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（
１
）
 

『
人
倫
の
体
系
』
は
、
恐
ら
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
ド
イ
ー
ッ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
、

彼
が
死
の
直
前
ま
で
固
執
し
続
け
た
（
逆
に
言
え
ば
、
死
の
直
前
に
深
刻
な
懐
疑
の
対
象
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
）
、
近
代
巾
民
社

柵
互
承
認
と
物
象
化
㈲

六
九

３
、
政
治
的
扣
瓦
承
認

皿
、
市
堅
吐
会
、
へ
利
ぼ

一
、
革
命
的
自
然
法
と
そ
の
転
回
・
・
…
・
犯
巻
３
．
４
号

二
、
新
た
な
全
休
性
を
求
め
て
…
…
…
幻
巻
１
．
２
号

三
、
相
互
承
認
関
係
と
し
て
の
市
民
社
会

１
．
解
放
的
労
働
か
ら
繍
互
承
認
へ
ｌ
『
人
倫
の
体
系
」
の
基
本
視
座
…
…
本
号
、
次
・
毒

２
、
市
民
社
会
の
社
会
的
交
通
諸
形
態

三
、
相
互
承
認
関
係
と
し
て
の
市
民
社
会

Ｌ
解
放
的
労
働
か
ら
柵
立
憲
へ
ｌ
『
人
倫
の
体
系
』
の
離
水
瀧
Ｉ

相
互
承
認
と
物
象
化
口

市
民
社
会
の
八
内
な
る
革
命
化
ｖ

ｌ
初
期
へ
「
ゲ
ル
の
社
会
理
論
Ｉ

赤

編

真
美



川
互
承
認
と
物
象
化
口

七
○

会
の
存
立
榊
造
論
、
そ
の
批
判
的
秤
榊
成
の
推
本
枠
組
が
提
起
さ
れ
、
砿
冠
定
さ
れ
た
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
（
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
は
、
我

々
が
後
に
兇
る
よ
う
に
、
『
人
倫
の
体
系
』
が
未
定
稿
で
あ
り
、
極
々
の
矛
盾
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
妨
げ
は
し
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル

の
思
想
的
・
理
論
的
発
展
の
耐
期
を
な
し
て
は
い
る
が
、
し
か
し
他
力
過
渡
期
の
産
物
と
し
て
、
「
過
去
の
浅
津
」
に
と
ら
わ
れ
て
も
い

る
の
で
あ
る
。
）
我
々
は
、
早
速
そ
の
内
存
を
分
析
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
前
に
次
の
二
点
を
砿
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
執
飛
時

期
。
キ
ン
マ
ー
レ
に
依
れ
ば
、
一
八
○
二
年
秋
か
ら
一
八
○
三
年
初
め
と
推
定
さ
れ
、
そ
の
理
由
と
し
て
川
口
＆
穴
の
口
‐
⑪
の
頻
川
、
②

『
自
然
法
』
論
文
と
の
俗
接
な
関
連
、
③
自
然
法
論
と
し
て
の
発
展
は
、
一
八
○
二
－
○
三
年
の
冬
学
期
に
な
さ
れ
た
こ
と
、
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
（
○
コ
・
言
・
囲
心
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
川
彼
、
身
認
め
て
い
る
と
う
り
、
、
ロ
房
①
ロ
ー
⑫
Ｆ
⑪
８
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
ー
パ
ン

ベ
ル
ク
両
時
代
に
は
さ
ま
れ
た
イ
エ
ナ
期
全
体
に
特
徴
的
で
あ
り
、
か
つ
一
八
○
四
年
九
月
以
降
Ⅲ
現
し
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
も
っ

て
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
こ
の
点
、
彼
も
別
の
判
定
基
準
の
必
要
性
を
認
め
る
。
ご
ｍ
｝
．
①
一
凶
．
②
ｇ
｛
・
）
。
ま
た
ｎ
戸
（
介
穴
ｏ
９
房
）

が
一
八
○
三
年
中
頃
か
ら
後
退
す
る
点
も
、
直
接
の
証
拠
と
は
な
ら
な
い
。
②
し
た
が
っ
て
今
の
所
、
現
存
諸
蔵
稿
の
内
奔
の
比
較
・
対

