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今
Ⅱ
フ
ィ
ヒ
テ
の
社
会
哲
学
を
約
じ
ぁ
場
へ
、
、
ヴ
ィ
ル
ム
ス
の
解
釈
、
す
な
わ
ち
、
ゾ
ィ
ヒ
テ
の
仙
象
的
自
我
に
よ
る
社
会
形
成
は
必

へ
Ｉ
）

然
的
に
全
体
的
民
主
主
義
（
政
淌
社
会
に
よ
る
市
民
社
会
の
支
配
・
統
治
）
を
帰
結
す
る
、
と
い
う
解
釈
が
提
起
し
た
問
題
ム
と
回
避
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
ヴ
ィ
ル
ム
ス
の
提
起
は
、
フ
イ
ヒ
テ
が
終
始
問
題
と
し
た
〈
自
由
と
強
制
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
〉
、
換

言
す
れ
ば
〈
自
由
へ
の
強
制
〉
と
い
う
原
理
を
正
面
に
据
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
原
理
は
ル
ソ
ー
に
お
い
て
最

も
明
砿
に
提
起
さ
れ
た
と
も
言
え
よ
う
が
、
し
か
し
、
純
粋
自
洩
（
我
意
欲
す
、
と
い
う
規
定
し
か
も
っ
て
い
な
い
き
わ
め
て
仙
象
的

な
主
体
把
握
）
か
ら
の
減
繩
に
よ
っ
て
社
会
形
成
を
論
じ
る
フ
イ
ヒ
テ
が
こ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
い
『
そ
う
厳
密
に
股
附
し
た
、
と
荷
う

こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
近
代
、
然
法
と
総
称
さ
れ
る
巾
比
社
会
形
成
論
は
問
題
の
立
て
方
そ
の
も
の
に
お
い
て
拠
っ

て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
人
格
の
自
由
、
私
的
所
有
、
契
約
の
向
山
、
法
の
前
の
平
等
と
か
い
っ
た
目
川
の
諾
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
究
極
的
に

は
神
の
自
然
法
、
あ
る
い
は
良
心
と
い
う
自
然
法
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
は
言
え
、
理
論
構
成
と
し
て
み
れ
ば
〈
自
然
的
人
間
〉

〈
現
実
に
存
在
す
る
諸
個
人
〉
と
い
う
規
定
に
お
い
て
す
で
に
獲
得
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
生
来
有
す
る
権
利
、
〈
人
間

の
権
利
〉
あ
る
い
は
〈
自
然
権
〉
と
い
う
形
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
形
成
さ
る
ぺ
き
社
会
と
は
、
こ
の
諸
人
権
を
外
的
に
保
証
す

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
Ｎ
家
（
二

一一一一

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
二
）

ｌ
所
有
概
念
の
構
造
転
換
Ｉ

存
編
真
美



フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
一
）

一一一一一

る
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
市
民
社
会
が
同
時
に
政
治
社
会
と
し
て
椛
成
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
政
油
社
会
の
実
存
と
し
て
の
国
家
椛
力
は
、
市

民
社
会
に
対
し
て
そ
の
向
休
的
な
述
動
の
瀦
条
件
と
い
え
る
政
府
（
囚
家
機
関
）
と
し
て
構
成
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
班
論
に
お
い

て
は
〈
岡
山
へ
の
強
制
〉
は
そ
も
そ
も
問
題
と
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
対
比
す
る
と
、
プ
イ
ヒ
テ
の
純
粋
、
我
の
社
会
理
論
は
、
す
べ
て
の
存
在
（
事
実
の
世
界
）
を
主
体
に
よ
る
生
成
過
漉
（
法
の

世
界
）
に
転
化
す
る
こ
と
を
そ
の
核
心
と
し
て
い
る
か
ら
、
理
論
的
に
見
て
〈
人
間
の
権
利
〉
と
か
〈
自
然
樅
〉
に
つ
い
て
無
前
提
的
に

語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
事
実
と
完
全
に
切
断
さ
れ
た
法
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
じ
め
て
人
間
の
社
会
諸
関
係
（
趣
済
的
、
政
沿
的
、
文

化
的
等
々
）
の
本
質
は
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
私
的
所
有
椎
も
抽
象
的
自
由
の
具
体
的
一
形
態
と
し
て
主
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
純
粋
自
我
の
実
存
形
態
で
あ
る
私
的
所
有
権
は
、
他
人
・
社
会
と
の
媒
介
に
お
い
て
は
じ
め
て
自
我
が
獲

得
す
る
社
会
的
規
定
の
ひ
と
つ
と
し
て
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
実
存
を
獲
得
し
な
い
自
我
は
自
我
を
も
は
や
主
張
で
き

な
い
か
ら
、
自
我
Ⅱ
抽
象
的
理
性
が
人
間
の
本
質
で
あ
る
か
ぎ
り
、
私
的
所
有
権
は
す
べ
て
の
可
能
的
自
我
に
よ
っ
て
必
ら
ず
猶
得
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
〈
自
由
へ
の
強
制
〉
の
問
題
が
生
じ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
フ
イ
ヒ
テ
も
当
初
か
ら
こ
の
問
題
を
課
題
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
近
代
自
然
法
の
〈
自
然
権
〉
が
理
論

榊
成
の
川
発
点
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
七
九
六
年
『
自
然
法
の
荻
礎
』
に
お
い
て
は
近
代
自
然
法
批
判
の
展
開
が
体
系
的
に
行
わ
れ
る
。

こ
の
蛎
換
の
識
契
機
は
後
述
す
る
と
し
て
、
そ
の
中
核
に
あ
っ
た
の
は
、
近
代
自
然
法
の
と
く
に
私
的
所
有
論
に
対
す
る
評
価
の
転
換
に

あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
応
し
て
市
民
社
会
と
国
家
の
関
係
も
転
換
す
る
。
し
た
が
っ
て
政
論
社
会
の
市
民
社
会
化
と
い
う
川
有
の
問
題
も
生

じ
て
く
る
。
だ
が
、
こ
の
蛎
換
の
意
味
す
る
内
芥
の
把
握
の
た
め
に
は
、
所
有
概
念
の
構
造
転
換
、
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
、
な
ぜ
生

じ
た
か
、
い
か
な
る
帰
結
を
も
た
ら
し
た
か
、
と
い
う
点
を
明
砿
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。



一
七
九
○
年
春
、
未
来
の
妻
ヨ
ハ
ン
ナ
・
ラ
ー
ン
に
あ
て
て
フ
イ
ヒ
テ
は
、
彼
の
生
涯
を
貫
い
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
信
念
、
思

惟
か
ら
行
為
へ
、
あ
る
い
は
行
為
の
た
め
の
思
弁
と
い
う
信
念
を
告
白
し
て
い
る
。
「
私
は
、
私
自
身
の
た
だ
ひ
と
つ
の
情
熱
、
た
だ
ひ

と
つ
の
要
求
、
た
だ
ひ
と
つ
の
絶
対
的
な
感
箭
し
か
も
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
私
の
外
に
向
か
っ
て
働
き
か
け
る
こ
と
だ
。
私
が
行
為
す

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
二
）

一一一一一一

だ
が
、
災
は
フ
イ
ヒ
テ
に
お
い
て
所
有
概
念
の
榊
造
転
換
と
し
て
現
れ
て
く
る
問
題
は
、
近
代
自
然
法
自
身
が
無
自
覚
的
に
で
は
あ
れ
、

（
つ
】
）

内
包
し
て
い
た
問
題
で
あ
る
と
一
一
筒
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
旧
体
制
と
い
う
珈
尖
の
仙
界
を
打
破
し
て
市
民
社
会
を
形
成
す

る
と
い
う
近
代
自
然
法
の
歴
史
的
課
題
は
、
法
の
世
界
を
市
民
社
会
に
限
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
、
私
的
所
有
権
も
ま
た
市
民
社
会
Ⅱ

政
治
社
会
に
お
い
て
（
論
理
的
に
は
）
は
じ
め
て
成
立
す
る
概
念
で
あ
る
、
と
言
い
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
自
然
権
は
徹
頭

徹
尾
市
民
社
会
形
成
の
た
め
の
、
ジ
カ
ル
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
自
然
樅
の
存
在
根
拠
は
、
理
論
的
に
は

政
活
社
会
の
実
現
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
フ
イ
ヒ
テ
の
問
題
は
、
近
代
自
然
法
の
内
包
す
る
問
題

の
顕
在
化
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
だ
か
ら
、
〈
自
由
へ
の
独
制
〉
問
題
は
、
近
代
自
然
法
の
枠
組
の
な
か
で
の

批
判
と
い
う
性
桁
を
も
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
〈
日
山
へ
の
独
制
〉
の
内
面
的
評
価
は
、
所
有
概
念
の
榊
造
転
換
に
即
し

て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
国
の
Ｂ
臼
ａ
ご
言
一
日
⑩
》
ロ
の
８
２
Ｃ
句
Ｈ
Ｃ
－
ｐ
の
芹
・
国
ｎ
頁
⑰
⑩
勺
○
百
ｍ
ｇ
の
国
】
】
］
８
．
℃
三
Ｐ
ゴ
の
⑩
己
⑪
貝
⑪
け
の
Ｈ
ぐ
の
【
一
口
、
］
Ｃ
ｓ
．
（
邦
訳
『
全
体
的

自
由
。
プ
ィ
ヒ
テ
の
政
桁
哲
学
』
、
柵
村
川
版
、
一
九
七
七
年
）

（
２
）
た
と
え
ば
、
川
中
正
可
『
ジ
訂
ン
・
回
ツ
ク
研
究
』
、
未
来
社
、
一
九
六
八
年
参
照
。



フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
二

三
四

れ
ぱ
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
私
に
は
ｎ
分
が
幸
福
に
思
わ
れ
る
の
だ
。
こ
れ
も
ま
た
幻
想
な
の
だ
ろ
う
か
？
そ
う
か
も
し
れ
ぬ
。
そ
の

（
１
）
 

底
に
は
其
理
が
あ
る
の
だ
。
」
そ
の
真
理
と
は
さ
し
あ
た
り
は
、
●
カ
ン
ト
の
『
実
践
理
性
批
判
』
が
提
起
し
た
、
実
践
理
性
に
よ
る
人
倫

法
則
ｌ
汝
の
意
志
の
格
率
が
つ
れ
に
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
臓
剛
と
し
て
妥
当
し
う
る
よ
う
腱
行
為
せ
よ
‐
の
実
堀
道
徳
性
の

実
現
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
フ
イ
ヒ
テ
は
た
ん
な
る
適
法
性
の
世
界
（
そ
れ
は
理
性
以
外
の
諸
能
力
の
世
界
で
あ
り
、
経
験
的
所
与
の
世
界

で
あ
る
）
を
徹
底
的
に
否
定
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
迦
性
を
、
絶
対
的
に
妥
当
す
べ
き
人
倫
法
則
を
究
泳
化
す
る
、
し
た
が
っ
て
素
材
に
対

（
２
）
 

し
て
形
式
を
か
え
る
、
人
間
の
た
ん
な
る
「
自
発
性
」
と
し
て
把
握
し
た
。
そ
の
結
果
、
皿
性
は
現
実
世
界
と
な
ん
ら
の
媒
介
鮒
脚
係
公
趣
ｊ
ｂ

た
な
い
抽
象
的
理
性
と
い
う
性
格
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
帰
結
は
も
ち
ろ
ん
フ
イ
ヒ
テ
な
り
の
現
状
認
識
、
歴

