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一

　
人
或
は
言
う
で
あ
ろ
う
。
「
勿
論
、
宗
教
的
、
道
徳
的
、
哲
學
的
、
法
律

的
の
觀
念
は
歴
史
の
進
歩
と
共
に
變
化
し
た
。
け
れ
ど
も
宗
教
、
道
徳
、
哲

學
、
政
治
、
法
律
等
は
此
の
變
化
を
う
け
ず
に
生
き
の
こ
つ
て
い
た
。
」

「
お
ま
け
に
、
凡あら
ゆ
る
社
會
状
態
に
共
通
の
、
自
由
と
か
正
義
と
か
い
う
永

久
眞
理
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
共
産
主
義
は
永
久
眞
理
を
抹
殺
し
て
し
ま
う
。

そ
れ
は
凡すべ
て
の
宗
教
、
凡
て
の
道
徳
を
新
し
い
基
礎
の
上
に
構
成
す
る
代
り

に
全
然
廢
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
共
産
主
義
は
過
去
の
一
切
の
歴
史
的
經
驗

と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
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此
の
批
難
を
要
約
す
る
と
ど
う
な
る
か
？
　
過
去
に
於
け
る
一
切
の
社
會

の
歴
史
は
階
級
對
立
の
發
展
で
あ
つ
た
。
異
つ
た
時
代
に
異
つ
た
形
態
を
と

つ
て
く
る
階
級
對
立
の
歴
史
で
あ
つ
た
。

　
け
れ
ど
も
階
級
對
立
が
如
何
な
る
形
態
を
と
つ
た
に
も
せ
よ
、
社
會
の
一

部
が
他
の
部
分
に
搾
取
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
過
去
の
全
歴
史
に
共
通
の
一

事
實
で
あ
る
。
だ
か
ら
過
去
の
時
代
の
社
會
的
意
識
が
複
雜
多
樣
な
相
を
示

し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
は
或
る
共
通
の
形
態
或
は
一
般
觀
念
の
中
に

動
い
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
階
級
對
立
が
全
く
消
え
去
ら
な
い
限
り

は
完
全
に
な
く
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
怪
む
に
足
り
ぬ
。

　
共
産
主
義
革
命
は
傳
統
的
財
産
關
係
と
の
最
も
急
激
な
分
裂
で
あ
る
、
故

に
そ
の
發
展
と
共
に
傳
統
的
觀
念
と
の
最
も
急
激
な
分
裂
が
起
る
の
は
不
思
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議
で
な
い
…
…
…
…
マ
ル
ク
ス
。

　
マ
ル
ク
ス
は
社
會
主
義
に
對
す
る
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
批
難
に
對
し
て
七
十

餘
年
前
に
以
上
の
如
く
答
え
た
。
マ
ル
ク
ス
に
と
つ
て
は
一
定
時
代
の
法
律

や
道
徳
や
宗
教
等
は
多
か
れ
少
か
れ
支
配
階
級
の
利
益
を
包
藏
し
て
い
る
階

級
的
偏
見
に
他
な
ら
な
か
つ
た
。
而
し
て
こ
の
偏
見
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ

る
爲
め
に
は
階
級
の
な
い
社
會
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
文
學
は
法
律
、

道
徳
、
宗
教
、
哲
學
と
共
に
社
會
的
意
識
の
一
形
態
、
一
要
素
で
あ
る
。
そ

こ
で
一
時
代
の
文
學
は
多
か
れ
少
な
か
れ
支
配
階
級
の
階
級
的
偏
見
に
感
染

す
る
こ
と
は
些
い
さ
さ
かの
疑
い
も
な
い
。
而
し
て
こ
の
階
級
的
偏
見
の
よ
つ
て
來
る

と
こ
ろ
は
、
階
級
對
立
を
生
ぜ
し
め
る
社
會
的
生
産
關
係
に
他
な
ら
ぬ
こ
と

も
疑
問
の
餘
地
が
な
い
。
文
學
と
唯
物
史
觀
と
の
關
係
は
そ
こ
に
潜
ん
で
い
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る
。
と
こ
ろ
が
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
「
思
想
家
」
達
は
昔
も
今
も
こ
の
明
白
な

