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私
は
、
こ
れ
ま
で
に
二
回
、
社
会
学
成
立
史
に
関
し
て
論
文
を
発
表
す
る
機
会
を
も
っ
た
。
こ
こ
で
「
再
検
討
」
を
行
う
の
は
、
そ
の

不
十
分
さ
を
お
ぎ
な
い
た
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
既
発
表
の
論
文
に
つ
い
て
の
現
時
点
で
の
私
の
反
省
と
、
本
稿
で
深
め
た
い

と
考
え
る
問
題
点
を
耐
単
に
述
べ
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

第
一
の
論
文
は
、
『
市
民
社
会
に
お
け
る
社
会
と
個
人
」
（
青
木
響
店
、
一
九
六
八
）
の
終
章
「
社
会
学
成
立
史
序
説
」
で
あ
る
。
こ
の
著

書
は
、
全
体
と
し
て
、
疎
外
の
概
念
を
軸
と
し
な
が
ら
、
近
代
市
民
社
会
に
お
い
て
社
会
諸
関
係
が
商
品
交
換
過
程
と
し
て
自
立
化
し
、

逆
に
こ
の
過
秘
の
主
体
で
あ
る
べ
き
人
川
に
利
己
的
個
人
で
あ
る
こ
と
を
強
制
す
る
こ
と
、
そ
こ
に
社
会
と
仙
人
が
対
立
と
し
て
意
識
さ

れ
る
根
拠
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
の
「
終
章
」
で
社
会
学
の
成
立
を
論
じ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
そ
こ
で
は
、
社
会
学
を
「
社
会
と
個
人
」
問
題
の
発
生
を
契
機
と
し
て
成
立
し
た
科
学
と
と
ら
え
た
。
す
な
わ
ち
、
前

述
の
歴
史
的
過
程
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
主
観
的
意
識
へ
の
反
映
こ
そ
が
社
会
学
の
成
立
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

論
文
は
社
会
学
に
対
す
る
根
底
か
ら
の
批
判
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
社
会
学
の
成
立
を
も
っ
ぱ
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
で
の

社
会
学
成
立
史
の
再
検
討
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第
一
は
、
社
会
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
関
係
に
側
す
る
問
題
で
あ
る
。
一
九
五
○
年
代
ま
で
両
者
は
決
定
的
に
対
立
す
る
と
考
え
ら
れ

て
い
た
。
六
○
年
代
は
、
ソ
連
で
の
社
会
学
の
公
認
と
い
う
事
情
や
、
ア
メ
リ
カ
で
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
反
対
の
運
動
と
も
か
か
わ
っ
て
、

両
者
の
関
係
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
機
運
の
高
ま
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
側
は
な
お
弧
い
権

威
を
も
っ
て
い
た
。
今
ふ
り
か
え
っ
て
見
る
と
、
私
自
身
の
見
解
も
そ
の
よ
う
な
時
代
的
風
潮
と
と
も
に
ゆ
れ
動
い
て
来
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
や
両
者
は
融
合
の
時
代
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
代
社
会
学
を
概
観
す
る
と
き
、
コ
ン
ト
や
ス
ペ
ン
サ
ー
に
く
ら

べ
て
マ
ル
ク
ス
の
影
響
は
は
る
か
に
大
き
い
。
そ
れ
も
、
ジ
ン
メ
ル
や
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
場
合
の
よ
う
に
「
影
法
師
」
と
し
て
で
は
な
く
、

社
会
学
史
上
の
重
要
な
先
達
と
し
て
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
だ
け
か
ら
で
も
、
十
九
世
紀
前
半
に
社
会
学
の
成
立
を

求
め
る
と
き
、
コ
ン
ト
と
と
も
に
マ
ル
ク
ス
を
も
含
め
て
共
通
項
を
と
ら
え
う
る
視
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
、
今
や
不
可
避
の
課
題
と

現
在
の
私
は
考
え
て
い
る
。
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み
と
ら
え
よ
う
と
し
た
点
で
、
不
十
分
さ
が
残
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

第
二
の
論
文
は
、
細
谷
・
田
原
・
河
村
・
三
満
編
『
講
座
社
会
学
史
、
第
一
巻
、
社
会
学
の
成
立
』
（
人
川
の
科
学
社
、
一
九
七
六
）
の
第

一
章
「
市
民
社
会
の
危
機
と
社
会
学
」
で
あ
る
。
こ
の
巻
で
と
り
あ
げ
た
学
者
は
、
コ
ン
ト
、
ス
ペ
ン
サ
ー
、
マ
ル
ク
ス
で
あ
り
、
第
一

章
は
こ
の
三
者
に
共
通
す
る
歴
史
的
・
学
問
的
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
牒
題
と
し
て
い
た
。
私
は
、
前
記
の
論
文
に
雑
づ
き
つ
つ
、

十
九
世
掃
半
に
お
け
る
市
民
社
会
の
鵬
糺
ｌ
肇
革
命
に
よ
っ
て
生
じ
た
〆
ミ
ス
的
な
予
定
調
和
の
世
界
の
剛
蝋
ｌ
と
そ
の
「
禰

把
握
」
の
必
要
に
社
会
学
の
成
立
を
求
め
た
。
し
か
し
、
「
「
再
把
握
」
の
内
容
、
と
り
わ
け
、
こ
の
「
再
把
握
」
に
お
い
て
コ
ン
ト
や

ス
ペ
ン
サ
ー
と
マ
ル
ク
ス
が
共
通
に
も
っ
て
い
た
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
既
発
表
の
論
文
の
不
十
分
さ
を
ふ
り
か
え
る
と
き
、
次
の
二
つ
の
問
題
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
深
い
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
、



教
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
佃
』

そ
こ
に
多
神
教
が
成
立
し
た
。

第
二
は
、
市
民
社
会
の
概
念
を
め
ぐ
る
問
題
、
あ
る
い
は
、
も
っ
と
内
赤
に
即
し
て
い
え
ば
、
市
民
社
会
と
国
家
の
関
係
に
側
す
る
問

題
で
あ
る
。
市
民
社
会
に
側
す
る
論
議
は
、
六
○
年
代
後
半
か
ら
七
○
年
代
を
通
じ
て
、
特
に
わ
が
国
で
腿
附
さ
れ
深
め
ら
れ
た
。
市
民

社
会
と
盗
本
主
義
社
会
の
概
念
の
異
同
に
関
し
て
、
な
お
議
論
が
戎
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
以
前
よ
り
も
は
る
か
に
明
確
な
イ
メ
ー
ジ

が
共
同
財
産
と
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
在
の
時
点
で
ふ
り
か
え
っ
て
見
る
と
、
こ
の
異
同
に
つ
い
て
の
検
討
を
自

覚
的
に
徹
底
さ
せ
て
い
な
か
っ
た
葉
私
の
雲
巾
瓜
社
会
と
「
体
制
」
ｌ
あ
る
い
は
「
社
会
体
系
」
と
證
し
て
も
よ
い
ｌ

と
の
関
述
に
つ
い
て
の
検
討
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
が
、
市
民
社
会
の
「
再
把
握
」
な
る
も
の
の
内
窓
を
十
分
に
明
ら
か
に

し
え
な
か
っ
た
こ
と
の
爪
川
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
社
会
学
成
立
史
の
再
検
討
を
す
る
の
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
内
容
的
に
は
、
十
九
世
紀
前
半

に
社
会
学
の
共
通
の
課
題
と
し
て
登
場
し
て
来
る
問
題
群
の
発
生
の
歴
史
的
経
過
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

哲
学
や
科
学
の
発
達
史
を
巨
視
的
に
概
観
す
る
と
き
、
そ
れ
は
対
象
か
ら
意
志
を
、
も
っ
と
通
俗
的
に
表
現
す
る
な
ら
ば
心
を
、
う
ば

い
と
る
過
秘
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
爪
始
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
物
に
心
の
存
在
を
想
定
し
た
。
そ
れ
が
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
宗

教
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
個
物
に
内
在
す
る
心
が
、
菰
を
代
表
す
る
心
に
、
あ
る
い
は
種
を
統
括
す
る
精
神
に
統
合
さ
れ
て
行
く
と
き
、