史
把
握
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
麺
た
．
「
狐
は
祇
園
に
対
し
て
は
す
っ
か
り
絶
望
し
て
い
る
．
’
た
し
か
に
塊
代
の
比
較
的
若
い
備

職
者
奄
ど
の
な
か
に
は
、
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
こ
に
も
な
い
ほ
ど
の
啓
蒙
と
理
性
的
宗
教
認
識
と
が
支
配
し
て
い
る
。
〔
だ
が
、
ス
ペ
イ

ン
以
藝
上
の
辮
問
の
な
か
で
彼
ら
に
は
力
も
な
く
、
人
々
か
ら
も
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
。
〕
そ
こ
か
ら
隷
従
的
で
、
光
を
恐
れ
、
追
従
的

な
考
え
方
が
生
ま
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
い
う
状
態
で
は
赦
命
が
さ
し
迫
っ
て
い
る
。
だ
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
な
の
か
？

（
３
）
 

と
仏
〕
か
く
私
は
ザ
ク
セ
ン
で
は
僧
職
に
つ
く
意
志
は
な
い
！
」
だ
か
ら
と
い
っ
て
現
実
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
ド
イ
ツ
農
民
の
反
封
建
領
主

の
闘
争
が
実
践
理
性
を
体
現
す
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
ら
は
理
性
に
よ
る
進
歩
の
必
要
性
を
再
確
認
さ
せ
る
も
の
で

す
ら
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
播
搾
佃
性
の
実
現
は
ま
ず
政
治
的
な
、
あ
る
い
は
経
済
的
な
過
程
に
お
い
て
で
は
な
く
（
こ
れ
ら
は
適
法
性
の

仙
界
で
し
か
な
い
！
）
、
ま
さ
に
粉
神
、
良
心
、
感
楕
の
過
穐
に
お
い
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ

イ
ヒ
テ
が
一
七
九
○
年
八
月
の
農
民
反
乱
に
つ
い
て
次
の
評
価
を
下
し
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
「
農
民
ら
は
か
な
り
前
か
ら
選
帝
侯
の

猟
獣
保
護
に
対
し
て
宣
戦
布
告
通
し
て
い
た
．
選
帝
侯
は
屈
服
し
、
農
民
ら
は
そ
の
猟
獣
を
う
ち
殺
し
Ｉ
そ
の
結
果
す
べ
て
が
う
ま
く



い
っ
た
。
だ
が
現
在
は
ま
だ
根
底
か
ら
の
改
革
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ひ
と
り
獲
得
す
る
農
民
は
シ
ュ
レ
ッ
ッ
ァ
１
の
『
国
家

報
』
を
読
ん
だ
の
に
、
根
本
的
改
革
に
十
分
な
ほ
ど
に
は
ま
だ
啓
蒙
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
上
流
諸
身
分
は
み
な
失
う
だ
け
だ
。
だ
か

（
４
）
 

ら
そ
れ
は
、
二
倍
の
力
を
も
っ
て
し
て
も
将
来
の
爆
発
を
妨
一
ご
き
れ
な
い
間
に
あ
わ
せ
な
の
だ
。
」

し
か
し
、
人
倫
法
則
で
あ
れ
理
性
で
あ
れ
、
現
実
変
革
を
課
題
と
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
具
体
的
形
態
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま

り
い
か
に
抽
象
的
理
性
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
実
現
の
形
態
と
手
段
と
が
経
験
法
則
に
従
う
現
在
の
人
間
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
か
ぎ
り
、

当
の
人
間
を
変
革
し
啓
蒙
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
最
初
の
形
態
が
キ
リ
ス
ト
教
あ
る
い
は
理
性
宗
教
で
あ
っ
た
。
こ

の
具
体
化
は
さ
ほ
ど
奇
妙
な
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
道
徳
性
と
は
結
局
良
心
、
内
耐
性
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
実
現
と
は
、
人
側

の
心
怖
的
垳
和
の
状
態
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
私
は
ル
タ
ー
派
で
も
政
敵
教
会
派
〔
ツ
ヴ
イ
ン
グ
リ
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
〕
で
も

（
口
①
）

（
６
）
 

（
７
）
 

な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
な
の
だ
。
」
「
キ
リ
ス
ト
教
、
す
な
わ
ち
妓
良
の
氏
族
》
派
教
」
、
「
神
の
う
ち
に
の
み
人
倫
法
則
は
存
在
す
る
の
だ
。
」

フ
ィ
ヒ
テ
が
こ
う
諮
る
と
き
、
現
実
の
キ
リ
ス
ト
教
が
そ
の
ま
ま
で
武
器
と
な
り
う
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
所
与
の
藤
示
に
拙
く
偏
仰
と

純
粋
理
性
の
要
諦
と
し
て
の
真
理
信
仰
と
は
峻
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
尖
践
理
性
に
よ
る
道
徳
感
怖
の
陶
冷
を
可
能
と
す
る
よ

（
８
）
 

う
転
形
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
試
み
は
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
フ
イ
ヒ
テ
の
考
え
方
の
一
契
機
を
な
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
理

性
そ
の
も
の
の
性
格
を
さ
ら
に
追
求
す
る
と
い
う
形
で
具
体
化
さ
れ
て
い
く
。
た
し
か
に
す
で
仁
『
あ
ら
ゆ
る
啓
示
の
批
判
』
（
日
記
に

（
９
）
 

よ
れ
ば
、
一
七
九
一
年
八
月
に
は
原
稿
は
完
成
し
て
い
る
）
に
お
い
て
、
信
仰
の
両
形
態
は
、
、
己
活
動
的
か
受
動
的
か
と
い
←
ソ
分
水
嶺

（
皿
）

を
保
持
し
て
い
る
が
（
そ
し
て
こ
の
区
別
は
そ
の
死
ま
で
保
持
さ
れ
る
）
、
し
か
し
自
己
活
動
性
の
構
造
は
明
ら
か
で
な
く
、
理
性
Ⅱ
人

倫
法
則
Ⅱ
道
徳
性
Ⅱ
神
と
い
っ
た
等
式
が
提
起
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

’
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
二

三
五



フ
イ
ヒ
テ
の
災
践
的
モ
テ
ィ
ー
フ
は
啓
鞭
に
よ
る
国
家
体
制
の
改
弛
で
あ
っ
て
、
決
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
よ
う
な
於
力
的
革
命
で
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
な
る
ほ
ど
国
家
の
辨
力
的
松
鞭
は
人
狐
の
進
歩
を
早
め
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
そ
の
過
腿
は
多
大
の
不
日
山
を
民
衆
に

（
肌
）

強
制
し
、
も
し
失
敗
し
た
ら
旧
体
制
以
上
の
貧
困
が
待
ち
一
ソ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
現
体
制
下
で
苦
悩
す
る
民
衆
の
抑
圧
と

（
頤
）

貧
困
と
は
除
去
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
の
方
法
が
な
ぜ
、
啓
蒙
に
よ
る
「
徐
々
の
、
だ
が
確
実
な
進
歩
」
・
一
と
正
当
と
す
る
の
か

？
そ
れ
は
現
体
制
（
政
治
体
制
）
が
民
衆
の
自
己
疎
外
の
無
自
覚
の
表
現
に
他
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
「
君
た
ち
民
衆
は
、
思
想
の
自
由

だ
け
で
な
く
、
十
ぺ
て
一
切
を
投
げ
播
て
て
い
る
の
だ
。
ご
ご
だ
か
ら
君
た
ち
は
、
日
分
の
沿
倹
を
憎
恕
す
る
だ
け
で
な
く
、
君
た
ち
自

身
を
悩
む
べ
き
な
の
だ
。
君
た
ち
の
貧
困
の
第
一
の
原
因
の
ひ
と
つ
は
、
君
た
ち
が
君
侯
と
そ
の
協
力
者
ら
を
あ
ま
り
に
高
く
買
い
か
ぷ

（
応
）

っ
て
い
る
こ
と
だ
。
」
だ
か
ら
Ｐ
民
衆
の
な
す
べ
き
こ
と
は
、
人
間
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
て
、
い
っ
さ
い
の
疎
外
態
（
さ
し
あ
た
り
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
二
）

一一一一ハ

具
体
化
の
契
機
は
も
ち
ろ
ん
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
へ
の
移
行
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
よ
り
本
質
的
に
は
、

実
践
へ
の
要
求
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
、
先
の
等
式
の
抽
象
性
、
心
怖
性
を
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
が
自
覚
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
？
（
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
結
果
か
ら
見
た
推
馳
に
す
ぎ
な
い
。
）

第
二
の
具
体
的
形
態
を
示
す
の
が
、
一
七
九
一
一
一
年
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諾
君
主
に
対
し
て
思
想
の
自
由
の
返
還
を
要
求
す
る
』
お
よ
び

（
皿
）

へ
皿
）

（
脳
）

『
公
衆
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
評
価
を
正
す
た
め
に
』
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
理
性
が
「
不
可
識
の
人
権
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
原
権
」
・
と

し
て
展
側
さ
れ
る
。
し
か
し
、
砿
要
な
こ
と
は
、
通
例
同
じ
理
論
柵
造
を
も
っ
と
さ
れ
る
両
耕
作
が
、
そ
の
人
椛
の
榊
成
方
法
、
と
く
に

私
的
所
有
樅
の
減
縄
と
評
価
、
そ
し
て
市
民
社
会
と
国
家
と
の
側
係
に
お
い
て
、
机
述
す
る
点
を
正
碓
に
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
『
フ

ラ
ン
ス
革
命
論
』
は
む
し
ろ
、
一
七
九
六
年
の
詞
同
然
法
の
埜
礎
』
で
体
系
化
さ
れ
る
社
会
哲
学
へ
の
過
渡
期
な
い
し
は
準
術
期
を
表
現

し
て
い
る
。



君
侯
に
代
表
さ
れ
る
国
家
権
力
）
の
否
定
の
正
当
性
を
論
証
し
、
識
侯
に
対
し
て
仮
借
な
き
批
判
の
戦
闘
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
る
。

批
判
の
原
理
は
、
既
に
フ
ィ
ヒ
テ
が
独
得
し
て
い
た
自
己
活
動
性
の
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
を
人
格
と
し
て
捉
え
、
人
格
の
絶

対
的
自
由
と
い
う
要
請
に
転
化
す
る
と
き
、
き
わ
め
て
ア
ナ
ー
キ
ー
な
傾
向
を
示
す
。
「
人
間
は
自
分
自
身
の
所
有
物
で
あ
り
、
そ
う
で

あ
り
続
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
が
こ
の
内
な
る
声
〔
良
心
〕
に
従
う
べ
き
で
あ
る
な
ら
、
彼
は
外
部
か
ら
も
鹸
制
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
し
、

一
切
の
疎
遠
な
力
か
ら
も
解
放
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
い
か
な
る
他
人
も
彼
を
支
配
し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
ど
ご
人
間
は
向
山

（
Ⅳ
）
 

で
あ
り
、
か
つ
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
川
の
内
な
る
徒
し
か
彼
に
命
令
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ぬ
の
だ
。
」
思
想
・
良
心
の
自
由
、

人
格
の
自
由
が
人
間
た
る
こ
と
の
第
一
原
理
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
侵
審
十
る
一
切
の
も
の
は
、
個
人
・
社
会
・
国
家
い
ず
れ
で

