
亡
率
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
が
＊
、

こ
れ
に
よ
っ
て
見
る
と
、
太
っ
た
人
の
成
績
は
思
い
の
ほ
か
よ
く
な
い
の
で
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あ
る
。

　
＊
　Fisher, H

ow
 to Live, 1915, p. 213.

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
齢
　
二
〇
　
二
四
　
二
五
　

　
　
二
九
　
三
〇
　
三
四
　
三
五
　
三
九
　
四
〇
　
四
四
　
四
五
　
四
九
　

　
　
五
〇
　
五
六
　
五
七
　
六
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
％
　
　
　
　

　
　
　
％
　
　
　
　
　
％
　
　
　
　
　
％
　
　
　
　
　
％
　
　
　
　
　
％
　

　
　
　
　
　
　
％
　
　
　
　
　
％

　
　
五
な
い
し
十
ポ
ン
ド
過
重
┌
平
均
以
下
の
死
亡
率
　
　
　
四
　
　
　
　

　
　
　
七
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
〇
　
　
　
　
　
六
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└
平
均
以
上
の
死
亡
率
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　

　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
二
　
　

　
　
十
五
な
い
し
二
十
ポ
ン
ド
┌
平
均
以
下
の
死
亡
率
　
　
　
四
　
　
　
　

　
　
一
〇
　
　
　
　
一
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
過
重
　
　
　
　
　
　
　
　
└
平
均
以
上
の
死
亡
率
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
一
〇
　
　
　
　
　
九
　

　
　
　
　
　
二
一
　
　
　
　
二
五
　
　

　
　
二
十
五
な
い
し
四
十
五
ポ
┌
平
均
以
下
の
死
亡
率
　
　
　
　
　
　
　
　

319



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ン
ド
過
重
　
　
　
　
　
　
└
平
均
以
上
の
死
亡
率
　
　
　
一
　
　
　
　

　
　
一
二
　
　
　
　
一
九
　
　
　
　
三
一
　
　
　
　
四
〇
　
　
　
　
三
一
　

　
　
　
　
　
二
四
　
　
　
　
一
二
　
　

　
　
五
十
な
い
し
八
十
ポ
ン
ド
┌
平
均
以
下
の
死
亡
率
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
過
重
　
　
　
　
　
　
　
　
└
平
均
以
上
の
死
亡
率
　
　
　
三
　
　
　
　

　
　
一
七
　
　
　
　
三
四
　
　
　
　
五
五
　
　
　
　
七
五
　
　
　
　
五
一
　

　
　
　
　
　
四
九
　
　
　
　
三
八
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右
の
表
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
平
均
よ
り
少
し
で
も
肥
え
て
い
る
者
は
、
四

十
五
歳
以
上
は
例
外
な
く
、
並
み
の
人
に
比
べ
て
す
べ
て
死
亡
率
が
多
い
の

で
あ
る
が
、
こ
と
に
平
均
よ
り
二
十
五
ポ
ン
ド
（
一
ポ
ン
ド
は
約
百
二
十
匁
）

以
上
太
っ
て
い
る
者
に
な
る
と
、
二
十
歳
以
上
こ
と
ご
と
く
死
亡
率
が
多
い

こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
た
と
え
ば
平
均
体
重
よ
り
五
十
ポ
ン
ド
以
上
太

っ
て
い
る
者
な
ど
は
四
十
歳
よ
り
四
十
四
歳
の
間
に
お
い
て
そ
の
死
亡
者
数

は
平
均
数
を
超
過
す
る
こ
と
百
人
に
つ
き
七
十
五
人
の
多
数
に
上
り
つ
つ
あ

る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
比
ぶ
れ
ば
、
や
せ
過
ぎ
て
い
る
者
の
ほ
う
が
む
し
ろ
は
る
か
に
安

全
で
あ
る
。
試
み
に
次
に
掲
ぐ
る
一
表
を
吟
味
せ
よ
。
こ
は
前
と
同
じ
会
社
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が
同
じ
期
間
に
、
総
人
員
五
十
三
万
百
八
人
に
つ
い
て
調
べ
た
結
果
で
、
こ

の
方
は
平
均
以
下
の
体
重
を
有
す
る
者
の
死
亡
率
を
現
わ
す
も
の
で
あ
る
が

＊
、
そ
の
成
績
は
太
り
過
ぎ
た
者
よ
り
も
は
る
か
に
よ
い
の
で
あ
る
。

　
＊
　Fisher, Ibid., p. 219.

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
齢
　
二
〇
　
二
四
　
二
五
　

　
　
二
九
　
三
〇
　
三
四
　
三
五
　
三
九
　
四
〇
　
四
四
　
四
五
　
四
九
　

　
　
五
〇
　
五
六
　
五
七
　
六
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
％
　
　
　
　

　
　
　
％
　
　
　
　
　
％
　
　
　
　
　
％
　
　
　
　
　
％
　
　
　
　
　
％
　

　
　
　
　
　
　
％
　
　
　
　
　
％
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五
な
い
し
十
ポ
ン
ド
過
少
┌
平
均
以
下
の
死
亡
率
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
　
　
一
五
　
　
　
　
　
三
　

　
　
　
　
　
一
〇
　
　
　
　
　
七
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
└
平
均
以
上
の
死
亡
率
　
　
　
七
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
十
五
な
い
し
二
十
ポ
ン
ド
┌
平
均
以
下
の
死
亡
率
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
　
　
　
　
　
一
　

　
　
　
　
　
　
八
　
　
　
　
一
八
　
　

　
　
過
少
　
　
　
　
　
　
　
　
└
平
均
以
上
の
死
亡
率
　
　
一
五
　
　
　
　

　
　
　
八
　
　
　
　
　
〇
　
　
　
　
　
三
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二
十
五
な
い
し
四
十
五
ポ
┌
平
均
以
下
の
死
亡
率
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
　
　
一
一
　

　
　
　
　
　
　
九
　
　
　
　
一
九
　
　

　
　
ン
ド
過
少
　
　
　
　
　
　
└
平
均
以
上
の
死
亡
率
　
　
三
四
　
　
　
　

　
　
一
六
　
　
　
　
　
八
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
右
の
表
に
よ
り
て
見
れ
ば
、
最
も
や
せ
た
人
す
な
わ
ち
平
均
よ
り
二
十
五

ポ
ン
ド
な
い
し
四
十
五
ポ
ン
ド
も
体
重
の
少
な
い
者
に
あ
っ
て
も
、
三
十
代

を
越
し
て
四
十
歳
以
上
に
な
る
と
す
べ
て
平
均
よ
り
も
死
亡
率
が
少
な
く
な
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る
の
で
あ
る
。

　
表
を
掲
げ
た
つ
い
で
に
す
ぐ
引
き
続
い
て
述
べ
た
い
事
が
あ
る
が
、
余
白

が
な
く
な
っ
た
か
ら
残
り
は
明
日
に
回
す
。
　
　
（
十
二
月
二
十
一
日
）

　
　
　
　
　
　
　
十
二
の
六

　
だ
れ
も
長
生
き
が
し
た
い
が
た
め
に
、
肥
ゆ
れ
ば
喜
び
や
す
れ
ば
悲
し
む

け
れ
ど
も
、
前
回
に
証
明
し
た
る
ご
と
く
、
実
は
太
り
過
ぎ
て
い
る
よ
り
も

や
せ
て
い
る
方
が
は
る
か
に
安
全
な
の
で
あ
る
。
財
産
も
ま
た
か
く
の
ご
と

し
。
そ
の
乏
し
き
こ
と
度
に
過
ぐ
る
は
も
と
よ
り
喜
ぶ
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ざ

れ
ど
も
、
そ
の
多
き
こ
と
度
に
過
ぐ
る
も
ま
た
は
な
は
だ
の
ろ
う
べ
き
こ
と
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で
あ
る
。
こ
と
に
肥
え
た
と
言
い
や
せ
た
と
言
う
も
か
ら
だ
だ
け
の
こ
と
な

ら
ば
そ
の
差
も
お
お
よ
そ
知
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
貧
富
の
差
に
な
る
と
、

す
で
に
上
編
に
述
べ
た
る
ご
と
く
、
今
日
は
実
に
驚
く
べ
き
懸
隔
を
示
し
て

お
る
の
で
あ
る
か
ら
、
経
済
学
者
と
い
う
医
者
の
目
か
ら
見
る
と
、
貧
の
極

に
お
る
人
も
、
富
の
極
に
お
る
人
も
、
い
ず
れ
も
瀕
死
ひ
ん
し
の
大
病
人
な
の
で
あ

る
。
た
と
う
れ
ば
、
今
日
の
貧
乏
人
は
骨
と
皮
と
に
な
っ
て
、
血
液
も
ほ
と

ん
ど
か
れ
果
て
た
る
病
人
の
ご
と
き
も
の
で
、
し
か
も
そ
う
い
う
病
人
の
数

が
非
常
に
多
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
金
持
ち
は
ま
た
太
っ
て
太
っ
て
す
わ
れ

も
せ
ず
歩
け
も
せ
ず
、
顔
を
見
れ
ば
肉
が
持
ち
上
が
っ
て
目
も
口
も
つ
ぶ
れ

て
し
ま
い
、
心
臓
も
脂
肪
の
た
め
に
お
さ
え
ら
れ
て
ほ
と
ん
ど
鼓
動
を
止
め

お
る
が
ご
と
き
病
状
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
貧
乏
人
に
比
ぶ
れ
ば
そ
の
数
は
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非
常
に
少
な
い
が
、
し
か
し
こ
れ
も
な
か
な
か
の
重
病
患
者
で
あ
る
。

　
人
は
水
に
か
わ
い
て
も
死
ぬ
が
お
ぼ
れ
て
も
死
ぬ
も
の
で
あ
る
。
し
か
る

に
今
や
天
下
の
人
の
大
多
数
は
水
に
か
わ
い
て
死
ん
で
行
く
の
に
、
他
方
に

は
水
に
お
ぼ
れ
て
死
ぬ
者
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
は
こ
こ
に
回
を
重
ね
て

富
者
に
向
か
い
し
き
り
に
ぜ
い
た
く
廃
止
論
を
説
く
。
奢
侈
し
ゃ
し
の
制
止
、
こ
れ

世
の
金
持
ち
が
水
に
お
ぼ
る
る
の
富
豪
病
よ
り
免
る
る
唯
一
の
道
な
る
が
た

め
で
あ
る
。

　
貧
乏
人
は
割
合
に
気
楽
で
あ
る
。
衣
食
給
せ
ざ
る
が
た
め
に
お
の
れ
が
身

心
を
害
す
る
事
あ
る
も
、
こ
れ
が
た
め
お
お
ぜ
い
の
他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
す

と
い
う
事
は
ま
れ
で
あ
る
。
し
か
し
金
持
ち
は
ぜ
い
た
く
を
す
る
が
た
め
に

た
だ
に
お
の
れ
が
身
心
を
害
す
る
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
世
間
多
数
の
人
々

327



の
生
活
資
料
を
奪
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
責
任
は
重
大
で
あ
る
。
自
分
が

水
に
お
ぼ
れ
て
死
ぬ
の
み
で
は
な
く
、
自
分
が
水
に
お
ぼ
れ
て
死
ぬ
が
た
め

に
、
天
下
の
人
を
日
射
病
に
か
か
ら
す
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
責
任
は
実
に

重
大
で
あ
る
。
古
人
も
「
飲
食
は
命
を
持たも
ち
て
飢
渇
を
療
す
る
の
薬
な
り
と

思
う
べ
し
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
た
だ
そ
の
薬
な
き
た
め
に
一
命
を
失
う