事
實
を
受
け
入
れ
な
い
。

　
唯
物
史
觀
は
今
や
中
間
階
級
的
ア
イ
デ
オ
ロ
ジ
ス
ト
の
批
難
の
的
と
な
つ

て
い
る
。
し
か
し
多
く
の
新
し
い
學
説
が
そ
う
で
あ
つ
た
如
く
、
而
し
て
唯

物
史
觀
が
七
十
餘
年
前
に
そ
う
で
あ
つ
た
如
く
、
甚
だ
し
い
、
誤
解
、
曲
解
、

通
俗
化
、
脱
骨
、
中
傷
の
犧
牲
と
な
つ
て
い
る
。

　
唯
物
史
觀
の
如
き
時
代
後おく
れ
の
淺
薄
な
學
説
に
從
う
の
は
學
者
文
人
の
恥

辱
で
あ
る
と
し
て
、
「
現
代
文
化
」
の
支
持
者
達
は
雄
々
し
く
も
唯
物
史
觀

征
伐
の
十
字
軍
を
起
し
て
來
た
。
そ
う
し
て
彼
等
は
こ
ん
度
も
亦
易
々
と
唯

物
史
觀
の
首
級
を
あ
げ
て
凱
旋
し
た
の
で
あ
る
。
嗚あ
呼あ
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
首
級
は
正
眞
ま
ぎ
れ
も
な
い
唯
物
史
觀
の
そ
れ
で
あ
つ
た
か
？
　
否
そ
れ
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は
彼
等
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
つ
た
。
彼
等
自
身
が
こ
し
ら
え
た
唯
物
史

觀
の
模
型
で
あ
つ
た
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
生
じ
た
か
？

　
　
　
　
　
　
　
二

　
近
世
の
自
然
科
學
は
丁
度
唯
物
史
觀
と
同
じ
運
命
を
經
て
來
た
。
宗
教
家
、

神
學
者
、
倫
理
學
者
、
哲
學
者
、
文
學
者
等
は
、
自
然
科
學
誕
生
の
前
後
に

於
て
甚
し
い
恐
慌
を
來
し
た
。
そ
う
し
て
次
に
は
結
束
し
て
此
の
幼
兒
を
虐

殺
し
よ
う
と
し
た
。
權
威
あ
る
故
人
を
し
て
こ
れ
を
語
ら
し
め
よ
。
リ
ッ
チ

ー
教
授
は
言
う
。

「
科
學
概
念
の
變
化
に
對
す
る
干
渉
は
、
人
間
の
精
神
を
重
ん
ず
る
人
々
に
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よ
り
て
從
來
た
え
ず
行
わ
れ
た
過
失
で
あ
る
。
か
か
る
干
渉
は
常
に
當
時
勃

興
し
つ
つ
あ
つ
た
科
學
の
爲
に
棄
て
ら
れ
た
中
途
半
端
な
科
學
的
學
説
の
支

持
者
の
敗
北
に
終
つ
た
。
神
學
は
ガ
リ
レ
オ
に
干
渉
し
た
が
、
其
干
渉
に
依

て
何
等
得
る
所
が
な
か
つ
た
。
天
文
學
、
地
質
學
、
生
物
學
、
人
類
學
、
歴

史
學
等
は
屡
〻
《
し
ば
し
ば
》
、
物
質
的
人
間
説
を
恐
れ
て
い
る
人
々
の
心

を 

震  

駭 

し
ん
が
い

さ
せ
た
。
彼
等
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
説
と
ラ
マ
ル
ク
説
の
相
違
等
を
も

つ
け
の
幸
と
し
て
新
學
説
と
戰
お
う
と
し
た
。
恰
あ
た
かも
人
類
の
精
神
的
幸
福
が

十
七
世
紀
若
し
く
は
そ
れ
以
前
の
科
學
的
信
仰
と
密
接
不
離
の
關
係
が
あ
る

か
の
よ
う
に
…
…
」
（Prof. R

itchie, Philosophical Studies

）

　
こ
れ
は
丁
度
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
、
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
等
に

依
て
唯
物
史
觀
に
對
す
る
解
釋
を
異
に
し
て
い
る
ど
さ
く
さ
紛
れ
に
十
八
世
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紀
乃
至
十
七
世
紀
の
科
學
前
派
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
持
出
し
て
、
鐵
と
石