照
の
力
に
重
点
を
樋
か
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
こ
の
点
で
、
我
☆
が
す
ぐ
に
見
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
従
来
の
所
調
『
イ
エ
ナ
実
在
哲
学

－
．
Ⅱ
』
と
の
親
和
力
が
強
い
と
判
断
さ
れ
る
以
上
、
敢
え
て
言
え
ば
、
一
八
○
三
年
春
ｌ
夏
と
さ
し
あ
た
り
推
定
し
て
よ
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
（
こ
の
意
味
で
キ
ン
マ
ー
レ
の
第
三
点
は
、
内
容
上
の
相
違
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
我
々
と
し
て
も
廿
肯
で
き
る
。
論
証

は
後
段
に
譲
る
が
、
恐
ら
く
一
八
○
二
年
冬
’
一
八
○
三
年
夏
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ス
ミ
ス
と
格
闘
し
た
の
で
あ
る
）
。

次
に
分
析
視
角
。
我
々
が
存
立
構
造
論
と
言
う
場
合
、
自
己
の
属
す
る
社
会
・
集
団
が
再
生
産
さ
れ
る
（
し
た
が
っ
て
諸
個
人
の
役
割

遂
行
的
な
祉
会
的
行
為
に
返
点
が
あ
る
の
だ
が
、
同
時
に
そ
れ
に
対
抗
す
る
社
会
的
行
為
を
従
鵬
的
契
機
ｌ
独
鐵
は
こ
れ
を
ポ
テ
ン
ッ

論
と
し
て
鯖
三
節
で
繍
極
的
に
呈
示
し
た
い
ｌ
と
し
て
勿
論
視
野
に
収
め
て
い
る
）
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
そ
れ
を
構
成
す
る
社
会
的



諸
関
係
、
し
か
も
諸
個
人
に
対
し
て
自
律
的
な
遮
励
体
と
し
て
現
象
し
て
く
る
諸
関
係
の
、
統
一
的
な
構
造
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
所
訓
行
為
論
と
並
例
的
な
構
造
論
で
も
な
く
、
ま
た
社
会
進
化
論
な
い
し
発
展
（
法
則
）
論
の
一
環
と
し
て
の

（
２
）
 

構
造
論
で
も
な
い
。
と
く
に
後
者
に
関
し
て
一
一
一
戸
え
ば
、
（
例
え
ば
マ
ル
ク
ー
ゼ
が
主
張
し
た
よ
う
な
）
人
間
・
人
類
の
発
展
史
と
い
う
歴

史
的
見
方
は
、
お
よ
そ
一
）
の
段
階
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
望
み
う
べ
く
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
人
類
史
な
い
し
世
界
史
と
い
う
概
念
把

、
、
、
、
Ｅ

握
が
可
能
と
な
る
（
『
糀
神
現
象
学
』
！
）
た
め
に
は
、
言
い
換
え
る
と
、
近
代
市
民
社
会
の
朧
史
的
意
味
と
位
悩
が
画
定
さ
れ
る
た
め

に
は
、
他
な
ら
ぬ
存
立
榊
造
の
批
判
的
秤
榊
成
と
い
う
作
業
が
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
理
山
は
、
本
章
全
体
で

明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
が
、
さ
し
あ
た
り
は
前
節
で
確
認
し
た
点
、
つ
ま
り
私
的
所
右
側
の
述
続
的
・
倣
的
拡
大
と
し
て
の
近
代
市

民
社
会
と
い
う
把
握
の
難
点
が
事
実
上
側
党
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
を
脂
摘
す
る
に
慨
め
て
お
こ
う
。

さ
て
、
編
集
者
ラ
ッ
ソ
ン
に
よ
っ
て
『
人
倫
の
体
系
』
と
妬
付
け
ら
れ
た
草
稿
は
、
次
表
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
左
の
欄
は
、

そ
の
内
容
を
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
記
述
に
基
い
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
り
、
右
の
欄
は
、
我
々
の
解
釈
に
基
い
て
作
成
さ
れ
て
い
る
（
し
た

が
っ
て
両
欄
は
、
必
ず
し
も
一
対
一
の
対
応
関
係
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
）
。

序
言
の
冒
頭
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
こ
で
の
課
題
が
あ
の
同
一
性
と
非
Ⅲ
一
性
の
同
一
性
と
い
う
人
倫
的
共
同
態
の
理
念
の
柵
造
論
的
分