あ
ろ
う
と
、
非
人
側
化
の
手
段
と
し
て
絶
対
的
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
他
力
、
す
べ
て
の
人
間
は
同
じ
く
人
格
で
あ
る
か

ら
、
向
山
の
平
轆
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
は
こ
の
段
階
の
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
彼
が
、
人
格
の
絶
対
的

自
由
の
平
等
の
状
態
を
市
民
社
会
、
あ
る
い
は
た
ん
な
る
社
会
と
し
て
把
握
し
て
、
政
治
社
会
す
な
わ
ち
国
家
と
の
絶
対
的
対
立
に
お
い

て
概
念
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
現
世
に
お
け
る
我
々
の
唯
一
の
幸
福
と
は
Ｉ
そ
れ
が
幸
禰
た
る
べ
き
と
し
て
１
１
自
由
な
妨
げ
ら
れ
為
こ
と
な
き
自

己
活
励
、
労
働
・
刻
苦
・
努
力
に
よ
っ
て
自
ら
の
目
的
の
た
め
に
自
ら
の
力
で
働
き
か
け
る
こ
と
で
あ
る
。
〔
浩
侯
は
現
世
の
苦
し
み
に

対
し
て
天
国
を
も
ち
だ
し
て
代
粋
し
よ
う
と
す
る
。
〕
だ
が
我
々
は
、
こ
の
別
世
界
の
市
民
椎
を
す
で
に
我
が
胸
中
深
く
し
ま
っ
て
お
り
、

（
燗
）

調
ら
に
奪
い
去
ら
せ
よ
う
な
ど
と
は
思
っ
て
も
い
な
い
。
」
こ
れ
ら
の
活
動
、
市
民
権
は
、
こ
れ
ら
が
人
間
で
あ
る
こ
と
の
存
在
証
明
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
人
権
〉
と
し
て
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。
人
椛
に
は
、
人
倫
法
則
に
よ
っ
て
絶
対
的
に
命
令
さ
れ
る
べ
き

〈
不
可
識
の
人
権
（
思
想
・
良
心
の
自
山
、
人
格
性
、
表
現
の
自
由
）
〉
と
、
悲
意
に
基
く
契
約
に
よ
っ
て
譲
渡
・
交
換
可
能
な
く
譲
渡

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
同
家
二
）

三
七



フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
二

三
八

し
う
る
人
権
（
私
的
所
有
権
、
Ⅲ
己
妨
衛
権
が
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
は
後
々
ま
で
中
核
を
な
す
）
〉
と
が
あ
る
。
市
民
社
会
は
、
全
成
員

が
こ
の
〈
被
渡
し
う
る
人
椛
〉
（
そ
れ
は
端
的
に
言
え
ば
、
〈
不
可
談
椛
〉
と
私
的
所
布
権
以
外
の
人
絡
に
関
わ
る
）
の
瑞
干
を
（
そ
の
な

か
で
唯
一
確
か
な
も
の
が
自
己
防
衛
権
で
あ
る
）
他
人
と
の
平
弊
な
条
件
に
よ
っ
て
放
梨
し
て
共
同
意
志
を
成
立
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
存
立

（
、
）

す
る
。
し
た
が
っ
て
市
民
社
会
は
、
〈
不
可
談
の
人
権
〉
と
私
的
所
有
権
と
を
中
軸
と
す
る
に
同
立
し
た
社
会
で
あ
り
、
国
家
権
力
は
そ
の

な
か
に
干
渉
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
フ
ィ
ヒ
テ
が
思
想
・
良
心
の
自
由
に
絶
対
的
力
点
を
お
く
以
上
、
反
対
に
私
的
所
有
権

が
そ
れ
と
同
等
の
妥
当
性
を
も
っ
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
が
譲
渡
し
う
る
権
利
で
あ
る
か
ぎ
り
、
共
同
意
志
に
よ
る
制
限
は
（
柵
伯
の

（
抑
）

下
で
）
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
自
己
防
衛
撚
痂
の
放
楽
が
訴
人
椎
の
「
保
謹
」
を
Ⅱ
的
と
す
る
か
ぎ
り
、
私
的
所
有
権

が
自
立
し
た
市
民
社
会
に
お
い
て
相
対
的
な
絶
対
的
妥
当
性
を
も
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
こ
の
市
民
社
会
か
ら
の
移
譲
に
よ
っ
て
成
立
す
る
国
家
椛
力
が
、
市
民
社
会
の
諾
人
権
に
よ
っ
て
絶
対
的
に
制
限
さ
れ
、
市

民
社
会
に
絶
対
的
に
従
脳
す
る
の
は
必
然
的
な
帰
結
で
あ
る
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
禰
侠
は
社
会
か
ら
の
移
譲
に
よ
っ
て
そ
の
椎

（
肌
）

（
鋤
）

利
を
も
つ
。
だ
が
社
会
は
ｎ
ら
も
っ
て
い
な
か
っ
た
諦
椛
利
を
淋
侯
に
談
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
」
「
社
会
の
代
理
人
」
（
代
表

者
で
は
な
い
！
）
と
し
て
の
国
家
権
力
、
が
こ
こ
で
の
結
論
で
あ
る
。

適
法
性
の
世
界
で
あ
る
市
民
社
会
と
国
家
が
こ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
は
じ
め
て
、
あ
の
道
徳
性
の
世
界
の
実
存
条
件
が
完
成
す
る
。
明

ら
か
に
、
道
徳
性
の
世
界
、
ヴ
ィ
ル
ム
ス
に
倣
っ
て
言
え
ば
、
道
徳
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
至
る
道
は
、
人
倫
法
則
の
即
時
全
町
実
現
で
は
な

く
、
ま
ず
市
民
社
会
と
い
う
媒
介
項
を
必
要
と
す
る
に
譲
っ
た
。
で
は
、
キ
ー
ゥ
ィ
タ
ー
ス
と
し
て
の
国
家
、
つ
ま
り
政
治
的
共
同
体
は

い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
論
理
的
に
言
え
ば
、
絶
対
的
自
由
を
原
理
と
す
る
か
ぎ
り
、
政
治
的
共
同
体
は
文
字
ど
う

（
錘
）

り
共
同
意
志
と
し
て
成
立
す
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
ル
ソ
ー
と
共
に
歩
む
こ
と
を
公
一
一
一
戸
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
政



治
的
共
同
体
の
要
請
は
、
少
く
と
も
明
言
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
市
民
社
会
対
国
家
権
力
の
理
論
構
造
を
踏
ま
え
た
、
国
家
権
力
の
制
限
が

そ
の
眼
側
で
あ
る
。
「
我
々
が
、
譜
が
湫
侠
故
に
泊
を
尊
敬
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
沿
は
尊
敬
に
値
す
る
よ
う
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
だ

（
別
）

が
、
人
間
一
と
尊
敬
に
値
す
る
よ
う
に
す
る
の
は
、
真
理
と
法
へ
の
自
由
な
服
従
に
他
な
ら
な
い
。
」
「
社
会
が
主
体
で
あ
っ
て
、
君
侯
は
仲

（
錫
）

介
入
、
代
理
人
に
す
ぎ
な
い
。
」
こ
の
よ
う
に
、
自
律
的
な
市
民
社
〈
蓉
に
対
す
る
政
府
（
す
な
わ
ち
、
キ
ー
ウ
ィ
タ
ー
ス
に
対
比
さ
れ
た

ス
タ
ト
ゥ
ス
）
と
い
う
理
論
構
造
は
、
近
代
自
然
法
に
間
有
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
帰
結
を
う
み
だ
す
根
拠
は
、
ま
さ
に
あ
の
〈
間
然

権
〉
〈
人
権
〉
把
握
に
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
（
し
た
が
っ
て
、
私
的
所
有
権
を
も
含
め
て
一
切
の
権
利
を
契
約
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
、

そ
し
て
市
民
社
会
と
政
治
的
共
同
体
を
文
字
ど
う
り
一
個
同
一
の
も
の
と
し
て
構
成
し
た
ル
ソ
ー
と
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
確
信
す
る
ほ
ど
一

致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
『
自
然
法
の
韮
礎
』
に
お
け
る
フ
ィ
ヒ
テ
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し

根
拠
づ
け
ば
ル
ソ
ー
と
異
っ
て
は
い
る
が
。
）

（
１
）
同
日
⑭
斤
国
の
凋
日
§
口
（
ず
『
⑪
い
）
・
国
ｏ
鷺
⑩
⑪
国
臥
の
【
の
．
【
ロ
⑰
の
］
ぐ
の
１
口
ｍ
巳
乞
・
の
・
巳
．
（
以
下
国
風
の
【
の
と
賂
）

（
２
）
可
】
９
５
房
§
ｇ
ｏ
】
口
月
鬮
蔦
四
一
』
・
『
。
［
§
日
日
ｐ
い
い
・
巴
・
岸
『
○
・
獄
息
日
日
四
目
の
〕
国
の
§
四
目
国
・
ロ
庁
⑪
（
；
ぬ
．
）
》
国
・
ロ
斤
冊

ヨ
の
鳥
の
》
田
・
二
・
（
以
下
ゴ
の
鳥
の
・
く
・
と
略
）

（
３
）
口
臥
貝
⑪
の
・
圏
・
以
下
〔
〕
は
筆
者
の
補
注
で
あ
る
。

グー、’戸、〆へゴー、グー、〆＝、〆-，

９１３７６５忽１３
、－〆、－〆、￣、－"、_〆、－〆、－〆

同
前
ロ
牌
国
の
昂
、
ロ
】
③
ロ
ロ

可
】
、
可
［
ｐ
『
の
Ｎ
い
■
、
げ

『
『
の
円
丙
ｐ
ｍ
ｐ
二
，
（

口
臥
貝
⑪
の
。
』
⑨
。
Ｎ

ロ
ケ
の
口
ｐ
ｐ
ｍ
・
ふ
し
・

同
ワ
の
口
回
Ｐ
い
い
串
。

二
二
一
の
門
扉
⑪
ぐ
や
、
。
←

同
す
①
己
』
夢
の
。
←
Ｐ

ぐ
油
］
・
画
ユ
魚
の
・
の
．

国
臥
の
【
ｐ
の
。
⑭
い
の
。

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
二
）

へU
C 

⑭
竺
醇
ご
『
の
玩
弄
Ｐ
二
・
の
。
Ｈ
刮
拷
。

九
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を
見
せ
る
。
た
だ
し
、
決
し
て
根
本
的
な
変
化
で
は
な
い
。

「
フ
ラ
ン
ス
瀧
命
は
全
人
類
に
と
っ
て
遮
要
だ
、
と
私
は
思
う
。
…
…
フ
ラ
ン
ス
率
命
は
、
人
間
の
椛
利
と
人
間
の
鰍
厳
と
い
う
休
大
な

（
１
）
 

テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
の
豊
か
な
叙
述
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
フ
ィ
ヒ
ー
プ
の
実
践
的
モ
テ
ィ
ー
フ
も
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。
あ
の
啓

蒙
に
よ
る
改
赦
の
戦
略
は
、
依
然
し
じ
て
真
理
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
戦
略
を
支
え
る
原
理
そ
の
も
の
が
変
化
し
て
は
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
専
制
を
廃
棄
す
る
た
め
に
は
熱
力
的
莱
命
で
は
な
く
、
人
間
の
諸
権
利
に
つ
い
て
の
根
本
的
な
自
己
教
育
が
絶
対
に