な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

一
神
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
は
、
唯
一
神
に
よ
る
世
界
創
造
を
想
定
す
る
が
、
そ
こ
で
は
、
人
間
と
、
人
Ⅲ
以
外
の
自
然
に
対
し
て
、

社
会
学
成
立
史
の
再
検
討
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こ
こ
に
、
私
が
社
会
学
成
立
史
の
川
発
点
と
し
て
想
定
す
る
小
仙
的
世
界
の
モ
デ
ル
が
で
き
あ
が
る
。
そ
れ
は
、
神
学
的
に
も
経
験
的

に
も
、
意
志
対
意
志
の
肚
界
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
生
き
る
多
く
の
庶
民
に
と
っ
て
、
世
界
と
は
彼
ら
が
生
涯
を
送
る
共
同
体
で
し
か
な

か
っ
た
。
そ
の
内
部
で
は
、
フ
ェ
イ
ス
・
ツ
ウ
・
フ
ェ
イ
ス
の
関
係
を
前
提
と
す
る
濃
裕
な
人
側
関
係
が
成
立
し
て
お
り
、
経
済
生
活
も

ま
た
そ
れ
を
前
提
に
し
て
な
り
た
っ
て
い
た
。
他
方
、
ま
っ
た
く
別
世
界
を
櫛
成
し
て
い
た
支
配
考
側
に
関
し
て
も
、
那
情
は
大
差
な
か

っ
た
。
空
間
的
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
お
お
う
彼
ら
の
世
界
も
、
人
間
の
数
か
ら
い
え
ば
人
格
的
に
識
別
可
能
な
少
数
者
の
世
界
で
あ
っ
た
。

家
庭
剛
も
領
土
も
、
す
べ
て
属
人
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
に
支
配
者
の
意
志
と
カ
ー
婚
姻
を
含
む
人
柵
閥
係
と
減
カ
ー
の

対
立
の
巾
で
、
膨
脹
し
た
り
縮
小
し
た
り
し
た
。

こ
の
悩
界
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
で
き
ご
と
の
背
後
に
識
か
の
意
志
が
あ
っ
た
．
さ
ま
ざ
ま
鞍
「
年
代
記
」
の
記
述
ｌ
識
が
何
を
し
た
か

の
あ
き
る
こ
と
な
い
記
述
ｌ
は
、
こ
の
よ
う
な
世
鼎
濃
の
も
と
で
の
歴
史
学
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
．
自
己
の
不
幸

と
特
定
の
個
人
の
意
志
と
の
川
染
巡
閲
を
発
見
す
る
こ
と
が
沸
易
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
敵
討
ち
は
こ
の
時
代
ま
で
の
世
界
共
通
の
道
徳

で
あ
っ
た
。
不
幸
の
源
泉
を
そ
う
た
や
す
く
は
発
見
し
え
な
く
な
る
近
代
へ
の
移
行
期
に
到
っ
て
も
、
こ
の
発
想
法
は
な
お
生
き
洩
っ
て

い
た
。
こ
の
時
期
に
む
し
ろ
盛
ん
に
な
る
魔
女
裁
判
は
、
不
幸
の
源
泉
を
個
人
の
意
志
に
求
め
な
が
ら
も
そ
の
個
人
を
特
定
で
き
な
い
人

社
会
学
成
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史
の
再
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異
っ
た
位
置
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
後
者
は
い
う
ま
で
も
な
く
心
（
意
志
）
を
も
た
な
い
存
在
で
あ
る
。
前
者
は
、
す
く
な
く
と
も
経
験

的
に
そ
れ
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
絶
対
者
で
あ
る
神
の
意
志
と
そ
の

被
造
物
で
し
か
な
い
人
間
の
意
志
と
い
う
、
二
麺
の
意
志
を
ど
う
側
述
づ
け
る
か
が
術
に
問
題
で
あ
り
つ
づ
け
た
。
異
端
の
多
く
は
そ
の

解
釈
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
程
度
に
お
い
て
人
間
の
自
由
意
志
を
認
め
る
側
が
、
常
に
正
統
と
認
め
ら

れ
て
い
た
。



々
の
、
不
満
の
解
消
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
な
お
す
と
、
マ
キ
ャ
ベ
ッ
リ
（
一
四
六
九
’
一
五
一
一
七
）
の
『
君
主
論
』
の
世
界
に
は
、
中
世
的
色
彩
を
か
な

り
色
濃
く
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
の
場
合
、
そ
の
完
全
に
世
俗
的
な
著
述
の
し
か
た
に
し
て
も
、
合
理
的
な
思
考
態

度
に
し
て
も
、
「
近
代
の
曙
」
的
側
面
を
も
つ
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
私
も
か
っ
て
そ
の
側
面
を
強
調
し
た
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
、
『
君
主
論
』
で
主
役
を
減
じ
る
の
は
君
主
の
意
志
と
力
で
あ
る
。
相
手
役
は
外
敵
で
あ
っ
た
り
臣
民
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、
こ

れ
ま
た
意
志
と
力
を
も
っ
た
川
淡
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
意
志
と
意
志
と
が
蔦
藤
し
合
う
世
界
で
あ
る
。
因
采
連
関
は
、
君
主
の
意

志
と
戦
術
か
ら
出
発
し
て
そ
の
結
采
へ
と
た
ど
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
現
象
を
前
に
し
て
そ
の
原
因
を
求
め
る
と
い
う
近
代
科
学
の
形
式
と

は
逆
で
あ
る
．
個
々
人
の
意
志
を
超
え
る
カ
ー
後
に
朧
史
的
必
然
性
と
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
ｌ
は
「
フ
ォ
ル
ト
ナ
（
運
命
）
」
と
縞

づ
け
ら
れ
、
む
し
ろ
考
察
の
外
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

社
会
諸
科
学
の
う
ち
政
治
学
が
、
こ
の
よ
う
な
意
志
対
意
志
の
世
界
を
対
象
と
し
て
、
ま
ず
成
立
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

同
じ
く
君
主
が
壁
場
す
る
に
し
て
も
、
近
代
自
然
法
思
想
家
た
ち
の
世
界
は
、
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
国
民
国
家
を
背
景
に
も
つ
が
故
に
、

マ
キ
ャ
ベ
ッ
リ
の
世
界
と
は
異
っ
て
い
る
。
専
政
君
主
の
も
と
で
の
国
民
国
家
の
形
成
は
、
十
五
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
わ
た
る
長
い
歴

史
的
過
程
の
帰
結
で
あ
る
が
、
そ
の
経
過
自
体
は
こ
こ
で
の
問
題
で
は
な
い
。
早
期
に
こ
の
過
程
に
入
っ
た
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

十
六
～
八
世
紀
に
、
そ
れ
に
対
応
し
た
社
会
理
論
が
形
成
さ
れ
た
。

こ
の
段
階
に
お
い
て
も
、
意
志
が
世
界
を
動
か
す
と
い
う
把
握
そ
れ
自
体
が
変
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
国
民
国
家
が
ひ
と
つ

社
会
学
成
立
史
の
再
検
討
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の
統
一
体
と
し
て
機
能
し
、
ま
た
、
法
（
裁
判
）
や
租
税
を
通
じ
て
国
民
が
こ
の
統
一
体
に
強
く
組
み
込
ま
れ
て
行
け
ば
行
く
ほ
ど
、
世

界
を
動
か
す
も
の
は
も
は
や
個
々
人
の
意
志
で
は
な
く
、
国
家
と
い
う
統
一
体
の
意
志
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
現

尖
に
は
専
攻
対
主
の
意
志
と
し
て
し
か
示
さ
れ
な
い
に
し
て
も
、
君
主
の
意
志
が
た
ん
な
る
個
人
の
意
志
で
は
な
く
国
家
意
志
と
把
握
さ

れ
る
点
で
、
マ
キ
ャ
ベ
ッ
リ
の
段
階
と
異
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
二
つ
の
新
し
い
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
に
、
国
家
と

い
う
統
一
体
の
意
志
と
洲
主
と
い
う
共
体
的
な
個
人
の
意
志
と
の
側
述
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
沿
主
の
統
治
権
の
正
当
化
の