析
と
基
礎
づ
け
に
あ
り
、
し
か
も
非
同
一
性
つ
ま
り
近
代
市
民
社
会
の
そ
れ
が
課
題
の
核
心
で
あ
る
、
こ
と
を
明
瞭
に
語
っ
て
い
る
。
多

少
引
川
は
長
く
な
る
が
、
先
程
の
「
独
断
」
的
注
意
の
ひ
と
つ
の
根
拠
と
、
そ
し
て
全
体
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
「
絶

対
的
人
倫
〔
人
倫
的
共
同
態
〕
の
理
念
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
直
観
〔
普
遍
的
な
も
の
Ⅱ
誰
個
人
の
諸
協
働
連
関
、
と
く
に
共
同
態
〕

が
、
概
念
〔
特
殊
的
な
も
の
Ⅱ
諸
欲
求
・
行
為
の
主
体
と
し
て
の
諸
個
人
〕
に
完
全
に
適
合
す
る
よ
う
に
措
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と

い
う
の
は
、
理
念
と
は
ま
さ
に
直
観
と
概
念
と
の
同
一
性
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
…
…
だ
が
し
か
し
、
両
者
が
同
等
な
在
り
力

机
互
承
認
と
物
象
化
白

七
一



関係に従った人倫

（od、自然的人倫）

Ａ自然の第１ポテンッ

ａ欲望一否定一享受

ｂ労働一占有

ｃ媒介項（子供,道具,言語）

Ｂ他者への関連（od・同等性）

ａ所有と分業

ｂ交換関係

ｃ貨幣と権力関係

犯罪

１ 市民社会の労働と交換の脚係

・抽象的労働過程一般（人間一自

然の媒介関係としての労働およ

び遊具）

・社会的労働過程の編制

・私的所有制下の分業諸関係

（生産的諸力,商品交換,貨幣）

・抵抗の一般的基礎，言語コミ

ュニケーション

・抵抗の第１拠点，家族関係

抽象的人格に蕊くilj民的法関係

・目Ｉｌｌ，平等な人橘間の同市氏関

係

棚
互
承
認
と
物
象
化
㈲

２ 

（od・否定的なもの，目l(1)

ａ人格の直接的否定

ｂ人格間の闘争諸形態

ｃ法としての正義

人倫

］体系としての人倫

（od・諸身分編制）

ａ政淌身分

ｂ市民身分

ｃ農民身分

Ｈ運動としての統治

Ａ超身分的統治

Ｂ普遍的統治

ａ欲望の体系一樹の不平等

ｂ正義の体系一司法

ｃ訓育の体系

３ 身分編制としての政治的関係及び人

倫的共同態の全体構造

・物的相互依存関係（市民社会）

と対比された人格的相互依存関

係

・不平等な承認関係としての身分

編制

七
二

○
一
の
昼
〕
⑪
囚
口
の
な
か
で
分
離
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
は
差

別
と
し
て
措
定
さ
れ
て
お
り
…
…
こ

の
同
等
化
の
目
○
房
の
愈
目
が
完
全

に
な
る
た
め
に
は
、
逆
に
ま
ず
特
殊

性
の
形
式
の
う
ち
に
措
定
さ
れ
た
も

の
が
、
今
度
は
普
遍
性
の
形
式
の
う

ち
に
、
普
遍
性
の
形
式
の
う
ち
に
措

定
さ
れ
て
い
て
い
た
も
の
が
、
今
度

は
特
殊
性
の
形
式
の
う
ち
に
措
定
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
〔
市
民
社
会
と
政

治
的
共
同
態
の
相
互
媒
介
凸
。
．
．
…
・

直
観
の
下
へ
の
概
念
の
包
摂
と
い
う

関
係
、
収
治
的
共
同
態
〕
が
絶
対
的

な
関
係
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

概
念
の
下
へ
の
直
観
の
包
摂
と
い
う

関
係
〔
市
民
社
会
〕
も
ま
た
絶
対
的



に
必
然
的
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
完
全
な
同
等
性
が
認
識
に
と
っ
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
…
…
〔
後
者
の
関
係
に
あ
っ
て
は
〕

特
殊
的
な
も
の
（
今
直
観
は
こ
の
面
に
益
場
し
て
い
る
）
の
普
遍
的
な
も
の
と
の
一
体
性
は
、
不
完
全
な
合
一
と
し
て
、
つ
ま
り
関
係

