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こ
の
小
論
は
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
を
転
換
期
の
思
想
家
と
し
て
と
ら
え
、
彼
の
思
想
に
お
い
て
、
近
代
的
自
我
の
概
念
が
ど
の
よ
う
な

篝
を
と
げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
を
川
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
．
そ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
、
市
民
社
請
人
間
際
ｌ

私
は
近
代
的
闇
我
を
こ
の
人
剛
隙
の
核
心
を
な
す
も
の
と
麦
て
い
る
の
だ
が
ｌ
が
こ
の
獲
卿
に
示
し
た
篝
を
、
ミ
ル
の
鑿

作
を
通
し
て
追
求
し
よ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
で
も
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
こ
こ
で
転
換
期
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
ま
た
近
代
的
向
我
と
い
う
こ
と
ば
で
何
を
意
味
し
て
い
る
の

か
を
、
あ
ら
か
じ
め
あ
る
程
度
ま
で
確
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
「
あ
る
程
度
ま
で
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
最
終
的

に
は
こ
の
小
論
の
終
り
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
れ
ば
よ
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
問
題
の
所
在
を
明
確
に
す

る
と
い
う
範
囲
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
ふ
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

転
換
期
に
お
け
る
自
我
概
念
の
変
容

七
一

鱒
換
期
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自
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概
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の
変
容
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妖
換
期
に
お
け
る
胤
我
疑
念
の
変
秤

七
二

一
般
に
市
民
社
会
と
呼
ば
れ
る
時
期
を
狭
義
に
限
定
す
れ
ば
、
発
展
川
の
資
本
主
義
社
会
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
発
展
川

と
い
う
こ
と
は
、
一
力
で
中
仙
対
処
社
会
に
対
し
て
笈
本
土
雄
社
会
が
も
つ
加
対
的
な
進
歩
性
が
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
肌
洲
さ
れ
為
と
共

に
、
他
力
こ
の
社
会
が
内
在
さ
せ
て
い
る
諦
矛
隅
は
な
お
馴
在
化
し
な
い
時
期
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
狭
義
の
市
民
社

会
は
砿
業
革
命
を
も
っ
て
終
り
を
告
げ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
産
業
雛
命
に
よ
る
工
場
制
大
工
業
の
川
現
は
笂
水
主
維
社
会

の
完
成
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
、
こ
の
社
会
に
内
在
す
ゐ
諸
矛
研
が
、
特
に
次
の
二
つ
の
方
向
で
前
面
に
あ
ら
わ
れ

て
来
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
弟
一
に
大
賦
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
対
日
的
な
出
現
。
イ
ギ
リ
ス
に
関
し
て
い
え
ば
、
一
八
一
一
三

年
の
避
拳
法
改
正
が
雌
な
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
支
配
を
し
か
生
み
Ⅲ
さ
な
い
こ
と
が
川
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
じ
め
て
、
プ
ｍ
レ
タ

リ
ァ
ー
ト
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
自
己
認
識
を
も
ち
、
そ
れ
が
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
運
動
へ
と
展
開
し
て
行
く
。

こ
の
階
級
の
川
現
は
、
そ
れ
が
市
民
階
級
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
人
冊
で
あ
っ
た
と
い
う
窓
味
で
「
妖
怪
」
の
出
現
で

あ
っ
た
し
、
ま
た
生
産
力
の
発
展
に
も
か
か
わ
ら
ず
発
生
し
た
大
量
の
貧
民
階
級
の
存
在
そ
れ
自
体
も
、
市
民
が
そ
れ
ま
で
い
だ
い
て

い
た
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
を
破
壊
す
る
に
十
分
な
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
節
二
に
恐
慌
の
出
現
。
資
本
主
瀧
社
会
の
矛
爪
の
爆
発
点
と
し

て
の
．
そ
し
て
同
時
に
解
決
箙
と
し
て
の
。
過
剰
生
庇
恐
慌
は
廠
業
雌
命
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
川
現
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
一
八

二
五
年
の
恐
慌
が
そ
の
第
一
回
目
で
あ
り
、
こ
の
後
ほ
ぼ
一
○
年
を
叩
位
と
し
て
好
況
と
不
況
の
波
が
く
り
か
え
さ
れ
る
。
こ
の
恐
慌

の
川
汎
に
よ
っ
て
、
市
民
社
会
は
市
比
に
と
っ
て
不
透
川
な
・
瓢
解
で
き
な
い
も
の
と
な
り
、
発
展
期
に
彼
ら
を
文
え
て
い
た
オ
プ
テ

ィ
ミ
ズ
ム
は
こ
こ
で
も
ま
た
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
的
・
経
済
的
条
件
の
変
化
は
、
当
然
思
想
上
の
変
化
を
も
た
ら
さ
ず
に
は
い
な
い
。
そ
れ
は
、
市
民
社
会
を
文
え

た
自
然
法
思
想
の
破
産
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
一
方
で
、
社
会
を
榊
成
す
る
諸
個
人
の
同
質
性
と
い
う
思
想
が
明
ら
か
に
異
質
な
存
，

」
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祇
換
期
に
お
け
る
自
我
概
念
の
変
容

七
四

て
い
た
進
歩
性
の
余
釧
を
残
し
な
が
ら
、
他
方
そ
れ
を
呪
尖
に
適
応
さ
せ
、
あ
る
い
は
逆
に
現
実
か
ら
切
り
離
し
て
イ
デ
オ
脚
ギ
ー
化

さ
せ
る
と
い
う
努
力
に
よ
っ
て
、
プ
ル
ジ
図
ア
思
想
の
菰
疲
の
先
駆
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
、
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
意
味
で
、
彼
の
全
理
論
は
、
「
沸
和
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
を
赤
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
」
で
あ
り
、
「
生
気
の
な
い
折
衷
論
」
（
マ

ル
ク
ス
）
で
し
か
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
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（
２
）

が
本
来
孤
立
的
・
画
Ｍ
己
小
心
的
で
あ
る
の
に
応
じ
て
、
ま
さ
に
商
肋
交
換
と
い
う
鏡
に
よ
っ
て
「
我
」
が
刺
ら
れ
確
認
さ
れ
る
と
共
に
、

こ
の
「
我
」
に
は
、
自
然
と
社
会
を
対
象
と
し
て
た
と
え
ず
自
己
を
外
化
す
る
こ
と
。
つ
ま
り
自
然
と
社
会
を
「
狼
」
に
適
応
し
た
も

の
に
か
え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
近
代
的
自
我
と
労
働
・
迩
釛
・
認
識
と
の
結
び
つ
き
が
生
じ
る
の
で
あ
り
、

か
つ
主
観
化
さ
れ
た
こ
の
要
求
が
詳
罪
小
制
生
産
そ
の
も
の
を
促
進
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
転
換
期
に
お
い
て
は
Ｖ
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
発
股
期
の
笈
本
が
も
っ
て
い
た
こ
の
進
歩
的
な
側
面
は
消
失
す

る
。
本
源
的
蓄
獄
を
終
っ
た
資
本
は
、
ま
す
ま
す
自
立
的
な
も
の
と
し
て
．
つ
ま
り
「
物
神
」
と
し
て
確
立
し
、
資
本
家
Ⅱ
市
民
の
資
本

へ
の
従
川
は
強
め
ら
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
盗
木
は
自
己
墹
殖
の
体
制
を
確
立
し
て
お
り
、
賢
本
家
の
人
柵
的
笂
虹
が
か
か
わ
り
合

う
余
地
は
非
常
に
小
さ
く
な
る
。
社
会
制
度
も
ま
た
資
本
主
義
社
会
と
し
て
確
立
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
市
民
に
要
求
さ
れ
る
の
は
、

す
で
に
完
成
さ
れ
た
こ
の
社
会
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
対
し
て
守
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
発
展
期
の
資
本
と
結
合
し
て
俄
烈
な
自
己

外
化
の
運
動
と
し
て
示
さ
れ
た
近
代
的
自
我
は
、
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
ど
の
よ
う
な
変
容
を
と
げ
る
の
か
。

今
一
度
く
り
か
え
せ
ば
、
ミ
ル
を
通
し
て
こ
の
変
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
こ
の
小
論
の
課
題
で
あ
る
。
．

（
１
）
近
代
的
市
民
が
「
人
桁
化
さ
れ
た
淡
水
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
性
絡
に
関
し
て
は
、
私
の
論
文
「
Ａ
・
ス
、
、
入
に
お

け
る
人
川
の
問
題
ｌ
『
雛
済
人
』
の
概
念
を
中
心
に
Ｉ
と
（
「
祇
会
聡
辮
論
」
鮒
姻
渉
所
鰄
、
這
豊
）
で
述
べ
て
い
る
．

（
２
）
こ
の
点
に
閲
し
て
は
、
芝
川
巡
午
が
「
蜜
本
論
」
の
商
仙
の
概
念
を
軸
と
し
て
、
近
代
的
ｎ
伐
の
展
附
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
芝
川
巡
午

「
人
川
性
と
人
桁
の
理
論
」
（
汀
木
概
店
、
Ｈ
患
ご
筋
七
瀬
鋪
二
節
。

転
換
期
に
お
け
る
自
我
概
念
の
変
容

Ｉ

七
五

「
Ｉ
Ｌ
Ｉ
ｌ
レ
ー
ト
ー
ド
ー
１
．
１
匹
Ｉ
】
．

、

二・一‘ム凹邑b■ﾆｰｰと
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１
１

￣

一
ｑ

盗
水
制
生
産
の
確
立
に
よ
っ
て
生
じ
る
堆
も
雑
木
的
な
変
化
は
、
ｎ
己
外
化
の
手
段
が
限
ら
れ
、
か
つ
Ⅲ
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
木
Ｈ
的
に
は
、
労
働
す
る
も
の
と
労
働
手
段
・
弥
仙
生
脈
物
と
の
分
離
に
起
凶
す
る
。
市
民
社
会
に
お
い
て
も
、
も
ち
ろ

ん
盗
水
は
一
方
で
血
み
ど
ろ
の
収
奪
を
行
っ
て
お
り
そ
れ
に
よ
っ
て
拡
大
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
な
お
そ
の
溢
水
の
初
期
性
は
、
溢

木
家
と
労
働
者
を
共
に
「
生
藤
者
階
級
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
労
働
す
る
も
の
と
労
働
手
段
・
労
働
生

磁
物
と
の
結
合
は
な
お
あ
る
腿
度
満
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
洗
木
制
生
産
の
確
立
は
強
本
家
と
労
働
者
の
分
離
を
決
定
的
な
も
の
と

し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
手
段
・
労
勧
生
産
物
を
労
例
す
る
も
の
か
ら
切
り
離
す
と
同
時
に
、
木
米
人
類
の
普
通
的
な
自
己
外
化
の

活
動
で
あ
る
労
働
を
資
本
の
価
値
増
殖
の
手
段
に
か
え
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
そ
こ
で
は
、
マ
ル
ク
ス
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
労
働