も
の
多
き
世
に
、
薬
を
飲
み
過
ぎ
て
死
ん
で
は
申
し
訳
な
き
こ
と
で
あ
る
。

一
夜
の
宴
会
に
千
金
を
投
じ
万
金
を
捨
つ
る
、
愚
人
は
す
な
わ
ち
伝
え
聞
い

て
耳
を
そ
ば
だ
つ
べ
き
も
、
ひ
っ
き
ょ
う
は
な
ん
の
世
益
な
く
や
が
て
は
身

を
滅
ぼ
す
の
本もと
で
あ
る
。

　
ひ
そ
か
に
思
う
に
、
世
の
富
豪
は
辞
令
を
用
い
ず
し
て
官
職
に
任
ぜ
ら
れ

お
る
が
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
私
は
す
で
に
中
編
に
お
い
て
、
今
日
社
会
の
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生
産
力
を
支
配
し
つ
つ
あ
る
も
の
は
一
に
需
要
な
る
旨
を
説
い
た
。
し
か
る

に
そ
の
需
要
、
そ
の
購
買
力
を
有
す
る
こ
と
最
も
大
な
る
も
の
は
す
な
わ
ち

富
豪
な
る
が
ゆ
え
に
、
ひ
っ
き
ょ
う
社
会
の
生
産
力
を
支
配
し
指
導
す
る
全

権
は
ほ
と
ん
ど
彼
ら
の
掌
中
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
貧
乏
人
も

お
の
お
の
多
少
ず
つ
の
購
買
力
は
有
し
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
き
わ

め
て
微
弱
な
も
の
で
、
た
と
え
ば
衆
議
院
議
員
の
選
挙
権
の
ご
と
き
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
比
ぶ
れ
ば
、
富
豪
の
購
買
力
は
、
議
会
の
多
勢
に
擁
せ
ら
れ

て
内
閣
を
組
織
し
つ
つ
あ
る
諸
大
臣
の
権
力
の
ご
と
き
も
の
で
、
か
つ
そ
の

財
産
を
子
孫
に
伝
う
る
は
、
あ
た
か
も
天
下
の
要
職
を
世
襲
せ
る
が
ご
と
き

も
の
で
あ
る
。
古
い
に
し
えよ
り
地
獄
の
沙さ
汰た
も
金
次
第
と
い
う
。
今
こ
の
恐
る
べ
き

金
権
を
世
襲
し
な
が
ら
、
い
や
し
く
も
こ
れ
を
一
身
一
家
の
私
欲
の
た
め
に
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濫
用
す
る
が
ご
と
き
こ
と
あ
ら
ば
、
こ
れ
ま
さ
に
天
の
負
託
に
そ
む
く
と
い

う
も
の
、
殃
わ
ざ
わ
いそ
の
身
に
及
ば
ず
ん
ば
必
ず
子
孫
に
発
す
べ
き
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
ゆ
え
に
、
富
を
有
す
る
者
は
い
か
に
せ
ば
天
下
の
た
め
そ
の
富
を
最
善

に
活
用
し
う
べ
き
か
に
つ
き
、
日
夜
苦
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
は
ず
で
あ
る
。

ぜ
い
た
く
を
廃
止
す
る
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
さ
ら
に
進
ん
で
は
そ
の
財
を

も
っ
て
公
に
奉
ず
る
の
覚
悟
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
月
二
十
二
日
）

　
　
　
　
　
　
　
十
三
の
一

　
私
は
す
で
に
前
回
の
末
尾
に
お
い
て
、
富
者
は
そ
の
財
を
も
っ
て
公
に
奉
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ず
る
の
覚
悟
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
言
っ
た
が
、
か
く
言
う
こ
と
に
お
い
て
、

私
の
話
は
す
で
に
消
費
者
責
任
論
よ
り
生
産
者
責
任
論
に
移
っ
た
わ
け
で
あ

る
。

　
私
は
か
つ
て
、
需
要
は
本もと
で
生
産
は
末
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
も
し

需
要
さ
え
中
止
し
た
な
ら
ば
、
ぜ
い
た
く
品
の
生
産
は
こ
れ
に
伴
う
て
自
然

に
中
止
せ
ら
れ
、
そ
の
結
果
必
然
的
に
生
活
必
要
品
の
供
給
は
豊
か
に
な
り
、

貧
乏
も
始
め
て
世
の
中
か
ら
跡
を
絶
つ
に
至
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
。
そ
れ

ゆ
え
私
は
消
費
者
　
　
こ
と
に
富
者
　
　
に
向
か
っ
て
ぜ
い
た
く
の
廃
止
を

説
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
さ
ら
に
考
え
て
み
る
と
い
か
に
需
要
は
あ
っ

て
も
、
も
し
生
産
者
に
お
い
て
い
っ
さ
い
の
ぜ
い
た
く
品
を
作
り
出
さ
ぬ
と

い
う
覚
悟
を
立
つ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
も
目
的
は
達
し
得
ら
る
べ
き
は
ず
で
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あ
る
。

　
世
間
に
は
い
く
ら
で
も
需
要
の
あ
る
品
物
で
、
そ
れ
を
作
っ
て
売
り
出
せ

ば
、
た
や
す
く 

一  

掴 

い
っ
か
く

千
金
の
金
も
う
け
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い

や
し
く
も
そ
の
品
物
が
天
下
の
人
々
の
た
め
に
な
ら
ぬ
性
質
の
も
の
た
る
以

上
、
世
の
実
業
家
は
捨
て
て
こ
れ
を
顧
み
ぬ
と
い
う
事
で
あ
れ
ば
、
私
の
言

う
が
ご
と
き
現
代
経
済
組
織
の
弊
所
も
こ
れ
が
た
め  

匡    

正  

き
ょ
う
せ
い

せ
ら
る
る
こ

と
少
な
か
ら
ざ
る
べ
し
と
思
う
。
そ
れ
ゆ
え
私
は
論
を
移
し
て
、
消
費
者
責

任
論
よ
り
生
産
者
責
任
論
に
進
む
の
で
あ
る
。

　
私
は
今
具
体
的
に
商
品
や
商
売
の
名
を
指
摘
し
て
、
多
少
に
て
も
他
人
の

営
業
の
邪
魔
を
す
る
危
険
を
避
け
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
た
だ
一
つ
、
今
年

の
夏
四
国
に
遊
ん
だ
お
り
、
友
人
か
ら
聞
い
た
次
の
話
だ
け
、
わ
ず
か
に
こ
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こ
に  

挿    

入  

そ
う
に
ゅ
う

す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
い
も
の
だ
と
思
う
。

　
こ
の
ご
ろ
婦
女
子
の
間
に
化
粧
品
の
需
要
せ
ら
る
る
こ
と
は
た
い
し
た
も

の
で
、
こ
れ
を
数
十
年
前
に
比
ぶ
れ
ば
実
に
今
昔
の
感
に
堪
え
ざ
る
次
第
で

あ
る
が
、
あ
る
日
の
こ
と
、
自
分
は
所
用
あ
っ
て 

田 

舎 

町 

い
な
か
ま
ち

の
雑
貨
店
に
立

ち
寄
っ
て
い
る
と
、
一
人
の
百
姓
娘
が
美
顔
用
の
化
粧
品
を
買
い
に
来
た
。

見
て
い
る
と
、
小
僧
は
だ
ん
だ
ん
に
高
い
品
物
を
持
ち
出
し
て
来
て
、
な
か

ん
ず
く
値
の
最
も
高
い
の
を
指
さ
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
舶
来
品
だ
か
ら
無
論

い
ち
ば
ん
よ
く
き
き
ま
す
な
ど
と
し
ゃ
べ
っ
て
い
た
が
、
そ
の
田
舎
娘
は
と

う
と
う
い
ち
ば
ん
高
い
化
粧
品
を
買
っ
て
帰
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
夏
日
は
流
汗

し
冬
日
は
亀
手
き
し
ゅ
す
る
底てい
の
百
姓
の
娘
が
美
顔
料
な
ど
買
っ
て
行
く
愚
か
さ
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
私
は
か
か
る
貧
乏
人
の
無
知
な
る
女
を
相
手
に
高
価
な

333



ぜ
い
た
く
品
を
売
り
付
け
て
金
も
う
け
す
る
こ
と
も
、
ず
い
ぶ
ん
罪
の
深
い

仕
事
だ
と
感
じ
た
。

　
友
人
の
話
と
い
う
は
た
だ
こ
れ
だ
け
の
事
で
あ
る
。
そ
う
し
て
私
は
こ
れ

以
上
具
体
的
の
話
を
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
た
だ
ひ
そ
か
に
考
う
る
に
、

い
か
に
営
業
の
自
由
を
原
則
と
す
る
今
の
世
の
中
と
は
い
え
、
農
工
商
い
ず

れ
の
産
業
に
従
事
す
る
も
の
た
る
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
生
産
者
に
は
お
の
ず

か
ら
一
定
の
責
任
が
あ
る
べ
き
は
ず
だ
と
思
う
。

　
私
は
金
も
う
け
の
た
め
に
事
業
を
経
営
す
る
の
を
決
し
て
悪
い
事
だ
と
言

う
の
で
は
な
い
。
多
く
の
事
業
は
い
か
な
る
人
が
い
か
な
る
主
義
で
経
営
し

て
も
、
少
な
く
と
も
収
支
の
計
算
を
保
っ
て
行
く
必
要
が
あ
る
。
損
を
し
な

が
ら
事
業
を
継
続
す
る
と
い
う
事
は
、
永
続
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
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え
私
は
決
し
て
金
も
う
け
が
悪
い
と
は
言
わ
ぬ
。
た
だ
金
も
う
け
に
さ
え
な

れ
ば
な
ん
で
も
す
る
と
い
う
事
は
、
実
業
家
た
る
責
任
を
解
せ
ざ
る
も
の
だ
、

と
批
評
す
る
だ
け
の
事
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
自
分
が
金
も
う
け
の
た
め
に

し
て
い
る
仕
事
は
、
真
実
世
間
の
人
々
の
利
益
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
確
信
、

そ
れ
だ
け
の
確
信
を
ば
、
す
べ
て
の
実
業
家
に
持
っ
て
い
て
も
ら
い
た
い
も

の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
思
う
に
す
べ
て
の
実
業
家
が
、
真
実
か
く
の
ご
と
き
標
準
の
下
に
そ
の
事

業
を
選
択
し
、
か
く
の
ご
と
き
方
針
の
下
に
そ
の
事
業
を
経
営
し
行
く
な
ら

ば
、
た
と
い
経
済
組
織
は
今
日
の
ま
ま
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
の
事
業
は
私

人
の
営
業
の
名
の
下
に
国
家
の
官
業
た
る
実
を
備
え
、
事
業
に
従
う
者
も
名

は
商
人
と
言
い
実
業
家
と
言
う
も
、
実
は
社
会
の
公
僕
、
国
家
の
官
吏
で
あ
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っ
て
、
得
る
と
こ
ろ
の
利
潤
は
す
な
わ
ち
賞
与
で
あ
り  

俸    

給  

ほ
う
き
ゅ
う

で
あ
る
。

か
の
経
済
組
織
改
造
論
者
は
す
べ
て
今
日
私
人
の
営
業
に
属
し
つ
つ
あ
る
も

の
を
こ
と
ご
と
く
国
家
の
官
業
と
な
し
、
す
べ
て
の
人
を
こ
と
ご
と
く
国
家

の
官
吏
に
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
個
人
の
心
が
け
さ
え
変
わ
っ
て
来

る
な
ら
ば
、
た
と
い
経
済
組
織
は
今
日
の
ま
ま
で
あ
っ
て
も
、
組
織
を
改
造

し
た
る
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
結
果
が
得
ら
る
る
の
で
あ
る
。

　
他
人
と
の
競
争
に
つ
い
て
考
え
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
私
は
決
し
て
競

争
を
否
認
す
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
自
分
の
売
り
出
し
て
い
る
品
物
の
方