問
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
個
々
の
国
民
の
意
志
を
ど
こ
ま
で
制
約
で
き
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
第
二
に
、
個
々
の
国
民
の
意
志
が
問
題
と
な

る
の
に
応
じ
て
、
そ
れ
と
国
家
意
志
と
の
関
連
が
間
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
問
題
意
識
は
、
一
方
で
は
個
々
人
の
脚
立
性
が
弧

ま
り
人
権
意
織
が
強
化
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
他
力
で
は
個
々
人
が
国
民
国
家
に
弧
く
紐
み
込
ま
れ
れ
ば
細
み
込
ま
れ
る
ほ
ど
、
強
く

な
る
。
そ
れ
は
政
治
・
経
済
・
文
化
の
変
化
と
か
か
わ
る
長
い
歴
史
的
過
程
で
あ
る
が
、
さ
し
当
り
こ
こ
で
は
、
そ
れ
こ
そ
が
ま
た
、
共

同
体
の
崩
壊
と
市
民
社
会
形
成
の
過
程
で
あ
り
、
新
し
い
政
治
的
単
位
と
し
て
の
国
民
国
家
形
成
の
過
程
で
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お

く
だ
け
で
よ
か
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
個
々
の
国
民
の
意
志
を
統
合
し
て
国
家
意
志
を
生
み
だ
す
手
続
き
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
国
家

形
態
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
つ
の
問
題
は
か
ら
み
合
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
王
権
神
授
脱
に
代
表
さ
れ
る
初
期
の
議
論
が
第

一
の
問
題
の
み
に
視
点
を
当
て
て
い
た
の
に
対
し
、
近
代
自
然
法
思
想
は
第
二
の
問
題
を
論
じ
る
こ
と
を
通
じ
て
第
一
の
問
題
に
も
梓
え

ホ
ッ
プ
ス
（
一
五
八
八
’
一
六
七
九
）
や
い
ツ
ク
（
一
六
三
二
－
一
七
○
四
）
や
ル
ソ
ー
（
一
七
一
二
－
七
八
）
等
の
近
代
自
然
法
思
想
家
が
、

ど
の
よ
う
な
論
理
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
こ
の
問
題
に
粋
え
た
か
に
閲
し
て
は
、
既
発
表
の
論
文
に
つ
け
加
え
る
必
要
を
感
じ
な
い
の

で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
こ
こ
で
近
代
自
然
法
思
想
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
次
の
二
点
を
強
調
し
、
確
認
し
て
お
き
た
い
か

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。



第
一
に
、
法
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
関
し
て
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
世
界
を
秩
序
づ
け
る
も
の
は
意
志
で
あ

る
と
い
う
の
が
古
来
か
ら
の
発
想
法
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
は
、
創
造
者
で
あ
る
神
が
、
一
段
高
い
と
こ
ろ
か
ら
、
い
い
か
え

れ
ば
外
か
ら
、
こ
の
世
界
を
秩
序
づ
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
法
と
は
、
こ
の
よ
う
に
秩
序
づ
け
る
者
の
意
志
の
表
現
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
近
代
自
然
科
学
と
そ
れ
を
背
景
と
す
る
啓
蒙
思
想
に
お
い
て
は
、
秩
序
は
対
象
そ
れ
自
体
に
内
在
す
る
と
と

ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
日
本
語
の
表
現
で
は
、
前
者
は
法
な
い
し
規
範
で
あ
り
、
後
者
は
法
則
で
あ
る
。
ち
な
み
に
い
え
ば
、
こ
の

二
つ
の
考
え
方
の
妥
協
を
可
能
に
す
る
信
仰
形
態
が
理
神
論
ｅ
臼
の
日
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
経
純
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、

封
建
制
を
批
判
し
あ
る
べ
き
国
民
国
家
を
摸
索
す
る
方
法
と
し
て
展
開
さ
れ
た
近
代
自
然
法
思
想
は
、
そ
の
発
想
の
根
底
に
お
い
て
な
お

近
代
科
学
の
段
階
に
到
達
し
て
い
な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
国
家
と
、
そ
し
て
次
に
述
べ
る
よ
う
に
お
ぼ
ろ
げ
に
意
識
さ
れ
は
じ
め
て
い

る
社
会
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
法
則
を
も
つ
対
象
で
は
な
く
、
法
に
よ
っ
て
外
か
ら
秩
序
づ
け
ら
れ
る
べ
き
対
象
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

中
世
か
ら
受
け
継
が
れ
て
来
た
実
定
法
を
否
定
し
、
あ
る
べ
き
法
を
「
利
己
的
個
人
」
の
「
本
性
」
か
ら
の
演
鐸
に
求
め
た
点
に
彼
ら
の

近
代
性
を
認
め
う
る
に
し
て
も
、
研
究
対
象
の
と
ら
え
方
に
関
し
て
は
彼
ら
を
社
会
科
学
の
祖
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
そ
れ
こ
そ
が
こ
の
小
論
の
主
題
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
国
家
意
志
と
市
民
社
会
と
の
関
述
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た

ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
そ
れ
こ
そ
玉

か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

市
民
社
会
の
語
を
、
ご
く
単
純
化
し
て
、
ま
ず
私
人
間
の
人
間
関
係
の
集
積
と
定
義
し
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
私
人
と
い
う
の
は
、
フ
ラ

ン
ス
革
命
に
お
い
て
い
み
じ
く
も
『
人
（
汀
・
日
日
の
）
お
よ
び
市
民
（
・
洋
。
］
の
ロ
）
の
権
利
宣
一
一
一
一
口
』
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
一
一
分
さ
れ
た
人
間

の
、
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
が
コ
ダ
ャ
人
問
題
に
寄
せ
て
』
の
な
か
で
そ
の
関
連
を
み
ご
と
に
描
き
だ
し
た
人
間
の
、
人
に
当
る
も
の
で
あ
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し
た
が
っ
て
、
国
家
霞
意
志
と
市
民
社
会
の
関
連
と
は
、
国
家
に
と
っ
て
、
各
人
の
行
為
の
う
ち
何
が
私
事
で
あ
り
、
そ
れ
を
ど
の
範
囲

ま
で
国
家
の
規
制
下
に
お
こ
う
と
す
る
か
を
川
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
間
の
後
半
は
同
義
反
復
で
あ
る
。
私
事
（
且
国
ご

と
は
、
ま
さ
に
私
人
の
自
由
の
領
域
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ル
ソ
ー
の
場
谷
、
市
民
で
あ
る
こ
と
と
有
徳
で
あ
る
こ
と
と
は
同
一
で
あ
っ
た
。

彼
に
と
っ
て
は
、
私
事
を
で
き
る
だ
け
小
さ
く
す
る
生
き
方
、
あ
る
い
は
私
蛎
を
共
同
の
仕
事
に
転
化
さ
せ
う
る
よ
う
な
共
同
体
の
あ
り

方
こ
そ
が
理
想
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
理
論
を
公
と
私
の
ど
こ
に
線
を
ひ
く
か
と
い
う
よ
う
な
文
脈
で
論
じ
る
こ
と
は
か
な
り

困
難
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
無
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
自
由
の
主
張
が
個
人
主
義
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
に
お
い

て
は
、
近
代
自
然
法
思
想
は
ま
さ
に
こ
の
文
脈
上
で
展
開
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
と
ロ
ッ
ク
は
対
極
的
な
位
侭
を
占
め
て
い
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
ホ
ッ
プ
ス
は
君
主
に
絶
対
的
な
権
力
を
与
え
る
。
臣
民
の
自
由
－
１
１
す
な
わ
ち
私
事
‐
－
－
は
「
か
れ
の
行
為
を
規
制

す
る
さ
い
に
主
楢
者
が
黙
過
し
た
こ
と
が
ら
だ
け
に
」
許
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
に
は
「
相
互
に
売
買
し
た
り
、
そ
の

社
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一
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八

る
。
統
一
体
と
し
て
の
国
民
国
家
の
一
員
と
し
て
の
市
民
か
ら
分
離
さ
れ
た
（
私
）
人
は
、
も
ち
ろ
ん
、
独
立
し
た
一
人
格
と
し
て
さ
ま