は
自
己
外
化
の
洲
肋
と
し
て
の
意
味
を
う
し
な
い
、
苦
業
に
転
化
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
す
で
に
マ
ル
サ
ス
は
「
怠
惰
の
状
態
こ
そ
が

（
１
）

川
ら
か
に
人
Ⅲ
自
然
の
状
態
で
あ
り
、
勤
勉
や
荊
溌
で
は
な
い
と
忠
壹
ワ
」
と
述
べ
て
、
「
必
要
と
い
う
刺
戟
」
に
人
間
を
労
働
に
か
り
立

て
る
ム
チ
を
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
人
間
把
握
（
労
働
感
）
は
そ
の
ま
ま
ミ
ル
に
も
受
け
つ
が
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
が
イ
ギ
リ
ス
の

労
仙
宥
に
対
し
て
か
こ
つ
不
満
は
、
自
分
の
仕
耶
以
外
に
川
し
て
全
く
知
能
が
低
い
こ
と
、
不
誠
災
で
職
概
が
な
い
限
り
な
け
よ
う
と
す

（
２
）

る
こ
と
、
竿
で
あ
る
。
そ
し
て
、
マ
ル
サ
ス
が
「
必
要
と
い
う
刺
枇
」
に
労
仙
へ
の
ム
チ
を
求
め
た
の
と
伺
椛
、
ミ
ル
は
「
所
打
と
い
う

施
術
」
に
こ
の
ム
チ
を
、
否
む
し
ろ
ア
メ
を
求
め
る
。
例
え
ば
、
小
作
農
や
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
艇
業
労
働
者
に
比
し
て
自
作
催
が
い

か
に
塾
し
い
も
の
で
あ
る
か
を
ヨ
ー
、
シ
、
〈
名
川
の
例
を
あ
げ
て
税
川
し
、
Ａ
・
ヤ
ン
グ
の
こ
と
ば
を
か
り
て
「
所
打
と
い
う
臓
術
は

砂
を
化
し
て
金
と
す
る
」
と
主
張
し
て
Ｌ
型
の
な
ど
は
こ
の
例
で
あ
る
。
所
有
そ
の
も
の
で
は
な
く
所
打
の
期
待
で
す
ら
こ
の
魔
術
を

転
換
期
に
お
け
る
自
我
概
念
の
変
容

二
、
所
右
と
自
我

七
六



発
抓
す
る
。
「
英
国
に
お
い
て
は
、
農
業
労
勘
考
は
彼
の
貯
蓄
の
投
資
口
と
し
て
貯
蓄
銀
行
し
か
も
た
ず
、
ま
た
節
約
に
よ
っ
て
商
い

地
位
に
の
ぼ
ろ
う
と
し
て
も
破
産
の
危
険
の
多
い
小
商
店
主
の
地
位
し
か
な
い
の
で
、
倹
約
に
よ
っ
て
日
雇
労
働
者
か
ら
自
作
農
の
地

（
４
）

位
に
の
ぼ
り
う
る
者
が
も
っ
て
い
る
よ
》
ワ
な
強
い
倹
約
心
の
ご
と
き
も
の
は
全
然
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
。

こ
の
よ
う
に
、
ミ
ル
の
時
代
に
お
い
て
、
労
働
は
も
は
や
直
接
的
に
は
自
己
外
化
の
手
段
と
し
て
の
意
味
を
喪
失
す
る
。
労
働
が
自

己
外
化
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
の
は
、
た
だ
そ
の
社
会
的
な
結
果
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ

る
所
有
が
こ
れ
で
あ
り
、
所
有
に
至
ら
な
い
場
合
に
も
、
労
賃
に
こ
そ
「
外
化
さ
れ
た
自
己
」
が
兄
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
こ
の
後

者
は
ま
さ
に
労
働
力
の
商
品
化
に
対
応
す
る
「
商
品
化
さ
れ
た
自
己
」
の
外
化
で
あ
る
）
。

も
っ
と
も
、
労
伽
生
産
物
そ
の
も
の
に
で
は
な
く
、
労
棚
の
社
会
的
な
結
果
に
よ
り
強
く
「
外
化
さ
れ
た
自
己
」
を
求
め
る
と
い
う

考
え
方
は
、
市
民
社
会
の
そ
も
そ
も
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
明
ら
か
に
し
た
プ
、
テ
ス
タ
ソ
テ
ィ
ズ
ム
の
小

生
産
者
の
場
合
に
し
て
も
、
労
働
生
産
物
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
労
働
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
成
功
（
溢
水
の
諮
秩
）
こ
そ
が
、
自

ら
が
神
の
恩
寵
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
砿
め
る
手
段
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
間
接
性
は
あ
っ
た
に
し
ろ
、

そ
こ
で
は
な
お
、
労
伽
す
る
者
と
労
伽
手
段
と
の
結
合
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
一
事
に
よ
っ
て
、
こ
の
自
己
外
化
の
活
動
は
主
体

的
な
も
の
で
あ
り
え
た
。
と
こ
ろ
が
小
資
本
制
生
産
の
確
立
し
た
ミ
ル
の
時
代
に
お
い
て
は
、
資
本
家
と
労
働
者
の
分
離
の
結
果
、
労

伽
に
お
け
る
こ
の
主
体
性
は
喪
失
す
る
。
そ
こ
で
は
、
労
伽
が
生
沼
の
手
段
化
す
る
と
共
に
、
自
己
外
化
の
活
動
と
し
て
は
、
労
働
は

た
だ
労
賃
と
い
う
形
態
を
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
ミ
ル
の
主
張
は
、
こ
の
労
賃
を
所
有
に
ま
で

商
め
る
と
と
に
よ
っ
て
、
労
働
す
る
も
の
と
労
働
手
段
と
の
結
合
を
も
回
復
し
よ
う
と
す
る
空
想
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

他
方
、
資
本
籔
に
と
っ
て
も
、
本
源
的
薑
の
段
階
で
は
「
急
ｌ
成
功
」
と
い
う
霊
で
砿
め
ら
れ
大
自
己
は
、
案
の
薑
と

転
換
期
に
お
け
る
口
我
概
念
の
変
秤

七
七
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転
換
期
に
お
け
る
自
我
概
念
の
変
容

七
八

共
に
「
ピ
ジ
ネ
ス
ー
ー
上
映
功
」
と
い
う
関
連
に
変
り
、
労
働
は
彼
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
自
己
外
化
の
手
段
と
し
て
の
懲
味
を
う
し
な
う
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
、
「
す
で
に
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
糀
刀
的
な
川
糖
は
叩
に
伝
統
的
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
我
国
に
お
い
て
は
、

（
５
）

ビ
ジ
ネ
ス
を
除
い
て
は
、
現
在
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
は
け
口
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
い
う
ミ
ル
の
認
識
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ

で
も
ま
た
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
成
功
は
所
有
．
す
な
わ
ち
富
の
蓄
積
と
い
う
形
態
に
お
い
て
の
み
確
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
徹
が
、
己
同
的
化
さ
れ
人
川
が
手
段
化
さ
れ
る
社
会
‐
‐
案
襄
社
会
ｌ
の
霊
の
当
然
の
肺
織
と
し
て
、
人
側

の
自
己
外
化
の
活
動
は
も
っ
ぱ
ら
富
の
所
有
と
い
う
形
態
に
帰
荒
す
る
の
が
一
般
的
な
傾
向
と
な
る
。
富
の
所
有
こ
そ
が
凡
自
己
認
識

の
唯
一
の
手
段
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
社
会
的
評
価
の
唯
一
の
尺
度
で
も
あ
る
。
「
そ
れ
（
富
）
は
力
と
同
義
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、

一
般
人
の
間
で
も
窟
は
ま
す
ま
す
力
を
増
す
こ
と
か
ら
、
樹
は
個
人
的
な
尊
並
の
主
な
源
と
な
り
、
人
生
に
お
け
る
成
功
の
尺
度
・
標

識
と
な
っ
た
。
社
会
に
お
け
る
ラ
ン
ク
を
一
つ
上
に
あ
が
る
こ
と
は
英
国
の
中
産
階
級
の
生
活
の
大
日
的
で
あ
り
、
耐
の
嘘
得
が
そ
の

（
６
）

手
段
と
な
っ
た
」
。
ま
た
「
，
：
…
国
民
大
衆
の
尊
敬
は
何
時
で
も
、
主
と
し
て
現
在
の
社
会
状
態
に
於
て
、
権
刀
を
得
る
主
要
な
る
通

行
券
で
あ
る
所
の
も
の
に
向
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
英
国
の
現
制
度
の
下
に
於
て
は
、
世
襲
た
る
と
自
力
を
以
っ
て
得
た
る

と
を
問
わ
ず
、
凡
て
富
が
政
淌
上
の
権
刀
の
殆
ど
唯
一
の
源
泉
で
あ
る
所
か
ら
、
真
に
尊
敬
せ
ら
れ
る
物
と
て
は
、
殆
ど
富
と
富
の
着

．
（
７
）

板
と
に
の
み
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
従
っ
て
国
民
の
生
命
は
主
に
そ
れ
等
の
追
求
に
の
み
畝
げ
ら
れ
て
い
る
…
；
’
」
。
こ
こ
に
「
我

所
有
す
、
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
自
我
の
資
本
主
義
的
形
態
が
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
「
我
所
有
す
、
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
自
我
形
態
が
も
つ
問
題
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
労
働
者
に
お
い
て
こ
の
自
我
形
態
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
。
こ
の
小
論
の
目
的
は
主
と
し
て
近
代
的
市
民
の
自
我

の
変
容
を
追
求
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
次
の
二
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
彼
ら



は
、
無
遊
階
級
と
い
う
こ
と
ば
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
何
も
の
を
も
所
有
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
自
我
形
態
の
も
と
で
労
働

者
の
自
我
を
問
題
と
す
る
限
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
自
我
の
確
立
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
資
本
主
義
社
会
の
論
理
の
も
と
で

は
、
彼
ら
は
無
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
労
働
者
は
や
は
り
人
間
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
我
」
の
意
識
が
存

在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
者
の
自
我
は
こ
の
自
我
形
態
と
は
全
く
異
っ
た
文
脈
で
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
第
二
に
、
こ
の
自
我
形
態
の
も
と
で
も
、
彼
ら
の
自
己
は
す
で
に
外
化
さ
れ
て
は
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
自
己
外
化
が
労
賃
と
い

う
形
態
を
受
け
と
る
と
い
う
こ
と
、
私
の
外
化
活
動
は
対
象
化
さ
れ
て
労
賃
に
な
る
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
私
は
貨

幣
（
商
品
）
で
あ
る
」
と
い
う
自
己
認
識
の
可
能
性
は
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
認
識
は
そ
の
ま
ま
、
賛
本
主
義
社
会
に
お

け
る
彼
ら
の
位
置
の
認
識
に
発
展
し
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
題
に
も
ど
っ
て
、
市
民
Ⅱ
資
本
家
の
場
合
は
ど
う
か
。
彼
ら
の
場
合
、
自
己
外
化
は
ビ
ジ
ネ
ス
の
成
功
と
し
て
、
す