ぐ
の
『
展
一
日
】
⑫
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
」
（
の
届
》
筐
⑪
［
・
強
調
原
文
！
）
関
係
と
い
う
言
葉
が
、
少
く
と
も
社
会
哲
学
の
領
域
に
関
す
る

か
ぎ
り
、
我
々
が
確
認
し
て
き
た
と
う
り
（
第
二
章
第
二
節
参
照
）
、
ひ
と
つ
の
歴
史
的
概
念
で
あ
り
、
近
代
市
民
社
会
と
い
う
特
殊
な

社
会
形
態
の
原
理
を
指
示
す
る
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
引
川
の
い
さ
さ
か
図
式
的
で
抽
象
的
な
叙
述
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
代
市
民

社
会
の
存
立
構
造
論
こ
そ
が
焦
点
な
の
だ
、
と
い
う
主
張
は
決
し
て
不
当
で
は
あ
る
ま
い
（
勿
論
こ
の
主
張
は
、
何
よ
り
も
序
言
に
続
く

「
本
文
」
の
分
析
に
雑
い
て
い
る
の
だ
が
。
な
お
関
係
概
念
の
一
般
化
及
び
関
述
国
の
風
呂
ロ
ゴ
ｍ
概
念
に
つ
い
て
は
、
一
八
○
五
年
の

『
論
理
学
』
を
も
勘
案
し
な
が
ら
、
次
節
で
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
）
。

そ
の
近
代
市
民
社
会
が
す
ぐ
れ
て
経
済
的
（
・
法
的
）
社
会
で
あ
り
、
自
分
の
欲
求
充
足
で
な
く
、
他
人
の
た
め
の
生
産
を
通
じ
た
私

的
所
有
の
極
大
化
を
原
動
力
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
事
実
認
識
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
し
か
し
、
そ
の
形
態

規
定
（
歴
史
的
社
会
形
態
の
独
自
な
本
性
）
の
解
川
の
た
め
に
、
ひ
と
ま
ず
あ
ら
ゆ
る
社
会
形
態
に
共
通
す
る
労
働
過
程
の
分
析
に
取
り

組
む
。
別
言
す
れ
ば
、
自
然
存
在
と
し
て
の
人
間
に
固
有
の
、
そ
の
意
味
で
人
間
的
な
自
然
１
人
Ⅲ
の
特
殊
な
（
つ
ま
り
他
の
自
然
存
在

の
そ
れ
と
形
態
的
に
区
別
さ
れ
た
）
媒
介
関
係
を
労
働
に
定
位
し
て
分
析
す
る
。
我
々
は
こ
れ
を
《
抽
象
的
労
働
過
程
一
般
》
論
と
呼
ぶ

こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
狙
い
は
、
人
間
の
労
働
の
形
態
的
特
殊
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
川
に
と
っ
て
の
労
働
の
一
般
的

意
味
、
そ
の
内
部
で
の
種
差
（
人
間
の
労
働
の
諸
形
態
）
、
究
極
的
に
近
代
市
民
社
会
の
労
働
の
独
自
な
形
態
と
意
味
、
を
照
射
す
る
点

に
あ
る
（
こ
の
よ
う
な
問
題
設
定
が
、
従
来
の
そ
れ
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
ひ
と
つ
の
飛
躍
な
い
し
質
的
深
化
を
含
ん
で
い
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
）
。
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人
間
は
、
他
の
生
物
有
機
体
や
動
物
と
例
じ
く
、
外
的
脚
然
を
摂
取
し
、
そ
れ
と
の
補
完
関
係
の
う
ち
に
な
い
か
ぎ
り
、
個
体
と
極
の

生
命
の
再
生
産
が
不
可
能
と
な
る
、
と
い
う
意
味
で
自
然
に
帰
属
し
た
欠
如
し
た
存
在
で
あ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
人
間
は
逃
れ
ら
れ
な
い

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
我
々
の
宿
命
と
で
も
始
付
け
ら
れ
る
根
源
的
事
実
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
ま
ず
こ
こ
に
定
位
し
て
、
両
者
の
媒
介
関

係
を
《
欲
動
帛
巌
凰
の
ａ
９
－
絶
滅
く
の
口
月
冒
８
’
１
享
受
の
①
目
ロ
》
の
ト
リ
ァ
ー
デ
と
し
て
特
徴
づ
け
る
。
飲
助
は
、
生
物
学
的
必
然
と