ざ
ま
な
人
間
関
係
を
と
り
結
ぶ
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
諸
関
係
の
う
ち
こ
の
段
階
で
決
定
的
に
愈
要
な
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
商
品
交
換

に
も
と
づ
く
経
済
的
諸
関
係
で
あ
る
。
モ
デ
ル
化
し
て
い
え
ば
、
各
人
は
独
立
し
た
商
品
所
有
者
と
し
て
市
場
に
登
場
し
、
交
換
す
る
。

そ
れ
ら
い
っ
さ
い
は
私
事
と
し
て
行
な
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
社
会
的
分
業
が
維
持
さ
れ
る
以
上
、
そ
れ
は
た
ん
な
る
私

事
で
は
な
い
。
ま
た
生
産
手
段
を
も
た
な
い
人
間
は
商
品
所
有
者
た
り
え
ず
、
自
己
の
労
働
力
を
商
品
と
し
て
売
る
「
擬
制
的
商
品
所
有

者
」
に
と
ど
ま
る
以
上
、
こ
の
モ
デ
ル
は
、
現
実
に
は
た
ち
ま
ち
、
資
本
主
詫
諏
価
会
に
「
転
成
」
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

の
こ
と
は
、
な
お
先
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
市
民
社
会
は
私
的
な
人
間
関
係
か
ら
成
る
と
い
う
こ
と
を
砿
認
し
て
お
け
ば
十
分
で

あ
る
。



市
民
社
会
そ
れ
自
体
を
研
究
対
象
と
し
て
成
立
し
た
科
学
が
、
ス
ミ
ス
（
一
七
二
三
－
九
○
）
に
代
表
さ
れ
る
経
済
学
で
あ
る
こ
と
に
異

論
は
な
か
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
市
民
社
会
は
私
事
１
－
－
私
的
利
益
の
追
求
‐
－
－
と
し
て
と
り
む
す
ば
れ
る
人
間
関
係
が
、
結
果
と
し
て
つ

く
り
あ
げ
た
ひ
と
つ
の
統
一
体
で
あ
る
．
そ
れ
は
、
か
か
る
意
味
で
自
然
な
ｌ
つ
ま
り
誰
か
の
意
志
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
の
で
は
な
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ほ
か
の
や
り
方
で
契
約
し
た
り
す
る
こ
と
や
、
自
分
の
住
居
、
食
物
、
生
業
を
選
び
、
そ
の
子
供
を
適
当
と
思
う
よ
う
に
教
育
す
る
こ

と
」
（
洞
屡
Ｐ
１
引
用
文
献
は
後
山
参
考
文
献
参
照
１
以
下
同
じ
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
経
済
的
自
由
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
か

ら
、
焚
本
主
義
の
発
腿
に
と
っ
て
さ
し
当
り
こ
れ
で
不
都
合
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
ホ
ッ
プ
ス
の
主
観
に
と
っ
て
は
、
そ

れ
ら
は
と
る
に
足
り
な
い
問
題
、
ま
さ
に
私
事
で
あ
っ
た
。
彼
の
場
合
、
な
お
世
界
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
、
君
主
の
意
志
（
国
家
意

志
）
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
領
域
で
お
お
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
の
場
合
、
こ
の
領
域
は
極
端
に
縮
小
さ
れ
る
。
彼
は
、
国
家
の
任
務
を
外
敵
か
ら
の
防
衛
と
犯
罪
の
と
り
し
ま
り
に
限
定
す
る
。

こ
の
よ
う
に
国
家
が
夜
響
的
な
も
の
に
な
る
の
に
応
じ
て
、
他
方
で
私
事
の
世
界
が
拡
大
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
世

界
の
巾
で
国
家
意
志
が
存
嗽
す
る
範
囲
が
縮
小
さ
れ
、
先
に
市
民
社
会
と
呼
ん
だ
傾
城
が
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
彼
の
主
題
は
あ
く
ま
で
国
家
で
あ
る
。
彼
が
モ
デ
ル
と
し
て
描
く
人
間
像
は
独
立
自
営
の
生
産
者
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
彼
の
市

民
社
会
は
扣
互
関
係
を
欠
く
無
蒋
藤
な
世
界
で
あ
る
。
当
然
、
そ
の
内
在
的
法
則
も
ま
だ
問
わ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
国
家
意
志
の

及
ば
な
い
世
界
の
こ
の
よ
う
な
拡
大
は
、
社
会
科
学
の
新
し
い
対
象
の
遜
場
を
予
想
さ
せ
る
に
十
分
な
段
階
に
ま
で
達
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

４
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ぃ
ｌ
世
界
で
あ
る
．
そ
れ
は
、
そ
れ
故
酊
然
と
同
じ
よ
う
に
内
在
的
秩
序
を
し
っ
と
考
え
ら
れ
た
．
こ
の
秩
序
を
法
則
と
し
て
追
求

す
る
と
こ
ろ
に
経
済
学
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
経
済
学
こ
そ
は
、
啓
蒙
思
想
に
結
実
し
た
近
代
自
然
科
学
の
方
法
を
社

会
と
い
う
現
象
に
適
川
し
た
妓
初
の
近
刎
Ｗ
社
会
科
学
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
こ
れ
ま
で
発
表
し
た
論

文
で
書
い
た
。
ま
た
、
ス
ミ
ス
が
「
見
え
な
い
手
」
と
い
う
表
現
の
も
と
に
、
こ
の
内
在
的
法
則
を
い
か
に
把
握
し
て
い
た
か
に
関
し
て

も
、
既
発
表
の
論
文
に
つ
け
加
え
る
も
の
は
な
い
。

不
十
分
で
あ
り
、
こ
こ
で
さ
ら
に
検
討
を
加
え
た
い
と
考
え
る
問
題
は
、
ス
ミ
ス
に
お
け
る
国
家
（
意
志
）
に
関
し
て
で
あ
る
。
市
民

社
会
を
自
律
的
な
秩
序
を
も
つ
世
界
と
と
ら
え
た
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
、
そ
れ
と
脚
家
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
。
そ
も
そ
も
、

認
識
の
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
国
家
は
い
か
な
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
の
か
。

ス
ミ
ス
の
国
家
観
は
、
雑
木
的
に
は
い
ツ
ク
的
な
夜
稗
同
家
観
を
受
け
つ
い
だ
も
の
で
あ
る
。
政
胎
の
仙
界
の
主
要
な
徳
日
を
正
雑
と

し
、
正
義
の
内
容
を
他
人
を
犯
さ
な
い
こ
と
に
求
め
る
彼
の
主
張
か
ら
考
え
て
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
国
家
観
は
『
諸
国
民

の
（
』
に
お
い
て
彼
が
瓢
達
し
た
向
山
放
任
１
つ
虞
リ
国
家
が
経
済
の
枇
擁
に
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
ｌ
の
主
鵬
と
も
み
ご
と
に
一
致

し
か
し
、
他
方
『
諸
国
民
の
樹
』
が
そ
れ
ま
で
イ
ギ
リ
ス
の
国
家
が
行
っ
て
来
た
甑
商
主
義
政
策
に
対
す
る
批
判
の
書
で
あ
っ
た
こ
と

も
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ス
ミ
ス
は
、
国
家
が
経
済
に
い
か
に
対
応
す
べ
き
か
を
論
じ
る
手
続
き
と
し
て
、
経
済
の
世
界
、
す
な
わ

ち
市
民
社
会
の
内
在
的
法
則
を
追
求
し
た
。
対
象
で
あ
る
市
民
社
会
が
自
律
的
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
こ
の
研
究

は
政
策
論
的
色
彩
を
う
す
め
、
客
観
的
な
、
そ
う
い
う
意
味
で
科
学
的
な
色
彩
を
濃
く
し
て
行
っ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
『
諸
国
民
の
富
』

に
は
、
現
在
の
経
済
学
の
研
究
書
に
く
ら
べ
れ
ば
、
各
所
に
多
く
の
政
策
的
提
言
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
上
に
、
全
体
を
通

の
樹
』

す
る
。



じ
て
な
さ
れ
る
自
由
放
任
の
主
張
そ
の
も
の
が
、
政
簸
的
提
言
な
の
で
あ
る
。

》●

し
た
が
っ
て
、
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
、
山
岡
神
的
な
市
民
社
会
と
は
別
に
、
主
体
と
し
て
、
そ
れ
故
意
志
的
存
在
と
し
て
、
常
に
国
家
は
あ