必
要
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
あ
の
「
向
山
の
尊
厳
は
下
か
ら
上
へ
と
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
解
放
〔
向
山
化
〕
は
混
乱
な
し
に
上
か
ら
下
へ

（
２
）
 

と
来
う
る
の
だ
。
こ
こ
人
民
が
正
し
け
れ
ば
、
君
主
判
じ
ま
た
不
正
で
は
い
ら
れ
ぬ
。
」
、
と
い
う
周
知
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
掲
げ
ら
れ
る
。
だ

が
注
意
す
ぺ
き
ば
、
こ
の
戦
略
は
フ
ラ
ン
ス
難
命
の
原
理
を
氷
認
し
た
う
え
で
、
そ
の
原
理
を
ド
イ
ツ
に
お
い
て
尖
現
す
る
た
め
の
戦
略

で
あ
っ
て
、
し
か
も
未
だ
家
庭
教
師
に
甘
ん
じ
ざ
る
を
え
な
い
者
の
戦
略
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
本
書
は
匿
名
で

あ
る
）
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
フ
ラ
ン
ス
畝
命
把
握
の
深
化
と
矛
盾
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
原
理
の
瞥
遍
性
故
の
啓
蒙
の

雰
易
さ
を
確
信
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
れ
で
は
フ
ラ
ン
ス
雄
命
の
原
理
と
は
何
か
？
「
人
氏
は
そ
の
国
家
体
制
を
自
由
に
変
更
す
る
椛
利
を
も
っ
て
い
る
か
？
」
と
い
う
問

い
に
対
し
て
肯
定
的
に
答
え
う
る
こ
と
、
そ
れ
を
論
拠
づ
け
る
原
理
の
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
本
質
が
、
絶
対
的
自
由
に
基
く
人
倫
法
則

の
実
現
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
格
以
外
の
す
べ
て
は
、
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
意
味
を
も
つ
。
「
自
川
へ
の
陶
冶
形
成
が
、
人
川
が
感

性
界
の
一
員
た
る
か
ぎ
り
で
、
人
間
の
唯
一
の
道
徳
的
終
局
目
標
で
あ
る
。
．
…
：
誰
も
陶
冷
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
誰
も
が
自
分
自
身

を
陶
冶
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
ん
に
受
動
的
な
ふ
る
ま
い
は
す
べ
て
陶
冶
形
成
の
正
反
対
で
あ
っ
て
、
陶
冶
形
成
は
自
己
活
助
に
よ
っ

（
３
）
 

て
生
じ
、
自
己
活
励
を
目
的
と
す
る
。
」
と
い
う
こ
と
は
、
人
格
の
脚
山
、
思
想
・
良
心
の
白
脚
山
が
絶
対
的
妥
当
性
を
‐
も
つ
と
い
う
こ
と

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
二

四
一



フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
二
）

四
二

で
あ
る
。
市
民
社
会
や
国
家
は
つ
ね
に
こ
の
〈
不
可
領
の
人
椛
〉
に
照
ら
し
て
は
じ
め
て
存
立
し
う
る
。
だ
が
、
市
民
社
会
は
必
要
恋
で
は

な
い
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
自
由
へ
の
陶
治
形
成
は
個
人
の
問
題
で
は
な
く
、
諸
個
人
の
扣
互
陶
治
と
し
て
は
じ
め
て
問
題
と
な
り
う
る
。

（
４
）
 

「
我
々
の
教
化
と
陶
冶
の
最
も
内
容
豊
か
な
源
泉
は
、
糖
仲
か
ら
精
神
へ
の
伝
達
で
あ
る
。
」
し
か
し
特
殊
的
に
は
、
不
可
譲
の
人
椎
，
と

私
的
所
有
権
と
の
必
然
的
な
結
合
関
係
、
後
者
の
前
者
か
ら
の
臓
接
的
減
繩
関
係
を
実
体
と
す
る
市
民
社
会
把
掘
そ
の
も
の
が
、
こ
こ
で

の
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
は
特
徴
的
で
あ
る
。

「
国
家
で
は
な
く
、
人
川
の
理
性
的
本
性
そ
の
も
の
が
所
有
柿
の
源
泉
で
あ
り
、
我
々
は
た
ん
な
る
、
然
法
に
し
た
が
っ
て
何
か
を
占

（
５
）
 

有
で
き
、
す
べ
て
の
他
人
を
法
的
に
そ
の
占
有
か
ら
排
除
で
き
る
。
」
人
間
の
理
性
的
本
性
つ
ま
り
純
粋
自
我
と
い
』
リ
属
性
を
否
定
す
る

こ
と
は
、
人
側
を
動
物
に
ま
で
低
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
理
性
の
働
き
と
は
、
す
べ
て
の
理
性
外
的
な
も
の
に
対
し
て
自
由
に
働

き
か
け
る
こ
と
、
す
べ
て
の
糀
神
は
、
肉
体
的
諸
力
を
任
意
の
、
的
の
た
め
に
使
川
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
し
か
し
他
面
で
は
、
自
我
の

働
き
は
自
己
目
的
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
働
き
の
な
か
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
自
我
は
自
分
が
、
我
で
あ
る
こ
と
を
実
証
で
き
る
の
だ

か
ら
で
あ
る
。
「
自
我
は
自
分
自
身
を
拙
定
す
る
。
だ
か
ら
ｎ
分
間
身
に
よ
る
こ
の
た
ん
な
る
措
定
作
川
に
よ
っ
て
、
脚
我
は
存
在
す
る
。

…
…
自
我
と
は
行
為
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
行
為
の
産
物
で
も
あ
る
。
．
…
・
自
分
自
身
を
存
在
す
る
も
の
と
し
て
措
定
す
る
と
い

（
６
）
 

う
点
に
の
み
自
分
の
存
在
（
本
質
）
を
も
つ
も
の
が
自
我
、
絶
対
的
主
体
で
あ
る
。
」
こ
の
．
Ｈ
我
と
諸
対
象
と
の
関
係
か
ら
、
自
我
は
本

（｛Ｊ） 

源
的
に
諸
対
象
に
対
す
る
「
微
有
椛
」
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
恢
有
は
、
諸
対
象
（
こ
れ
は
自
我
の
対
象
で
あ
る
と
い
う
点
に
お

い
て
、
た
ん
な
る
質
料
で
あ
る
）
に
対
し
て
自
我
の
実
存
と
い
う
形
式
を
与
え
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
領
有
権
は

い
か
な
る
制
限
を
も
受
け
な
い
絶
対
的
性
格
を
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、
恢
有
権
は
勝
適
性
で
あ
る
と
し
て
も
、
所
有
権
は
つ
ね
に
佃

別
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
形
式
化
の
主
体
は
、
独
立
し
た
自
我
で
し
か
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
平
等
の
諸
自
我
が
各
々
領
有
権



人
格
の
自
由
、
思
想
・
良
心
の
自
山
、
契
約
の
自
由
を
不
可
譲
の
人
楢
と
す
れ
ば
、
私
的
所
有
橘
、
自
己
防
衛
権
は
襖
渡
し
う
る
権
利

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
私
的
所
打
椛
（
と
く
に
ｎ
分
の
術
力
）
の
全
町
縦
波
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
力
説
す
る
よ
う
に
、
奴
隷
制
・
陛
奴
制
と
川

（
皿
）

緒
し
、
人
格
的
隷
属
を
帰
結
す
る
か
ら
、
人
間
の
理
性
的
本
性
に
反
し
て
お
り
、
決
し
て
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
的
所
有
権
の
譲
渡

を
仲
介
す
る
の
は
、
絶
対
的
妥
当
性
を
も
つ
契
約
の
自
川
と
い
う
人
権
で
あ
る
。
「
各
人
は
無
限
の
自
己
完
成
努
力
、
時
々
の
雌
商
の
認

裁
の
追
求
と
い
う
義
務
、
し
た
が
っ
て
ま
た
不
可
識
の
人
権
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
各
人
は
そ
の
完
成
の
職
度
に
応
じ
て
自
分
の

（
Ⅲ
）
 

恋
》
侭
〔
こ
れ
が
契
約
の
向
山
の
基
礎
で
あ
る
〕
を
変
え
る
不
可
調
の
人
搬
と
も
っ
て
い
る
。
」
そ
し
て
、
こ
の
契
約
の
向
山
を
巡
勁
原
理

と
す
る
社
会
が
市
民
社
会
で
あ
り
、
自
然
法
の
社
会
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ま
で
人
々
は
、
二
つ
の
社
会
概
念
を
混
同
し
て
き

た
・
ひ
と
つ
は
、
人
川
が
脚
巾
の
法
則
’
何
人
の
ｌ
と
い
え
：
彼
が
鍬
の
卿
山
瞳
妨
げ
な
い
か
ぎ
り
、
妨
げ
て
は
な
ら
な
い

’
に
従
い
、
向
山
の
妨
害
者
に
実
力
で
抵
抗
で
き
る
強
制
の
法
則
あ
る
い
ば
自
己
防
衛
権
に
従
う
社
会
、
「
多
数
者
棚
互
の
自
然
の

へ
皿
）

関
係
」
で
あ
り
、
他
は
、
市
民
契
約
に
雄
く
権
利
ｌ
溌
務
関
係
、
「
道
徳
的
関
係
」
、
つ
ま
り
国
家
と
い
一
ソ
社
会
（
こ
れ
が
伝
統
的
な
ソ
キ

エ
ク
ー
ス
・
キ
ー
ウ
ィ
ー
リ
ー
ス
、
す
な
わ
ち
政
治
的
な
市
比
社
会
で
あ
る
）
で
あ
る
。
国
家
が
飛
水
的
に
自
己
防
衛
惟
の
移
調
（
こ
れ

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
二

四
三

を
所
有
樅
化
す
る
た
め
に
は
、
日
独
間
有
の
諸
力
の
行
使
が
条
件
と
な
る
。
（
、
我
は
、
他
人
の
自
我
に
は
な
り
え
な
い
！
）
「
人
間
は
彼

の
労
働
を
媒
介
と
し
て
伽
打
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
何
も
の
か
と
彼
の
所
有
に
す
る
の
だ
か
ら
、
よ
り
多
く
労
働
す
る
者
が
よ
り
多
く
古

（
３
）
 

有
し
て
も
よ
い
こ
し
｜
、
労
働
し
な
い
者
が
法
的
に
何
も
占
有
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
」
「
自
ら
の
力
に
よ
る
物
の
形
成
（
形
式
化
）
が

（
９
）
 

所
有
の
真
の
権
利
根
拠
、
し
か
も
唯
一
の
約
川
然
法
的
椛
利
根
拠
な
の
だ
。
」
こ
の
よ
う
な
私
的
所
有
権
の
減
繩
が
封
建
的
土
地
所
打
制
度

に
対
し
て
い
か
な
る
批
判
の
武
器
と
な
る
か
は
、
後
に
み
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
市
民
社
会
把
握
そ
の
も
の
を
さ
ら
に
追
究
し
て
み

よ
う
。



フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
為
市
民
社
会
と
国
家
（
一
）

四
四

（
脳
）

Ｄ
も
絶
対
的
な
土
〉
の
で
は
な
い
。
）
に
基
く
、
き
わ
め
て
特
殊
な
関
係
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
市
民
社
会
は
〔
政
治
的
〕
市
民
契
約
に

先
行
す
る
自
由
法
則
す
な
わ
ち
自
然
（
Ⅱ
水
性
）
法
則
に
従
っ
た
本
源
的
社
会
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
市
民
社
会
に
お
い
て
実
践
さ
れ
る