が
、
同
業
者
の
よ
り
も
実
際
安
く
て
よ
い
品
物
で
あ
り
、
ま
た
自
分
の
方
が

他
人
よ
り
も
そ
の
も
う
け
た
金
を
ば
真
実
社
会
の
た
め
、
事
業
そ
の
も
の
の

発
達
の
た
め
、
よ
り
有
効
に
使
用
し
う
る
と
い
う
確
信
が
あ
る
な
ら
ば
、
い
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く
ら
他
人
を
押
し
の
け
自
分
の
販
路
を
拡
張
し
た
と
て
毫ごう
も
さ
し
つ
か
え
は

な
い
。
日
々
新
聞
紙
に
一
面
大
の
広
告
を
し
て
世
間
の
耳
目
を
ひ
く
も
よ
か

ろ
う
し
、
そ
れ
が
た
め
他
人
の
金
も
う
け
の
邪
魔
を
す
る
事
に
な
っ
て
も
、

そ
れ
は
い
た
し
か
た
の
な
い
事
で
あ
る
。
ま
た
た
く
さ
ん
の
金
を
た
め
て
い

る
と
い
う
こ
と
も
決
し
て
悪
い
事
で
は
な
い
。
こ
れ
は
天
下
の
宝
で
あ
る
、

み
だ
り
に
他
人
の
手
に
渡
す
時
は
必
ず
む
だ
な
事
に
使
っ
て
し
ま
う
か
ら
、

自
分
が
天
下
の
た
め
に
万
人
に
代
わ
っ
て
そ
の
財
産
を
管
理
し
て
い
る
と
い

う
信
念
の
下
に
、
金
を
た
め
て
い
る
の
な
ら
ば
、
少
し
も
さ
し
つ
か
え
な
い

こ
と
だ
と
思
う
。
そ
の
代
わ
り
か
か
る
信
念
を
有
す
る
人
々
は
、
い
く
ら
金

を
も
う
け
、
い
く
ら
財
産
を
こ
し
ら
え
て
も
、
こ
れ
を
一
身
一
家
の
奢
侈
し
ゃ
し
ぜ

い
た
く
に
は
使
わ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
思
う
に
か
く
の
ご
と
く
に
し
て
始
め
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て
い
っ
さ
い
の
社
会
問
題
は
円
満
に
解
決
さ
れ
、
ま
た
始
め
て
実
業
と
倫
理

と
の
調
和
が
あ
り
、
経
済
と
道
徳
と
の
一
致
が
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
も
こ
れ
に

よ
り
て
よ
う
や
く
二
重
生
活
の
矛
盾
よ
り
脱
す
る
こ
と
を
得
、
銖
錙
し
ゅ
し
の
利
を

争
い
な
が
ら
よ
く
天
地
の
化
育
を
賛たす
け
つ
つ
あ
り
と
の
自
信
を
有
し
う
る
に

至
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
ひ
そ
か
に
思
う
、
百
四
十
年
前 

自   

己   

利   

益  

セ
ル
フ
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト

是
認
の
教
義
を
も
っ
て
創
設
さ
れ
、
一
た
び
倫
理
学
の
領
域
外
に
脱
出
せ
し

わ
が
経
済
学
は
、
今
や
ま
さ
に
か
く
の
ご
と
く
に
し
て  

自    

己    

犠    

牲  

セ
ル
フ
・
サ
ク
リ
フ
ァ
イ
ス

の
精
神
を
高
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
全
体
を
さ
さ
げ
て
再
び
倫
理
学
の

王
土
内
に
帰
入
す
べ
き
時
な
る
こ
と
を
。
も
し
そ
れ
利
己
と
い
い
利
他
と
い

う
も
ひ
っ
き
ょ
う
は
一
の
み
。
今
曲
げ
て
し
ば
ら
く
世
間
の
通
義
に
従
う
。

高
見
の
士
、
請
う
こ
れ
を
怪
し
む
こ
と
な
か
れ
。
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（
十
二
月
二
十
三
日
）

　
　
　
　
　
　
　
十
三
の
二

　
頭
脳
の
鋭
敏
な
る
読
者
は
、
私
が
貧
乏
退
治
の
第
一
策
と
し
て
富
者
の
奢し

侈ゃし
廃
止
を
掲
げ
お
き
な
が
ら
、
そ
の
第
一
策
を
論
ず
る
中
に
、
私
の
話
は
一

た
び
は
富
者
を
去
っ
て
一
般
人
の
ぜ
い
た
く
に
説
き
至
り
、
さ
ら
に
消
費
者

責
任
論
よ
り
生
産
者
責
任
論
に
移
り
し
を
見
て
、
こ
と
に
私
の
脱
線
を
怪
し

ま
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
た
だ
論
を
全
う
す
る
た
め
で
、
私
の
重

き
を
置
く
と
こ
ろ
は
飽
く
ま
で
、
富
者
の
奢
侈
廃
止
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
こ
れ
を
生
産
者
の
責
任
に
つ
い
て
論
ぜ
ん
か
、
す
で
に
述
べ
し

339



が
ご
と
く
、
需
要
と
生
産
と
の
間
に
は
も
と
よ
り
因
果
の
相
互
関
係
あ
り
と

い
え
ど
も
、
し
か
も
そ
の
い
ず
れ
が
根
本
な
り
や
と
言
わ
ば
、
需
要
は
す
な

わ
ち
本もと
で
、
生
産
は
ひ
っ
き
ょ
う
末
で
あ
る
。
さ
れ
ば
社
会
問
題
の
解
決
に

つ
い
て
も
、
消
費
者
の
責
任
が
根
本
で
、
生
産
者
の
責
任
は
や
は
り
末
葉
た

る
を
免
れ
ぬ
。
何
ゆ
え
と
い
う
に
、
極
端
に
論
ず
れ
ば
、
元
来
物
そ
の
も
の

に
ぜ
い
た
く
品
と
必
要
品
と
の
区
別
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
い
か
な
る
物

に
て
も
そ
の
用
法
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
必
要
品
と
も
な
り
あ
る
い

は
ぜ
い
た
く
品
と
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
米
の
ご
と
き
は
普
通
に
は
必
要
品
と
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

こ
れ
を
酒
に
か
も
し
て
杯
盤 

狼  

藉 

ろ
う
ぜ
き

の
間
に
流
し
て
し
ま
え
ば
、
畳
を
よ
ご

す
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
世
の
中
に
貧
乏
人
の
多
い
の
は
生
活
必
要
品
の
生
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産
が
足
り
ぬ
た
め
だ
と
い
う
私
の
説
を
駁ばく
し
て
、
貴
様
は
そ
う
い
う
け
れ
ど

も
、
日
本
で
は
毎
年
何
千
万
石
の
米
が
で
き
て
い
る
で
は
な
い
か
と
論
ぜ
ら

る
る
か
た
も
あ
ろ
う
が
、
実
は
そ
れ
ら
の
米
が
こ
と
ご
と
く
生
活
の
必
要
を

満
た
す
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。 

徳  

川  

光  

圀 

と
く
が
わ
み
つ
く
に

卿
き
ょ
うの
惜
し

ま
れ
た
紙
、 

蓮  
如 

れ
ん
に
ょ  

上    

人  
し
ょ
う
に
ん

の
廊
下
に
落
ち
あ
る
を
見
て
両
手
に
取
っ
て

い
た
だ
か
れ
た
と
い
う
紙
、
そ
の
紙
が
必
要
品
た
る
に
論
は
な
い
け
れ
ど
も
、

い
か
な
る
必
要
品
で
も
使
い
よ
う
に
よ
っ
て
は
限
り
な
く
む
だ
に
さ
れ
う
る

も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ま
た
か
の
自
動
車
の
ご
と
き
は
、
多
く
の
人
が
こ

れ
を
ぜ
い
た
く
物
と
い
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
医
者
が
急
病
人
を
見
舞
う
た

め
な
ど
に
使
え
ば
、
無
論
立
派
な
必
要
品
に
な
る
。

　
か
く
の
ご
と
く
す
べ
て
の
物
が
そ
の
使
用
法
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
必
要
品
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と
も
な
れ
ば
ぜ
い
た
く
物
と
も
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
く
ら
生
産

者
の
方
で
必
要
品
を
作
り
出
す
よ
う
に
努
め
た
か
ら
と
い
っ
て
、
消
費
者
が

飽
く
ま
で
も
無
責
任
に 

濫  

用 

ら
ん
よ
う

す
れ
ば
、
到
底
い
た
し
か
た
の
な
い
事
に
な

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
は
生
産
者
の
責
任
よ
り
も
消
費
者
の
責
任
を
高
調
し
、

一
般
消
費
者
の
責
任
よ
り
も
特
に
富
者
の
責
任
を
力
説
し
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
富
者
も
貧
者
も
消
費
者
も
生
産
者
も
、
互
い
に
相
ま
っ
て
お
の
お
の
そ

の
責
任
を
全
う
す
る
に
至
ら
な
け
れ
ば
、
完
全
に
理
想
的
な
る
経
済
状
態
を

実
現
す
る
を
得
ざ
る
こ
と
言
う
ま
で
も
な
き
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
×
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私
が
貧
乏
退
治
の
第
一
策
と
い
う
は
以
上
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
思
う

に
も
し
こ
こ
ま
で
読
み
続
け
ら
れ
た
読
者
が
あ
る
な
ら
ば
、
中
に
は
実
に
つ

ま
ら
ぬ
夢
の
ご
と
き
こ
と
を
言
う
や
つ
じ
ゃ
と
失
望
さ
れ
た
か
た
も
あ
ろ
う

が
、
私
は
自
叙
伝
の
作
者
た
る
ゼ
ー
・
エ
ス
・
ミ
ル
に
な
ろ
う
て
、
そ
れ
ら

の
読
者
に
は
、
ひ
っ
き
ょ
う
こ
の
物
語
は
自
分
ら
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の

で
は
な
い
の
だ
と
思
っ
て
勘
弁
し
て
く
だ
さ
い
、
と
申
す
よ
り
ほ
か
に
し
か

た
が
な
い
。
し
か
も
万
一
前
後
の
所
論
に
つ
き
こ
の
物
語
の
著
者
と
多
少
感

を
同
じ
ゅ
う
せ
ら
る
る
読
者
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
読
者
を
相
手
に
私

は
今
少
し
述
べ
た
い
こ
と
が
あ
る
。

　
私
は
先
に
消
費
者
と
し
て
ま
た
生
産
者
と
し
て
の
各
個
人
の
責
任
を
述
べ
、

ひ
い
て
経
済
と
道
徳
と
の
一
致
を
説
い
た
が
、
こ
れ
に
つ
け
て
思
い
出
さ
る
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る
は
、
中
庸
の
「
道
は
須
臾
し
ゅ
ゆ
も
離
る
可べ
か
ら
ず
、
離
る
可
き
は
道
に
非あら
ざ
る

也なり
」
の
一
句
で
あ
る
。
思
う
に
世
の
実
業
界
に
活
動
す
る
も
の
往
々
道
徳
を

も
っ
て
別
世
界
の
事
と
な
し
、
ま
れ
に
こ
れ
を
口
に
す
る
も
、
わ
ず
か
に
功

利
の
見
地
よ
り
信
用
の
重
ん
ず
べ
き
を
説
く
の
類
に
過
ぎ
ず
と
い
え
ど
も
、

も
し
余
の
説
く
と
こ
ろ
に
し
て
幸
い
に
大
過
な
か
ら
ん
か
、
朝
あ
し
たよ
り
夕
ゆ
う
べに
至

る
ま
で
、
※
屎あし  

送    
尿  

そ
う
に
ょ
う 
著  

衣 
ち
ゃ
く
い 

喫  

飯 

き
っ
ぱ
ん

、
生
産
消
費
い
っ
さ
い
の
経
済
的

活
動
を
通
じ
て
、
す
べ
て
こ
れ
道
な
ら
ざ
る
は
な
く
、
経
済
の
中
に
道
徳
あ

り
、
経
済
す
な
わ
ち
道
徳
に
し
て
、
は
た
し
て
道
は
須
臾
も
離
る
べ
か
ら
ず
、

離
る
べ
き
は
道
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
知
る
に
足
る
。
余
大
学
の
業
を
お
え
、