り
つ
づ
け
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
国
家
に
よ
る
経
済
の
世
界
へ
の
「
干
渉
」
の
否
定
と
い
う
表
現
自
体
が
、
こ
れ
を
も
っ
と
も
端

的
に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
「
干
渉
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
律
的
な
主
体
間
で
用
い
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
。
国
家
が
思
い
の
ま
ま

に
市
民
社
会
を
つ
く
り
動
か
せ
る
と
い
う
把
掘
の
も
と
で
は
「
干
渉
」
の
概
念
は
生
れ
な
い
。
逆
に
国
家
が
何
ら
主
体
性
を
も
た
な
い
場

合
も
同
様
で
あ
る
。
市
民
社
会
が
自
律
性
を
も
ち
な
が
ら
、
し
か
も
他
力
に
、
よ
り
上
位
に
あ
る
主
体
と
し
て
国
家
が
存
在
し
て
い
る
状

態
ｌ
そ
れ
が
ま
さ
に
「
干
渉
」
を
可
能
に
す
る
状
態
な
の
で
あ
る
．

そ
れ
で
は
、
か
か
る
主
体
と
し
て
、
国
家
は
い
か
な
る
こ
と
を
意
志
す
る
の
か
。
国
家
は
、
ま
ず
「
岡
を
守
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
国

民
の
咋
諒
平
に
心
を
配
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
術
に
砿
要
な
テ
ー
マ
で
あ
り
つ
づ
け
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ

と
を
も
含
め
て
、
よ
り
広
く
は
、
側
家
は
国
民
の
幸
福
に
努
力
す
べ
き
意
志
的
主
体
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
一
国
の
宿
を
そ
の
国
民
が

「
必
要
と
す
る
い
っ
さ
い
の
必
需
品
お
よ
び
便
益
品
」
（
Ｈ
・
勺
・
巴
）
が
十
分
に
供
給
さ
れ
る
こ
と
に
求
め
た
『
諸
国
民
の
富
』
の
冒
頭
の
規

定
に
典
型
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
求
め
た
の
は
「
幣
遍
的
な
廠
祢
（
目
ご
囚
圃
］
○
℃
ロ
］
の
ｐ
ｎ
Ｇ
「
一
般
的
班
樹
碕
８
日
“
一
口
］
の
口
。
》
」

で
あ
り
、
そ
れ
が
国
民
の
蚊
下
川
に
ま
で
行
き
わ
た
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
山
飢
争
に
対
立
す
る
独
占
を
、
い
さ
さ
か
ス
ケ
ー
プ
・
ゴ
ー

ッ
的
に
攻
撃
す
る
際
に
も
、
彼
の
視
点
は
、
個
人
の
利
益
に
対
し
て
大
多
数
の
国
民
の
利
益
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
こ
そ
が
国
益
で
あ
り
、
国
家
が
目
ざ
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
諸
国
民
の
窟
』
は
、
市
民
社
会
の
自
作
性
の
行
き
つ
く
先
と
、
こ
の
国
家
Ⅱ
的
と
の
一
致
を
証
明
す
る
。
こ
の
幸
福
な
一
致
を
見
て

い
た
か
ら
こ
そ
、
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
「
見
え
な
い
手
」
は
神
の
摂
理
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ス
ミ
ス
に
お
い
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て
、
全
体
的
な
叙
述
の
な
か
で
国
家
が
背
景
に
し
り
ぞ
い
て
い
る
に
し
て
も
、
国
家
は
な
お
市
民
社
会
に
干
渉
し
う
る
力
を
も
っ
た
意
志

的
存
在
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
の
議
者
た
ち
ｌ
リ
カ
ー
ド
、
ベ
ン
サ
ム
、
ｌ
ミ
ル
鱸
ｌ
は
、
十
九
悩
紀
初
頭
に
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
上
コ
ノ
ミ
メ
ト
と

呼
ば
れ
る
学
問
的
で
あ
る
と
同
時
に
政
治
的
で
も
あ
る
ひ
と
つ
の
強
固
な
党
派
を
形
成
す
る
。
彼
ら
の
川
で
は
、
経
済
の
世
界
が
も
つ
脚

作
性
は
政
治
的
な
干
渉
を
符
せ
つ
け
な
い
も
の
と
受
け
と
ら
れ
、
そ
れ
が
貧
民
あ
る
い
は
労
働
者
に
対
す
る
同
家
の
保
液
政
簸
に
反
対
す

る
論
拠
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
一
世
代
へ
だ
た
っ

た
時
点
で
市
民
社
会
と
国
家
の
関
係
が
逆
転
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
逆
転
と
い
う
表
現
が
い
い
す
ぎ
で
あ
る
と
し
て
も
、
市
民

社
会
の
自
律
性
が
絶
対
不
可
侵
な
も
の
に
ま
で
強
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
あ
た
い
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
以
下
に
述
ぺ
る
社
会
学

成
立
過
程
の
イ
ギ
リ
ス
思
想
史
に
お
け
る
展
附
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
仙
代
お
く
れ
て
、
術
識
化
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
発
恕
を
社
会
全

休
に
拡
大
し
た
と
こ
ろ
で
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
学
が
成
立
す
る
。

ス
ミ
ス
が
一
致
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
市
民
社
会
の
自
律
性
と
国
家
意
志
と
が
、
現
実
に
分
裂
す
る
事
態
を
見
て
し
ま
っ
た
の
が
ヘ

ー
ゲ
ル
（
一
七
七
○
’
一
八
三
一
）
で
あ
っ
た
。

十
九
世
紀
の
愚
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
二
つ
の
革
命
ｌ
フ
ラ
ン
ス
蕊
命
と
塵
鑓
革
命
ｌ
の
う
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
ゆ
り
動
か

し
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
方
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
市
民
社
会
の
矛
盾
に
関
し
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
労
働
者
階
級
の
貧
困
や
階
級
対

立
を
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
に
続
く
混
乱
は
、
革
命
の
報
を
聞
い
た
と
き
自
由
の
木
を
植
え
て
蹄
。

５



た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
背
年
ヘ
ー
ゲ
ル
を
瀞
腿
さ
せ
る
に
は
十
分
で
あ
っ
た
．
震
ｌ
そ
し
て
こ
れ
は
彼
に
腿
ら
ず
十
九
仙
紀
初
頭
の

批
判
的
議
論
に
共
通
の
震
で
も
あ
る
の
だ
が
ｌ
そ
れ
を
市
民
社
会
が
利
忌
に
も
と
づ
く
社
会
で
あ
る
こ
と
に
求
め
た
。
『
法
の
哲

学
』
で
歴
脇
さ
れ
る
彼
の
市
民
社
会
論
－
－
市
興
社
会
批
判
ｌ
の
く
わ
し
い
内
容
に
関
し
て
も
、
こ
こ
で
は
蔓
す
る
・
蕊
ス
ミ

ス
に
学
ん
で
市
民
社
会
の
本
質
を
十
分
理
解
し
て
い
た
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ス
ミ
ス
の
楽
観
論
と
は
反
対
に
、
彼
に
と
っ
て
市
民

社
会
と
は
「
無
軌
道
と
悲
惨
の
枡
景
を
呈
し
、
ま
た
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
も
共
通
し
た
自
然
的
お
よ
び
倫
理
的
頽
廃
の
慨
銑
を
呈
す
る
」

（
上
、
ｐ
目
）
社
会
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
先
に
進
も
う
。

へ
‐
ゲ
ル
に
と
っ
て
の
悶
雛
は
、
市
民
社
会
の
周
徳
性
が
す
で
に
菱
的
に
も
思
想
的
に
も
ｌ
そ
れ
故
普
身
に
と
っ
て
も
ｌ
確

認
さ
れ
た
後
に
丑
場
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
市
民
社
会
の
現
実
が
国
家
が
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
相
反
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
て
も
、
前
者
が
日
神
的
で
あ
る
以
上
、
も
は
や
国
家
が
自
己
の
意
志
に
合
せ
て
そ
れ
を
つ
く
り
か
え
る
と
い
う
発
想
は
成
り
立
た