な
わ
ち
富
（
資
本
）
の
蓄
積
と
そ
れ
に
伴
う
事
業
の
拡
大
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ビ
ジ
ネ
ス
に
よ
っ
て
自
己
の
所
有
す

る
富
が
増
大
す
る
と
こ
ろ
で
は
じ
め
て
、
彼
ら
の
自
我
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
ミ
ル
の
時
代
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ

う
な
自
我
形
態
が
一
般
化
し
な
が
ら
、
し
か
も
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
形
式
で
の
「
自
己
外
化
－
－
自
己
認
識
」
の
過
程
は
安
本
家
に

と
っ
て
す
ら
多
く
の
困
難
を
伴
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
．
す
な
わ
ち
第
一
に
、
絶
え
ず
く
り
か
え
さ
れ
る
恐
慌
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
社
会
は
も
は
や
不
透
明
な
、
理
解
し
え
な
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
い
や
応
な
し
に
彼
を
そ
の
波
動

の
う
ち
に
巻
き
込
ん
で
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
、
自
己
の
計
算
（
計
画
）
に
従
っ
た
自
己
外
化
の
活
動
は
か
つ
て
の
よ
う
に
容

易
で
は
な
い
。
外
化
さ
れ
た
自
己
が
富
と
い
う
形
で
蓄
積
さ
れ
た
と
し
て
も
、
い
つ
予
期
せ
ぬ
で
き
ご
と
が
そ
れ
を
自
己
か
ら
奪
い
去

っ
て
し
ま
う
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
社
会
は
自
己
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
社
会
が

転
換
期
に
お
け
る
脚
我
概
念
の
変
容

七
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よ
っ
て
必
然
的
な
現
災
と
な
っ
た
と
き
》
そ
の
結
采
生
じ
た
人
肌
の
貧
し
さ
に
ミ
ル
は
楳
然
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

若
き
ペ
ン
サ
ム
主
義
者
で
あ
っ
た
ミ
ル
が
、
あ
る
日
、
「
今
仮
り
に
お
前
の
人
生
に
於
け
る
Ⅱ
的
が
悉
く
実
現
さ
れ
、
お
前
の
翅
製
し
て

い
る
諸
制
度
や
思
想
の
変
化
が
悉
く
、
今
と
云
う
今
、
完
全
に
成
就
さ
れ
得
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
果
し
て
お
前
に
取
っ
て
大
な
る
喜

び
で
あ
り
幸
福
で
あ
ろ
う
か
」
と
自
問
し
て
「
杏
」
と
袴
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
り
弧
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
深
い
苦
悩
に
陥
ら
ざ

（
８
）

る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
何
よ
り
も
こ
の
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
次
の
よ
う
な
き
び
し
い
ペ
ン
サ
ム

も

批
判
も
生
じ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
彼
（
ペ
ン
サ
ム
）
自
身
の
生
脈
は
、
イ
ギ
リ
ス
史
上
最
も
貧
弱
な
蛾
も
無
味
乾
燥
な
人
為

の
生
き
て
い
る
一
時
代
の
中
に
洲
純
せ
ら
れ
、
現
世
紀
に
入
っ
て
一
凧
優
秀
な
人
々
か
現
れ
て
来
た
時
に
は
既
に
老
人
と
な
っ
て
い

た
。
そ
れ
故
に
彼
は
人
間
の
極
に
、
最
も
卑
俗
な
人
物
の
見
得
る
も
の
の
外
に
は
殆
ん
ど
何
物
も
凡
て
は
い
な
か
っ
た
。
ま
た
性
格
の

（
９
）

相
述
に
就
い
て
も
、
走
り
乍
ら
で
も
気
付
き
得
る
よ
二
つ
な
も
の
の
外
に
は
何
物
も
気
付
い
て
は
い
な
か
っ
た
」
と
。
ペ
ン
サ
ム
に
対
す

褐
こ
の
よ
う
な
批
判
が
、
脚
じ
功
利
奏
者
ｌ
も
っ
と
も
ミ
ル
腱
、
功
利
の
質
、
及
び
、
己
の
で
は
な
く
最
大
多
数
の
功
利
潅
剛
題

と
す
る
こ
と
で
ペ
ン
サ
ム
を
「
修
正
」
し
は
し
た
が
Ｉ
で
あ
る
ミ
ル
に
よ
っ
て
叫
け
ば
れ
た
と
こ
ろ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
旧
識
の
賛

木
主
瀧
的
形
態
が
も
た
ら
し
た
人
冊
の
貧
困
の
深
刻
さ
を
兇
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
１
）
日
河
・
冨
匡
日
僖
脇
自
レ
ロ
向
い
魁
留
ｏ
ｐ
Ｂ
ｏ
勺
Ｈ
】
ロ
。
甘
］
の
。
ｍ
勺
。
□
口
崗
箆
ｏ
ｐ
ｏ
副
い
く
儲
司
◎
衝
厨
勺
閉
庁
：
Ｐ
勺
痢
・
円
口
斤
、
庫
の
§
。
□

四
回
目
四
口
層
ロ
□
甘
の
“
切
目
（
、
旨
の
」
・
伊
・
日
・
日
”
。
。
『
○
ｍ
目
回
月
日
ロ
・
日
田
『
、
）
５
．
曲
。

（
２
）
］
・
の
．
冨
筐
卯
《
《
印
甘
、
甘
］
ｃ
ｍ
ｏ
【
勺
。
］
嵐
８
一
同
８
口
○
日
］
》
》
（
□
の
。
ｂ
］
の
㎡
の
』
・
伊
。
且
。
Ｈ
耐
。
□
ぬ
日
目
⑫
》
の
Ｈ
の
⑦
Ｐ
河
田
』
閂
煙
ロ
」
Ｃ
］
の
則

扇
鼠
）
田
・
・
員
…
目
－
以
下
鳫
甸
・
冒
風
］
固
§
…
．
と
略
す
．

（
３
）
ザ
匙
・
国
８
片
円
包
○
ケ
燥
口
・
ぐ
目
。

〆■、〆■、'■、

５４３
、‐〆、－グ、-〆

杵
ず
】
』
・
ロ
・
澤
の
い

〕
・
の
。
】
【
』
］
時

一
の
．
】
臼
］
］
⑭
負
。
ｐ
げ
ぴ
の
勲
思
》
》
（
ど
の
◎
□
］
⑦
》
い
の
』
・
伊
○
口
』
ｏ
ｐ
ｗ
胴
。
ｐ
い
日
“
ロ
⑭
〉
ｏ
Ｈ
８
ｐ
管
丙
８
。
①
凡
。
、
口
Ｐ
Ｃ
垣
の
乳
〕
、
目
）
ロ
。
（
』
・

麟
換
期
に
お
け
る
脚
我
概
念
の
変
群

八
一



Ｔ＝〒￣￣■￣
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ミ
ル
の
自
由
論
は
三
傾
向
に
大
別
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
市
民
社
会
に
お
い
て
自
由
の
主
張
一
般
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
被
抑
圧
者
の
抑
圧
者
に
対
す
る
諸
狩
の
自
由
の
要
求
が
あ
る
（
こ
れ
は
当
然
第
二
の
も
の
に
迷
っ
て
い
る
）
。
こ
れ
は
主
要
に
は

姉
人
の
解
放
要
求
に
お
い
て
几
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
部
分
的
に
は
彼
の
「
社
会
主
義
」
論
の
う
ち
に
も
見
出
さ
れ
る
。
節
こ

り

に
、
こ
れ
が
こ
の
節
で
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
ひ
と
こ
と
で
い
っ
て
人
間
形
成
の
た
め
の
自
由
の
要
求
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
積

ラ
色
の
世
界
を
求
め
よ
う
と
す
る
Ｗ
マ
〉

点
で
は
ミ
ル
も
ま
た
こ
の
潮
流
と
軌
を
一

の
と
し
て
こ
そ
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
近
代
的
自
我
が
「
我
所
有
す
、
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
形
態
に
州
論
す
る
こ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
利
己
主
義
と
個

性
の
喪
失
と
が
一
般
的
な
風
潮
と
な
る
こ
と
、
こ
れ
が
ミ
ル
に
与
え
ら
れ
た
現
災
で
あ
っ
た
。
し
か
し
て
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
市
民

社
会
に
お
い
て
班
想
と
さ
れ
て
い
た
近
代
的
自
我
の
川
壊
で
も
あ
っ
た
。
疎
外
が
一
般
化
し
は
じ
め
る
と
共
に
、
一
方
で
は
中
世
に
バ

ラ
色
の
世
界
を
求
め
よ
う
と
す
る
Ｗ
マ
ソ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
台
頭
す
る
。
こ
れ
に
細
み
し
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
人
川
の
危
機
を
感
じ
る

点
で
は
ミ
ル
も
ま
た
こ
の
潮
流
と
軌
を
一
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
、
自
由
の
要
求
は
こ
の
よ
う
な
危
機
に
対
応
す
る
も

（
く
る
）
卸
ず
甸
曰
・
口
。
Ｈ
炉
心
。

（
９
）
］
・
の
・
旨
唐
《
《
国
の
ロ
［
厨
日
ご
局
⑭
⑪
咀
帆
尻
公
明
訳
「
ペ
ン
サ
ム
」
（
阿
祇
「
ベ
ン
サ
ノ
『
と
コ
ー
ル
リ
ソ
ヂ
」
打
艶
閣
巳
含
脈
峨
）
。
’
圏
１

℃
・
ｌ
ｌ
か
な
づ
か
い
の
み
現
代
か
な
づ
か
い
に
改
め
た
。

グ■、'白、

７６
，－夕、-'代

か
な
づ
か
い
に
改
め
た
。

績
換
期
に
お
け
る
自
我
概
念
の
変
容

八
二

民
勺
◎
岸
口
。
＆
ｎ
ｏ
ｏ
ｐ
ｏ
Ｂ
］
ご
勺
・
』
◎
⑫
。

］
・
の
．
シ
【
Ｅ
仙
食
Ｐ
貝
○
厩
・
晩
団
ｇ
］
：
届
臼
陣
局
８
噸
西
本
正
英
訳
「
、
、
、
ル
、
伝
」
（
料
波
文
凧
Ｈ
①
温
）
□
．
温
い
－
－
－
か
な
づ
か
い
の
み
現

三
、
日
川
の
要
求
と
人
間
形
成



彼
に
お
い
て
、
性
格
形
成
（
ｍ
・
月
日
感
ｏ
ｐ
ｏ
ｍ
８
ロ
日
：
Ｈ
）
の
上
に
決
定
的
な
影
響
力
を
も
つ
の
は
、
環
境
で
あ
る
。
「
要
す
る
に
、

，
性
格
形
成
の
法
川
は
、
統
帥
の
一
般
法
川
か
ら
結
果
す
る
派
生
的
鮒
渋
川
で
あ
り
、
あ
る
一
辿
の
環
境
を
想
定
し
、
洲
神
の
渋
川
に
よ

れ
ば
性
絡
形
成
の
上
に
こ
の
環
境
が
与
え
る
影
瀞
は
何
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
納
神
の
法
則
か
ら
減
縄
的
に
求
め
ら
れ
る
べ