も
っ
ぱ
ら
経
済
の
学
に
志
し
て
よ
り
今
に
至
っ
て
十
有
四
年
、
よ
う
や
く
近

ご
ろ
酔
眼 

朦  

朧 

も
う
ろ
う

と
し
て
始
め
て
這
個
し
ゃ
こ
の
消
息
を 
瞥  

見 
べ
っ
け
ん

し
得
た
る
に
似
る
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が
ゆ
え
に
、
す
な
わ
ち
こ
の
物
語
に
筆
を
執
り
い
さ
さ
か
所
懐
の
一
端
を
伸

ぶ
。
し
か
り
と
い
え
ど
も
、
こ
の
編
も
し
過
あ
や
まり
て
専
門
学
者
の
眼
ま
な
こに
触
る
る

こ
と
あ
ら
ば
、
お
そ
ら
く
荒 

唐 

無 

稽 

こ
う
と
う
む
け
い

の
そ
し
り
を
免
れ
ざ
ら
ん
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
月
二
十
五
日
）

　
　
　
　
　
　
　
十
三
の
三

　
あ
り
が
た
い
事
に
は
、
こ
の
物
語
も 

今  

日 

こ
ん
に
ち

で
無
事
に
終
わ
り
を
告
げ
う

る
こ
と
と
な
っ
た
。
私
は
最
後
の
一
節
に
筆
を
執
る
に
臨
み
、
ま
ず
本
紙

（
大
阪
朝
日
新
聞
）
の
編
者
が
、
休
み
休
み
書
い
た
こ
の
一
学
究
の
随
筆
の

た
め
に
、
長
く
貴
重
な
る
紙
面
を
さ
き
与
え
ら
れ
し
こ
と
を
深
く
感
謝
す
る
。
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さ
て
私
は
最
後
に
世
界
の
平
和
に
つ
い
て
一
言
す
る
で
あ
ろ
う
。
思
う
に

欧
州
の
天
地
は
今
や
大
乱
爆
発
し
て
修
羅
し
ゅ
ら
の
ち
ま
た
と
化
し
つ
つ
あ
る
が
、

何
人
も
こ
の
大
戦
の
真
の
当
局
者
が
英
独
二
国
な
る
こ
と
を
疑
う
者
は
あ
る

ま
い
。
し
か
ら
ば
な
ん
の
た
め
の
こ
の
両
国
の 

葛  

藤 

か
っ
と
う

ぞ
と
い
う
に
、
ひ
っ

き
ょ
う
は
経
済
上
に
お
け
る
利
害
の
衝
突
、
こ
れ
が
両
国
不
和
の
根
本
的
原

因
で
あ
る
。

　
今
私
は
そ
の
利
害
の
衝
突
に
つ
い
て
く
わ
し
く
説
明
す
る
余
暇
を
も
た
ぬ

け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
英
独
両
国
は
す
で
に
製
品
輸
出
の
競
争
時
代
を
経
て

資
本
輸
出
の
競
争
時
代
に
入
り
し
こ
と
、
こ
れ
が
そ
も
そ
も
不
和
の
根
元
で

あ
る
。

　
け
だ
し
一
国
の
産
業
が
あ
る
程
度
以
上
の
発
達
を
な
す
時
は
、
商
工
業
上
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の
利
潤
が
次
第
に
集
積
さ
れ
て
資
本
が
豊
富
に
な
る
た
め
に
、
こ
れ
を
国
内

の
事
業
に
投
ず
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
余
分
の
資
本
は
こ
れ
を
海
外
の
未

開
国
に
放
下
す
る
方
、
は
る
か
に
高
率
の
利
益
を
あ
げ
う
る
こ
と
と
な
る
。

か
く
て
貨
物
の
輸
出
と
同
時
に
資
本
の
輸
出
が
経
済
上
き
わ
め
て
重
大
な
問

題
に
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
か
の
英
国
は
今
よ
り
五
六
十
年
前

早
く
も
か
か
る
時
代
に
到
達
せ
し
も
の
で
、
爾
来
じ
ら
い
英
国
は
南
北
両
ア
メ
リ
カ

を
始
め
と
し
、
そ
の
他
世
界
の
諸
地
方
に
向
か
っ
て
盛
ん
に
そ
の
資
本
を
輸

出
せ
し
も
の
で
、
現
に
そ
の
資
本
の
利
子
の
た
め
毎
年
巨
額
の
輸
入
超
過
を

見
つ
つ
あ
り
し
事
情
は
、
人
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
英
国
に
次
い
で
資
本
輸
出
の
時
代
に
入
り
し
も
の
は
仏
国
で
あ
っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
仏
国
は
次
に
述
ぶ
る
が
ご
と
き
二
個
の
理
由
に
よ
っ
て
、
資
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本
の
輸
出
に
関
し
て
は
さ
し
て
有
力
な
る
英
国
の
競
争
者
と
な
り
得
ざ
り
し

も
の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
理
由
は
、
同
国
に
お
け
る
人
口
増
加
の
停
止
で
あ

る
。
こ
れ
が
た
め
人
口
一
人
当
た
り
の
富
は
無
論
増
加
せ
し
も
、
全
国
に
お

け
る
資
本
増
殖
の
速
度
は
到
底
英
国
の
ご
と
く
盛
ん
な
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
り

し
も
の
で
あ
る
。
そ
の
第
二
の
理
由
は
、
一
般
に
フ
ラ
ン
ス
人
は
保
守
的
な

り
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
事
情
に
も
と
づ
き
、
同
国
の
資
本
は
主
と

し
て
ス
ペ
イ
ン
、
ベ
ル
ギ
ー
等
の
隣
国
に
放
下
さ
れ
、
世
界
の
資
本
市
場
に

お
い
て
は
到
底
有
力
な
る
英
国
の
競
争
者
と
な
り
得
ざ
り
し
も
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
久
し
き
間
世
界
の
資
本
市
場
は
ほ
と
ん
ど
英
国
の
独
占
に
帰
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
近
時
ド
イ
ツ
は
に
わ
か
に
産
業
上
の
大
進
歩
を
遂

げ
、
ま
も
な
く
資
本
輸
出
の
時
代
に
入
り
し
の
み
な
ら
ず
、
こ
と
に
今
世
紀
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に
入
る
に
及
び
て
は
、
年
を
追
う
て
ま
す
ま
す
大
規
模
の
資
本
輸
出
を
試
む

る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
が
た
め
従
来
ほ
と
ん
ど
英
国
の
一
手
に
帰
属
せ
し
世

界
の
資
本
市
場
は
、
こ
こ
に
有
力
な
る
競
争
者
を
加
え
、
英
国
の
利
益
は
日

に
月
に
ま
す
ま
す
脅
迫
せ
ら
る
る
こ
と
と
な
っ
た
。
か
く
の
ご
と
く
に
し
て

英
独
両
国
の 

葛  
藤 

か
っ
と
う

は
結
び
て
久
し
く
解
け
ず
、
つ
い
に
発
し
て
今
次
の
大

戦
と
な
る
に
至
り
し
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
し
ば
ら
く
セ
リ
グ
マ
ン
教
授
の
解
釈
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
が

（
同
氏
著
『
現
戦
争
の
経
済
的
説
明
＊
』
に
よ
る
）
、
私
が
今
こ
の
事
を
こ

こ
に
引
き
合
い
に
出
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
諸
国
が
資
本
輸
出
の
競
争
の
た

め
に
幾
百
万
の
生
民
の
血
を
流
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
事
が
、
あ
る
意

味
に
お
い
て
い
か
に
も
不
思
議
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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＊
　Seligm

an, The Econom
ic Interpretation of the W

ar, 1915.
　
今
英
国
人
に
と
っ
て
は
縁
も
な
き
異
国
人
た
る
私
が
、
改
め
て
彼
ら
の
た

め
に
説
く
ま
で
も
な
く
、
た
と
え
ば
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
主
筆
ウ
ィ
ザ
ー
ス

氏
が
そ
の
近
業
『
貧
乏
と
む
だ
＊
』
の
中
に
詳
論
せ
る
が
ご
と
く
、
今
日
英

国
の
本
土
内
に
お
い
て
も
起
こ
す
べ
き
仕
事
が
な
お
た
く
さ
ん
に
あ
る
の
で

あ
る
。
私
は
こ
の
物
語
の
上
編
に
お
い
て
、
い
か
に
英
国
民
の
大
多
数
が
貧

乏
線
以
下
に
沈
落
し
て
衣
食
な
お
給
せ
ざ
る
の
惨
状
に
あ
る
か
を
述
べ
た
が
、

こ
れ
ら
人
々
の
生
活
必
要
品
を
供
給
す
る
だ
け
で
も
す
で
に
相
当
な
仕
事
が

残
っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
も
資

本
に
豊
富
な
世
界
一
の
富
国
た
る
英
国
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
仕
事
が
皆
放

棄
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
貧
乏
人
の
要
求
に
応
ず
べ
き
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事
業
に
放
資
す
る
よ
り
も
、
海
外
未
開
地
の
新
事
業
に
放
資
す
る
方
が
も
う

け
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
世
界
一
の
富
国
た
る
英
国
は
同
時
に
世
界

一
の
貧
乏
人
国
と
し
て
残
り
つ
つ
、
し
か
も
資
本
の
輸
出
の
競
争
の
た
め
に

国
運
を
賭と
し
て
ま
で
戦
争
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
＊
　W

ithers, Poverty and W
aste, 1915.

　
思
う
に
も
し
英
国
の
富
豪
な
い
し
資
本
家
に
し
て
、
消
費
者
と
し
て
は
た

生
産
者
と
し
て
の
真
の
責
任
を
自
覚
す
る
に
至
る
な
ら
ば
、
た
だ
に
国
内
に

お
け
る
社
会
問
題
を
平
和
に
解
決
し
う
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
世
界
の
平
和

を
も
維
持
し
う
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
を
も
っ
て
考
う
る
に
、
ひ
っ
き
ょ
う
一
身
を
修
め
一
家
を
斉
と
と
のう
る
は
、

国
を
治
め
天
下
を
平
ら
か
に
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
大
学
に
い
う
、
「
古
い
に
し
えの
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明
徳
を
天
下
に
明
ら
か
に
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
先ま
ず
其そ
の
国
を
治
む
。
其

の
国
を
治
め
ん
と
欲
す
る
者
は
、
先
ず
其
の
家
を
斉
と
と
のう
。
其
の
家
を
斉
え
ん

と
欲
す
る
者
は
、
ま
ず
其
の
身
を
修
む
。
身
修
ま
っ
て
後のち
家
斉
い
、
家
斉
う

て
後
国
治
ま
り
、
国
治
ま
っ
て
後
天
下
平
ら
か
な
り
。
天
子
よ
り
以もっ
て
庶
人

に
至
る
ま
で
、
一
に
是こ
れ
皆
身
を
修
む
る
を
も
っ
て
本もと
を
為な
す
。
そ
の
本
乱

れ
て
末
治
ま
る
者
は
否あら
じ
矣い
」
と
。
嗚あ
呼あ
、
大
学
の
首
章
、
誦
し
き
た
ら
ば

語
々
こ
と
ご
と
く
千
金
、
余
ま
た
何
を
か
言
わ
ん
。
筆
を
と
ど
め
て 

悠  

然 

ゆ
う
ぜ
ん

た
る
こ
と
良やや
久ひさ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
月
二
十
六
日
）
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付
録
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ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ

　
　
　
　
　
　
　
一

　
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
と
う
と
う
陸
軍
大
臣
に
な
っ
た
。

　
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
が
い
よ
い
よ
陸
軍
大
臣
に
な
っ
た
と
聞
い
て
、
思
い

起
こ
さ
ず
に
は
お
ら
れ
ぬ
彼
の
演
説
の
一
節
が
あ
る
。
そ
の
一
節
と
い
う
は
、

今
よ
り
七
年
あ
ま
り
前
、
す
な
わ
ち
一
九
〇
九
年
の
四
月
二
十
九
日
、
当
時

の
大
問
題
た
り
し
増
税
案
に
つ
き
、
彼
が
時
の
大
蔵
大
臣
と
し
て
有
名
な
る

歴
史
的
大
演
説
を
試
み
し
時
、
最
後
に
臨
ん
で
吐
き
出
し
た
次
の
一
節
で
あ
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る
。

　
「
さ
て
私
は
、
諸
君
が
私
に
非
常
な
る
特
典
を
与
え
ら
れ
、
忍
耐
し
て
私

　
の
言
う
と
こ
ろ
に
耳
傾
け
ら
れ
た
こ
と
を
感
謝
す
る
。
実
は
私
の
仕
事
は

　
非
常
に
困
難
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
そ
は
ど
の
大
臣
に
振
り
当
て
ら
れ
た
に

　
し
て
も
、
誠
に
不
愉
快
な
る
仕
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
中

　
に
た
だ
一
つ
だ
け
私
は
無
上
の
満
足
を
感
ず
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
は
こ
れ

　
ら
の
新
た
な
る
課
税
が
な
ん
の
た
め
に
企
て
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
考

　
え
て
み
る
と
わ
か
る
。
け
だ
し
新
た
に
徴
収
さ
る
べ
き
金
は
、
ま
ず
第
一

　
に
、
わ
が
国
の
海
岸
を 

何  

人 

な
ん
ぴ
と

に
も
侵
さ
し
め
ざ
る
よ
う
こ
れ
を
保
証
す

　
る
こ
と
の
た
め
に
費
や
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
こ
れ
ら

　
の
金
は
ま
た
、
こ
の
国
内
に
お
け
る
不
当
な
る
困
窮
を
ば
、
た
だ
に
救
済
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す
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
こ
れ
を
予
防
せ
ん
が
た
め
に
徴
収
さ
る
る
も

　
の
で
あ
る
。
思
う
に
わ
が
国
を
守
る
が
た
め
必
要
な
る
用
意
を
ば
、
常
に

　
怠
り
な
く
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
は
、
無
論
た
い
せ
つ
な
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
国
を
し
て
い
や
が
上
に
も
よ
き
国
に
し
て
す
べ
て

　
の
人
に
向
か
っ
て
ま
た
す
べ
て
の
人
に
よ
っ
て
守
護
す
る
だ
け
の
値
う
ち

　
あ
る
国
た
ら
し
む
る
こ
と
は
、
確
か
に
同
じ
よ
う
に
緊
要
な
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
て
こ
の
た
び
の
費
用
は
こ
れ
ら
二
つ
の
目
的
に
使
う
た
め
の
も
の

　
で
、
た
だ
そ
の
事
の
た
め
に
の
み
こ
の
た
び
の
政
府
の
計
画
は
是
認
せ
ら

　
る
る
わ
け
で
あ
る
。
」

　
長
い
長
い
演
説
が
こ
れ
で
し
ま
い
に
な
っ
た
か
と
思
う
と
、
彼
は
一
段
と

声
を
励
ま
し
、
　
　
私
は
今
、
速
記
録
を
見
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
彼
が
声
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を
高
く
し
た
か
ど
う
か
実
は
確
か
で
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
と
ば
の
勢
い
を
見

て
か
り
に
こ
う
言
っ
て
お
く
　
　
さ
ら
に
続
い
て
言
う
よ
う
。

　
「
人
あ
る
い
は
余
を
非
難
し
て
、
平
和
の
時
代
に
か
く
の
ご
と
き
重
税
を

　
課
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
大
蔵
大
臣
は
か
つ
て
そ
の
例
が
な
い
と
言
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ミ
ス
タ
ー
・
エ
モ
ッ
ト
（
当
時
全
院
委
員
長
の
椅い
子す
を

　
占
め
て
い
た
人
）
、
こ
れ
は
こ
れ
一
の
戦
争
予
算
で
あ
る
。
貧
乏
と
い
う

　
も
の
に
対
し
て
許
し
お
く
べ
か
ら
ざ
る
戦
た
た
か
いを
起
こ
す
に
必
要
な
資
金
を
調

　
達
せ
ん
が
た
め
の
予
算
で
あ
る
。
余
は
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
う
ち
に
、

　
わ
が
社
会
が
一
大
進
歩
を
遂
げ
て
貧
乏
と
不
幸
及
び
必
ず
こ
れ
に
伴
う
て

　
生
ず
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
堕
落
と
い
う
も
の
が
、
か
つ
て
森
に
住
ん
で
い

　
た
狼
お
お
か
みの
ご
と
く
全
く
こ
の
国
の
人
民
か
ら
追
い
去
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
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が
ご
と
き
、
よ
ろ
こ
ば
し
き
時
節
を
迎
う
る
に
至
ら
ん
こ
と
を
望
み
か
つ

　
信
ぜ
ざ
ら
ん
と
す
る
も
あ
た
わ
ざ
る
者
で
あ
る
。
」

　
有
名
な
る
大
演
説
は
こ
れ
で
終
わ
っ
た
。
し
か
し
彼
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ

の
仕
事
は
決
し
て
こ
れ
で
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
俊
傑
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
恐
る
べ
き
大
英
国
の
敵
を
国
の
内
外
に
見
た

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
英
国
の
海
岸
を
外
よ
り
脅
か
さ
ん
と
せ
る
ド

イ
ツ
の
恐
る
べ
き
を
知
る
と
同
時
に
、
国
家
の
臓
腑
ぞ
う
ふ
を
内
よ
り 

腐  

蝕 

ふ
し
ょ
く

せ
ん

と
す
る
貧
困
の
さ
ら
に
恐
る
べ
き
大
敵
た
る
こ
と
を
発
見
し
た
も
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
彼
は
軍
艦
を
造
る
と
同
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
お
い
て
社
会
政
策

の
実
行
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
社
会
政
策
の
実
行
が
、
彼
の
こ
と
ば
を
借

り
て
言
え
ば
、
許
し
お
く
べ
か
ら
ざ
る
貧
困
に
対
す
る
一
の
大
戦
争
で
あ
る
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の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
一
九
〇
九
年
、
平
和
の
時
代
に
か
く
の
ご
と

き
重
税
を
課
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
大
蔵
大
臣
は
か
つ
て
そ
の
例
が
な
い
と

い
う
非
難
を
冒
す
こ
と
を
あ
え
て
し
て
、
諸
種
の
増
税
計
画
を
な
し
、
そ
の

編
成
せ
し
予
算
案
を
ば
自
ら
名
づ
け
て
戦
争
予
算
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
あ
に
計
ら
ん
や
、
そ
の
戦
争
が
よ
う
や
く
緒
に
つ
く
と
ま
も
な
く
、
ド
イ

ツ
と
の
大
戦
争
は
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
英
人
は
、
彼
ら
の
祖
国
を

し
て
「
す
べ
て
の
人
に
向
か
っ
て
ま
た
す
べ
て
の
人
に
よ
っ
て
守
護
す
る
だ

け
の
値
う
ち
あ
る
国
た
ら
し
む
る
」
の
事
業
は
し
ば
ら
く
全
く
こ
れ
を
放
棄

し
て
、
ま
ず
す
べ
て
の
人
に
よ
っ
て
こ
れ
を
守
護
す
る
の
必
要
に
迫
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
一
九
〇
五
年
自
由
党
内
閣
成
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立
す
る
や
入
り
て
商
務
大
臣
と
な
り
、
い
く
ば
く
も
な
く
し
て
大
蔵
大
臣
に

転
じ
、
爾
来
じ
ら
い
数
年
の
間
、
い
わ
ゆ
る
戦
争
予
算
を
編
成
し
て
常
に
貧
困
と
戦

い
、
平
和
の
時
代
に
彼
の
ご
と
き
重
税
の
賦
課
を
要
求
し
た
る
大
蔵
大
臣
は

か
つ
て
そ
の
例
を
見
ず
と
い
わ
れ
た
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
ド
イ
ツ
と
の

開
戦
以
後
は
、
戦
時
に
お
い
て
も
ま
た
い
ま
だ
そ
の
例
を
見
た
る
こ
と
な
き

 

莫  

大 

ば
く
だ
い

の
歳
出
を
調
理
す
る
の
余
儀
な
き
に
至
っ
た
が
、
そ
の
後
軍
需
品
の

供
給
を
豊
富
に
す
る
こ
と
の
当
面
の
大
問
題
と
な
る
に
及
ぶ
や
、
転
じ
て
新

設
の
軍
需
大
臣
と
な
り
、
今
や
ま
た
元
帥
キ
ッ
チ
ナ
ー
の
薨こう
ず
る
や
、
職
工

の
親
方
と
い
わ
れ
て
い
た
彼
は
、
文
官
の
出
身
を
も
っ
て
こ
の
大
戦
に
際
し

陸
軍
大
臣
の
要
職
に
つ
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
と
う
と
う
陸
軍
大
臣
に
な
っ
た
。
し
か
し
彼
に
と
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っ
て
は
、
ド
イ
ツ
と
の
戦
争
以
上
の
大
戦
争
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
た
と
い

ド
イ
ツ
を
屈
服
さ
せ
終
わ
る
と
も
、
彼
は
戦
後
に
お
い
て
、
そ
の
戦
前
よ
り

企
て
し
貧
困
に
対
す
る
大
戦
争
を
ば
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
の
勇
気
を
も
っ
て

続
け
ね
ば
な
る
ま
い
。
戦
時
に
お
い
て
も
平
時
に
お
い
て
も
彼
は
永
久
に
軍

務
大
臣
た
る
べ
き
人
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
（
大
正
五
年
七
月
十
四
日
）

　
　
　
　
　
　
　
二
の
一

　
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
と
う
と
う
総
理
大
臣
に
な
っ
た
。

　
私
は
彼
が
陸
軍
大
臣
と
な
っ
た
時
、
　
　
弁
護
士
の
出
身
を
も
っ
て
、
未み

曾ぞ
有う
の
大
戦
に
当
た
り
、
こ
の
要
職
に
任
ぜ
ら
れ
た
時
、
　
　
彼
に
つ
い
て
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す
で
に
一
文
を
草
し
た
が
、
今
総
理
大
臣
と
な
る
と
聞
く
に
及
び
、
重
ね
て

こ
の
一
文
を
し
る
す
こ
と
を
禁
じ
得
ぬ
。

　
現
代
世
界
の
政
治
家
中
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
私
の
最
も
好
き
な
政
治
家

で
あ
る
。
け
だ
し
彼
は
弱
者
の
味
方
で
あ
る
。
こ
と
に
彼
は
、
不
幸
な
る
弱

者
が
無
慈
悲
な
る
強
者
の
た
め
に
無
道
の
圧
制
に
苦
し
む
を
見
る
時
は
、
憤

然
と
し
て
お
の
れ
が
面
お
も
てに
唾
つ
ば
きせ
ら
れ
た
る
が
ご
と
く
に
嚇
怒
か
く
ど
す
る
。
し
か
し

て
こ
の
強
者
を
お
さ
え
か
の
弱
者
を
た
す
く
る
が
た
め
に
は
、
彼
は
ほ
と
ん

ど
お
の
れ
が
身
命
の
危
う
き
を
顧
み
ざ
る
人
で
あ
る
。
古
い
に
し
えは
曾
子
そ
う
し
の
い
わ
く

「
以もっ
て
六
尺
の
孤
を
託
す
可べ
し
、
以
て
百
里
の
命
を
寄
す
可
し
、
大
節
に
臨

ん
で
奪
う
可
か
ら
ず
、
君
子
人
か
君
子
人
也なり
」
と
。
私
が
少
年
の
こ
ろ
よ
り

愛
唱
し
き
た
っ
た
こ
の
一
句
は
、
今
や
計
ら
ず
も
人
格
化
せ
ら
れ
て
大
英
国
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の
大
宰
相
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
×