な
い
。
そ
の
こ
と
を
前
提
し
た
上
で
、
自
然
な
も
の
と
し
て
の
市
民
社
会
と
意
識
的
な
も
の
と
し
て
の
国
家
と
の
関
連
を
も
う
い
ち
ど
間

い
な
お
し
、
両
者
を
和
解
さ
せ
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
が
直
面
し
た
困
難
な
課
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
課
題
の
解
決
法
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
歴
史
法
則
と
い
う
考
え
方
を
提
案
す
る
。
つ
ま
り
、
市
民
社
会
と
国
家
を
並
存
さ
せ
る
の

で
は
な
く
、
後
者
を
歴
史
的
に
よ
り
商
い
段
隣
と
位
世
づ
け
る
の
で
あ
る
。
市
民
社
会
を
国
家
と
い
う
よ
り
商
い
段
階
に
到
る
た
め
の
必

然
的
な
一
過
程
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
対
立
を
含
ん
だ
ま
ま
両
者
を
和
解
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
否
む
し
ろ
、
そ
の
場
合
に
は
対

立
の
存
在
こ
そ
が
論
理
的
な
鍵
と
な
る
。
対
立
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
一
方
か
ら
他
方
へ
の
移
行
と
い
う
発
想
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

市
民
社
会
の
こ
の
位
憧
づ
け
ば
、
彼
の
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す
る
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
感
情
１
１
肯
定
し
つ
つ
否
定
す
る
と
い
う
感

情
－
１
と
も
う
ま
く
調
和
す
る
。
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も
ち
ろ
ん
、
こ
の
主
張
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
は
、
こ
の
移
行
の
「
必
然
性
」
を
証
明
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
「
無
軌
道
と

悲
惨
」
を
も
た
ら
し
て
い
る
市
民
社
会
の
自
律
性
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
万
民
の
日
‐
川
と
幸
福
を
意
志
す
る
国
家
に
到
り
つ
く
「
必
然

性
」
を
内
在
さ
せ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
納
得
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
法
の
哲
学
』
で
、
人
倫
の
体
ヱ
イ
ー
ー
そ
れ
は

人
川
側
係
の
あ
り
方
と
と
ら
え
て
よ
か
ろ
う
ｌ
の
雌
史
的
発
鵬
の
弁
諏
法
窺
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
職
に
輔
え
よ
う
と
す
る
．

家
族
、
市
民
社
会
、
国
家
と
い
う
ト
リ
ァ
ー
デ
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
彼
の
こ
の
作
業
に
関
し
て
も
、
す
で
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で

こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
、
僻
呪
仰
の
自
己
発
現
の
必
然
的
な
過
程
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
難
解
な
観
念
論
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
お
そ
ら
く
キ
リ
ス
ト
教
文
化
に
つ
い
て
の
深
い
理
解
が
不
可
欠
な
の
で
あ
ろ
う
。

紬
称
の
、
己
発
現
な
ど
と
い
う
発
想
自
体
、
私
に
は
近
づ
き
が
た
い
も
の
で
は
あ
け
る
れ
ど
・
も
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
神
の
世
界
創
造
と
対

応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
抽
象
的
な
梢
神
や
理
性
が
個
々
人
の
情
熱
を
通
じ
て
自
ら
を
実
現
す
る
と
い
う
発
想
も
、
神
の
化
肉
と
い
う
考

え
方
と
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
「
発
展
」
と
い
う
直
線
的
な
歴
史
観
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
観
に
な
ら
っ
た
．
も
の
で
あ

ろ
う
（
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
は
、
循
環
的
な
歴
史
観
が
支
配
的
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
）
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
こ
の

小
論
を
超
え
る
問
題
で
あ
る
９
社
会
学
成
立
史
に
か
か
わ
る
範
肌
で
い
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
、
人
知
史
の
全
休
が
ひ
と
つ
の
必
然

的
過
程
と
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
歴
史
法
則
と
い
う
考
え
方
が
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
市
民
社
会
と
国
家
の
和
解
の
こ
こ
ろ
み
は
成
功
し
た
の
か
。
精
神
の
自
己
発
現
と
い
う
表
現
に
明
ら
か

な
よ
う
に
、
彼
は
こ
の
過
程
を
観
念
の
世
界
で
考
想
し
た
。
『
法
の
哲
学
』
が
論
理
的
に
い
か
に
説
得
力
を
も
と
う
と
も
、
そ
れ
は
現
実

の
世
界
と
イ
コ
ー
ル
で
は
な
か
っ
た
。
現
実
に
は
、
国
家
は
や
は
り
市
民
社
会
と
並
存
し
て
い
た
し
、
現
存
す
る
国
家
も
必
ず
し
も
ヘ
ー

ゲ
ル
的
理
想
国
家
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
の
歴
史
的
経
験
も
、
も
ち
ろ
ん
市
民
社
会
か
ら
国
家
へ
の
移
行
の
必
然
性
を
証
明
し
て
く
れ



市
民
社
会
と
国
家
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
的
観
念
を
継
承
し
つ
つ
、
そ
れ
を
も
う
い
ち
ど
現
実
の
世
界
に
も
ち
込
ん
だ
の
が
、
ロ
ー
レ

ン
ッ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
（
一
八
一
五
’
九
○
）
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
マ
ル
ク
ス
と
同
時
代
人
で
あ
り
、
コ
ン
ト
の
仕
事
は
彼
に

先
だ
っ
て
い
る
が
、
思
想
史
的
位
置
づ
け
と
し
て
は
、
彼
を
ヘ
ー
ゲ
ル
と
社
会
学
の
、
も
っ
と
限
定
し
て
い
え
ば
マ
ル
ク
ス
と
の
媒
介
者

と
考
え
る
方
が
理
解
が
容
易
で
あ
ろ
う
。

シ
ュ
タ
イ
ン
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
文
で
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
機
会
に
や
や
く
わ
し
く
述
べ
て
お

き
た
い
。
た
だ
し
、
用
語
は
、
私
な
り
に
解
釈
し
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
シ
ュ
タ
イ
ン
の
体
系
か
ら
説
川
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
。
彼
は
、
人
間
世
界
を
全
体
と
し
て
人
間
共
同
体
と
よ
び
、
そ
れ
に
対
応
す

る
科
学
と
し
て
国
家
科
学
（
の
庁
圃
斤
、
乱
の
ｍ
の
ロ
の
、
富
津
）
を
構
想
す
る
。
人
間
共
同
体
は
、
主
体
で
あ
る
国
家
と
客
体
で
あ
る
社
会
に
二
分

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
国
家
学
（
の
口
脚
旦
の
匂
の
）
と
「
社
会
学
（
の
＄
の
］
一
門
冨
篇
］
ｇ
『
の
）
」
が
成
立
す
る
。
従
来
、
社
会
学
史
の
テ

キ
ス
ト
で
は
、
ド
イ
ツ
社
会
学
の
学
祖
と
し
て
シ
ュ
タ
イ
ン
を
あ
げ
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
場
合
、
こ
の
「
社
会
学
」
と
い
う
用
語
を
も

っ
て
そ
れ
を
論
拠
づ
け
る
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
「
社
会
学
」
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に
内
容
的
に
は
経
済
学
で
あ
る
。

私
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
を
社
会
学
に
関
連
づ
け
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
、
彼
の
国
家
科
学
こ
そ
が
社
会
学
に
つ
な
が
る
も
の
だ
と
主
張
し
た

社
会
学
成
立
史
の
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検
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て
は
い
な
い
。
ス
ミ
ス
が
、
市
民
社
会
の
矛
盾
が
顕
在
化
し
て
い
な
い
と
い
う
時
代
的
限
定
の
な
か
で
、
市
民
社
会
と
国
家
の
調
和
を
想

定
し
え
た
の
に
対
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
む
し
ろ
現
実
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
観
念
の
世
界
に
逃
げ
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
な
か
で
の
み
、

両
者
を
調
和
さ
せ
え
た
の
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

６



さ
て
、
国
家
と
社
会
の
内
容
で
あ
る
が
、
前
者
に
関
し
て
は
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
概
念
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
受
け
つ
い
で
い
る
。