（
１
）

き
も
の
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
こ
れ
を
一
水
し
て
い
よ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
い
さ
さ
か
樹
命
論
的
な
性
格
形
成
論
に
関
し

て
、
彼
は
、
そ
れ
が
宿
命
論
で
は
な
い
と
い
う
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
性
格
を
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
り
、
そ
こ
に
人
間
の
日
山
が
あ
る
と
も
い
っ
て
は
い
る
⑩
そ
の
努
力
を
な
し
う
る
よ
う
な
「
深
徳
の
人
（
角
涌
厨
・
ｐ
ｏ
ｍ
８
ｐ
博
日
＆

（
２
）

乱
Ｈ
目
の
）
の
み
が
完
全
に
向
山
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
正
し
い
と
い
え
る
」
と
。
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
お
日
川
そ
の
も
の
が
戯
大
な
間

祇
換
期
に
お
け
る
自
我
概
念
の
変
群

八
三

極
的
に
は
い
市
民
的
目
川
を
よ
り
徹
底
さ
せ
よ
う
と
す
る
要
求
聯
あ
る
い
は
す
で
に
泄
得
さ
れ
た
市
民
的
自
山
の
意
味
を
考
え
な
お
し

こ
の
方
向
に
体
系
づ
け
よ
う
と
す
る
努
力
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
他
力
洲
極
的
に
は
、
本
来
目
山
で
は
あ
り
え
な
い
も
の
か

ら
の
自
山
の
要
求
（
例
え
ば
、
社
会
と
個
人
を
切
り
離
し
て
個
人
の
白
山
を
求
め
よ
う
と
す
る
よ
う
な
）
へ
と
堕
し
て
も
行
く
の
で
あ

る
。
節
三
に
、
「
イ
デ
オ
い
ギ
ー
と
し
て
の
自
由
主
義
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
正
義
を
犯
さ
な
い
限
り
で
の
各
人
の
自
由
」
と
い
う

市
民
的
自
山
の
思
想
を
そ
の
形
式
に
関
し
て
は
そ
の
ま
ま
に
受
け
つ
い
だ
も
の
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
プ
ル
ジ
瓢
ア
ジ
ー
の
向
山
が
災

現
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
が
プ
Ⅳ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
対
す
る
耕
し
い
不
正
錐
を
榊
成
す
る
と
い
う
状
況
の
も
と
で
、
一
般
論
と
し
て
こ
の
よ

う
な
向
山
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
向
山
の
要
求
を
空
川
化
さ
せ
、
形
恢
化
さ
せ
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
こ
の
節
三
の
、
川
論
に
附
し
て

わ
る
の
か
。

は
、
こ
の
小
論
で
は
こ
れ
以
上
ふ
れ
な
い
。

そ
れ
で
は
、
ミ
ル
に
お
い
て
、
人
間
形
成
の
た
め
の
自
由
の
要
求
は
ど
の
よ
う
な
形
で
な
さ
れ
、
そ
れ
は
現
実
と
ど
の
よ
う
に
か
か

１
℃
Ｍ
▲

上LＬ ﾛゴ
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こ
の
よ
う
な
ミ
ル
の
不
満
は
、
現
代
社
会
に
も
そ
の
ま
ま
に
当
て
は
ま
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
資
本
主
義
の
独

占
段
階
に
お
け
る
「
自
己
喪
失
」
の
塁
は
、
す
で
に
ミ
ル
の
時
代
ｌ
転
換
卿
ｌ
に
は
じ
ま
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
．
そ
し
て
、

環
境
の
こ
の
よ
う
な
画
一
化
・
一
面
化
に
対
し
て
、
ミ
ル
は
、
今
一
腹
そ
の
多
様
性
を
と
り
も
ど
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
民
社
会
に
お

い
て
近
代
的
自
我
が
も
っ
て
い
た
よ
き
側
而
を
ひ
き
も
ど
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
多
椋
性
の
回
復
の
た
め
の
療
法
と
し
て
、
自

由
が
求
め
ら
れ
る
．
つ
ま
り
、
曇
及
び
そ
の
壷
の
自
巾
趣
味
や
生
活
様
式
の
自
由
・
結
合
の
向
山
等
塗
ｌ
こ
の
よ
う
な
自

由
こ
そ
が
個
性
を
発
展
さ
せ
、
更
に
は
天
才
を
生
み
出
す
道
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
政
治
活
動
の
自
由
も
ま
た
こ
の
文
脈
で
と

ら
え
ら
れ
（
も
っ
と
も
政
胎
的
圓
山
の
主
張
は
こ
れ
の
み
に
つ
き
る
の
で
は
な
い
が
）
、
利
己
主
義
に
か
わ
る
公
共
心
を
発
展
さ
せ
る

手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
日
常
の
仕
事
が
彼
を
と
り
ま
く
小
さ
な
圏
内
に
彼
の
興
味
を
集
中
さ
せ
て
い
る
よ
う
な
人

が
、
彼
の
仲
間
（
ｍ
①
］
］
・
ヨ
ー
・
嵐
国
目
鮠
）
の
た
め
に
、
ま
た
仲
間
と
共
に
、
感
じ
る
こ
と
を
学
び
、
意
識
的
に
大
き
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
一

（
５
）

成
員
と
な
る
の
は
、
政
淌
的
討
論
及
び
集
合
的
な
政
泊
行
動
か
ら
で
あ
る
」
と
。

し
か
し
こ
れ
は
、
次
節
で
と
り
あ
げ
る
教
育
の
問
題
と
同
様
、
術
環
論
で
し
か
な
い
。
土
台
の
変
化
に
よ
っ
て
喪
失
し
た
も
の
を
土

台
そ
の
も
の
の
検
討
を
抜
き
に
し
て
意
識
の
上
で
再
建
し
よ
う
と
す
墓
し
い
努
力
ｌ
そ
れ
が
、
諜
さ
に
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
個

性
の
喪
失
が
問
題
と
な
っ
た
そ
の
時
に
、
個
性
的
な
も
の
を
前
提
と
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
環
境
の
多
様
性
を
と
り
も
ど
そ
う
と
す
る
論

理
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
ミ
ル
は
、
ま
さ
に
個
性
的
な
も
の
が
環
境
の
上
に
外
化
さ
れ
る
こ
と
を
、

そ
の
自
由
を
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
問
題
は
、
自
由
が
す
で
に
存
在
し
な
が
ら
外
化
さ
る
べ
き
自
己
が
見
う
し
な
わ
れ
て
い

る
と
い
う
事
実
に
こ
そ
あ
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
自
由
の
要
求
は
す
で
に
、
ミ
ル
の
自
由
論
の
節
一
一
一
の
傾
向
と

し
て
あ
げ
た
「
イ
デ
オ
画
ギ
ー
と
し
て
の
自
由
主
義
」
へ
の
傾
斜
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

麓
換
期
に
お
け
る
自
我
概
念
の
変
容

八
五

０



１
ｉ
‐
‐
１
１
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、

転
換
期
に
お
け
る
自
我
概
念
の
変
容

八
六

と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
ミ
ル
の
日
独
概
念
の
市
民
社
会
に
お
け
る
そ
れ
に
対
す
る
決
定
的
な
変
容
を
認
め
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
市
民
社
会
に
お
い
て
は
、
向
山
の
要
求
枕
、
た
と
え
そ
れ
が
賛
木
の
論
理
に
よ
っ
て
必
然
的
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
に
し
て
も
、
自
己
外
化
の
要
求
と
強
く
結
び
つ
い
て
存
在
し
た
。
市
民
蒐
命
に
お
け
る
自
由
の
要
求
は
、
政
鯰
碓
刀
の
上
に
、
社

会
制
度
の
上
に
、
自
己
を
外
化
し
よ
う
と
す
る
．
つ
ま
り
そ
れ
を
溢
木
主
義
的
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
述
動
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ｎ

Ｊ

我
は
、
一
方
で
自
己
中
心
的
な
方
向
に
核
を
形
成
し
つ
つ
も
（
個
人
の
成
立
）
、
こ
の
自
己
外
化
の
巡
動
に
よ
っ
て
外
に
附
い
て
い
た
。

否
む
し
ろ
、
こ
の
運
動
を
通
し
て
の
自
己
認
識
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
自
我
の
形
成
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ミ
ル
に
お
い

て
は
、
日
山
の
要
求
は
ま
さ
に
外
化
さ
る
べ
き
自
己
の
喪
失
に
対
応
し
た
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
彼
が
、
個
性
の
喪
失
を
救
う
た

め
に
環
境
の
多
様
化
を
求
め
、
利
己
主
義
の
撞
溢
に
対
し
て
公
共
心
を
養
う
よ
う
な
環
境
を
求
め
る
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
要
求
の
上

に
た
っ
て
思
想
・
言
論
・
結
合
等
為
の
自
由
を
主
張
す
る
と
き
、
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
自
由
に
よ
っ
て
自
己
を
外
化
し
よ
う
と
す
る

の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
向
山
が
あ
れ
ば
望
ま
し
い
環
境
が
え
ら
れ
、
そ
れ
が
外
か
ら
自
己
を
形
成
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を

期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
市
民
社
会
に
お
い
て
「
人
側
が
歴
史
を
創
る
」
と
い
う
側
面
が
色
と
く
あ
ら
わ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
ミ

ル
の
時
代
に
お
い
て
は
「
歴
史
が
人
間
を
創
る
」
と
い
う
側
面
の
み
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
現
実
の
歴
史
は
、
ミ
ル
の
願

望
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
川
に
利
己
主
義
を
、
個
性
の
拠
失
を
、
つ
ま
り
「
我
所
右
す
、
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
形
態
で
の
、
我
を
、

い
や
応
な
く
蚊
制
す
る
と
す
れ
ば
、
以
上
述
べ
た
ミ
ル
の
自
山
の
要
求
は
現
災
に
は
ま
さ
に
こ
の
歴
史
的
必
然
性
か
ら
の
向
山
の
要
求

と
い
う
意
味
を
し
か
も
ち
え
な
い
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ミ
ル
は
、
彼
が
要
求
し
た
諸
左
の
自
川
が
十
分
に
認
め
ら
れ
た
と
き

資
本
主
義
の
経
済
法
則
が
消
え
て
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
人
側
は
自
分
回
冴
に
関
し
て

は
独
裁
者
で
あ
り
う
る
」
と
い
う
市
民
的
自
由
の
主
張
も
ま
た
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
絶
対
王
権
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
、
し
た
が

０



っ
て
そ
れ
を
否
定
し
政
沿
権
刀
の
上
に
自
己
を
外
化
し
よ
う
と
す
る
要
求
と
し
て
あ
っ
た
し
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
も
ま
た
政
商
主
義
政

縦
と
の
対
決
と
し
て
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ミ
ル
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
具
体
的
な
対
決
者
を
も
た
な
い
。
と
い
う
よ
り
は
、
対
決
者