諦
人
樅
は
、
国
家
に
お
い
て
も
庭
乗
さ
れ
え
な
い
。
「
人
間
は
、
国
家
つ
ま
り
市
民
契
約
の
な
か
で
生
活
せ
ず
と
も
、
社
会
す
な
わ
ち
契

約
一
般
の
な
か
で
も
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
契
約
一
般
に
お
い
て
合
法
的
な
も
の
は
、
契
約
の
特
殊
な
種
類
つ
ま
り
市
民
契
約
に
よ
っ
て

（
川
）

は
じ
め
て
規
定
さ
れ
る
、
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
」

市
民
社
会
が
ひ
と
た
び
こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
と
、
市
民
契
約
に
基
く
国
家
は
基
本
的
に
、
市
民
社
会
の
諸
人
権
を
保
障
す
る
特
殊

な
機
関
、
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
国
家
は
、
市
民
社
会
成
貝
の
倒
川
意
志
に
韮
づ
い
て
変
災
し
新
設
し

（
脈
）

う
る
心
も
の
と
な
る
。
．
と
く
に
現
実
の
君
主
制
国
家
が
思
想
の
自
由
の
抑
圧
の
う
え
に
成
立
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
こ
の
こ
と
は
無
条
件
に
妥

当
す
る
。
「
市
民
〔
国
家
で
あ
っ
て
も
同
様
〕
が
社
会
で
不
可
譲
の
人
権
（
た
ん
な
る
契
約
権
で
は
な
い
）
を
侵
害
す
れ
ば
、
彼
は
も
は

（
肺
）

や
市
民
で
は
な
く
て
敵
で
あ
り
、
社
会
は
彼
冬
と
伯
わ
ず
彼
に
復
識
す
る
の
だ
。
」
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る
不
可
縦
の
人
椛
と
市
民
社
会
の
絶
対

（
庇
）

化
は
、
一
人
の
市
民
に
．
よ
る
国
家
脱
出
、
抵
抗
の
権
利
に
ま
で
突
き
進
む
。
こ
の
こ
と
は
、
自
我
か
ら
私
的
所
有
へ
の
演
鐸
に
よ
っ
て
論

拠
づ
け
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
同
時
に
、
人
川
の
終
局
側
的
と
し
て
の
胸
冷
形
成
（
こ
れ
が
近
徳
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
め
ざ
す
こ
と
は
、
以

（
肥
）

前
と
同
様
で
あ
る
）
⑰
も
．
ま
た
、
市
民
社
会
に
お
い
て
こ
そ
よ
り
よ
く
尖
現
さ
れ
る
、
と
い
う
把
握
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
フ
ィ

ヒ
テ
が
国
家
を
陶
冶
形
成
の
た
ん
な
る
一
手
段
し
字
と
ら
え
、
ま
た
国
家
の
廃
絶
を
展
望
す
る
こ
と
に
は
、
な
ん
の
不
思
議
も
な
い
の
で
あ

る
。
「
終
局
目
的
が
完
全
に
達
成
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
で
き
る
だ
け
、
い
か
な
る
国
家
体
制
も
も
は
や
必
要
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

…
…
理
性
の
普
遍
妥
当
的
な
法
則
が
全
員
を
志
操
の
鮫
高
の
協
同
へ
と
結
合
し
、
他
の
い
か
な
る
法
則
も
彼
ら
の
行
為
を
監
視
す
る
必
要

（
川
）

は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
」



レ
ー
ン
制
度
下
の
農
民
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
土
地
財
派
の
一
部
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
夫
役
や
強
制
僕
碑
制
の
帆
の
下
に
あ

る
。
し
か
し
、
「
農
民
自
身
が
グ
ー
ッ
ヘ
ル
の
所
有
物
だ
と
い
う
の
は
、
人
類
の
権
利
そ
の
も
の
と
の
ひ
ど
い
矛
盾
で
あ
り
、
文
字
ど
お
り

（
、
）

の
奴
隷
制
で
あ
る
。
」
な
ぜ
な
ら
、
す
ぺ
て
の
人
間
が
土
地
に
対
す
る
領
有
権
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
誰
も
人
格
を
他
人
に
譲
り
渡
す
こ

と
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
封
建
的
賦
課
は
、
本
人
が
同
意
し
な
い
か
ぎ
り
、
農
民
を
拘
束
し
う
る
も
の
で
は

（
別
）

な
い
。
「
す
ぺ
て
の
人
間
は
本
性
か
ら
し
て
日
山
で
あ
っ
て
、
誰
も
彼
胤
身
以
外
に
は
彼
に
徒
を
押
し
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
〈
労
働
契
約
〉
は
一
力
的
に
破
梨
し
て
も
か
ま
わ
な
い
し
、
そ
う
す
ぺ
き
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
封

建
的
土
地
所
有
の
起
源
は
、
侵
略
戦
争
に
よ
る
略
癖
、
土
地
独
占
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
蕊
礎
と
し
て
人
絡
的
諸
特
権
が
生
ま
れ
た
の
で

（
配
）

あ
る
。
こ
の
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
権
は
、
一
兀
来
は
労
働
の
成
果
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
、
あ
の
〈
労
働
契
約
〉
に
よ
っ
て
現
在
の
私

的
所
有
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
私
的
所
有
と
は
－
１
我
為
〔
磯
民
〕
の
諸
力
に
よ
っ
て
増
加
し
て
き
た
は
ず
で
あ
り
、
し
か
も
我
々
の

（
”
）
 

（
別
）

餓
力
は
決
し
て
彼
〔
土
地
所
有
者
〕
の
世
襲
財
産
で
は
な
い
の
だ
。
」
「
訓
ら
は
い
わ
ば
牧
々
の
地
所
の
共
同
所
有
者
な
の
だ
。
」
フ
ィ
ヒ

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
氏
社
会
と
同
家
二
）

Ⅶ
五

係
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
市
民
社
会
把
握
が
そ
の
雑
木
構
造
に
お
い
て
近
代
自
然
法
思
想
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
る
こ
と
は
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
カ
ン
ト
以
来
の
理
性
的
日
我
と
道
徳
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
市
民
社
会
を
支
え
て
は
い
る
。
が
そ
の
こ
と
は
、
旧

然
法
の
世
界
と
し
て
の
市
民
社
会
を
決
し
て
価
値
低
下
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
近
代
自
然
法
の
市
民
社
会
が
即
政
桁
的
社
会
で
あ

る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
不
可
誠
の
人
権
と
私
的
所
打
椛
と
の
絶
対
性
を
根
拠
と
す
る
自
律
的
な
市
民
社
会
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な

ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
論
』
は
そ
の
市
民
社
会
把
握
に
お
い
て
、
遮
大
な
転
換
の
要
素
を
孕
ん
で
い
た
。
す
で
に

示
唆
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
私
的
所
打
概
念
に
係
っ
て
お
り
、
共
作
的
に
は
封
建
的
士
地
所
打
制
度
に
対
す
る
批
判
の
あ
り
力
に



フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
比
社
会
と
国
家
二
）

四
六

テ
に
よ
る
労
働
に
基
く
私
的
所
有
の
権
利
づ
け
は
、
土
地
に
対
す
る
旧
体
制
の
私
的
所
有
権
を
侵
害
す
る
。
そ
し
て
そ
の
原
理
を
貫
徹
す

る
と
き
、
実
は
私
的
所
有
の
権
利
と
思
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
そ
の
権
利
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
た
ん
な
る
労

働
が
直
接
に
私
的
所
有
を
権
利
づ
け
る
の
で
は
な
く
て
、
自
由
の
平
等
と
い
う
原
理
に
従
っ
た
契
約
に
よ
っ
て
私
的
所
有
権
は
基
礎
づ
け

ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
い
っ
さ
い
の
権
利
を
契
約
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
後
の
言
莱
で
い
え
ば
、
相
互
承
認
行
為
に
よ
っ
て

発
生
さ
せ
る
思
想
が
笠
場
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
机
互
承
認
行
為
が
共
同
意
志
と
し
て
構
成
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
行
為
は
た
ん
な

る
経
済
的
、
法
的
関
係
を
超
え
て
、
政
治
的
関
係
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
「
所
有
の
権
利
に
干
渉
し
な
い
で
、
財
政

（
鰯
）

の
比
較
的
平
等
な
配
分
を
実
現
す
る
と
い
う
難
問
の
解
決
左
一
見
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
で
あ
り
、
〈
川
律
的
な
市
民
社
会
の
存
在
根

拠
は
、
実
は
政
泊
社
会
で
あ
る
国
家
に
あ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
の
体
系
的
展
柵
は
こ
こ
で
は
未
だ
萌
芽
的

で
あ
り
、
そ
れ
に
は
『
自
然
法
の
栽
礎
』
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

グー、グー、グー、グー、〆戸、グー、グー、グー、〆戸、

(）1３７６５４３２１ 
、=－ﾍーン、－ジ、－〆、－"、＝〆、－〆、￣受=〆

:竃溺開開
８８”鮒鳥鮴
■や ￣■や￣

の
・
拝
⑪
９

の
吋
巨
ｐ
Ｓ
Ｐ
ｍ
の
。
①
吋

言
。
ｍ
・
粋
⑪
Ｐ

言
。
⑭
。
」

の
。
牌
⑱
ザ

⑪
。
揖
牌
、
。

言
や
い

の
。
』
Ｐ

の
。
⑭
し
げ

の
。
房
訊

四
℃
。

、
の
⑪
餌
ロ
】
ロ
芹
⑦
ロ
ョ
「
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ロ
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閉
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⑪
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『
⑪
心
。
》
。
》
己
「
の
而
弄
の
司
惇
０
の
０
℃
②
、
。



（
１
）
 

一
七
九
一
二
年
九
月
、
カ
ン
ト
に
あ
て
て
フ
イ
ヒ
テ
は
「
自
然
法
、
国
家
法
、
国
家
の
英
知
学
」
に
つ
い
て
の
著
述
プ
ラ
ン
を
語
っ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
『
自
然
法
の
基
礎
』
と
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
論
』
と
は
異
る
体
系
が
そ

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
一
）

四
七
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・
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ロ
ロ
Ｐ
⑪
・
粋
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Ｐ

ぐ
巳
・
の
ず
の
ゴ
ロ
伊
⑪
・

両
ワ
の
口
。
ｐ
の
・
吟
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三
「
ぬ
】
。
の
び
の
ロ
ロ
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の
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。
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Ｐ
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Ｐ
い
牌
。
、
・

何
ヶ
の
ロ
ロ
紗
の
。
』
四
四
・

何
ヶ
の
。
□
い
い
⑭
Ｓ
・

ぐ
巴
・
の
ワ
の
ロ
ロ
“
・
の
・

同
。
①
ロ
ロ
県
の
。
。
⑫
風
・

同
ワ
の
ロ
○
口
・
の
。
⑪
い
い

同
ケ
の
ロ
ロ
Ｐ
の
。
』
⑭
Ｆ

一一一

岸
し
司
吊
げ
い
○
℃
冷
夙

①
Ｃ
Ｇ
 

樗
公
『
や
牌
司
②
。

■
②
口
、

こ
れ
は
明
ら
か
に
、
ホ
ッ
プ
ズ
批
判
を
含
意
し
て
い
る
。

Ｈ
『
四
・

桴
『
①
。



フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
巾
氏
社
会
と
国
家
（
二

四
八

こ
で
は
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
の
契
機
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
プ
ー
ル
の
解
釈
が
雌
も
的
を
射
て
い
る
よ
う
に