彼
は
ま
ず
、
人
Ⅲ
共
同
体
を
「
独
立
し
た
意
志
」
を
も
つ
「
自
律
的
」
な
存
在
で
あ
る
と
い
い
、
そ
の
限
り
で
人
間
共
同
体
は
す
な
わ
ち

国
家
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
彼
に
と
っ
て
、
国
家
と
は
人
格
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
か
か
る
も
の
と
し
て
、
人
Ⅲ
共
同
体
の

す
べ
て
の
構
成
員
の
自
由
と
幸
福
を
目
ざ
す
べ
き
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
現
実
の
国
家
に
つ
い
て
の
科
学
的
検
討
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
概
念
で
は
な
い
。
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
は
、
か
か
る
も
の
こ
そ
が
国
家
な
の
で
あ
り
、
後
に
も
見
る
よ
う
に
、
そ
う
で

な
く
な
っ
た
と
き
に
は
そ
れ
は
国
家
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
国
家
の
概
念
で
あ
る
が
、
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
人
間
共
同
体
は
国
家
だ
け
で
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
国
家
が
働
き
か
け

る
容
体
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
彼
は
社
会
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
客
体
は
「
全
体
の
統
一
に
奉
仕
し
服
従
す
る
が
、
他
面
ま

た
独
自
の
法
則
に
従
っ
て
も
運
動
す
る
」
（
ロ
豊
と
い
う
。
こ
の
引
川
の
前
半
が
客
体
で
あ
る
社
会
の
主
体
で
あ
る
国
家
へ
の
従
属
を
、

後
半
が
社
会
の
脚
謹
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
繊
馴
ら
か
で
あ
ろ
う
．
国
家
へ
の
従
属
と
脚
撫
性
Ｉ
こ
の
矛
厨
す
る
も
の
を
「
他
耐
」

と
い
う
接
続
詞
で
つ
な
い
で
満
足
し
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
こ
と
ば
に
よ
る
ご
ま
か
し
と
よ
ぶ
以
蕾
外
な
か
ろ
う
。
ま
さ
に
こ
の
「
他
而
」

の
内
窓
こ
そ
が
徹
底
的
に
追
求
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
概
説
的
叙
述
で
は
か
か
る
ご
ま
か
し
を
し
な
が
ら
、
後
に
細
介
す
る
よ
う

に
実
証
的
研
究
で
は
具
体
的
に
そ
の
関
連
を
迫
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
後
新
の
点
に
こ
そ
私
は
シ
ュ
タ
イ
ン
の
意
義
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
社
会
の
「
独
自
の
法
則
」
と
は
何
か
。
シ
ュ
ク
イ
ン
は
、
社
会
と
は
「
一
切
の
個
々
人
の
独
立
生
祈
」
（
や
脇
）
で
あ
る
と

い
う
。
個
々
人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
「
財
貨
の
穫
得
」
に
努
力
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
社
会
と
は
経
済
の
世
界
で
あ
り
、
そ
の
法
則
と
は
「
財

貨
生
活
の
法
則
」
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
シ
ュ
タ
イ
ン
の
社
会
概
念
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
市
民
社
会
概
念
と
歩
調
を
合
せ
て
い
る
。
し
か
し
、

い
の
で
あ
る
。

社
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こ
の
経
済
の
世
界
に
階
級
対
立
を
見
る
点
で
、
彼
は
や
は
り
ヘ
ー
ゲ
ル
の
後
に
来
た
世
代
な
の
で
あ
る
。
彼
の
か
な
り
難
渋
な
表
現
を
マ

ル
ク
ス
の
用
語
を
借
り
て
整
理
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
非
常
に
単
純
明
解
な
内
容
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
経
済
の
世
界
の
中
心
課
題
は

生
産
で
あ
る
が
、
生
産
に
は
生
産
手
段
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
持
た
な
い
も
の
は
所
有
者
に
従
属
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
。
そ
れ
故
、

「
社
会
の
原
理
は
各
人
が
他
人
に
屈
服
す
る
こ
と
で
あ
り
、
他
人
を
隷
屈
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
各
人
が
完
成
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
▽

。
）
。
「
屈
服
す
る
」
の
が
「
無
産
者
」
で
あ
り
「
他
人
を
隷
瓜
さ
せ
る
」
の
が
「
有
産
者
」
で
あ
る
こ
と
を
シ
ュ
タ
イ
ン
は
明
硴
に
把
握

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
概
念
を
も
ち
つ
つ
、
彼
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
半
世
紀
に
わ
た
る
フ
ラ
ン
ス
を
観
察
す
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ

ル
が
時
川
的
な
上
下
関
係
に
極
い
た
市
民
社
会
と
国
家
は
、
も
う
い
ち
ど
並
列
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
先
ほ
ど
「
他
面
」
と
い
う
こ
と
ば

で
つ
な
が
れ
た
国
家
へ
の
社
会
の
従
属
と
社
会
の
自
律
性
の
関
連
が
閥
い
な
お
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
観
察
は
、
主
と
し
て
革
命
前
の

賀
族
支
配
の
時
代
か
ら
ジ
ャ
コ
パ
ン
派
の
テ
ル
ー
ル
と
そ
の
崩
壊
に
到
る
時
期
に
染
中
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
観
察
を
通
じ
て
彼
が
見
出
し

た
事
実
は
た
い
そ
う
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
こ
で
は
国
家
と
社
会
の
関
係
は
、
逆
転
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

彼
に
と
っ
て
、
国
家
は
万
人
の
白
山
と
幸
福
を
目
ざ
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
が
階
級
分
裂
、
樹
者
に
よ
る
貧
者

の
支
配
を
示
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
か
か
る
社
会
は
国
家
の
理
念
に
反
す
る
か
ら
、
国
家
は
社
会
に
干
渉
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、

こ
の
状
態
で
は
、
有
産
者
に
対
し
て
無
産
者
を
保
瀬
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
国
家
の
任
務
に
な
る
。
し
か
し
、
国
家
の
そ
の
よ
う
な
干
渉
は

有
産
者
の
気
に
入
ら
な
い
。
そ
こ
で
有
産
者
は
国
家
を
独
占
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
一
階
級
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
、
そ
の
階
級
の
利

益
を
追
求
す
る
よ
う
な
主
体
は
、
も
は
や
国
家
で
は
な
い
。
そ
れ
は
国
家
が
社
会
に
従
属
し
た
状
態
で
あ
り
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
そ
れ
を

社
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あ
る
。
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〆
本
稿
で
は
綱
々
人
の
意
志
の
諾
ｌ
あ
る
い
は
代
表
と
表
現
す
る
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
ｌ
で
あ
る
鬮
家
と
、
社
会
と
の
側

述
を
考
察
し
て
来
た
。
そ
の
意
味
で
は
傍
系
の
議
論
に
な
る
が
、
こ
の
時
期
に
、
個
々
の
人
間
か
ら
も
意
志
が
う
ば
い
去
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
つ
ま
り
、
個
々
の
人
側
も
ま
た
意
志
的
主
体
で
は
な
く
、
逆
に
歴
史
あ
る
い
は
社
会
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う

社
会
学
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の
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「
不
自
由
」
と
よ
ぶ
。
そ
の
場
合
に
は
自
由
の
「
回
復
運
動
」
つ
ま
り
革
命
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
努
力
は
革
命
の
正
当
化
に
向
け
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
事
態
を
未
然
に
防
止
す

る
の
が
彼
の
意
図
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
社
会
改
良
家
シ
ュ
タ
イ
ン
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。
社
会
学
の
成
立
を
論
じ
る
本
稿
で
は
そ
の
先
を

追
う
必
要
は
な
か
ろ
う
。
た
だ
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、
社
会
改
良
家
シ
ュ
タ
イ
ン
の
登
場
は
、
以
上
の
よ
う
な
社
会
と
国
家
の
関

係
の
逆
娠
と
い
う
認
識
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
向
山
の
回
復
迎
動
は
、
無
産
者
が
社
会
に
お
い
て
自