　
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
偉
い
。
し
か
し
彼
を
育
て
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
イ

ド
も
ま
た
偉
い
。
も
し
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
イ
ド
な
か
り
せ
ば
、
お
そ
ら
く
今

日
の
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
も
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
大
英
国
の
大
宰
相
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
な
る
一
村
落
の

小
学
校
長
の
む
す
こ
で
あ
る
。
四
歳
に
し
て
父
を
う
し
な
い
、
赤
貧
洗
う
が

ご
と
し
。
こ
の
時
に
当
た
り
一
人
の
寡
婦
と
二
人
の
孤
み
な
し
ごを
一
手
に
引
き
受
け
、

直
ち
に
彼
ら
一
家
の
急
を
救
っ
て
く
れ
た
人
は
、
す
な
わ
ち
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
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ー
ジ
の
母
の
弟
な
る
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
イ
ド
そ
の
人
で
あ
る
。

　
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
イ
ド
も
決
し
て
家
に
余
財
あ
る
人
で
は
な
か
っ
た
。
彼

は
ラ
ニ
ス
タ
ム
ド
ゥ
ウ
ィ
と
い
う
村
の
靴
屋
く
つ
や
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
あ

わ
れ
な
る
靴
屋
は
、
自
分
の
姉
及
び
そ
の
連
れ
子
を
自
分
の
家
に
引
き
取
り
、

や
せ
腕
一
本
で
も
っ
て
そ
の
姉
を
養
い
、
ま
た
三
人
の
甥おい
と
姪めい
（
ロ
イ
ド
・

ジ
ョ
ー
ジ
の
父
が
な
く
な
っ
た
時
、
母
は
妊
娠
中
で
あ
っ
た
）
と
を
育
て
上

げ
、
彼
自
ら
は
つ
い
に
独
身
生
活
を
貫
い
た
。
私
は
今
日
の
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ

ー
ジ
は
も
っ
て
六
尺
の
孤
を
託
す
べ
き
底てい
の
人
物
で
あ
る
と
言
っ
た
が
、
彼

を
育
て
た
叔お
父じ
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
イ
ド
そ
の
人
が
ま
た
、
実
に
も
っ
て
六

尺
の
孤
を
託
す
べ
き
底
の
人
物
で
あ
っ
た
。

　
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
自
ら
そ
の
叔お
父じ
の
事
を
語
っ
て
い
う
。
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　M

y uncle never m
arried. H

e set him
self the task of educating the c
　hildren of his sister as a sacred and suprem

e duty. To that duty he gav

　e his tim
e, his energy, and all his m

oney.

　
（
私
の
叔
父
は
一
生
結
婚
し
な
か
っ
た
。
彼
は
、
彼
の
姉
の
子
供
を
教
育

　
す
と
い
う
仕
事
を
ば
、
神
聖
か
つ
最
高
の
義
務
と
し
て
、
こ
れ
に
一
身
を

　
さ
さ
げ
た
。
そ
の
義
務
に
向
か
っ
て
、
彼
は
彼
の
時
と
、
彼
の
精
力
と
、

　
ま
た
す
べ
て
の
彼
の
金
を
さ
さ
げ
た
。
）

　
げ
に
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
に
そ
の
家
を
与
え
、
そ
の
衣
食
を
給
し
た
る
者

は
、
彼
の
叔
父
で
あ
っ
た
。
彼
に
聖
書
を
読
ま
し
め
、
天
を
畏おそ
れ
人
を
愛
す

べ
き
こ
と
を
教
え
た
る
者
も
、
ま
た
彼
の
叔
父
で
あ
っ
た
。
彼
の
叔
父
は
、

彼
が
小
学
校
に
通
学
す
る
こ
ろ
に
は
、
日
々
そ
の
下
読
み
と
復
習
を
手
伝
い
、
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の
ち
彼
が
弁
護
士
を
志
し
て
法
律
学
の
独
習
を
始
む
る
や
、
彼
の
叔
父
は
、

多
少
な
り
と
も
指
導
助
力
に
役
立
た
ば
や
と
思
う
一
念
よ
り
、
寄
る
年
波
を

も
顧
み
ず
、
お
の
れ
も
ま
た
始
め
て
法
律
学
の
研
究
に
志
し
、
同
じ
燈
火
の

下
に
そ
の
甥
と
と
も
に
苦
学
し
た
も
の
で
あ
る
。
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
自

ら
こ
う
言
う
て
い
る
。
「
貧
乏
な
叔
父
と
私
と
は
長
時
間
卓
を
と
も
に
し
て
、

時
代
遅
れ
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
辞
典
や
文
典
を
や
た
ら
に
ひ
っ
く
り
返
し
な
が

ら
、
わ
ず
か
に
一
語
を
つ
づ
り
一
文
を
属
す
る
を
常
と
し
た
。
こ
れ
が
わ
れ

わ
れ
両
人
の
苦
学
法
で
あ
っ
た
。
」
か
く
て 

螢  

雪 

け
い
せ
つ

の
功
む
な
し
か
ら
ず
、

彼
が
わ
ず
か
に
二
十
一
歳
の
青
年
を
も
っ
て
弁
護
士
試
験
に
及
第
す
る
や
、

彼
の
叔
父
が
骨
身
惜
し
ま
ず
か
せ
ぎ
た
め
て
お
い
た
数
百
ポ
ン
ド
の
資か
金ね
は
、

こ
の
時
ま
で
に
彼
の
学
費
の
た
め
す
べ
て
消
費
し
尽
く
さ
れ
、
現
に
彼
は
せ
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っ
か
く
弁
護
士
試
験
に
及
第
し
な
が
ら
、
法
服
新
調
の
費
用
に
さ
え
当
惑
し

た
ほ
ど
の
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
ま
こ
と
に
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
自
ら
の
言

え
る
が
ご
と
く
、
彼
の
叔
父
は
、
彼
を
教
育
す
る
が
た
め
に
、
彼
の
時
と
彼

の
精
力
と
彼
の
金
を
ば
す
べ
て
費
や
し
尽
く
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
自
ら
そ
の
少
年
時
代
の
生
活
を
顧
み
て
い
う
。

　
　W

e scarcely ate fresh m
eat, and I rem

em
ber that our greatest luxur

　y w
as half an egg for each child on Sunday m

orning.

　
（
わ
れ
わ
れ
は
ほ
と
ん
ど
生なま
の
肉
を
食
べ
た
こ
と
は
な
い
。
そ
う
し
て
私

　
は
よ
く
覚
え
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
最
大
の
ぜ
い
た
く
は
、
日
曜
日
の

　
朝
、
皆
が
鶏
卵
た
ま
ご
を
半
分
ず
つ
も
ら
う
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。
）

　
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
伝
の
著
者
エ
ヴ
ァ
ン
ス
ま
た
こ
の
一
句
を
引
き
き
た
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っ
て
い
う
、
「
か
か
る
絵
に
筆
を
入
れ
て
細
か
く
描
き
足
そ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
よ
ご
す
ば
か
り
で
あ
る
」
と
。
さ
れ
ば
私
も
、
あ
わ

れ
な
る
靴
屋
く
つ
や
の
主
人
が
当
時
い
か
に
苦
心
し
た
か
に
つ
い
て
、
も
は
や
こ
れ

以
上
は
語
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
古
人
も
至
誠
に
し
て
動
か
ざ
る
者
は
い
ま
だ
こ
れ
あ
ら
ざ
る
な
り
と
言
っ

て
い
る
が
、
げ
に
至
誠
の
力
ほ
ど
恐
ろ
し
き
者
は
世
に
あ
ら
じ
。
博
厚
は
地

に
配
し
、
高
明
は
天
に
配
し
、  

悠    

久  
ゆ
う
き
ゅ
う

疆かぎ
り
な
し
。
見
よ
、
貧
し
き
靴
屋

の
主
人
の
至
誠
は
凝
っ
て
大
英
国
の
大
宰
相
を
造
り
出
し
、
し
か
し
て
こ
の

大
宰
相
の
大
精
神
は
や
が
て
四
海
万
国
を
支
配
せ
ん
と
す
る
事
を
。

　
伝
え
聞
く
、
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
始
め
て
大
蔵
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
、
居

を
ド
ウ
ニ
ン
グ
街
の
官
邸
に
移
す
や
、
彼
は
そ
の
衷
情
を
吐
露
し
て
い
う
。
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「
余
の
親
愛
す
る
老
叔
父

ろ
う
お
じ

は
、
そ
の
平
素
目
し
て
大
英
雄
と
な
せ
る
グ
ラ
ッ

ド
ス
ト
ー
ン
の
か
つ
て
住
ま
い
し
こ
と
あ
る
こ
の
官
宅
に
き
た
っ
て
滞
留
す

る
こ
と
を
、
必
ず
や
一
代
の
面
目
と
な
し
て
大
い
に
喜
ぶ
で
あ
ろ
う
」
と
。

今
や
そ
の
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
が
こ
の
軍
国
多
事
の
際
に
当
た
っ
て
、
と
う

と
う
総
理
大
臣
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
し
る
し
き
た
っ
て
彼
を
思
い
こ

れ
を
思
う
時
、
筆
を
停とど
め
て
落
涙
す
る
を
禁
じ
得
ざ
る
者
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
正
六
年
一
月
九
日
）

　
　
　
　
　
　
　
二
の
二

　
私
は
繰
り
返
す
。
　
　
現
代
世
界
の
政
治
家
中
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
私
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の
最
も
好
き
な
政
治
家
で
あ
る
、
け
だ
し
彼
は
弱
者
の
味
方
で
あ
る
。
こ
と

に
彼
は
不
幸
な
る
弱
者
が
無
慈
悲
な
る
強
者
の
た
め
に
非
道
の
圧
制
に
苦
し

む
を
見
る
時
は
、
憤
然
と
し
て
お
の
れ
が
面
お
も
てに
唾
つ
ば
きせ
ら
れ
た
る
が
ご
と
く
に

嚇
怒
す
る
。
し
か
し
て
こ
の
強
者
を
お
さ
え
か
の
弱
者
を
た
す
く
る
が
た
め

に
は
、
彼
は
ほ
と
ん
ど
お
の
れ
が
身
命
の
危
う
き
を
顧
み
ざ
る
人
で
あ
る
。

　
思
う
に
最
も
よ
く
彼
の
人
物
を
見
る
に
足
る
も
の
は
、
南
ア
戦
争
当
時
に

お
け
る
彼
の
態
度
で
あ
る
。

　
苦
学
の
結
果
幸
い
に
し
て
弁
護
士
と
な
り
得
た
る
彼
は
、
の
ち
選
ば
れ
て

代
議
士
と
な
る
。
代
議
士
と
な
り
て
よ
り
数
年
後
、
彼
の
一
生
に
と
り
て
一

大
事
件
と
見
な
す
べ
き
も
の
は
、
南
ア
戦
争
の
爆
発
で
あ
る
。

　
南
ア
戦
争
と
は
、
英
国
が
ア
フ
リ
カ
の
南
端
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
ル
の
金
鉱
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を
獲
得
せ
ん
が
た
め
に
、
ブ
ー
ア
人
を
相
手
に
起
こ
し
た
戦
争
で
あ
る
。
ロ

イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
思
え
ら
く
、
こ
は
資
本
家
の 

貪  

欲 

ど
ん
よ
く

を
満
た
さ
ん
が
た
め

に
起
こ
さ
れ
た
る
無
名
の
師
で
あ
る
。
世
界
最
大
の
強
国
た
る
英
国
が
、

「
ウ
ェ
ー
ル
ズ
国
中
の
最
も
小
な
る
二
郡
と
あ
え
て
軒
輊
け
ん
ち
な
き
人
口
を
有
す

る
に
過
ぎ
ざ
る
二
小
国
（
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
ル
と
オ
レ
ン
ジ
自
由
国
）
」
に

対
し
、
武
力
を
も
っ
て
そ
の
要
求
を
強
制
せ
ん
と
す
る
は
、
非
道
の
は
な
は

だ
し
き
も
の
で
あ
る
。
大
英
国
に
と
っ
て
最
大
の
宝
は
、
「
す
べ
て
の
国
の

弱
き
者
、
し
い
た
げ
ら
れ
お
る
者
の
た
め
に
、
そ
の
希
望
た
り
楯たて
た
る
特
性

す
な
わ
ち
こ
れ
で
あ
る
。
こ
は
こ
の
大
英
国
の
栄
光
中
最
も 

赫  

耀 

か
く
よ
う

た
る
霊

彩
を
放
て
る
宝
玉
で
あ
る
。
」
（
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
演
説
中
の
一
句
、
内
う
ち

ヶ
崎さき 

作 

三 

郎 

さ
く
さ
ぶ
ろ
う
君
の
訳
に
よ
る
）
。
南
ア
の
辺
境
に
い
か
に 

莫  

大 

ば
く
だ
い

の
金
銀
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を
蔵
す
れ
ば
と
て
、
大
英
国
伝
来
の
こ
の
宝
玉
と
交
換
せ
ん
と
す
る
は
、
無

道
の
極
で
あ
る
と
。
す
な
わ
ち
一
八
九
九
年
彼
カ
ナ
ダ
に
お
も
む
く
の
途
中

一
た
び
開
戦
の
報
を
耳
に
す
る
や
、
彼
は
直
ち
に
踵
く
び
すを
め
ぐ
ら
し
、
馳は
せ
て

ロ
ン
ド
ン
に
帰
り
、
即
時
に
猛
烈
な
る
非
戦
運
動
を
始
め
た
の
で
あ
る
。

　
国
民
全
体
が
戦
争
熱
に
浮
か
さ
れ
て
い
る
ま
っ
た
だ
中
に
、
そ
れ
ら
熱
狂

せ
る
同
胞
を
非
難
攻
撃
し
て
、
非
戦
運
動
を
始
む
る
ほ
ど
世
に
無
謀
な
仕
事

は
な
い
。
彼
の
友
人
、
彼
の
同
情
者
、
彼
の
後
援
者
は
、
こ
ぞ
っ
て
こ
の
無

謀
な
る
事
業
に
反
対
し
、
彼
が
せ
っ
か
く
の
人
気
を
ば
一
朝
に
し
て
失
墜
せ

ん
こ
と
を
お
そ
れ
、
ぜ
ひ
に
沈
黙
を
守
ら
ん
こ
と
を 

切  

諫 

せ
っ
か
ん

し
た
。
し
か
も

義
を
見
て
な
さ
ざ
る
は
勇
な
き
な
り
。
し
か
し
て
彼
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は

勇
者
で
あ
る
。
彼
は
す
な
わ
ち 

囂  

々 

ご
う
ご
う

た
る
反
対
、
妨
害
、
罵ば
詈り
、 

讒  

謗 

ざ
ん
ぼ
う
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を
も
の
と
も
せ
ず
、
非
戦
論
を
ひ
っ
さ
げ
て
全
国
を
遊
説
せ
ん
と
志
し
、
ま

ず
自
己
の
選
挙
区
に
帰
る
や
、
有
権
者
団
体
は
、
こ
の
地
に
お
い
て
公
開
演

説
を
開
催
す
る
こ
と
の
き
わ
め
て
不
得
策
な
る
を
主
張
し
て
や
ま
ざ
り
し
に
、

彼
は
答
え
て
い
う
、
も
し
諸
君
に
し
て
し
い
て
爾し
か
主
張
せ
ら
る
る
な
ら
ば
、

余
は
議
員
の
職
を
辞
す
る
も
い
と
わ
ず
と
。
か
く
て
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
お
け
る

第
一
回
の
演
説
は
反
抗
心
に
満
て
る
聴
衆
を
前
に
し
て
カ
ー
マ
ー
ゼ
ン
と
い

え
る
所
に
て
催
さ
れ
し
が
、
当
時
に
お
け
る
彼
の
精
神
は
、
次
の
一
句
の
中

に
活
躍
し
て
い
る
と
思
う
。
彼
い
わ
く

　
「
余
の
見
て
も
っ
て
破
廉
恥
と
な
す
も
の
（
南
ア
戦
争
）
に
対
し
、
余
に

　
し
て
も
し
こ
れ
に
抗
議
す
る
が
た
め
、
こ
の
最
初
の
機
会
は
も
ち
ろ
ん
そ

　
の
他
す
べ
て
の
機
会
を
と
ら
え
ず
し
て
や
む
な
ら
ば
、
余
は
神
及
び
人
の
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前
に
立
っ
て
、
自
ら
一
個
不
忠
の 

卑 

怯 

漢 

ひ
き
ょ
う
も
の
た
る
の
感
を
な
さ
ざ
る
を
得

　
ぬ
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
余
は
、
今
夜
こ
よ
い
も
、
こ
こ
に
あ
え
て
抗
議
す
る
。
た

　
と
い
あ
す
か
ら
は
こ
の
カ
ー
マ
ー
ゼ
ン
に
一
人
の
友
人
も
な
く
な
ろ
う
と

　
も
。
」

　
た
と
い
す
べ
て
の
同
胞
を
こ
と
ご
と
く
敵
と
す
る
も
不
正
不
義
に
向
か
っ

て
は
一
歩
も
仮
借
す
べ
か
ら
ず
と
い
う
の
が
、
彼
の
精
神
で
あ
っ
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
彼
が
猛
烈
に
運
動
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
世
間
の
反
感
も
ま
た
ま

す
ま
す
猛
烈
に
な
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
現
に
彼
自
身
の
選
挙
区
に
お
い
て

も
、
バ
ン
ゴ
ア
と
い
う
所
に
て
演
説
会
を
開
き
し
時
の
ご
と
き
は
、
会
館
は

た
け
り
狂
う
群
集
に
よ
っ
て
絶
え
間
な
く
攻
撃
さ
れ
、
彼
自
身
も
市ま
街ち
の
ま

ん
中
で
袋
だ
た
き
に
会
っ
た
。
か
く
の
ご
と
く
に
し
て
彼
の
不
人
望
は
そ
の
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極
頂
に
達
し
た
る
時
、
あ
た
か
も
一
九
〇
〇
年
の
総
選
挙
が
行
な
わ
れ
た
。

こ
の
時
ば
か
り
は
わ
ず
か
に
残
っ
た
彼
の
後
援
者
も
ほ
と
ん
ど
失
望
の
極
に

陥
っ
た
が
、
さ
す
が
は
英
国
だ
、
こ
の
『
国
賊
』
こ
の
『
売
国
奴
』
は
前
回

よ
り
も
五
割
以
上
の
投
票
数
を
得
て
、
重
ね
て
再
選
せ
ら
る
る
事
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
正
六
年
一
月
十
日
）

　
　
　
　
　
　
　
二
の
三

　
重
ね
て
議
員
に
再
選
せ
ら
れ
て
よ
り
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
勇
気
百
倍
、

縦
横
無
尽
に
そ
の
奮
闘
を
続
け
、
か
く
て
翌
一
九
〇
一
年
の
十
二
月
に
は
、

彼
は
い
よ
い
よ
キ
リ
ス
ト
降
誕
祭
の
前
日
を
期
し
、
南
ア
戦
争
の
直
接
の
責
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任
者
た
る
殖
民
大
臣
チ
ャ
ン
バ
ー
レ
ン
の
郷
里
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
市
に
攻
め
入

る
の
予
定
を
立
て
た
。
そ
も
そ
も
こ
の
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
市
は
、
チ
ャ
ン
バ
ー

レ
ン
の
本
営 

牙  

城 

が
じ
ょ
う

に
し
て
、
氏
の
政
敵
の
か
つ
て
足
一
歩
も
踏
み
入
る
る

あ
た
わ
ざ
り
し
所
で
あ
る
。
チ
ャ
ン
バ
ー
レ
ン
は
早
く
よ
り
親
し
く
同
市
の

市
政
に
参
画
し
、
幾
多
の
改
良
改
革
を
断
行
し
、
同
市
を
し
て
英
国
都
市
中

の
模
範
た
ら
し
め
し
恩
人
に
し
て
、
数
十
万
の
市
民
は
氏
を
神
の
ご
と
く
崇

拝
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
こ
の
地
に
入
ら
ん

と
す
る
の
報
一
た
び
伝
わ
る
や
、
同
地
の
新
聞
紙
は
一
斉
に
筆
を
整
え
て
獰ど

   

猛 

う
も
う
に
彼
の
攻
撃
を
開
始
し
「   
自      
称      

国      

賊   

セ
ル
フ
コ
ン
フ
ェ
ッ
ス
ド
・
ヱ
ネ
ミ
ー
き
た
ら
ん
と
す
」

「 

売 

国 

奴 

ト
レ
ー
タ
ー

ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
侵
入
せ
ん
と
す
」
な
ど
い
う
挑
発
的
文
字

を
も
っ
て
盛
ん
に
市
民
の
反
感
を
扇
動
し
、
広
告
隊
は
終
日
市
中
を
練
り
歩
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き
て
「
国
王
、
政
府
及
び
チ
ャ
ン
バ
ー
レ
ン
君
を
防
衛
す
る
が
た
め
」
忠
実

な
る
す
べ
て
の
市
民
は
、
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
演
説
会
場
た
る
タ
ウ
ン
・

ホ
ー
ル
（
市
公
会
堂
）
に
押
し
寄
す
べ
し
な
ん
ど
触
れ
回
る
と
い
う
勢
い
で
、

彼
い
ま
だ
き
た
ら
ざ
る
に
殺
気
は
す
で
に
市
内
に
み
な
ぎ
っ
た
。
こ
こ
に
お

い
て
か 

警   

察   
部   
長  

チ
ー
フ
コ
ン
ス
テ
ー
ブ
ル

は
万
一
を
お
も
ん
ぱ
か
り
、
彼
に
向
か
っ
て
せ
つ

に
集
会
を
中
止
せ
ん
こ
と
を
求
め
た
け
れ
ど
も
、
元
来
彼
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー

ジ
は
、
自
ら
反
か
え
りみ
て
縮なお
か
ら
ず
ん
ば
褐かつ 

寛  

博 

か
ん
ぱ
く

と
い
え
ど
も
吾われ
惴
お
そ
れざ
ら
ん
や
、

自
ら
反
み
て
縮
く
ん
ば
千
万
人
と
い
え
ど
も
吾
往ゆ
か
ん
と
い
う
流
儀
の
豪
傑

な
れ
ば
、
な
ん
じ
ょ
う
か
か
る
事
に
ひ
る
む
べ
き
。
い
よ
い
よ
予
定
の
日
、

予
定
の
場
所
で
大
演
説
会
を
開
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
当
日
は
警
察
官

は
総
出
と
な
っ
て
タ
ウ
ン
・
ホ
ー
ル
の 

界  
隈 

か
い
わ
い

を
警
戒
し
、
建
物
の
内
部
に
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も
お
お
ぜ
い
の
警
察
官
が
潜
伏
し
て
万
一
に
備
え
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
準

備
も
つ
い
に
す
べ
て
無
効
に
帰
し
た
。
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
が
そ
の
雄
姿
を