炭
と
電
氣
と
に
依
て
動
か
さ
れ
て
い
る
近
世
産
業
問
題
を
解
決
さ
せ
よ
う
と

す
る
勞
資
協
調
人
道
主
義
者
の
心
理
其
儘
で
あ
る
。
お
ま
け
に
彼
等
も
亦
人

類
の
精
神
的
幸
福
が
資
本
主
義
經
濟
組
織
と
密
接
不
離
の
關
係
が
あ
る
か
の

よ
う
に
思
つ
て
い
る
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
三

　
勞
資
協
調
派
、
無
抵
抗
主
義
者
、
人
道
主
義
者
、
等
が
一
刀
の
も
と
に
退

治
し
た
唯
物
史
觀
の 

白 

髮 

首 

し
ら
が
く
び

と
は
何
で
あ
る
か
？
　
そ
れ
は
古
代 

希  

臘 

ギ
リ
シ
ヤ

に
さ
か
え
た
唯
物
的
形
而
上
學
で
あ
る
。
タ
ー
レ
ス
や
ヘ
ラ
ク
ラ
イ
ト
ス
の
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原
始
的
唯
物
哲
學
は
、
そ
の
後
幾
度
か
時
代
の
衣
を
つ
け
て
各
時
代
に
出
現

し
た
。
最
近
に
於
け
る
自
然
科
學
の
發
達
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
概
念
を
發
達
せ

し
め
、
オ
ス
ト
ワ
ル
ド
の
如
き
は
物
質
概
念
を
捨
て
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
一
元
論

を
唱
え
た
。
唯
物
的
形
而
上
學
が
舊
衣
を
す
て
て
十
九
世
紀
乃
至
な
い
し
二
十
世
紀

の
新
衣
と
着
更
え
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
此
等
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
シ
ァ
ン
は
、
宇
宙
の
實
體
或
は
本
體
は
何

で
あ
る
か
？
　
と
い
う
問
題
を
解
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ
に

對
し
て
は
希
臘
時
代
に
は
プ
ラ
ト
ー
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
近
世
に
は

カ
ン
ト
が
、
最
近
に
は
新
カ
ン
ト
派
が
既
に
そ
れ
ぞ
れ
解
決
を
與
え
て
い
る
。

今
日
で
は
哲
學
は
知
識
の
問
題
に
、
科
學
は
物
理
的
世
界
の
問
題
に
自
己
の

職
能
を
局
限
し
て
宇
宙
の
究
極
的
實
體
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
は
觸
れ
な
い
。
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唯
物
史
觀
は
多
く
の
批
難
者
が
い
う
よ
う
に
形
而
上
學
で
は
な
く
て
形
而
上

學
に
對
す
る
死
刑
執
行
人
の
一
人
な
の
だ
。

　
近
世
の
文
化
的
教
養
を
受
け
、
精
神
主
義
の 

福  

音 

ふ
く
い
ん

に
醉
わ
さ
れ
た
人
々

は
攻
撃
の
相
手
を
見
失
つ
た
。
尤
も
つ
とも
ま
だ
「
綜
合
文
化
」
と
い
う
よ
う
な
怪

物
を
か
か
げ
て
「
今
の
科
學
者
は
物
質
萬
能
で
人
生
を
解
し
な
い
」
な
ど
と

い
う
批
難
を
す
る
者
が
あ
る
。
併
し
な
が
ら
科
學
は
本
來
物
的
現
象
の
學
問

で
あ
る
。
物
的
現
象
を
支
配
す
る
も
の
は
物
的
法
則
の
み
で
あ
る
。
科
學
者

が
物
質
の
研
究
を
し
て
い
る
か
ら
物
質
萬
能
だ
な
ど
と
い
う
批
難
は
少
く
も

地
上
で
は
通
用
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
唯
物
史
觀
に
よ
れ
ば
社
會
の
一
切
の
現
象
は
進
化
す
る
。
唯
物
史
觀
の
哲

學
は
進
化
の
哲
學
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
進
化
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
や
つ
た
よ
う
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に
思
惟
や
觀
念
の
進
化
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
出
來
ぬ
。
反
對
に
思
惟
や
觀

念
の
進
化
は
物
質
的
進
化
の
反
映
で
あ
り
、
物
質
的
進
化
に
對
應
す
る
。
物

質
的
條
件
、
即
ち
生
産
關
係
が
行
き
詰
つ
て
そ
の
内
部
の
革
命
的
要
素
が
活

溌
に
發
展
す
る
時
に
は
社
會
の
意
識
形
態
は
革
命
的
と
な
る
。
十
八
世
紀
や

今
日
が
そ
れ
で
あ
る
。
物
質
的
條
件
が
完
全
に
一
階
級
の
支
配
に
統
一
さ
れ

て
い
る
時
は
社
會
の
意
識
形
態
は
平
衡
を
保
つ
て 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