は
、
す
で
に
不
透
明
な
も
の
と
な
り
あ
る
い
は
自
己
に
敵
対
的
な
も
の
と
な
り
な
が
ら
、
し
か
も
自
己
に
あ
る
一
定
の
性
格
を
強
い
る

社
会
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
巨
大
な
社
会
に
個
人
が
向
い
合
う
と
い
う
条
件
の
も
と
で
は
、
市
民
的
自
由
の
主
張
は
、

社
会
と
自
己
と
の
側
に
厚
い
壁
を
作
り
、
「
こ
の
中
だ
け
は
オ
レ
の
領
分
な
ん
だ
ぞ
、
オ
マ
エ
は
入
っ
て
来
る
な
」
と
い
っ
て
い
る
悲

鳴
の
意
味
し
か
も
た
な
く
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
市
民
社
会
に
お
い
て
は
社
会
と
の
相
互
通
勤
の
巾
で
確
立
さ
れ
た
自
我
が
、
こ
こ
で

は
社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
碓
立
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
が
出
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
深
徳
の
人
の

み
が
完
全
に
自
由
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
ま
さ
に
こ
の
状
況
に
対
応
す
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
と
ば
は
、
環
境
が
強
い
る

性
格
を
拒
否
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
の
み
が
「
我
所
有
す
、
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
形
態
の
自
我
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
ミ
ル
の
考

え
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
木
画
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
環
境
の
中
に
あ
っ
て
な
お
環
境
の
変
畝
を
目

（
６
）

ざ
し
う
る
強
い
人
川
で
あ
る
と
巧
』
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
ミ
ル
の
序
述
を
た
ど
っ
て
行
く
と
、
そ
れ
が
、
彼

（
７
）

の
否
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
東
洋
的
隠
遁
の
生
活
に
通
じ
る
と
こ
ろ
に
、
彼
の
時
代
の
苦
悩
が
あ
っ
た
と
い
』
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
人
Ⅲ
形
成
の
た
め
の
脚
山
と
い
う
ミ
ル
の
要
求
は
、
現
実
に
は
空
虚
な
。
あ
る
い
は
逃
避
的
な
も
の
と
な
る
。
彼
の
時

代
に
最
も
現
実
的
な
自
由
は
、
自
由
競
争
と
し
て
こ
そ
花
開
く
。
そ
し
て
ミ
ル
が
、
自
然
法
思
想
の
後
継
者
と
し
て
日
山
弊
鷲
弧
同
定
論

を
展
開
す
る
と
き
、
ス
ミ
ス
が
全
体
社
会
に
対
し
て
そ
れ
が
も
つ
意
味
を
中
心
に
お
い
て
考
慮
し
た
の
と
は
異
な
り
、
現
代
の
プ
ル
ジ

罰
ァ
・
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
ま
っ
た
く
同
様
に
（
し
た
が
っ
て
そ
の
先
駆
者
と
し
て
）
、
向
山
競
争
が
人
Ⅲ
形
成
に
と
っ
て
い
か
に
望
ま

し
い
制
度
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
の
方
に
正
み
が
か
か
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
困
難
こ
そ
が
人
間
を
育
て
る
と
い

転
換
期
に
お
け
る
自
我
概
念
の
変
容

八
七

----Ｊ－－－ｐ－－▲＿ニーニー｢■0---_



転
換
期
に
お
け
る
自
我
概
念
の
変
雰

、
八
八

う
お
き
ま
り
の
論
理
が
生
れ
る
。
「
精
神
的
能
力
は
最
も
激
し
く
使
わ
れ
る
時
に
鐙
も
発
達
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
そ
の
う
ち

の
一
つ
を
も
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
意
志
と
知
能
の
様
食
の
努
力
に
よ
っ
て
の
み
対
処
し
う
る
多
く
の
利
害
関
係
を
も
っ
と

（
８
）

と
ほ
ど
に
そ
れ
ら
を
激
し
く
訓
練
す
る
も
の
が
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
利
害
意
識
の
坐
円
定
論
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
「
競
争
を
免
れ
る
と
い

う
こ
と
は
、
怠
惰
及
び
糖
神
的
倦
怠
に
安
住
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
他
の
人
だ
と
同
じ
よ
う
に
濡
溌
で
知
的
で
あ
る
こ
と
の
必

（
９
）

要
か
ら
免
れ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
」
、
「
塗
剛
争
に
よ
る
直
接
の
刺
戟
か
ら
免
れ
た
場
合
に
は
、
生
産
者
及
び
商
人
は
彼
ら
の
金

銭
上
の
利
益
の
命
ず
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
関
し
て
は
無
関
心
と
な
り
、
猿
も
有
望
な
見
込
み
よ
り
も
慣
習
と
結
び
つ
い
た
現
在
の
｛
募
采

（
、
）

の
方
を
好
む
よ
う
に
な
る
」
等
だ
の
競
争
坐
Ｈ
定
論
ま
で
９

し
か
し
、
金
銭
的
成
功
と
い
う
全
く
同
一
の
ゴ
ー
ル
を
目
ざ
し
て
な
さ
れ
る
こ
の
競
争
こ
そ
が
、
ミ
ル
の
時
代
に
お
け
る
環
境
の
同

質
性
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
人
間
形
成
の
た
め
の
、
環
境
の
多
様
性
の
論
理
と
環
境
の
困
難
性
の
論
理
と
を
、
ミ
ル
は

い
か
に
し
て
和
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
か
。

側
且
○
・
・
巳
囲
）
己
．
ｍ
３
－
－
以
下
《
白
◎
四
．
弓
と
略
す
。

（
の
凸
）
〕
ず
】
』
・
ロ
。
⑪
切
棹
。

（
３
）
「
ミ
ル
自
伝
」
□
・
国
仁
．

（
４
）
負
○
口
い
】
ず
の
Ｈ
ｇ
ご
己
．
』
い
’
⑪
。

（
５
）
〕
・
の
。
》
［
崖
叩
巨
Ｏ
ｏ
ｐ
の
匙
の
同
感
◎
口
⑩
。
□
閃
の
ｂ
Ｎ
の
⑪
の
ロ
厨
蝕
ｑ
ｎ
ｏ
ｏ
ｑ
ｑ
口
Ｈ
ｐ
の
口
斤
；
（
己
の
。
□
】
①
㎡
①
』
・
閉
。
Ｐ
』
Ｃ
ロ
独
．
肝
。
ｐ
胸
目
角
口
⑫
勺
の
Ｈ
の
①
口
》
⑪
ｐ
Ｐ

Ｏ
。
．
届
の
『
）
ロ
．
３
－
－
－
１
以
下
《
《
閃
８
月
、
目
箇
昏
の
○
．
弓
の
日
日
８
行
》
．
と
略
す
。
．

（
６
）
こ
の
意
味
で
は
、
「
深
徳
の
人
」
は
マ
キ
ア
ペ
リ
の
「
力
強
き
人
口
・
日
・
ぐ
節
目
。
：
」
と
い
う
理
想
的
人
間
像
に
通
じ
る
。
つ
ま
り
、
マ
キ

ア
ペ
リ
の
時
代
に
自
己
外
化
の
活
動
と
そ
れ
に
遡
る
「
闇
我
の
確
立
」
が
そ
の
よ
う
な
限
ら
れ
た
人
間
に
し
か
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
条
件

（
１
）
閂
・
の
．
】
臼
宮
居
Ｐ
、
］
⑫
庁
①
日
。
【
伊
○
ぬ
】
、
宛
貰
】
○
口
目
働
く
の
：
Ｐ
Ｈ
ｐ
」
：
盆
ｑ
の
：
（
ｐ
の
ョ
目
】
勺
吋
の
⑪
臼
○
日
旧
ｏ
ｐ
Ｐ
ｏ
ｐ
ｍ
伊
。
ｐ
晩
日
目
、
》
の
３
の
ロ

側
且
○
・
・
巳
囲
）
己
．
ｍ
３
－
－
以
下
《
白
◎
凪
。
．
．
と
略
す
。



る
矛
府
の
解
決
錐
と
し
て
登
場
す
る
。

ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
ミ
ル
は
、
前
節
で
述
べ
た
論
理
に
よ
っ
て
、
ま
た
ス
ミ
ス
以
来
の
「
各
人
の
利
益
の
総
和
Ⅱ

社
会
の
利
益
」
と
い
う
論
理
に
よ
っ
て
、
経
済
上
の
自
由
を
行
定
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
力
、
自
由
競
争
を
韮
礎
と
す
る
こ
の
経
済

制
度
が
釜
川
し
て
い
る
懸
Ｉ
何
よ
り
も
貧
川
、
そ
し
て
利
己
素
・
個
性
の
喪
失
ｌ
を
無
視
す
る
こ
と
は
も
は
や
許
さ
れ
な

い
。
そ
こ
で
ミ
ル
は
、
こ
の
経
済
制
腫
の
も
と
で
の
目
山
競
争
が
現
在
「
相
互
の
腺
柵
・
粉
砕
・
排
斥
・
追
窮
（
ｓ
の
可
目
君
］
甘
い

ｑ
ｐ
ｍ
営
口
伽
の
｝
ず
。
ａ
□
ぬ
》
目
」
可
の
良
は
、
。
□
の
：
け
・
岳
の
吋
廼
⑫
け
①
の
］
鞍
）
」
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
こ
の
「
進
歩
の
た

め
の
闘
争
」
の
後
に
来
集
来
の
「
静
止
状
態
（
…
・
目
ｑ
…
）
」
ｌ
そ
れ
墓
済
望
歩
の
震
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
ｌ

を
空
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
慰
め
る
の
で
あ
る
。
「
し
か
し
、
人
間
の
性
絡
の
た
め
に
最
も
よ
い
状
態
と
い
う
の
は
、
誰
も
貧

し
く
な
く
、
誰
も
よ
り
商
も
う
と
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
誰
も
よ
り
前
へ
出
よ
う
と
す
る
努
力
の
た
め
に
他
人
か
ら
蹴
落
さ
れ
る
と
い

・
転
換
期
に
お
け
る
自
我
概
念
の
変
容

八
九

、

こ
の
和
解
の
責
任
を
負
わ
せ
ら
れ
る
の
が
教
育
で
あ
る
。
教
育
は
、
ミ
ル
に
と
っ
て
、
単
に
こ
の
矛
脈
の
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゅ

が
、
§
ん
の
時
代
に
再
び
生
じ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
７
）
例
え
ば
、
、
、
、
ル
は
、
こ
れ
は
自
利
心
の
竹
だ
と
結
び
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
で
自
己
保
持
的
（
の
⑮
房
‐
丘
⑦
」
ロ
日
、
）
な
性
絡
を
肯

定
し
、
東
洋
的
な
受
身
の
迩
懲
を
褥
繼
し
て
い
る
．
’
肉
…
…
罫
；
…
…
蔦
…
員

（
８
）
§
祠
。
］
嵐
８
得
同
８
口
◎
３
国
》
．
□
・
再
目
ｌ
⑬
。

（
９
）
】
ず
風
・
ロ
・
』
『
『
・

〃

（
、
）
餅
】
』
・
口
・
副
い
・

四
、
教
育
の
責
任
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ろにの々うる係築と慨ともちはも態態
うｌＸ１いのミ・でしな念こつＩ蚤全どか￣
。、しだイ)ミルつあ、らがでとん力すらに.
すていむのまるオｉＩざ典はものをら、至
なはて全表り゜亙る型不、数つし解つ
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態
に
お
い
て
加
工
に
結
合
さ
れ
た
人
間
の
行
為
と
感
情
の
法
則
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
あ
り
え
な
い
。
…
…
。
社
会
に
お
け