（
２
）
 

思
わ
れ
る
。
す
で
に
フ
ィ
ヒ
ー
プ
は
『
フ
ー
フ
ン
ス
革
命
論
』
に
お
い
て
、
平
等
な
私
的
所
有
権
の
支
配
を
展
望
し
て
い
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ

は
ジ
ャ
コ
パ
ン
独
裁
の
思
想
と
必
ず
し
も
同
じ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
土
地
所
有
の
平
難
化
に
関
連
し
て
、
「
大
地
は
い
つ

（
３
）
 

で
Ｊ
ｂ
、
不
正
義
の
暴
力
的
土
地
配
分
法
が
な
く
と
“
も
、
自
ず
と
多
数
者
の
下
に
分
配
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
」
、
と
述
べ
て
、
革
命
権
力
に
よ
る

解
決
に
否
定
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
既
に
述
べ
た
と
う
り
、
政
治
権
力
に
よ
る
市
民
社
会
へ
の
干
渉
は
原
則
的
に
排
除
さ
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
フ
イ
ヒ
テ
は
『
自
然
法
の
基
礎
』
に
お
い
て
、
か
っ
て
は
否
定
し
た
市
民
社
会
の
図
家
化
（
こ
れ
は
、
国
家
機
力
に
よ

る
私
的
所
有
権
の
支
配
を
も
意
味
す
る
）
へ
と
転
回
し
、
そ
の
か
ぎ
り
で
ジ
ャ
コ
パ
ン
独
裁
の
思
想
へ
と
転
回
す
る
。
だ
が
、
転
回
の
本

衡
的
契
機
は
あ
く
ま
で
も
、
『
フ
ラ
ン
ス
球
命
論
』
に
お
け
る
私
的
所
打
椛
と
市
民
社
会
把
握
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
個
別
的
労
働
に
よ

る
私
的
所
有
権
が
自
然
法
の
名
に
お
い
て
正
当
化
さ
れ
、
か
つ
市
民
社
会
の
自
律
性
が
承
認
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
帰
結
は
「
窟
の
不

平
等
」
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
が
す
で
に
フ
ィ
ヒ
テ
に
は
成
立
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
不
平
等
は
、
「
す
べ
て
の
要
求
を
み
た
す
第
一

（
１
）
 

身
分
…
…
と
生
活
必
論
い
叩
な
き
階
級
」
と
い
う
所
に
ま
で
進
ん
で
い
る
。
と
す
れ
ば
、
論
叫
的
に
一
一
高
え
ば
、
承
認
さ
れ
た
前
提
そ
の
も
の

の
批
判
的
検
討
が
遡
上
に
の
ぼ
る
の
は
必
然
的
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
推
論
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
著
作
や
書
簡
に
即
し
て
は
論
証
さ

れ
え
な
い
。
し
か
し
『
自
然
法
の
基
礎
』
の
埜
本
構
造
を
分
析
す
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
推
論
が
成
立
し
う
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
フ
ィ
ヒ
テ
社
会
哲
学
の
根
本
的
原
理
は
、
基
本
的
に
カ
ン
ト
の
実
践
理
性
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
道
徳

的
本
性
を
基
礎
と
し
て
、
道
徳
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
へ
と
至
る
人
倫
法
則
の
貫
徹
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
自
然
法
は
、
事
実
上
道

徳
法
則
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
今
、
自
然
法
の
仙
界
は
、
自
ら
の
識
前
提
に
対
す
る
批
判
の
意
識
を
Ⅱ
程
に
凝
ら
せ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
法
の
世
界
つ
ま
り
市
民
社
会
と
国
家
は
、
道
徳
法
則
が
前
提
す
る
徹
頭
徹
尾
自
律
的
主
体
で
あ
る
理
性
的



存
在
新
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
行
為
を
通
じ
て
対
象
的
世
界
を
産
出
し
な
が
ら
自
己
確
証
し
て
い
く
、
い
わ
ば
尖
在
的
主
体
を
前
提
と

（
５
）
 

し
て
柵
え
る
こ
と
に
な
る
。
Ｊ
じ
ち
ろ
ん
、
自
我
の
実
践
的
性
格
、
す
な
わ
ち
行
為
と
行
為
の
結
果
と
の
同
一
性
に
は
、
い
さ
さ
か
の
変
化

も
な
い
。
「
自
我
自
身
は
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
客
体
を
つ
く
る
。
そ
の
行
為
の
形
式
が
そ
れ
自
身
客
体
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
客
体
を
考

え
る
こ
と
は
不
可
能
だ
。
そ
の
行
為
の
仕
力
が
必
然
的
に
溶
体
と
な
る
も
の
、
そ
れ
が
自
我
で
あ
る
。
…
・
・
・
純
粋
自
我
と
は
行
為
と
〔
行

（
６
）
 

為
の
対
象
と
し
て
〕
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
と
の
同
一
性
坐
と
つ
か
む
こ
と
な
の
だ
。
」
こ
の
よ
う
な
自
我
は
こ
れ
ま
で
は
そ
の
絶
対
的
な
性

格
を
直
披
対
象
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
た
と
え
ば
、
個
人
が
布
す
る
国
家
体
制
の
革
命
脈
と
い
う
形
式
で
）
。
し
か
し
、
理
性
を
も
ち

な
が
ら
も
、
有
限
な
肉
体
的
存
在
で
も
あ
る
と
い
う
災
在
的
主
体
は
、
い
か
に
し
て
共
同
体
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

こ
の
問
題
が
な
ぜ
成
立
す
る
か
と
言
え
ば
、
な
る
ほ
ど
「
諸
人
格
は
人
格
た
る
か
ぎ
り
、
絶
対
的
に
自
山
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
た
だ
目

（
弓
０
）

ら
の
意
志
に
の
み
依
存
す
ぺ
き
で
あ
る
。
し
か
し
》
”
人
格
が
意
志
た
る
か
ぎ
り
、
彼
ら
は
相
互
作
用
の
下
に
立
つ
は
ず
で
あ
る
。
」
つ
ま

り
、
他
の
人
格
が
人
格
と
し
て
認
識
さ
れ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
平
等
者
の
共
存
が
成
立
す
る
（
は
ず
で
あ
る
）
が
、
肉
体
を
も
つ
感
性
的
存

在
は
逆
に
、
他
人
を
た
ん
な
る
質
料
と
し
て
、
物
理
的
力
に
よ
っ
て
変
容
さ
れ
る
も
の
Ⅱ
形
式
化
さ
れ
る
も
の
と
し
て
認
識
し
、
し
た
が

っ
て
そ
こ
で
は
支
配
Ⅱ
隷
屈
関
係
、
因
果
法
則
が
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
の
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
推
論
な
の
で
あ
る
。
こ
の
推
論
に

（
＄
）
 

し
た
が
閏
え
ば
、
諸
人
格
の
あ
い
だ
の
「
戦
争
」
は
回
避
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
各
々
が
す
べ
て
の
磁
料
（
仙
人
を
も
含
む
！
）
を
自
ら

の
目
的
の
下
に
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
、
机
互
に
扣
手
は
手
段
と
し
て
の
み
現
れ
、
か
つ
「
人
絡
の
意
志
は
、
こ
れ
が
肉
体
と
い
う

規
定
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
感
性
外
の
領
域
に
登
場
し
、
…
…
人
格
と
し
て
考
察
さ
れ
た
肉
体
が
、
〔
そ
の
〕
作
用
に
対

（
９
）
 

す
る
人
格
の
絶
対
的
か
つ
究
極
的
な
原
因
で
あ
」
る
か
ぎ
り
、
諾
人
格
の
緒
神
的
・
肉
体
的
諾
力
か
｝
総
動
員
し
た
、
生
死
を
附
け
た
闘
争

（
、
）

に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
〈
》
商
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
本
礎
的
に
、
双
方
が
同
一
の
質
料
を
対
象
と
す
る
場
〈
口
の
推
論
で
あ

う
イ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
二

四
九



（
Ⅱ
）
 

権
利
で
あ
る
。
」

なへ物がのるまつの７ｋだ人でる
わこが我独・っこいＩ１１認か格実゜
ちれ牧々｜:Ｉ物たのて１i：のらが訂Ｅ他
、は々ののにくよは的；'１１，人すの

iilijM鰹:雛#雛＄可

;蝋纈灘雛

緑；識１
織雛雛蝋
雛鱗蝋鋼１１１称人。形は所絡れのへ、

;セlik噌１Mm;'“Ｍｉ￥“ｉ

騨羅ｉ権強イノそなにのみＩ〈ん在る道自

繍蝋織ii1§す

対･制拠何さは化るどＩＩｌｔこあめＩＬ１
的す権はかいい（）ご｜こののるて分

だ
が
翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
各
人
格
の
Ｈ
的
に
服
属
す
る
こ
と
が
所
有
権
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
に
な
り
う
る
の
は
、
他
の
諸
人
橘
に



よ
っ
て
当
の
目
的
が
当
の
物
に
対
す
る
唯
一
の
目
的
と
し
て
承
認
さ
れ
た
場
合
の
み
、
換
言
す
れ
ば
、
他
人
が
当
の
物
へ
の
目
的
措
定
を

放
棄
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
か
ら
排
除
さ
れ
る
場
合
の
み
、
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
放
棄
な
い
し
排
除
が
立
言
さ
れ
る
ま
で
、
当
の
側
的

措
定
は
た
か
だ
か
占
右
と
い
う
意
味
し
か
も
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
「
所
有
権
す
な
わ
ち
排
他
的
占
有
の
権
利
は
相
互
承
認
に
よ
っ
て

完
成
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、
ま
た
こ
の
制
約
が
な
け
れ
ば
生
じ
な
い
。
…
…
人
間
が
他
人
と
結
合
し
て
措
定
さ
れ
る
や
、
彼

が
仙
人
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
み
、
彼
の
占
有
は
法
的
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
彼
の
占
有
は
外
的

（
応
）

で
共
同
の
、
彼
と
そ
の
承
認
者
に
共
通
の
妥
当
性
を
得
る
の
だ
。
」
そ
の
結
果
原
権
は
、
文
字
ど
お
り
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
し
か
存

在
し
え
な
い
。
す
べ
て
の
権
利
は
、
諸
人
格
の
相
互
承
認
関
係
を
媒
介
と
し
な
け
れ
ば
、
存
在
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
な
る
と
、
ァ
・
プ
リ
オ
リ
な
人
格
の
自
由
と
私
的
所
有
権
に
韮
く
市
民
社
会
と
い
う
概
念
は
成
立
し
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す

べ
て
の
権
利
が
共
同
意
志
に
媒
介
さ
れ
て
（
つ
ま
り
契
約
に
よ
っ
て
）
存
在
す
る
と
は
、
次
の
三
段
階
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
私
的
所
有
権
に
即
し
て
言
え
ば
、
第
一
に
占
有
を
所
有
権
に
転
化
す
る
た
め
に
は
、
自
分
の
占
有
を
他
人

（
肥
）

が
私
に
縦
波
す
る
と
と
も
に
、
私
が
仙
人
の
占
右
を
他
人
に
譲
渡
す
る
と
い
陰
ソ
契
約
が
必
要
で
あ
っ
た
。
（
所
有
契
約
）
。
し
か
し
第
二