平
和
思
想
が
瀰
漫
び
ま
ん

す
る
。
十
九
世
紀
が
そ
れ
で
あ
る
。
日
本
で
は
明
治
維
新
時
代
や
源
平
時
代

や
戰
國
時
代
が
革
命
的
時
代
で
あ
つ
た
。
元
祿
時
代
や
明
治
時
代
が
平
和
時

代
で
あ
つ
た
。
而
し
て
そ
の
都
度
文
學
も
そ
れ
に
對
應
し
て
進
化
し
た
。
源

平
時
代
の
軍
記
物
に
は
貴
族
に
對
す
る
武
士
階
級
の
革
命
的
思
想
が
現
わ
れ
、

維
新
前
後
の
志
士
の
言
論
に
は
行
き
詰
つ
た
封
建
制
度
に
對
す
る
新
興
階
級
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の
革
命
的
思
想
が
現
わ
れ
て
い
る
。

　
明
治
文
學
、
革
命
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
學
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
で
あ
つ
た
坪
内

逍
遙
の
「
小
説
神
髓
」
に
は
文
學
が
勸
善
懲
惡
か
ら
獨
立
す
べ
き
こ
と
が
強

調
し
て
あ
る
。
こ
の
場
合
勸
善
懲
惡
は
絶
對
的
意
味
を
も
つ
て
い
る
も
の
で

な
い
。
善
は
封
建
制
度
の
善
で
あ
り
、
惡
は
封
建
制
度
の
惡
で
あ
る
。
そ
こ

で
封
建
制
度
が
亡
び
て
し
ま
え
ば
こ
の
種
の
勸
善
懲
惡
は
も
う
意
味
を
な
さ

ぬ
。
「
小
説
神
髓
」
は
文
學
に
於
け
る
封
建
社
會
の
殘
滓
ざ
ん
し
に
死
刑
の
宣
告
を

與
え
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
主
義
を
こ
れ
に
代
え
た
も
の
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
四
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マ
ル
ク
ス
は
「
經
濟
學
批
評
」
の
序
文
で
簡
潔
に
こ
の
關
係
を
言
い
表
し

て
い
る
。
「
人
類
の
生
活
を
決
定
す
る
も
の
は
意
識
で
は
な
い
、
そ
の
反
對

に
人
類
の
社
會
的
生
活
が
彼
等
の
意
識
を
決
定
す
る
の
だ
」
と
。
彼
に
從
え

ば
人
類
の
意
識
或
は
思
想
、
所
謂
上
部
構
造
（
文
化
）
が
人
類
の
物
質
生
活

を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
て
、
人
類
生
活
の
物
質
的
條
件
が
そ
れ
等
を
決
定

す
る
、
故
に
歴
史
の
基
礎
は
物
質
的
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
更
に
マ
ル
ク
ス
は
「
哲
學
の
貧
困
」
に
こ
れ
を
詳
説
し
て
い
る
。
曰
く

「
社
會
關
係
は
密
接
に
生
産
力
と
關
係
し
て
い
る
。
人
類
は
新
し
き
生
産
力

を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
り
て
そ
の
生
産
樣
式
を
變
化
し
、
そ
の
生
産
樣
式
、

生
活
資
料
を
獲
得
す
る
方
法
を
變
化
す
る
こ
と
に
よ
り
て
、
そ
の
一
切
の
社

會
關
係
を
變
化
す
る
。
風
車
と
共
に
封
建
社
會
が
存
在
し
、
蒸
氣
機
關
と
共
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に
資
本
家
社
會
が
生
れ
る
。

　
物
質
的
生
産
に
一
致
せ
る
社
會
關
係
を
樹
立
し
た
同
じ
人
々
は
又
そ
の
社

會
關
係
に
一
致
せ
る
、
原
理
、
觀
念
、
範
疇
を
生
じ
さ
せ
る
。

　
か
く
の
如
く
此
等
の
觀
念
、
こ
れ
等
の
範
疇
は
、
そ
れ
に
よ
り
て
表
現
さ

れ
て
い
る
社
會
關
係
以
上
に
永
遠
で
は
な
い
。
こ
れ
等
は
歴
史
的
、
一
時
的

の
産
物
な
の
だ
。
」

　
　
　
　
　
　
　
五

　
如
何
に
藝
術
の
永
遠
を
信
ず
る
も
の
も
、
徳
川
時
代
の
文
學
と
明
治
時
代

の
文
學
と
に
變
化
が
な
か
つ
た
と
主
張
す
る
勇
氣
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
此
の
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變
化
は
何
に
よ
つ
て
生
じ
た
か
？
　
唯
物
史
觀
は
そ
れ
は
物
質
的
變
化
に
よ