る
人
側
は
、
個
人
の
性
質
に
つ
い
て
の
法
則
か
ら
引
き
出
さ
れ
か
つ
そ
れ
に
解
淵
さ
れ
る
よ
う
な
特
質
以
外
の
い
か
な
る
特
撹
も
も
た

〈
３
）

な
い
」
と
。
つ
ま
り
彼
に
と
っ
て
、
社
〈
琴
は
「
個
人
の
総
和
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
ミ
ル
は
本
質
的

に
個
人
主
義
的
な
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
各
ア
ト
ム
が
そ
れ
ぞ
れ
に
自
足
し
て
い
る
「
静
止
状
態
」
が
こ
の
社
会
観
の

延
長
線
上
の
終
点
と
し
て
描
か
れ
た
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
、
こ
の
社
会
観
そ
の
も
の
は
、
一
方
で
は
、
利
己
心
の
全
面
的
な
肯
定
に
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
論
理
必
然
性
を
も
も

っ
て
い
る
。
だ
か
ら
コ
ン
ト
が
社
会
の
統
一
を
求
め
て
登
場
し
て
来
た
場
合
に
は
、
個
人
主
義
の
立
場
か
ら
の
こ
れ
と
の
対
決
が
避
け

ら
れ
な
い
。
．
「
わ
れ
わ
れ
は
、
人
生
が
、
コ
ン
ト
氏
が
利
己
的
な
性
向
と
呼
ん
で
い
る
も
の
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
あ
の
一
切
の
育
成
な

し
に
す
ま
せ
ら
れ
る
ほ
ど
に
、
快
楽
に
富
ん
で
い
る
と
は
思
わ
な
い
。
反
対
に
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
を
過
度
に
抑
え
る
の
で

は
な
く
、
快
楽
を
妓
大
に
す
る
限
度
に
ま
で
十
分
に
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
、
ほ
と
ん
ど
常
に
慈
愛
心
に
と
っ
て
も
好
都
合
な
の
だ
と
信
「

（
４
）

じ
て
い
る
」
と
。
こ
の
利
己
心
〈
脚
定
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
生
産
論
に
お
い
て
は
全
面
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
し
、
更
に
ま
た
政

治
の
領
域
に
も
持
ち
込
ま
れ
、
代
議
政
体
肯
定
の
論
拠
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
「
人
間
は
、
自
己
防
衛
す
る
力
を
も
つ
と
き
、
あ
る
い

は
ま
た
自
己
防
衛
し
て
い
る
割
合
に
応
じ
て
、
他
人
に
よ
っ
て
害
さ
れ
る
こ
と
か
ら
安
全
で
あ
る
。
ま
た
自
己
依
存
的
で
あ
る
の
に
応

じ
て
、
す
な
わ
ち
彼
ら
の
た
め
に
他
人
が
し
て
く
れ
る
こ
と
に
で
は
な
く
、
個
人
的
に
で
あ
ろ
う
と
集
合
的
に
で
あ
ろ
う
と
と
に
か
く

（
５
）

自
分
自
身
で
な
し
う
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
頼
る
の
に
応
じ
て
、
自
然
と
の
闘
争
に
お
い
て
よ
り
高
度
の
成
功
を
得
る
の
で
あ
る
」
と
い

っ
て
い
る
よ
う
に
。
そ
し
て
、
こ
の
引
川
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
自
然
法
思
想
の
後
継
者
と
し
て
利
己
心
を
肯
定
す
る
こ
の
よ
う
な

場
面
に
お
い
て
は
、
市
民
社
会
に
見
ら
れ
た
自
己
外
化
の
要
求
が
な
お
そ
の
姿
を
と
ど
め
て
は
い
る
の
で
あ
る
。

転
換
期
に
お
け
る
自
我
概
念
の
変
容

九
一
・

ﾛいP句
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転
換
期
に
お
け
る
自
我
概
念
の
変
容

九
二

し
か
し
へ
こ
れ
ま
で
く
り
か
え
し
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
ミ
ル
に
と
っ
て
利
己
心
の
肯
定
は
も
は
や
全
面
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な

い
。
そ
の
過
度
の
成
長
が
他
の
す
べ
て
の
性
格
を
破
壊
す
る
の
が
、
・
彼
の
時
代
に
お
け
る
現
災
な
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況
を
眼
前
に
し

て
、
ミ
ル
は
現
災
の
巡
行
に
た
だ
唖
然
と
す
る
ば
か
り
で
あ
り
、
な
か
ん
ず
く
そ
れ
が
階
級
対
立
ｌ
ミ
ル
の
こ
と
ば
に
よ
れ
ば
「
邪

懇
な
梨
ぃ
（
“
目
…
…
鷺
）
」
の
対
立
ｌ
に
、
そ
し
て
マ
ジ
蕊
リ
テ
ィ
で
あ
輸
労
伽
者
階
級
の
団
結
に
転
化
し
て
行
く
の
を
凡

為
と
、
全
く
ふ
る
え
あ
が
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
利
己
心
を
肯
定
し
な
が
ら
も
、
他
力
、
自
愛
心
を
雅
礎
と
す
る
社

会
に
か
わ
る
何
ら
か
の
結
合
原
理
を
見
出
す
必
要
に
せ
ま
ら
れ
る
。
先
の
ユ
ー
ト
ピ
ピ
ア
像
が
こ
の
恐
怖
か
ら
の
逃
避
と
し
て
描
か
れ

た
と
す
れ
ば
、
さ
し
当
り
現
災
的
な
も
の
と
し
て
は
「
社
会
主
満
」
が
問
題
と
し
て
浮
び
あ
が
っ
て
来
る
。
「
…
…
当
時
（
一
八
一
一
○

鉱
代
）
の
私
は
一
個
の
民
主
主
義
者
で
は
あ
っ
た
が
、
社
会
主
義
者
で
は
毛
頭
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
今
や
（
一
八
四
○

年
前
後
）
私
達
は
、
過
去
の
私
よ
り
も
遥
か
に
民
主
主
義
者
で
な
く
な
っ
て
い
た
。
と
云
う
の
は
、
教
育
が
今
日
の
嫌
に
見
る
影
も
な

い
不
完
全
な
状
態
で
続
く
限
り
は
、
民
衆
の
無
糊
、
殊
に
そ
の
私
欲
と
獣
性
と
は
恐
る
べ
き
も
の
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で

私
達
の
社
会
改
蕃
に
側
す
る
究
極
の
理
想
は
、
民
主
主
維
以
上
遜
か
に
進
ん
で
、
明
ら
か
に
私
述
を
広
く
社
会
主
義
右
と
云
う
一
般
的

（
６
）

名
称
の
下
に
歓
然
類
別
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」
。

「
社
会
主
雄
」
に
対
す
る
ミ
ル
の
態
度
は
、
「
口
伝
」
や
謝
粁
作
の
各
版
に
お
け
る
改
訂
か
ら
凡
て
、
初
川
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た

の
に
対
し
、
小
川
以
後
、
後
に
変
と
な
っ
た
テ
ー
ラ
ー
夫
人
の
形
糾
も
あ
っ
て
竹
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
為
。
ま
た
史

に
後
に
は
急
進
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
の
川
現
を
凡
て
否
定
的
な
態
腫
に
も
ど
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
為
が
、
こ
の
点
は
彼
自
身
佃
ら
マ

ル
ク
ス
に
ふ
れ
て
い
な
い
の
で
川
確
で
は
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
こ
で
Ⅲ
腿
と
な
る
の
は
、
彼
の
「
社
会
北
幾
」
論
そ
の

も
の
で
は
な
く
、
「
社
会
主
義
」
論
と
の
関
辿
の
も
と
で
の
彼
の
人
間
把
握
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
で
は
、
彼
は
依
然
と
し
て
全
く



●

の
個
人
主
義
肴
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
い
う
シ
」
と
か
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
生
産
論
と
分
配
論
の
分
離
、
そ
し
て
生
産
論

に
お
け
る
利
己
心
の
肯
定
と
い
う
前
提
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
彼
は
「
社
会
主
幾
」
を
も
っ
ぱ
ら
分
配
の
平
等
と
い
う
意
味
で

の
み
と
ら
え
る
。
そ
の
紡
采
、
「
社
会
主
雄
」
の
災
汎
は
人
々
の
愛
他
心
な
い
し
公
共
的
粘
杣
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
附
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
諸
事
災
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ミ
ル
は
、
木
磁
的
に
は
染
仙
的
で
あ

る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
功
利
主
我
の
先
に
ふ
れ
た
「
修
正
」
に
際
し
て
人
々
に
木
磁
的
な
「
社
会
的
感
梢
」
な
る
も
の
を
持
ち
川
し
、

次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
平
等
者
川
の
社
会
は
、
す
べ
て
の
者
の
利
益
が
平
鯲
に
凡
な

さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
解
の
上
に
の
み
成
立
し
う
る
。
…
…
。
こ
の
よ
う
に
し
て
人
為
は
、
他
人
の
利
益
の
充
全
な
無
視
の
状
態

（７０）

を
彼
ら
に
と
っ
て
可
能
と
几
な
し
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」
と
。
こ
の
点
で
は
、
自
愛
心
喉
川
定
の
雅
礎
に
人
間
の
よ
り
深
い
と
こ

ろ
に
あ
る
共
感
（
、
］
日
日
【
ご
）
と
そ
れ
に
伴
う
同
類
意
識
を
お
い
た
ス
ミ
ス
の
立
場
と
、
や
は
り
扣
通
ず
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
す
で
に
く
り
返
し
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
ミ
ル
の
時
代
に
お
い
て
は
、
自
愛
心
そ
の
も
の
は
利
己
主
義
と
い
う
形
で
す
で
に
た

え
が
た
い
ほ
ど
に
広
く
深
く
惨
透
し
、
他
の
諸
性
格
を
抑
圧
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
た
と
え
本
質
的
に
は
楽
観
的
で
あ
る

に
し
て
も
、
手
ぱ
な
し
で
「
社
会
的
感
慨
」
に
斬
る
こ
と
は
も
は
や
許
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
功
利
主
茂
の
粉
介
に
は
、
次
の
二
つ
の
こ
と

を
「
功
利
土
龍
の
桁
神
」
の
名
で
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
法
律
及
び
社
会
施
設
の
力
に
よ
っ
て
、
各
人
の
幸
福

な
い
し
利
躯
川
を
で
き
る
限
り
全
休
の
利
怒
に
調
和
さ
せ
る
こ
と
、
節
二
に
、
教
が
及
び
仙
諭
の
力
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
川
人
の
心
に