に
、
こ
の
契
約
は
当
事
者
を
拘
束
す
る
の
み
で
、
第
三
者
の
干
渉
を
排
除
し
な
い
。
そ
れ
故
第
三
者
に
対
し
て
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
は
、

（
町
）

相
互
に
相
手
方
の
所
有
権
を
防
衛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
る
（
保
護
契
約
）
。
（
こ
れ
は
先
に
、
原
権
の
侵
塗
、
と
排
除
し

原
状
回
復
す
る
強
制
権
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
「
椛
利
の
均
衡
が
侵
害
さ
れ
た
所
で
強
制
権
は
壁
場
す
る
。
こ
の
弦
制

椎
は
原
権
の
侵
害
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
自
由
な
存
在
者
が
そ
の
自
由
な
行
為
の
範
囲
を
、
他
の
自
由
な
存
在
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
程

（
肥
）

度
に
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
も
ち
ろ
ん
、
強
制
権
の
概
念
自
体
も
契
約
に
依
っ
て
い
る
。
）
と
こ
ろ

が
困
難
は
、
こ
の
保
護
契
約
が
実
際
に
遂
行
さ
れ
る
か
、
強
制
椎
が
発
動
し
う
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
不
確
定
た
ら
ざ
る
こ
え
な

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
二

五
一



し
か
し
、
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
三
契
約
が
文
字
ど
お
り
の
三
段
階
を
な
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
す
で
に
所
有
契
約
が
国

（
割
）

家
契
約
を
論
理
的
に
内
包
し
て
お
り
、
獅
尖
と
し
て
は
段
階
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
訟
飼
理
的
に
は
同
時
的
な
の
で
あ
る
。
私
的
所
権
の
根

拠
づ
け
が
政
論
的
社
会
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
、
も
は
や
自
作
的
な
巾
比
社
会
は
成
立
で
き
な
い
。
か
っ
て
は
、
市
民
社
会
が
間
然

（
郷
）

有
者
で
あ
る
。
」 フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
画
家
（
二

五
二

い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
の
実
在
的
主
体
の
志
意
に
基
く
契
約
が
人
倫
法
則
を
担
保
に
で
き
な
い
以
上
、
当
時
者
の
良
心
に
は
期
待
で
き
な
い

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
事
者
以
外
の
観
念
的
な
共
同
意
志
つ
ま
り
観
念
的
な
第
一
一
一
者
で
あ
る
他
は
な
い
。
「
両
人
格
は
第
三
者
に
日

（
川
）

ら
の
判
定
の
権
利
を
移
譲
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」
こ
れ
は
、
フ
ィ
ヒ
ー
ア
も
認
め
る
と
お
り
、
一
方
で
は
人
格
が
自
由
意
志
の
主
体
た
る

ぺ
き
で
あ
り
、
他
力
で
は
自
己
の
力
と
法
判
断
と
を
譲
渡
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
矛
盾
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
譲

渡
行
為
が
な
い
か
ぎ
り
、
あ
の
所
有
契
約
も
将
通
的
に
は
担
保
さ
れ
ず
、
そ
も
そ
も
椛
利
が
妥
当
し
え
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
私
は
向
山

意
志
に
雄
い
て
、
次
の
よ
う
な
条
件
の
下
に
こ
の
契
約
を
結
ば
ざ
る
を
え
な
い
。
「
〔
共
同
意
志
へ
の
〕
こ
の
服
従
に
よ
っ
て
私
は
諾
椛
利

を
失
う
ど
こ
る
で
は
な
く
て
、
私
が
、
杵
人
が
権
利
を
も
つ
条
件
を
満
た
す
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
よ
う
な
服
従
を
通
じ
て
表
明
す
る
こ

（
刈
）

と
に
よ
っ
て
、
私
は
権
利
を
得
る
の
だ
。
」
こ
れ
が
緒
ム
ロ
契
約
な
い
し
国
家
契
約
で
あ
る
。
こ
の
契
約
の
基
本
性
格
は
、
物
理
的
力
に
よ

（
Ⅲ
）
 

る
、
可
能
的
諸
権
利
の
扣
互
保
障
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
実
体
は
契
約
主
体
の
共
同
意
士
心
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
契
約
は
、
所
有
保
護
契
約
の
当
時
券
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
な
る
ほ
ど
成
立
過
程
か
ら
み
れ
ば
個
人
と
佃
人
の
契
約
に
依
る
も
の
で
あ

る
が
、
成
立
し
た
共
同
意
志
と
の
関
係
に
お
い
て
み
れ
ば
、
共
同
意
志
と
個
々
人
が
契
約
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
共
同
意
志

（
鑓
）

が
爾
後
主
椛
濁
と
し
て
識
権
利
の
保
障
者
と
な
れ
ば
、
各
人
格
は
私
的
所
有
権
な
ど
総
じ
て
椛
利
が
問
題
と
な
る
か
ぎ
り
、
「
胞
氏
」
と

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
結
局
の
所
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
、
「
総
体
〔
国
家
〕
が
す
べ
て
の
個
人
の
、
す
べ
て
の
占
有
と
椛
利
と
の
一
所



法
の
仙
外
で
あ
り
、
図
家
法
は
そ
の
な
か
の
特
殊
な
価
域
と
支
配
す
る
従
鵬
的
な
枇
界
に
す
ぎ
か
か
っ
た
。
今
や
「
Ｎ
家
、
身
が
人
川
の

（
餌
）

向
然
状
態
と
な
り
、
そ
し
て
国
家
の
法
律
は
実
在
化
さ
れ
た
胤
然
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

こ
う
な
る
と
、
同
家
に
よ
る
市
民
社
会
の
全
面
的
な
支
配
・
統
治
が
貫
徹
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
祓
接
、
ヴ
ィ
ル
ム
ス

の
言
う
全
体
的
民
主
主
義
を
帰
結
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
第
一
に
、
政
治
的
社
会
の
実
体
と
は
民
衆
に
他
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
契
約
の
内
存
と
形
式
は
、
可
能
的
市
民
に
よ
る
共
同
意
志
の
成
立
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
「
こ
こ
で
政

婆
な
の
は
要
諦
さ
れ
る
一
致
が
自
ず
と
発
見
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
こ
の
一
致
が
全
只
の
、
感
性
界
で
明
白
に
あ
る
時
点
で
知
覚

（
、
）

さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
日
山
な
脚
己
規
定
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
行
為
に
蛾
礎
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
だ
。
」
な
る
ほ
ど
風
家
契
約

（
出
）

（
こ
の
契
約
は
側
家
形
成
契
約
と
国
家
権
力
移
譲
契
約
と
の
二
行
為
を
含
む
）
が
成
立
す
れ
ば
、
も
は
や
民
衆
は
存
在
せ
ず
、
た
だ
胞
尺

が
存
在
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
自
分
の
諸
権
利
の
範
囲
に
つ
い
て
、
少
く
と
も
民
衆
個
々
人
は
自
ら
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

こ
こ
に
例
の
エ
フ
ォ
ラ
ー
ト
が
登
場
し
、
統
治
権
に
対
す
る
監
督
、
そ
の
停
止
、
民
衆
集
会
の
召
集
と
い
っ
た
機
能
を
営
み
、
さ
ら
に
フ

ィ
ヒ
テ
を
し
て
、
殺
主
制
で
あ
ろ
う
と
共
和
制
で
あ
ろ
う
と
「
エ
フ
ォ
ラ
ー
ト
を
も
ち
さ
え
す
れ
ば
、
す
べ
て
こ
れ
ら
は
法
に
適
っ
て

（
郷
）

い
る
」
、
と
ま
で
断
一
言
さ
せ
る
。
だ
が
そ
の
エ
フ
ォ
ラ
ー
ト
が
果
し
て
絶
対
的
権
力
を
つ
ね
に
も
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
？
こ

う
問
い
を
た
て
る
や
、
否
と
鱒
え
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
比
衆
こ
そ
が
実
際
に
、
ま
た
法
か
ら
し
て
妓
商
の
権
力
で
あ
っ
て
、

（
幻
）

こ
れ
を
超
え
る
椛
力
は
な
く
、
爾
余
の
あ
ら
ゆ
る
権
力
の
源
泉
で
あ
り
・
・
・
…
た
だ
神
の
み
が
民
衆
を
超
え
て
い
る
の
だ
」
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
統
治
権
に
よ
る
不
法
行
為
に
対
し
て
は
、
民
衆
の
集
合
体
は
畝
命
椛
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
（
た
だ
し
、
個
々
人
や
多
数
者
に

は
な
い
。
加
村
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
こ
と
を
汚
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
国
家
の
全

機
能
を
剛
論
的
に
は
趾
衆
に
還
元
し
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
民
衆
自
身
の
化
体
で
あ
る
統
治
権
の
正
邪
に
つ
い
て
の
民
衆
の
判
断
が
一
致

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
脚
家
（
二

五
三



フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
同
家
二
）

五
四

（
鋤
）

し
厚
ソ
る
可
能
性
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
一
致
し
な
い
場
合
に
は
国
家
脱
川
権
の
行
使
を
考
え
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
も
そ
も

民
衆
の
椛
力
に
対
し
て
民
衆
の
反
乱
は
あ
り
え
な
い
は
ず
だ
、
と
考
え
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
）

全
体
的
民
主
主
義
を
意
味
し
な
い
第
二
の
、
そ
し
て
本
質
的
な
班
山
は
、
『
自
然
法
の
基
礎
』
の
実
践
的
モ
テ
ィ
ー
フ
が
、
同
家
市
民

全
員
に
対
す
る
、
労
働
に
基
く
私
的
所
有
の
保
障
に
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
し
て
実
は
、
こ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
故
に
市
民
社
会
は
政
沿
社

会
と
し
て
櫛
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
所
打
概
念
の
蛎
換
が
必
然
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
生
滅
で
き
る
と
い
う
の
は
、

す
べ
て
の
人
川
の
絶
対
的
な
不
可
瀬
の
所
打
で
あ
る
。
各
仙
人
に
対
し
て
一
定
の
仙
川
の
た
め
に
対
象
の
一
定
傾
城
が
許
奔
さ
れ
る
。
だ

が
、
こ
の
他
川
の
究
極
目
的
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
Ⅱ
的
の
達
成
は
保
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
所
有

契
約
の
精
神
で
あ
り
、
あ
ゅ
ら
る
理
性
的
国
家
制
度
の
根
本
原
則
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
人
は
自
ら
の
労
働
に
よ
っ
て
生
き
る
こ
と
が

（加．）

で
き
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
人
格
の
州
Ⅱ
’
川
が
最
高
原
則
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
道
徳
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
終
局
目
標
で
あ

る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
政
締
的
市
民
社
会
は
あ
く
ま
で
過
渡
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
れ
は
必
然
的
な
過
渡
期
で
あ

（
蛇
）

り
、
し
か
‘
も
政
桁
的
市
民
社
会
を
拙
磁
と
し
て
は
じ
め
て
、
道
徳
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
可
能
と
な
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
人
桁
の
上
川
’
川
の
災

存
諦
条
件
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
理
論
の
礎
羽
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
純
粋
自
我
の
絶
対
的
自
由
そ
の
も
の
は
依
然
と
し
て
抽
象
的
で
あ

ろ
う
と
も
、
そ
の
実
存
諸
条
件
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
抽
象
的
自
由
は
自
己
実
現
の
媒
介
項
を
見
い
出
し
、
具
体
的
形
態
を
穫
得
す
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
「
規
定
さ
れ
た
意
欲
の
実
現
、
す
な
わ
ち
我
々
の
現
在
の
肉
体
の
維
持
１
－
－
脚
然
法
の
恢
域
で
は
自
己
保
存
と
称
さ
れ
る