つ
て
生
じ
た
の
で
あ
る
と
解
釋
す
る
、
社
會
の
生
産
關
係
の
變
化
に
基
く
も

の
だ
と
解
釋
す
る
、
抑
そ
も
そも
唯
物
史
觀
は
こ
の
變
化
或
は
歴
史
の
み
に
對
す
る

説
明
で
あ
つ
て
、
發
生
や
起
原
を
説
明
し
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
況
い
わ

ん
や
物
質
が
全
部
で
あ
つ
て
精
神
文
化
は
閑
却
し
て
も
よ
い
等
と
は
主
張
し

な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
文
學
者
、
藝
術
家
は
こ
の
點
に
於
て
美
妙
な
、
誘
惑
的
な
曲
解

を
行
い
、
唯
物
史
觀
は
精
神
文
化
を
破
壞
す
る
も
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
中

世
紀
の
坊
主
が
地
動
説
は
神
に
對
す
る
冒
涜
で
あ
る
と
批
難
し
、
近
世
の
宗

教
家
が
進
化
論
は
聖
書
に
悖もと
る
と
批
難
し
た
の
と
同
斷
で
あ
る
。
進
化
論
に

よ
つ
て
人
間
の
祖
先
が
動
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
證
明
さ
れ
た
ら
人
間
の
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戀
愛
も
道
徳
も
審
美
感
も
成
立
し
な
い
だ
ろ
う
か
？
　
吾
々
は
大
抵
原
始
時

代
の
人
間
と
動
物
と
の
距
離
が
ご
く
近
い
こ
と
を
知
つ
て
い
る
。
併
し
な
が

ら
戀
愛
も
す
れ
ば
、
審
美
感
も
動
く
。

　
そ
れ
と
同
じ
く
人
間
の
歴
史
が
物
質
的
條
件
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
と
い

う
事
實
が
あ
つ
て
も
精
神
文
化
は
依
然
と
し
て
吾
々
の
最
も
尊
重
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
も
の
な
の
だ
。
唯
物
史
觀
を
信
ず
る
人
は
精
神
文
化
を
閑
却
す
る

ど
こ
ろ
か
却
つ
て
こ
れ
を
尊
重
す
る
。
だ
か
ら
資
本
主
義
に
よ
り
て
樹
立
さ

れ
た
今
日
の
文
化
の
代
り
に
も
つ
と
上
等
な
文
化
を
實
現
し
よ
う
と
す
る
。

そ
の
爲
め
に
そ
の
支
柱
と
な
つ
て
い
る
物
質
條
件
を
變
え
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
現
代
文
化
」
の
支
持
者
達
は
資
本
主
義
文
化
を
、
物
質

的
條
件
に
は
無
關
係
な
永
遠
の
文
化
だ
と
思
つ
て
こ
れ
に
反
對
す
る
の
だ
。
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唯
物
史
觀
は
文
化
そ
の
も
の
に
挑
戰
し
た
こ
と
は
な
い
。
た
だ
唯
物
史
觀
を

理
論
的
背
景
と
す
る
社
會
主
義
は
あ
る
特
定
の
生
産
條
件
の
上
に
樹
立
さ
れ

た
文
化
に
挑
戰
す
る
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
六

　
け
れ
ど
も
「
現
代
文
明
」
の
支
持
者
達
は
尚な
お
ひ
る
ま
な
い
。
文
化
は
永

遠
で
あ
つ
て
決
し
て
物
的
條
件
の
爲
め
に
變
化
し
な
い
と
い
う
。
人
間
は
太

古
か
ら
今
日
ま
で
同
じ
人
間
で
あ
つ
て
少
し
も
變
化
し
な
か
つ
た
と
い
う
意

味
に
於
て
な
ら
僕
も
藝
術
や
文
化
の
永
遠
を
信
じ
る
。
併
し
そ
れ
は
歴
史
の

否
定
で
あ
つ
て
、
歴
史
を
否
定
す
る
限
り
歴
史
觀
た
る
唯
物
史
觀
は
當
然
消

18唯物史觀と文學



滅
し
て
問
題
は
殘
ら
な
い
わ
け
だ
。
唯
物
史
觀
は
歴
史
を
肯
定
し
て
そ
の
一

の
觀
方
、
研
究
法
と
し
て
の
み
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
最
も
わ
か
り
や
す