由
に
な
る
こ
と
を
抜
き
に
し
て
は
成
り
立
ち
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
無
産
者
が
「
桁
神
的
お
よ
び
物
質
的
財
貨
」
を
獲
得
す
る
こ
と
が
、

社
会
に
お
け
る
自
由
の
内
容
を
な
し
て
い
た
。
そ
れ
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
の
の
革
命
は
、
ま
た
し
て
も
一
階
級
に
よ
る
国
家
の
独
占
を
も

た
ら
す
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
判
断
が
、
彼
を
革
命
家
で
は
な
く
改
良
家
た
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

も
う
い
ち
ど
砿
認
し
て
お
こ
う
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
実
証
的
に
世
界
を
見
た
場
合
、
彼
の
理
念
と
は
う
ら
は
ら
に
社
会
が
国
家
に
浸
透

し
、
川
家
の
あ
り
力
を
規
定
し
て
い
る
と
い
う
現
災
を
発
見
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
く
り
返
し
述
ぺ
て
来
た
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
認

識
に
と
っ
て
、
（
市
民
）
社
会
は
自
然
な
も
の
で
あ
り
、
国
家
は
意
識
的
あ
る
い
は
意
志
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
国
家
が
社
会
に
従

瓜
す
る
と
す
れ
ば
、
も
は
や
こ
の
世
界
に
意
志
的
な
も
の
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

７



こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
現
状
批
判
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
発
想
の
中
心
と
な
る
の
は
、
利
己
心
、

功
利
主
義
、
あ
る
い
は
現
代
的
表
現
で
い
え
ば
人
間
性
の
疎
外
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
市
民
社
会
の
形
成
、
そ
の
資
本
主
義
的
発
展
の
な

か
で
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
悪
と
し
て
、
あ
る
い
は
苦
痂
と
し
て
、
強
く
意
識
さ
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
一
方
で
は
、
新
社
会
に
対
し
て
古
い
（
批
族
的
な
）
尺
度
で
批
判
す
る
人
々
の
不
満
の
菰
に
な
る
。
十
九
世
紀
は
さ
ま
ざ
ま

な
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
噴
出
す
る
時
代
で
も
あ
る
。
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ト
た
ち
に
と
っ
て
、
人
間
が
悪
く
な
っ
た
こ
と
と
社
会
が
悪
く
な

っ
た
こ
と
と
は
、
並
行
的
な
歴
史
的
過
程
で
あ
っ
た
。

他
方
、
未
来
に
よ
り
よ
い
社
会
を
夢
み
る
革
命
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ト
た
ち
に
と
っ
て
も
、
人
間
悪
と
社
会
悪
は
因
果
連
関
的
に
と
ら
え

ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
現
存
す
る
人
間
悪
が
人
間
に
と
っ
て
普
遍
的
、
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
ら
に
と
っ

て
未
来
は
絶
望
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
間
恋
の
根
源
を
社
会
懇
に
求
め
れ
ば
こ
そ
、
彼
ら
に
と
っ
て
社
会
改
良
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
可
能
と

な
る
の
で
あ
る
。

「
阿
然
に
帰
れ
」
と
叫
ん
だ
と
き
、
す
で
に
ル
ソ
ー
は
人
格
形
成
に
側
す
る
こ
の
よ
う
な
認
誠
を
も
っ
て
い
た
。
た
だ
、
彼
に
と
っ
て

批
判
の
対
象
で
あ
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
封
建
社
会
の
因
習
の
な
か
で
愚
鈍
に
さ
れ
た
人
々
で
あ
っ
た
。

近
代
社
会
で
、
人
枯
の
歴
史
的
Ⅱ
社
会
的
形
成
を
も
っ
と
も
弧
く
意
識
し
て
い
た
の
は
空
想
的
社
会
主
義
者
た
ち
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

オ
ー
エ
ン
（
一
七
七
一
’
一
八
五
八
）
は
、
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
、
こ
の
認
識
を
主
張
の
中
心
に
す
え
て
い
た
。
彼
に
と
っ
て
は
、
現

代
社
会
を
支
配
す
る
貨
幣
制
度
は
不
自
然
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
商
業
も
自
由
競
争
も
不
自
然
な
も
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
不
自
然

な
制
度
が
、
利
己
的
な
人
川
を
つ
く
り
だ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
ス
ミ
ス
が
自
然
と
と
ら
え
た
も
の
が
再
び
不
自
然
な
も
の
、
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認
識
が
強
ま
る
の
で
あ
る
。



私
は
、
上
記
の
よ
う
に
人
間
活
動
の
す
べ
て
の
側
面
か
ら
意
志
が
う
ば
い
去
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
社
会
学
成
立
の
土
壌
が
あ
っ
た
と
考

え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
経
済
学
が
対
象
と
し
た
市
民
社
会
に
か
わ
る
、
新
し
い
社
会
概
念
の
登
場
を
意
味
し
て
い
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、

人
間
活
励
の
総
体
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
総
体
が
自
然
な
も
の
と
把
握
さ
れ
る
の
に
応
じ
て
、
そ
れ
を
対
象
と
す
る
科
学
と
し
て
社
会
学

が
成
立
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
成
立
期
の
社
会
学
は
共
通
し
て
次
の
二
つ
の
こ
と
を
洲
題
と
し
て
い
た
と
考
え
る
。

第
一
に
、
人
間
活
動
の
総
体
と
し
て
の
社
会
の
歴
史
的
変
化
の
法
則
を
発
見
す
る
こ
と
。
こ
の
総
体
が
自
然
な
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
法
則
は
、
内
在
的
な
法
則
、
必
然
性
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
市
民
社
会
と
国
家
が
並
列
的
に
把
握
さ
れ
て

い
た
段
階
で
は
、
前
打
が
自
然
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
も
な
お
、
人
麺
史
の
全
休
を
自
然
史
的
過
程
と
し
て
把
握
す
る
視
点
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
対
立
し
て
、
成
立
期
の
社
会
学
は
共
通
し
て
そ
れ
を
主
要
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
コ
ン
ト
（
一
七
九
八
’
一
八
五
七
）
の
進
歩
、
マ

ル
ク
ス
（
一
八
一
八
’
八
三
）
の
発
展
、
ス
ペ
ン
サ
ー
（
一
八
二
○
’
一
九
○
三
）
の
進
化
が
そ
れ
で
あ
る
。

第
二
に
、
い
わ
ゆ
る
社
会
構
造
の
解
明
が
課
題
と
な
る
。
国
家
が
社
会
に
従
属
す
る
と
い
う
把
握
は
、
国
家
あ
る
い
は
政
治
の
領
域
の

存
在
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
人
間
活
動
の
総
体
と
し
て
の
社
会
が
、
機
能
分
化
の
過
程
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
経
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す
な
わ
ち
人
為
的
な
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
上
木
来
社
会
へ
の
か
け
棚
が
人
工
的
Ⅱ
空
偲
郷
的
な
も
の
に
し
か
求
め
将
ら

れ
な
く
な
っ
た
事
情
は
、
す
で
に
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
批
判
し
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
し
、
本
稿
の
文
脈
に
は
か
か
わ
ら
な
い
問
題

で
あ
る
。

８



済
を
、
あ
る
い
は
政
治
を
、
さ
ら
に
ま
た
文
化
等
々
を
生
み
だ
す
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
然
な
過
程
と

把
握
さ
れ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
領
域
あ
る
い
は
機
能
と
し
て
何
が
分
化
し
、
そ
れ
ら
が
机
互
に
ど
の
よ
う
に
関
連
し
合
っ
て
全
体
が

つ
く
ら
れ
て
い
る
の
か
が
、
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
コ
ン
ト
と
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
そ
れ
を
社
会
有
機
体
論
で
と
ら
え
る
。
マ
ル
ク
ス
は

土
台
と
上
部
構
造
の
概
念
で
こ
れ
を
論
じ
て
い
る
。

蛇
足
な
が
ら
つ
け
加
え
れ
ば
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
成
立
期
の
社
会
学
の
共
通
課
題
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
社
会
学
が
そ
れ
以
降
も

こ
の
課
題
を
抱
き
つ
づ
け
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
社
会
学
の
課
題
を
そ
れ
に
限
定
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
含
む
も
の
で
は
毛
頑
な

い
◎〈
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