し
て
の
、
意
識
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
内
的
強
制
力
と
し
て
の
感
覚
、
感
情
で
あ
り
、
個
体
を
再
生
産
す
る
原
動
力
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
こ

で
の
生
藤
は
、
外
的
対
象
を
、
食
べ
る
と
か
飲
む
と
か
弊
々
の
肛
接
に
個
体
の
う
ち
に
摂
取
す
る
、
こ
の
意
味
で
絶
滅
す
る
、
と
い
う
形

態
で
否
定
す
る
行
為
と
な
り
、
そ
し
て
こ
の
行
為
は
直
接
、
個
体
の
再
生
産
と
い
う
形
態
で
、
同
時
に
享
受
で
も
あ
る
。
「
こ
の
ポ
テ
ン

ッ
の
木
質
は
、
感
精
（
人
倫
的
感
怖
と
称
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
）
が
ま
っ
た
く
個
別
的
で
特
殊
的
な
こ
と
だ
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
分
裂
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
己
否
定
に
よ
っ
て
の
み
揚
棄
さ
る
ぺ
き
差
別
で
あ
り
、
主
体
と
客
体
へ
の
分
裂
と

い
う
差
別
で
あ
る
。
…
…
分
裂
の
感
覚
が
欲
求
団
Ｒ
冨
瓜
口
厨
で
あ
り
、
分
裂
の
揚
楽
さ
れ
た
在
り
方
の
感
覚
が
享
受
で
あ
る
。
」
「
客
体
が

純
粋
に
観
念
的
に
規
定
さ
れ
、
完
全
に
絶
滅
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
の
享
受
は
純
粋
に
感
性
的
な
享
受
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
は
た
ん
に
否
定

的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
享
受
と
い
う
絶
対
的
個
別
性
を
め
ざ
し
て
お
り
、
従
っ
て
客
体
的
な
も
の
と
普
遍
的
な
も
の
と
の
否
定
を
め
ざ

す
か
ら
で
あ
る
。
」
（
同
席
且
Ｐ
造
⑪
Ｌ
ｇ
）
こ
の
関
係
の
木
質
は
、
個
体
の
生
命
の
而
接
的
（
非
媒
介
的
）
再
生
産
過
概
で
あ
る
、
と
い

う
点
に
あ
る
。
勿
論
こ
の
こ
と
は
、
一
般
に
動
物
が
群
棲
集
団
を
形
成
し
て
い
る
事
実
と
矛
盾
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
ヘ
ー

ゲ
ル
が
こ
の
段
階
で
欲
求
と
い
う
、
後
に
伽
物
的
で
は
な
く
人
間
的
な
も
の
を
主
と
し
て
指
示
す
る
表
現
や
、
人
間
に
固
有
の
労
働
行
為

し
『
ワ
の
一
汁
①
ロ
・
シ
ュ
局
濤
と
い
う
表
現
を
混
乱
さ
せ
て
使
用
し
て
い
る
事
実
と
不
整
合
で
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
彼
の
眼
目
は
、
「
完
全
に

自
然
に
帰
属
す
る
、
絶
対
的
個
別
性
と
い
う
主
体
に
制
限
さ
れ
た
感
覚
」
を
本
質
的
契
機
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
な
ら
ぬ



で
は
、
人
間
的
存
在
と
し
て
の
人
間
と
自
然
の
媒
介
関
係
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
《
占
有
獲
得
国
①
の
旨
の
『
ぬ
風
甘
口
ｍ
ｌ
労
働
Ｉ
占

有
物
国
Ｂ
－
Ｒ
Ｕ
Ｈ
・
ロ
ロ
六
斤
》
の
ト
リ
ァ
ー
デ
は
、
次
の
三
点
で
先
の
そ
れ
か
ら
質
的
に
推
転
し
て
い
る
。
第
一
に
、
欲
動
を
直
接
満
た
す

の
で
は
な
く
、
直
接
的
充
足
を
一
度
仰
制
し
（
意
識
的
行
為
）
、
さ
ら
に
充
足
手
段
と
し
て
の
将
来
の
生
産
物
を
側
的
と
し
て
表
象
し
想