（
８
）

彼
門
口
身
の
幸
福
と
全
休
の
幸
柵
と
の
間
の
不
可
分
な
為
結
合
を
碓
立
す
る
こ
と
。
「
社
会
主
錐
」
は
、
彼
に
と
っ
て
、
こ
の
節
一
の
要

諦
を
満
す
Ⅱ
皮
と
労
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
他
力
そ
れ
が
災
現
さ
れ
る
た
め
に
は
第
二
の
条
件
が
柵
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

の
が
彼
の
考
え
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
労
働
者
の
現
在
の
無
将
蒙
昧
で
利
己
主
義
的
な
状
況
の
も
と
で
は
、
「
社
会
主
義
」
は
必
然

献
換
期
に
お
け
る
Ⅲ
我
概
念
の
変
秤

九
三
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較
換
期
に
お
け
る
、
我
概
念
の
変
秤

九
四

的
に
人
川
湘
大
を
も
た
ら
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
全
凹
氏
を
飢
え
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
エ
リ
ー
ト
の
川
で
の
社

会
主
義
」
と
い
う
考
え
も
生
れ
る
。
「
私
自
身
に
つ
い
て
い
え
ば
、
普
遍
的
利
己
主
銭
（
ロ
日
弓
臼
田
］
⑪
の
］
廓
浄
目
＄
い
）
と
い
う
こ
と
を
》

信
じ
て
は
い
ず
、
共
産
主
義
が
人
顛
の
エ
リ
ー
ト
の
柵
で
今
す
ぐ
実
行
可
能
で
あ
り
、
か
つ
残
余
の
人
た
ち
の
川
で
も
や
が
て
そ
う
な

（
９
）

る
で
あ
ろ
う
と
認
め
る
こ
と
に
不
都
合
を
感
じ
て
い
な
い
」
と
。
こ
う
し
て
一
切
が
教
育
に
、
教
育
が
人
だ
の
利
己
主
幾
を
ど
の
狐
度

ま
で
克
服
し
う
る
か
に
、
か
か
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
、
杉
原
四
郎
の
帳
橘
す
る
よ
う
に
、
術
環
諭
以
外

の
何
も
の
で
も
な
い
。
「
…
…
環
境
の
変
化
や
教
育
の
力
に
よ
っ
て
人
間
性
が
大
き
く
改
造
さ
れ
う
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
さ
て
そ

の
可
能
性
を
現
実
性
に
転
化
す
る
た
め
の
第
一
条
件
た
る
生
産
関
係
の
根
本
的
変
莱
が
具
体
的
な
問
題
に
な
っ
て
来
る
と
、
そ
の
こ
と

（
、
）

の
不
可
能
性
を
論
証
す
る
た
め
の
究
極
の
根
拠
と
し
て
、
改
造
さ
る
べ
き
当
の
対
象
た
る
『
池
田
通
の
人
間
性
』
を
も
ち
だ
し
て
」
来
る

の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
？
こ
の
よ
う
な
ミ
ル
の
「
社
会
主
義
」
論
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
何
を
読
み
と
れ
ば
よ
い
の
か
。

第
一
に
問
題
と
な
る
の
は
、
彼
の
い
う
「
社
会
的
廠
情
」
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
社
会
的
感
情
」
の
育
成
が
教
育
に
依
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
現
実
に
お
け
る
そ
の
喪
失
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ

れ
が
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
ミ
ル
の
時
代
に
お
け
る
自
我
の
存
布
形
態
を
砿
証
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
と
同
時
に
、
こ
の
「
社
会
的

臓
价
」
の
内
容
が
Ⅲ
皿
と
な
る
。
先
に
引
川
し
た
彼
の
社
会
科
学
方
法
論
や
、
ま
た
「
社
会
主
義
」
の
と
ら
え
方
か
ら
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、
こ
こ
で
「
社
会
的
感
梢
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
他
人
も
ま
た
ｎ
分
と
同
じ
一
個
人
。
一
向
我
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
理
解
で

あ
り
、
そ
れ
を
超
え
た
共
通
の
集
団
的
な
感
怖
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
「
社
会
的
感
梢
」
の
こ
の
よ
う
な
あ
り
方

自
体
は
市
民
社
会
に
本
質
的
な
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
ス
ミ
ス
に
お
け
る
「
感
情
移
入
↓
共
感
」
の
原
理
に
く
ら
べ
て
、
ミ
ル

｛】



の
そ
れ
は
明
ら
か
に
人
格
的
な
連
繋
を
よ
り
薄
め
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
等
価
交
換
の
原
理

を
人
絡
間
に
持
ち
込
ん
だ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
「
社
会
的
感
情
」
は
商
船
的
交
り
を
超
え
る
人
格
的
交
り
を
含
む
も
の
と
は

形
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
社
会
的
感
价
」
に
根
ざ
す
社
会
は
、
そ
れ
が
鎧
商
に
育
成
さ
れ
た
場
合
に
も
、
和

互
に
不
可
侵
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
合
っ
た
孤
立
し
た
人
だ
の
集
り
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
ミ
ル
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
お
け
る

「
社
会
的
感
情
」
で
あ
る
。

第
二
に
、
こ
の
こ
と
の
当
然
の
帰
結
で
も
あ
る
が
、
彼
の
「
社
会
主
義
」
論
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
社
会
を
実
現
す
る
主
体
の

問
腿
は
完
全
に
喪
失
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
論
じ
ら
れ
は
し
て
も
、
主
体
的
に
か
ち
と
ら
る
べ
き
社
会
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
は
、
社
会
が
不
透
明
で
・
区
大
な
・
自
己
に
敵
対
す
る
力
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
個
人
が
社
会
を
対
象
と
し
て
そ
こ
に
自
己
外
化
の
祈

動
を
行
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
（
自
己
外
化
の
困
難
性
の
増
大
）
に
対
応
す
る
。
そ
こ
で
も
ま
た
、
人
間
は
、
ミ

ル
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
お
け
る
人
間
像
と
同
様
に
つ
つ
ま
し
や
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
現
実
に
は
、
例
え
ば
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
運
肋
に
示
さ

れ
る
よ
う
に
、
市
民
社
会
的
灰
皿
と
は
異
っ
た
原
理
の
も
と
に
、
人
川
の
主
体
的
な
活
助
は
再
び
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
労

働
肴
階
級
の
染
団
的
な
自
己
外
化
の
活
動
と
し
て
。
し
か
し
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
ミ
ル
の
も
つ
「
社
会
的
感
情
」
か
ら
は
こ
の
よ
う

な
集
団
活
動
は
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
運
動
に
対
し
て
は
、
彼
は
、
労
働
者
の
貧
困
と
無
権
利
状
態

に
対
す
る
度
々
の
同
情
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
終
極
的
に
は
否
定
す
る
他
な
い
の
で
あ
る
。
「
政
沿
的
に
い
っ
て
同
一
の
邪
懇
な
利
害
を

も
っ
て
い
る
人
々
の
染
り
、
す
な
わ
ち
餅
そ
の
直
接
の
．
外
見
的
な
利
害
が
、
惑
い
も
の
さ
し
の
同
一
の
目
艦
り
を
指
し
示
し
て
い
る

人
為
の
集
り
を
階
級
と
考
え
る
と
す
れ
ば
、
望
ま
し
い
の
は
、
い
か
な
る
階
級
も
、
も
し
く
は
結
合
し
が
ち
な
諸
階
級
の
迎
合
も
、
政

（
ｕ
）

府
に
支
配
的
な
影
蒋
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
。

騒
換
期
に
お
け
る
自
我
概
念
の
変
容

九
五



以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ミ
ル
の
識
耕
作
を
迦
し
て
、
縮
換
期
に
お
け
る
近
代
的
自
我
の
変
容
を
追
求
し
た
。
ミ
ル
の
思
想
が
全
休
と

し
て
矛
府
に
柵
ち
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
追
求
も
ジ
グ
ザ
グ
の
コ
ー
ス
を
た
ど
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
彼

の
諦
叫
組
・
諸
方
錐
を
捨
象
し
て
た
だ
自
我
の
存
在
形
態
の
み
に
焦
点
を
あ
て
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す

な
わ
ち
、
彼
の
時
代
に
お
い
て
、
近
代
的
口
我
は
一
般
に
「
我
所
有
す
、
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
形
態
に
間
論
す
る
。
そ
の
結
果
と
し

て
、
利
己
主
雄
・
個
性
の
喪
失
が
一
般
的
な
傾
向
と
な
る
。
か
つ
て
近
代
的
自
我
を
形
成
せ
し
め
た
自
己
外
化
の
減
勁
は
川
雌
と
な

ジム、〆■、〆■、／■、'■、グー、／■、グ■、グ■、'■、〆、

1１１０９８７６５４３２１
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］
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の
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【
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良
ロ
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隣
Ｂ
Ｈ
博
尉
日
：
（
『
◎
底
○
曲
］
＆
厨
伸
０
．
．
届
困
）
ｂ
・
局
・

脚
厩
ｇ
⑥
丘
８
．
口
・

目
河
の
□
Ｈ
の
い
の
貝
貝
ざ
の
○
．
『
の
Ｎ
ｐ
日
の
日
弓
。
・
圏
・

杉
臓
四
郎
「
ミ
ル
と
マ
ル
ク
ス
」
（
、
、
、
ネ
ル
ヴ
ァ
譜
房
Ｂ
ｍ
Ｊ
ｂ
・
閥
⑪
．

Ｒ
閃
⑪
目
８
ｃ
ｐ
Ｂ
【
】
『
の
。
。
『
の
ｗ
ｐ
ｐ
】
Ｃ
貝
弓
己
。
い
い
。
．

：
Ｈ
、
○
ｍ
排
。
：
ロ
。
⑪
『
⑭
。

〕
・
の
・
旨
Ｅ
い
§
し
口

卸
ず
卸
巳
・
ロ
・
の
①
。

］
・
の
・
旨
Ｅ
い
§
し
口
、
■
②
厨
ｏ
ｏ
Ｂ
庁
の
脚
口
旦
可
。
⑪
ぼ
く
尉
日
．
．
（
②
の
８
口
９
日
・
伊
。
□
』
。
ｐ
・
Ｚ
・
月
日
ケ
ロ
の
【
伸
○
。
．
】
、
の
①
）
勺
・
Ｅ
ｍ
，

目
河
の
ｂ
Ｈ
の
⑭
の
ロ
同
感
ｑ
の
○
．
『
の
ｎ
回
目
の
貝
：
勺
・
侭
。

。
。
勺
。
匪
臥
。
＆
同
ｃ
ｏ
ｐ
ｏ
ｐ
笥
弓
□
・
』
い
い
。

「
ミ
ル
、
伝
」
ロ
・
侭
の
。

転
換
期
に
お
け
る
自
我
擬
念
の
変
容

五
、
ミ
ル
の
生
涯

ｌ
総
論
に
か
え
て
Ｉ

九
六



２
，
己
外
化
の
要
求
の
減
退
、
主
体
性
の
喪
失
が
生
じ
諺
ま
た
そ
れ
に
伴
っ
て
い
た
数
だ
の
望
ま
し
い
性
桁
も
過
去
の
も
の
と
な