演
壇
に
現
わ
す
や
否
や
、
場
内
の
聴
衆
は
ひ
そ
か
に
携
え
き
た
れ
る
各
種
の

飛
び
道
具
を
ば
演
壇
目
が
け
て
一
斉
に
放
射
し
、
場
外
の
群
衆
も
ま
た
た
け

り
狂
う
て
、
窓
を
破
り
扉と
を
押
し
の
け
て
乱
入
す
と
い
う
勢
い
に
、
ロ
イ
ド

・
ジ
ョ
ー
ジ
は
つ
い
に
一
語
を
も
発
す
る
を
得
ず
、
演
壇
の
後
方
な
る
一
小

室
に
難
を
避
け
警
官
の
制
帽
制
服
を
借
り
て
に
わ
か
に
変
装
し
、
わ
ず
か
に

会
場
を
抜
け
い
で
、
か
ら
く
も
一
命
を
拾
う
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
人
民

の
重
傷
を
負
え
る
者
二
十
七
名
、
即
死
一
名
、
警
官
に
し
て
重
傷
を
こ
う
む

り
た
る
者
ま
た
少
な
か
ら
ざ
り
し
と
い
え
ば
、
も
っ
て
そ
の  

騒    

擾  

そ
う
じ
ょ
う

の
い

か
に
は
な
は
だ
し
か
り
し
か
を
知
り
う
る
と
同
時
に
、
平
生
冷
静
沈
着
な
る
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英
人
が
か
ほ
ど
ま
で
の
騒
動
を
惹
起

ひ
き
お
こ
せ
し
こ
と
は
、
そ
の 

激  

昂 

げ
き
こ
う

の
度
の
い

か
に
は
な
は
だ
し
か
り
し
を
も
知
る
に
足
る
と
思
う
。

　
エ
ヴ
ァ
ス
ン
は
彼
を
評
し
て
「
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
以
上
の m

ilitant pea

cem
aker

（
戦
闘
的
平
和
主
張
者
）
は
か
つ
て
見
た
こ
と
が
な
い
。
彼
は
南

ア
戦
争
当
時
に
お
い
て
、
ブ
ー
ア
人
が
英
軍
に
反
抗
し
て
戦
い
し
と
同
じ
激

し
さ
を
も
っ
て
、
戦
争
に
反
抗
し
て
戦
っ
た
」
と
言
っ
て
お
る
が
、
実
に
そ

の
と
お
り
だ
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
×

　
叔お
父じ
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
イ
ド
は
そ
の
甥おい
を
理
想
的
に
育
て
上
げ
る
こ
と
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を
神
聖
か
つ
最
高
の
義
務
と
信
じ
て
、
こ
れ
に
そ
の
一
身
を
さ
さ
げ
た
。
こ

の
ゆ
え
に
こ
の
叔
父
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
る
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
そ
の

神
聖
か
つ
最
高
の
義
務
と
信
ず
る
と
こ
ろ
に
向
か
っ
て
、
常
に
そ
の
一
身
を

さ
さ
げ
つ
つ
あ
る
。

　
四
歳
に
し
て
父
を
う
し
な
い
、
二
人
の
孤
み
な
し
ごが
母
を
擁
し
て
相
泣
き
し
時
、

身
を
さ
さ
げ
て
彼
ら
の
急
を
救
う
た
者
は
叔
父
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
イ
ド
で

あ
っ
た
。
叔
父
は
こ
れ
が
た
め
に
一
生
め
と
ら
ず
、
彼
ら
と
と
も
に
つ
ぶ
さ

に
辛
酸
を
な
め
尽
く
し
た
。
そ
の
恩
義
、
そ
の
慈
愛
は
、
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー

ジ
の
五
臓
六
腑

ご
ぞ
う
ろ
っ
ぷ
に
し
み
わ
た
っ
て
い
る
。
彼
が
弱
き
者
の
し
い
た
げ
ら
る
る

を
見
る
時
は
、
必
ず
常
に
、
孺
子
じ
ゅ
し
を
と
ら
え
て
井
中
に
投
ぜ
ん
と
す
る
を
目

撃
す
る
が
ご
と
き
の
感
を
な
す
も
、
ひ
っ
き
ょ
う
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。
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彼
は
ま
た
こ
れ
が
た
め
に
、
か
つ
て
南
ア
戦
争
に
当
た
っ
て
は
そ
の
同
胞

を
敵
と
し
て
戦
い
、
あ
え
て
身
命
の
危
う
き
を
顧
み
ず
。
の
ち
あ
げ
ら
れ
て

大
蔵
大
臣
と
な
る
や
、
幾
多
の
反
対
攻
撃
を
も
の
と
も
せ
ず
、
着
々
と
し
て

多
数
貧
民
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
の
社
会
政
策
を
実
施
し
、
「
世
界
に
政
治
家

は
多
い
。
そ
う
し
て
彼
ら
は
世
の
認
め
て
も
っ
て
尊
貴
と
な
し
名
誉
と
な
す

と
こ
ろ
の
も
の
を
得
、
富
も
ま
た
彼
ら
の
上
に
積
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
多
く
の
人
々
が
自
分
の
居
間
に
独
座
す
る
時
、
ひ
そ
か
に
彼
の
利

益
の
た
め
に
祈
り
、
自
分
ら
自
身
さ
え
充
分
に
享
受
し
て
い
な
い
幸
福
を
ば
、

た
だ
彼
が
身
に
あ
れ
か
し
と
の
み
念
じ
つ
つ
あ
る
が
ご
と
き
、
隠
れ
た
る
懐
ゆ
か

し
き
同
情
者
を
有
す
る
こ
と
、
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
ご
と
く
多
き
も
の
は

い
ま
だ
か
つ
て
な
い
」
と
言
わ
る
る
に
至
り
し
も
、
ま
た
こ
れ
が
た
め
で
あ

382貧乏物語



る
。

　
彼
は
ま
た
こ
れ
が
た
め
に
、
今
や
ド
イ
ツ
人
の
暴
虐
を
懲
罰
せ
ん
が
た
め
、

獅
子
奮
迅

し
し
ふ
ん
じ
ん
の
勢
い
を
も
っ
て
軍
国
の
大
事
に
当
た
り
つ
つ
あ
る
。
開
戦
後
ま

も
な
く
軍
需
大
臣
と
な
り
、
次
い
で
陸
軍
大
臣
に
転
じ
、
つ
い
に
今
は
総
理

大
臣
の
椅い
子す
を
占
め
、
隠
然
と
し
て
連
合
諸
国
の
総
大
将
た
る
の
観
が
あ
る
。

し
か
も
余
を
も
っ
て
こ
れ
を
見
れ
ば
、
彼
は
依
然
と
し
て
、
今
よ
り
約
十
五

年
前
、
英
国
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
市
に
お
い
て
そ
の
同
胞
の
た
め
に
ほ
と
ん
ど
一

命
を
奪
わ
れ
ん
と
せ
し
当
年
の m

ilitant peacem
aker

（
戦
闘
的
平
和
主
張

者
）
た
る
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
そ
の
ま
ま
の
人
で
あ
る
。
思
う
に
や
が
て
き

た
る
べ
き
平
和
会
議
の
席
上
に
お
い
て
、
最
も
権
威
あ
る
発
言
を
な
し
う
る

者
は
、
必
ず
や
彼
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
彼
は
正
義
の
た
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め
に
、
よ
く
ド
イ
ツ
人
と
戦
う
こ
と
を
知
る
と
同
時
に
、
ま
た
よ
く
自
国
人

と
争
う
こ
と
を
知
る
。
こ
の
ゆ
え
に
私
は
、
き
た
る
べ
き
平
和
会
議
の
席
上

に
、
心
よ
り
彼
を
歓
迎
す
る
と
同
時
に
、
戦
後
の
経
営
に
お
い
て
も
、
英
国

多
数
の
貧
民
の
た
め
、
彼
の
生
命
の
永
と
こ
し
えに
長
か
ら
ん
事
を
祈
る
。
国
家
を
異

に
し
、
人
種
を
異
に
し
な
が
ら
、
私
の
ひ
そ
か
に
そ
の
長
寿
を
祈
り
つ
つ
あ

る
は
、
世
界
の
政
治
家
中
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
た
だ
一
人
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
正
六
年
一
月
十
一
日
）
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　If the life is m
ore than m

eat, the m
eat, all the sam

e, is necessary.------

--Sm
art, Second Thoughts of an Econom

ist, 1916, p. 111.

　Poverty kills the social sentim
ents in m

an, destroys in fact all relation

s betw
een m

en. H
e w

ho is abandoned by all can no longer have any feel

ing for those w
ho have left him

 to his fate.----B
onger. C

rim
inality and E

conom
ic C

onditions. (trans. from
 D

utch.), 1916, p. 436.

生
命
は
食
物
以
上
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
食
物
は
依
然
と
し
て
必
要
な

も
の
で
あ
る
。
　
　
ス
マ
ー
ト
『
第
二
思
想
』
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×

貧
乏
は
人
の
社
会
的
感
情
を
殺
し
、
人
と
人
と
の
間
に
お
け
る
い
っ
さ
い
の

関
係
を
破
壊
し
去
る
。
す
べ
て
の
人
々
に
よ
り
て
捨
て
ら
れ
た
人
は
、
か
か

る
境
遇
に
彼
を
置
き
去
り
に
せ
し
人
々
に
対
し
も
は
や
な
ん
ら
の
感
情
も
も

ち
得
ぬ
も
の
で
あ
る
。
　
　
ボ
ン
ガ
ー
『
犯
罪
と
経
済
状
態
』
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
貧
乏
物
語
」
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店

　
　
　1947
（
昭
和22

）
年9

月5

日
第1

刷
発
行

　
　
　1965

（
昭
和40

）
年10

月16

日
第30

刷
改
版
発
行

　
　
　1978

（
昭
和53
）
年11

月10

日
第47

刷
発
行

初
出
：
貧
乏
物
語
「
大
阪
朝
日
新
聞
」

　
　
　1916

（
大
正5

）
年9
月11
日
〜12

月26

日

　
　
　
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
「
大
阪
朝
日
新
聞
」

　
　
　1916

（
大
正5

）
年7

月14

日
、1917
（
大
正6

）
年1

月9

日
〜11

日

※
注
釈
記
号
「
＊
」
は
底
本
で
は
、
直
前
の
文
字
の
右
横
に
ル
ビ
の
よ
う
に
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付
い
て
い
ま
す
。

※
底
本
で
区
切
り
に
使
わ
れ
て
い
る
「
＊
」
は
注
釈
記
号
と
重
複
す
る
の
で

「
×
」
に
変
更
し
ま
し
た
。

※
２
行
に
わ
た
る
波
括
弧
は
け
い
線
素
片
で
代
用
し
ま
し
た
。

※
「
二
の
二
」
の
「
ロ
ー
ン
ツ
リ
ー
『
貧
乏
』
縮
刷
版
」
と
「
ボ
ウ
レ
イ

『
生
計
と
貧
乏
』
」
の
表
の
レ
イ
ア
ウ
ト
を
、
読
み
や
す
さ
を
優
先
し
て
調

整
し
ま
し
た
。

※
「
需
要
は
す
な
わ
ち
本
《
と
》
で
」
は
、
校
正
に
使
用
し
た
第63

刷
の
表

記
に
従
っ
て
「
需
要
は
す
な
わ
ち
本
《
も
と
》
で
」
と
あ
ら
た
め
ま
し
た
。

※
添
付
の
画
像
フ
ァ
イ
ル
は
「
貧
乏
物
語
」
（
弘
文
堂
書
房
、
大
正6

年3

月

1

日
発
行
、
大
正6

年4

月20

日
改
訂
第7

版
）
の
も
の
を
使
用
し
ま
し
た
。
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入
力
：sogo

校
正
：
鈴
木
厚
司

2008
年4
月7

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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