像
す
る
と
い
う
主
体
の
意
識
的
働
き
が
必
要
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
第
二
に
、
現
実
的
媒
介
と
し
て
の
労
働
は
、
形
態
的
に
（
欲
動
、
欲

求
と
は
勿
論
の
こ
と
）
享
受
と
も
分
離
し
、
自
立
し
た
過
程
と
な
り
、
持
続
的
意
志
の
力
に
よ
っ
て
目
的
を
、
主
体
と
独
立
に
存
在
す
る

対
象
的
形
態
で
実
現
す
る
、
逆
に
言
え
ば
、
外
的
自
然
の
実
存
形
態
を
Ｈ
的
に
適
合
的
な
そ
れ
へ
と
変
形
さ
せ
る
、
行
為
と
な
る
。
「
こ
の

労
働
に
よ
っ
て
、
欲
動
に
規
定
さ
れ
た
客
体
は
、
そ
れ
が
対
自
的
に
欲
動
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
ず
、
対
目
的
に
実
在
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、

揚
棄
さ
れ
る
。
つ
ま
り
直
観
と
し
て
の
飲
助
に
よ
っ
て
規
定
態
が
客
体
的
に
措
定
さ
れ
る
。
労
働
行
為
の
な
か
で
、
欲
動
と
享
受
の
差
別

が
措
定
さ
れ
て
い
る
。
…
…
占
有
独
得
は
、
こ
の
包
摂
の
観
念
的
な
も
の
、
包
摂
の
静
止
で
あ
り
、
労
働
は
実
在
性
、
運
動
、
つ
ま
り
包

摂
す
る
主
体
が
客
体
の
実
在
性
の
う
ち
に
入
り
こ
ん
で
い
く
こ
と
で
あ
る
。
第
三
の
も
の
、
ジ
ン
・
テ
ー
ゼ
が
客
体
の
占
有
・
保
存
・
倹

約
で
あ
る
。
」
（
ｂ
」
【
・
）
し
た
が
っ
て
労
働
は
、
第
三
に
、
主
体
が
物
と
な
る
過
程
で
あ
る
。
後
に
自
己
物
化
の
｛
＆
‐
Ｎ
ｐ
日
‐
Ｃ
ご
い
り
冨
画
－

８
８
と
概
念
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
の
事
態
は
、
物
と
い
う
外
的
、
対
象
的
形
態
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
人
間
的
労
働
の
柵
わ
ぱ
人

間
的
性
格
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
労
働
は
自
己
表
現
の
一
形
態
、
し
か
も
他
の
動
物
種
か
ら
区
別
さ
れ
る
根
源
的
な
一
形
態

な
の
で
あ
る
。
総
括
す
れ
ば
、
人
間
的
労
働
は
、
周
的
意
識
性
と
物
化
Ⅱ
対
象
化
の
両
契
機
を
内
包
し
て
お
り
、
先
の
規
定
と
対
比
し
て

媒
介
的
（
独
立
し
た
労
働
過
秘
、
独
立
し
た
生
産
物
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
）
生
産
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
次
に
述
べ
る
諸
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自
然
存
在
と
し
て
の
人
間
が
、
労
働
に
よ
り
二
重
の
自
然
（
外
的
お
よ
び
内
的
自
然
）
か
ら
解
放
さ
れ
る
過
程
の
意
味
を
問
う
と
こ
ろ
に

あ
る
か
ら
で
あ
る
食
ご
）
。
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規
定
を
勘
案
し
て
、
そ
の
第
一
次
形
態
と
名
付
け
て
お
こ
う
。
（
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
形
態
の
成
立
は
、
一
方
で
は

棲
息
地
域
の
変
化
↓
直
立
歩
行
↓
手
の
解
放
↓
頭
脳
減
動
と
い
う
過
程
を
、
他
力
で
は
こ
れ
と
並
行
す
る
棲
息
集
団
内
及
び
相
互
間
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
を
必
須
の
前
提
条
件
と
し
て
い
る
。
我
々
は
、
す
ぐ
に
人
間
労
働
の
諸
形
態
の
区
別
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
即
し
て
、
両
過
程
の
関
連
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
）

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ト
リ
ア
ー
デ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
動
物
一
般
の
再
生
産
形
態
か
ら
区
別
さ
れ
る
特
性
を
示
し
て