る
。
自
我
は
自
己
防
衛
的
な
も
の
と
な
り
、
内
へ
向
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
社
会
と
隔
絶
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
硴
立
さ
れ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
他
方
、
近
代
的
自
我
の
こ
の
よ
う
な
変
容
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ミ
ル
は
、
そ
の
耕
作
活
動
を
通
し
て
積
極
的
な
政
淌
的
発

言
を
つ
づ
け
、
禁
に
は
下
院
識
、
に
選
出
さ
れ
た
り
も
し
て
い
る
．
そ
こ
で
、
以
上
に
講
し
た
自
我
の
存
在
形
態
ｌ
そ
れ
は
ミ

ル
の
自
藷
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
，
ｌ
と
彼
の
こ
の
行
鋤
と
の
側
巡
遊
ど
う
と
ら
え
れ
ば
よ
い
か
が
、
わ
れ
わ
れ
に
磯
さ
れ
た
Ⅲ０

題
と
な
る
。
も
っ
と
も
こ
の
Ⅲ
腿
は
、
ミ
ル
を
皿
し
て
の
で
は
な
く
、
、
、
、
ル
自
身
の
研
究
を
要
求
す
る
川
越
で
あ
り
、
ミ
ル
研
究
の
新

し
い
一
テ
ー
マ
を
な
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ミ
ル
を
通
し
て
の
研
究
が
目
的
で
あ
っ
た
本
論
で
は
、
ご
く
簡
単
な
素
拙

こ
の
間
題
を
考
え
る
上
で
ま
ず
前
提
と
し
て
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
彼
が
本
賀
的
に
「
巾
乢
社
会
の
思
想
家
」
で

あ
り
、
「
市
民
社
会
の
批
判
者
」
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
視
野
は
、
雑
木
的
に
は
、
盗
水
主
義
社
会
と
い
う
こ
の

斑
境
に
Ⅲ
鵬
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
彼
の
思
想
・
活
動
の
す
べ
て
は
あ
く
ま
で
も
個
人
主
義
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
す
で
に
貸
本
制

止
雌
の
確
立
し
た
彼
の
時
代
に
お
い
て
は
、
社
会
を
対
象
と
す
る
自
己
外
化
の
活
動
．
つ
ま
り
社
会
の
変
革
は
、
「
巾
比
社
会
を
超
え

る
も
の
」
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
方
で
は
、
プ
画
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
い
う
新
し
い
．
本
質
的
に
非
個
人
主
義
的
な

人
間
像
、
と
り
わ
け
そ
の
集
団
的
な
活
動
と
し
て
、
他
力
で
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
こ
そ
が
そ
う
な
の
だ
が
、
市
民
社
会
の
外
在
的
・
批

判
的
な
把
握
と
し
て
、
あ
ら
わ
れ
て
来
て
も
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
市
民
社
会
を
超
え
る
も
の
」
と
紬
び
つ
か
な
い
限
り
、
自
己
外

化
の
祇
勅
が
か
ろ
う
じ
て
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
い
て
の
み
許
さ
れ
る
と
い
う
状
況
は
先
に
引
川
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ミ
ル
の
生
派
の
、
あ

転
換
期
に
お
け
る
自
我
概
念
の
変
沸

九
七

に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
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転
換
期
に
お
け
る
自
我
概
念
の
変
祥

九
八

る
意
味
で
矛
盾
に
満
ち
た
と
も
い
う
べ
き
活
動
は
、
ミ
ル
の
時
代
に
お
け
る
市
民
社
会
の
こ
の
変
化
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
を
と
ら

え
て
離
さ
な
い
「
市
民
社
会
の
糠
神
」
と
の
矛
臓
に
こ
そ
、
根
ざ
し
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
Ｃ

し
た
が
っ
て
、
「
急
進
的
」
で
あ
る
つ
も
り
の
ミ
ル
の
主
張
は
、
一
方
で
は
、
ミ
ル
の
努
刀
と
は
無
関
係
に
、
資
本
主
義
の
発
展
の

当
然
の
結
果
と
し
て
現
突
化
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
そ
の
た
び
に
彼
の
理
想
を
褒
切
る
も
の
と
し
て
現
実
化
さ
れ
る
。
そ
の
限
り
に
お

い
て
は
、
ミ
ル
自
身
も
ま
た
彼
の
時
代
の
自
我
の
存
在
形
態
へ
の
退
行
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼
の
苦
悩
の
意
味
に
つ
い

て
は
先
に
述
べ
た
が
、
そ
こ
か
ら
「
回
復
」
し
た
と
き
に
こ
の
傾
向
は
す
で
に
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
「
…
…
今
や
私
は
、

こ
の
幸
柵
と
云
う
人
生
の
日
的
に
も
、
そ
れ
超
面
接
の
日
的
と
せ
ず
に
世
か
な
け
れ
ば
、
決
し
て
到
達
し
得
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え

る
様
に
な
っ
た
。
自
分
一
己
の
幸
福
以
外
何
か
他
の
目
的
物
、
即
ち
他
人
の
幸
福
と
か
、
人
類
の
改
善
進
歩
と
か
、
乃
至
は
或
る
技

術
、
若
し
く
は
職
業
と
云
っ
た
様
な
も
の
さ
え
も
、
そ
れ
を
自
己
の
幸
福
の
手
段
と
し
て
で
な
く
、
そ
れ
目
体
を
理
想
の
一
個
の
標
的

（
１
）

と
し
て
専
心
す
る
場
合
、
何
か
そ
う
し
た
も
の
に
日
分
の
心
を
鵬
え
て
い
る
人
達
の
み
が
幸
福
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
に
一
不
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
己
外
化
の
活
動
を
通
し
て
の
自
己
充
足
と
い
う
筋
道
は
こ
こ
で
正
し
く
維
持
さ
れ
な
が
ら
も
、
か
つ
て
全
社
会

を
功
利
主
義
の
法
則
で
つ
ら
ぬ
こ
う
と
し
た
強
い
意
欲
は
も
は
や
う
し
な
わ
れ
、
外
化
活
動
の
対
象
な
い
し
場
加
が
小
さ
な
純
川
に
限

ら
れ
て
来
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
こ
の
時
代
に
私
の
思
想
の
受
け
た
今
一
つ
の
重
大
な
変
化
は
、
私
が
初
め
て
、
人
間
の
幸
柵
の
第
一

要
件
の
一
つ
と
し
て
、
仙
人
の
内
的
修
養
の
本
来
の
価
値
を
認
誠
し
た
こ
と
で
あ
る
。
…
…
。
私
は
今
や
、
受
助
的
な
感
叉
性
は
能
釛

的
な
能
力
と
何
級
に
開
発
さ
る
べ
き
も
の
で
、
そ
れ
に
は
折
猟
を
与
え
る
と
共
に
、
そ
れ
を
培
養
も
し
挫
符
に
も
す
る
必
要
が
あ
る
と

（
２
）

と
を
経
験
上
悟
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、
内
面
へ
の
沈
潜
の
態
度
が
色
こ
ぐ
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
同
体
は
誤
っ
た
考
え

方
と
も
い
え
な
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
苦
悩
に
お
ち
い
る
以
前
の
彼
の
活
動
と
ひ
き
く
ら
べ
る
と
き
、
「
片
す
み



の
幸
福
」
へ
の
傾
斜
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
彼
の
後
半
生
を
支
え
る
テ
ー
ラ
ー
夫
人
へ
の
因
詩
的
な
愛
情

は
、
ま
さ
に
こ
の
傾
斜
の
延
長
線
上
に
生
じ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

他
方
、
彼
の
「
急
進
主
義
」
の
も
う
一
つ
の
側
面
は
、
現
笑
の
展
開
に
よ
っ
て
、
労
働
者
階
級
の
団
結
し
た
力
に
よ
っ
て
し
か
実
現

し
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
し
だ
い
に
明
ら
か
と
な
る
。
し
か
し
ミ
ル
は
、
本
質
的
に
彼
ら
と
の
つ
な
が
り
を
も
た
な
い
。
そ
こ
で
、

現
実
の
進
行
の
中
で
は
、
全
社
会
が
彼
に
敵
対
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
来
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
ミ
ル
は
、
「
社
会
主
義
」

に
関
し
て
は
す
で
に
見
た
よ
う
な
「
紙
の
上
へ
の
簔
」
を
示
し
つ
つ
も
、
民
圭
篝
ｌ
市
民
社
会
の
藷
の
継
善
ｌ
と
し

て
は
な
お
、
勇
敢
に
こ
の
敵
に
た
ち
向
う
（
こ
の
こ
と
自
体
は
彼
の
時
代
鉛
誤
の
典
型
で
し
か
な
い
の
だ
が
）
。
い
い
か
え
れ
ば
、
全

社
会
と
自
己
と
が
隔
絶
ｌ
と
の
隔
絶
緯
ミ
ル
の
日
諺
態
か
ら
腱
当
然
の
こ
と
な
の
だ
が
’
さ
れ
れ
ば
き
れ
る
ほ
ど
、
そ
の
社
会

を
対
象
と
す
る
自
己
外
化
の
要
求
が
熾
烈
化
す
る
と
い
う
状
況
が
、
こ
こ
に
は
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
事

情
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ミ
ル
の
こ
の
自
己
外
化
の
要
求
は
現
実
化
さ
れ
な
い
。
対
象
の
法
則
を
認
識
し
え
ず
、
そ
れ
を
実
現
す
る

た
め
の
自
己
の
力
を
も
認
識
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
現
実
の
自
己
外
化
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ミ
ル
に
お
い

て
、
こ
の
要
求
は
た
だ
観
念
的
に
の
み
（
紙
の
上
で
）
実
現
さ
れ
、
観
念
的
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
観
念
的
と
な
る

（
自
己
外
化
の
要
求
そ
れ
自
体
が
観
念
的
な
も
の
と
な
る
）
。
そ
こ
に
、
彼
の
一
人
よ
が
り
の
議
会
活
動
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
彼
は
、
実
現
可
能
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
出
し
て
そ
の
実
現
に
努
力
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
「
流
れ
に
杭
し
て
」
自
己
の
空
想
を

主
張
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
当
然
の
結
果
と
し
て
一
期
で
落
選
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
考
え
て
来
る
と
、
そ
の
多
様
な
著
述
活
動
や
政
治
活
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ミ
ル
自
身
は
本
質
的
に
社
会
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
、
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
ミ
ル
の
自
我
が
、
「
市
民
社
会
の
最
後

騒
換
期
に
お
け
る
自
我
概
念
の
変
粋

”
九
九

’
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ｈ
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'

蕨
換
期
に
お
け
る
側
我
概
念
の
変
容

の
思
想
家
」
と
し
て
の
自
我
が
、
成
立
し
え
た
の
で
あ
る
。

（
１
）
「
ミ
ル
自
伝
」
ロ
・
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１
駁

（
０
口
）
緋
ず
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旦
・
ｂ
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Ｈ
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・
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