（
鋼
）

ｌ
は
血
の
い
っ
さ
い
の
行
為
お
よ
び
阿
山
の
傘
表
川
と
の
条
件
で
あ
る
．
」
こ
れ
は
．
決
し
て
生
存
“
艫
と
い
う
縦
利
を
鐙
づ
け
る

も
の
で
は
な
い
。
権
利
は
す
べ
て
契
約
に
よ
る
相
互
承
認
行
為
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
生
存
と
か
私
的
所
有
と
か
は

く
Ｈ
’
Ⅲ
尖
存
の
絶
対
的
条
件
な
の
で
あ
る
＠
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
私
的
所
右
は
絶
対
的
で
は
あ
る
が
、
私
的
所
有
権
は
机
対
的
で
あ
る
、
と



い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
も
し
あ
る
者
が
労
働
に
よ
る
私
的
所
有
を
失
う
と
き
、
所
有
契
約
の
前
提
が
否
定
さ
れ
、
し
た
が
っ

て
他
人
の
私
的
所
有
を
承
認
す
る
（
つ
ま
り
、
：
私
的
所
有
権
と
す
る
）
こ
と
は
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
積
極
的
に
、

他
人
の
私
的
所
有
に
干
渉
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
由
の
絶
対
的
尖
存
条
件
が
労
働
に
基
く
私
的
所
有
と
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
こ

の
干
渉
は
絶
対
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
「
誰
か
が
窮
乏
に
苦
し
む
瞬
間
か
ら
、
そ
の
一
人
を
窮
乏
か
ら
救
い
出
す
た
め

に
分
担
分
と
し
て
要
求
さ
れ
る
彼
の
所
有
の
当
の
部
分
は
も
は
や
誰
の
も
の
で
も
な
く
、
そ
の
部
分
は
法
的
に
窮
乏
者
の
も
の
で
あ
る
。

…
…
各
人
は
彼
の
市
民
的
所
有
を
、
す
べ
て
の
国
家
市
民
が
脚
ら
の
も
の
に
よ
っ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
か
ぎ
り
で
、
ま
た
そ
の
条
件

で
の
み
、
も
っ
て
い
る
の
だ
。
…
…
共
に
市
民
契
約
〔
Ⅱ
国
家
契
約
〕
を
結
ん
だ
人
々
た
る
貧
民
は
、
保
護
に
対
す
る
絶
対
的
強
制
権
を

も
し
こ
の
干
渉
の
主
体
を
直
接
統
治
権
と
結
び
つ
け
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
た
し
か
に
そ
の
よ
う
な
表
現
を
繰
り
返
す
の
で

（
鍋
）

あ
る
が
、
統
治
権
が
民
衆
そ
の
も
の
と
は
別
の
実
存
坐
と
も
つ
か
ぎ
り
、
き
わ
め
て
危
険
な
耐
を
も
っ
て
い
る
。
だ
が
は
っ
き
り
さ
せ
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
主
体
は
原
則
的
に
は
貧
民
、
民
衆
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
、
国
家
権
力
が
民
衆
の
共
同
意
志

で
あ
る
、
と
い
う
前
述
の
こ
と
で
は
な
い
。
「
民
衆
の
権
力
は
〔
国
家
〕
権
力
を
凌
駕
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
も
し
執
行
権
が

優
越
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
民
衆
を
抑
圧
し
、
し
た
が
っ
て
絶
対
的
な
奴
隷
制
が
生
じ
よ
う
。
・
・
…
・
人
氏
災
会
に
は
、
〔
国
家
樵
力
の
〕

（
鼬
）

反
抗
を
打
ち
破
る
権
力
が
必
要
な
の
だ
。
」
こ
の
民
衆
の
推
力
の
行
使
は
も
ち
ろ
ん
、
国
家
権
力
の
不
法
一
打
為
お
よ
び
不
作
為
を
絶
対
的

要
件
と
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
つ
ね
に
予
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
（
さ
ら
に
、
貧
民
の
発
生
は
自
動
的
に
、
貧
民
へ
の
私
的
所
有
の
保
障

へ
銅
）

を
国
家
権
力
に
要
請
す
る
こ
と
も
、
付
け
加
え
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
十
分
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
一
般
的
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
、

（
蝿
）

「
国
家
活
動
は
少
な
け
れ
ば
少
い
ほ
ど
よ
い
。
」
と
い
う
信
念
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
）
そ
し
て
現
実
の
行
使
が
い
か
に
困
難
で
あ

う
イ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
二

五
五

（
鋤
）

ｊ
わ
っ
て
い
る
。
」
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ご
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の
司
穴
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言
・
の
・

同
ワ
①
■
○
Ｆ
⑪
・
凶
⑫
②
。

く
い
】
・
『
「
の
升
ｐ
ヨ

同
ワ
⑱
口
口
Ｐ
の
。
い
い ヨ
・
の
。
Ｓ
・
燭
・
困
顛
・
切
削
．



グー、〆■、グー、〆､／へ－、グー、グー、グー、グー、〆閂､グー、〆向、グー、￣へ_、〆戸へグー、

２４２３２２２１２０１９１８１７１６１５１４１３１２１１１０９８７ 
，－ン、－'、."、－〆、－’、■二、－〆、■＝、＝"、－、－〆、-〆、－グ、＿'、－’、－、－’、－’

（
巧
）
同
す
の
ロ
ユ
Ｐ
印
・
】
ら
・

（
”
）
ロ
ケ
⑦
ロ
ロ
仏
。
⑪
。
屈
哺
。

ぐ
”
一
・
８
８
目
・
の
．
ｇ
」
・
脚
注
に
お
い
て
、
ル
ソ
ー
は
、
国
家
契
約
に
所
有
塑
約
を
先
行
さ
せ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
プ
ィ
ヒ
テ
の
批
判
で

あ
る
。
事
実
と
権
利
の
峻
別
の
原
理
を
貫
い
て
い
な
い
、
と
い
う
含
意
で
あ
ろ
う
。

ｎ
ヶ
の
口
口
早

同
ケ
の
ロ
ロ
里

同
す
の
■
』
腰

一
「
”
一
・
の
ロ
、

同
ウ
の
■
ロ
県

同
ロ
の
ロ
。
ｐ

ロ
ワ
ｍ
ｐ
ａ
Ｐ

同
す
。
ｐ
」
Ｐ

同
ワ
の
ロ
○
い

く
、
一
・
の
可
⑲

ぐ
巳
・
の
ワ
⑩

同
す
の
口
。
箪

同
ワ
の
ロ
口
早

同
ワ
の
回
口
伊

竺
「
ぬ
一
・
の
ず
⑲

同
ケ
の
ロ
。
Ｐ

抄
・
Ｐ
。
。

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
二

］
里
⑪
。
』
い
い

］
脚
や
、
。
］
・
】
』
・

の
ロ
⑥
口
』
角
。
、
。

』
回
。
⑩
・
二
画
卸

』
画
・
の
。
停
桿
騨

害
Ｐ
ｍ
・
牌
惇
剴

】
律
ご
ｍ
や
］
』
垣
・

］
い
や
、
。
』
、
⑪
い

の
可
の
ロ
ロ
四
『
の
。

⑦
ワ
の
口
』
い
や
の
。

］
い
つ
の
。
』
⑭
Ｐ

］
早
の
。
」
つ
学

】
ロ
や
の
。
』
Ｃ
心
・

の
ず
の
ロ
。
、
》
の
。

］
い
つ
⑩
・
ぬ
Ｃ
②

の
０
ｍ
勲

』
、
⑬
。

』画、｛。

く
い
】
・
の
・
＠
ｍ
ｍ
け

ぐ
由
］
．
⑫
恒
爲
・

提
Ｃ
ｕ
・

惇
□
『
【
肘

五
七



（
幻
）
『
に
一
・
ｃ
ロ
の
ロ
ロ
Ｐ
⑫
．

（
躯
）
ロ
ケ
の
ロ
ロ
酔
の
。
思
い
・

（
羽
）
回
す
の
ゴ
ロ
Ｐ
の
。
」
唾
い

戸
旨
、
の
。
＄
し
ｓ
⑮
】
⑩
日
｛

（
卯
）
ぐ
巳
・
三
ご
貝
宍
の
ご
白
・

（
瓢
）
画
す
の
ｐ
Ｑ
Ｐ
の
。
巴
隙

（
犯
）
く
巴
・
岡
ワ
⑦
ロ
ロ
⑭
》
の
。

（
”
）
㈲
ワ
の
ロ
○
Ｆ
の
・
旨
Ｐ

（
狐
）
同
す
§
８
雪
の
．
巴
鷺
・

（
錨
）
く
い
』
・
侘
壱
⑦
ｐ
Ｑ
Ｐ
ｍ
・

て
い
る
。
」

グー、グー、〆■、〆へグー、

`'０３９３８３７３６ 
－"、－’、_'、.＝、－

井
上
す
ぎ
『
ジ
ャ
コ
パ
ン
独
蛾
の
政
沿
榊
造
』
、
御
茶
の
水
郷
脚
、
一
九
七
二
年
、
一
一
○
頁
以
一
下
を
参
照
。

だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ヒ
テ
の
社
会
哲
学
を
合
狐
主
維
と
Ⅳ
マ
ン
主
拙
と
の
統
合
と
し
て
み
る
の
は
二
川
的
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

く
い
一
・
ゴ
ヨ
房
①
一
日
旨
の
Ｒ
い
の
『
・
○
の
⑪
の
』
一
ｍ
、
声
呉
汁
。
”
の
、
買
巨
ロ
ロ
の
百
ｍ
汁
】
ロ
。
、
『
同
二
］
房
。
⑰
の
△
ｎ
Ｒ
ｍ
Ｃ
ロ
の
口
一
○
ｍ
■
一
一
⑭
ゴ
〕
ご
ｍ
で
○
月
］
ご
「
】
ロ
［
の
『
、

ロ
日
く
の
『
切
一
感
［
⑫
ｓ
唇
◎
ず
豈
口
ロ
ー
旨
口
頭
】
巴
『
》
の
。
』
］
い
】
山
（
）
ｌ
】
旨
。

同
ワ
の
ロ
ロ
ロ
・
ｍ
０
ｗ
可
包

く
い
』
・
の
ロ
⑮
口
口
Ｐ
ｍ
ｏ

同
す
の
ロ
ロ
⑧
⑫
。
』
、
⑪
。

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家

（
－
０
ｃ
ロ
の
ロ
ロ
画
・
の
。
』
。
ｑ
【
。

の
．
」
ｇ
・
民
主
制
の
主
張
は
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
一
質
し
て
い
る
。
く
い
】
・
Ｏ
Ｄ
１
ｎ
冨
芦
９
の
ご
◎
日
ロ
ウ
ヱ
Ｃ
Ｎ
Ｅ
口
堀
的
①
的
８
ｓ
の
レ
ロ
，

抄
５
口
ｍ
Ｂ
Ｅ
ｍ
・
は
⑭
ご
「
の
鳥
の
。
三
・
ｍ
’
恩
『
命
・
の
Ｂ
②
Ｆ
』
①
け
Ｈ
の
．
甘
い
君
の
Ｈ
〆
⑦
》
言
・
い
・
虜
』
・

平
、
宍
の
。
白
・
の
。
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