い
例
で
言
え
ば
昨
今
し
き
り
に
問
題
に
な
つ
て
い
る
映
畫
藝
術
は
決
し
て
觀

念
か
ら
生
れ
た
も
の
で
な
く
て
、
或
る
時
代
に
活
動
寫
眞
が
發
明
さ
れ
た
爲

め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
も
つ
と
精
神
的
な
問
題
に
つ
い
て
言
え
ば
尊
王

討
幕
と
い
う
思
想
は
幕
府
の
横
暴
、
皇
室
の
式
微
と
い
う
當
時
の
社
會
條
件

が
あ
つ
て
生
じ
、
自
由
民
權
の
思
想
は
人
民
の
權
利
が
壓
制
さ
れ
て
い
た
と

い
う
特
殊
の
物
的
條
件
に
よ
つ
て
生
じ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ
等
の
社

會
條
件
は
最
後
に
こ
れ
を
物
的
或
は
經
濟
的
條
件
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
文
學
藝
術
の
方
面
か
ら
唯
物
史
觀
に
對
し
て
あ
げ
ら
れ
る
反
對
の
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叫
び
の
中
に
は
唯
物
史
觀
は
文
學
的
氣
分
乃
至
は
情
操
に
ぴ
つ
た
り
あ
わ
な

い
と
い
う
理
由
か
ら
こ
れ
を
排
斥
し
よ
う
と
す
る
の
が
あ
る
。
こ
ん
な
亂
暴

な
言
い
分
が
と
お
る
な
ら
、
數
學
は
藝
術
を
否
定
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
文
學

は
物
理
學
を
否
定
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
併
し
事
實
吾
々
は
二
二
が
四
と
い
う

數
學
の
原
理
を
信
じ
つ
つ
熱
烈
に
愛
し
あ
う
こ
と
が
出
來
る
と
同
じ
よ
う
に
、

唯
物
史
觀
を
信
じ
つ
つ
藝
術
を
創
作
し
鑑
賞
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。

た
だ
凡
俗
な
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
文
學
の
名
に
於
て
歴
史
の
事
實
を
朦

朧
化
し
、
二
十
世
紀
の
現
代
に
眼
を
閉
じ
さ
し
て
民
衆
を
昔
し
昔
し
の
お
伽と

     

噺   

ぎ
ば
な
し

に
つ
れ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
時
、
唯
物
史
觀
は 

儼  

然 

げ
ん
ぜ
ん

た
る
事
實
を
示

す
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
繰
り
返
し
て
言
う
が
唯
物
史
觀
は
文
化
に
挑
戰
す
る
も
の
で
も
、
こ
れ
を
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蔑
視
す
る
も
の
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
歴
史
と
そ
の
必
然
を
信
ず
る
が
故
に

永
遠
に 

藉  

口 
し
や
こ
う

し
て
「
歴
史
的
一
時
的
」
の
文
化
を
擁
護
す
る
守
舊
派
に
挑

戰
す
る
。
唯
物
史
觀
は
形
而
上
學
で
な
い
か
ら
物
資
が
萬
能
だ
と
は
言
わ
な

い
。
歴
史
は
物
的
條
件
に
よ
つ
て
變
化
す
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
快
感
が

起
つ
て
か
ら
ピ
ア
ノ
の
音
が
す
る
の
で
な
く
て
ピ
ア
ノ
の
音
が
し
た
か
ら
快

感
が
起
つ
た
と
い
う
ま
で
だ
。

　
併
し
な
が
ら
こ
の
簡
單
な
眞
理
か
ら
生
ず
る
結
論
は
重
大
だ
。
物
的
條
件

が
精
神
文
化
を
決
定
し
階
級
對
立
が
文
化
の
上
に
階
級
的
偏
見
を
印
す
る
と

い
う
こ
と
か
ら
必
然
に
、
文
化
か
ら
階
級
的
偏
見
を
取
り
除
く
た
め
に
は
階

級
對
立
を
先
ず
廢
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
結
論
が
生
れ
る
。
過
渡
期

に
於
て
は
生
産
關
係
に
革
命
的
要
素
が
増
大
す
る
と
同
じ
く
、
そ
の
一
意
識
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形
態
な
る
文
學
に
も
革
命
的
要
素
を
増
大
し
て
來
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
正
十
年
十
二
月
）
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