は
い
る
が
、
特
殊
人
間
的
な
固
有
の
形
態
を
示
し
て
は
い
な
い
。
恐
ら
く
あ
る
種
の
動
物
は
、
本
能
に
強
制
さ
れ
て
で
は
あ
れ
、
類
似
の

行
為
（
食
料
の
貯
蔵
に
象
徴
さ
れ
る
！
）
を
と
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
第
二
次
的
媒
公
〃
的
生
産
は
、
《
主
体
ｌ
道
呉
‐
－
客
体
》
と
い
う
ト
リ

ア
ー
デ
を
な
し
て
い
る
。
一
般
的
に
表
現
す
れ
ば
、
欲
求
に
基
い
て
目
的
を
た
て
、
そ
れ
を
労
働
過
程
が
完
結
す
る
ま
で
意
識
的
に
保
持

し
な
が
ら
労
働
す
る
労
働
主
体
と
、
自
覚
的
形
態
を
欠
い
た
資
料
と
し
て
の
外
的
自
然
と
を
両
極
と
す
る
「
分
裂
」
状
態
を
否
定
し
媒
介

す
る
労
働
手
段
に
こ
そ
、
こ
の
形
態
の
特
殊
桃
が
あ
る
（
勿
論
我
々
と
し
て
も
道
具
を
労
働
手
段
に
解
消
し
て
霧
と
の
区
別
ｌ
こ

の
区
別
は
ヘ
ー
ゲ
ル
胤
身
の
祉
会
掌
の
在
り
力
に
も
蝋
確
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
ｌ
を
抹
消
す
る
心
算
は
な
い
・
後
述
参
照
）
。
な
ぜ

か
？
道
具
と
い
う
「
こ
の
媒
介
項
に
よ
っ
て
、
主
体
的
否
定
行
為
の
直
接
的
性
格
を
揚
棄
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
（
台
ｍ
・
強
調
筆

者
）
。
確
か
に
道
具
は
、
労
働
主
体
の
在
り
方
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
謂
わ
ぱ
人
格
的
な
労
働
手
段
で
は
あ
る
が
（
技
能
や
熟
練
の
み
な

ら
ず
、
労
働
主
体
の
思
想
を
も
具
現
す
る
の
が
、
道
具
の
個
性
で
あ
る
！
）
、
し
か
し
ど
れ
ほ
ど
人
格
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
諸
労
働
主
体

に
内
属
す
る
諸
能
力
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
対
象
化
さ
れ
た
（
そ
し
て
対
象
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
実
現
さ
れ
る
は
ず
の
目
的
の

共
同
性
、
そ
し
て
加
工
さ
れ
る
は
ず
の
外
的
同
然
認
識
の
共
同
性
、
こ
れ
ら
が
前
提
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
形
態
で
存
立
し
て

い
る
点
に
、
道
具
の
独
自
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
可
能
性
と
し
て
は
万
人
が
道
具
を
使
用
し
う
る
主
体
へ
と
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、



人
間
は
内
的
お
よ
び
外
的
自
然
か
ら
の
解
放
と
い
う
点
に
お
い
て
質
的
な
転
換
を
遂
行
す
る
の
で
あ
る
。
「
道
具
の
な
か
で
主
体
は
、
自

分
の
愚
鈍
化
と
客
体
性
を
分
離
し
…
…
否
定
の
主
体
的
部
分
を
別
な
も
の
〔
道
具
〕
に
転
嫁
す
る
。
同
時
に
労
働
は
、
何
か
個
別
的
な
も

の
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
労
働
の
主
観
性
は
、
道
具
の
な
か
で
普
遍
的
な
も
の
に
高
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
各
人
が
道
具
を
模
倣
で
き
、

何
じ
ょ
う
に
労
働
で
き
る
。
こ
の
か
ぎ
り
で
道
具
は
労
働
の
不
変
の
規
則
と
な
る
。
」
（
向
９
．
）

こ
の
「
道
具
が
労
働
の
実
在
的
な
理
性
的
性
格
で
あ
る
」
（
向
日
・
）
、
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
を
も
う
少
し
欺
術
す
れ
ば
、
今
や
労

働
主
体
は
、
直
接
的
な
欲
動
の
奴
隷
で
は
な
く
、
そ
れ
を
否
定
し
抑
制
し
て
、
未
来
の
欲
求
、
目
的
を
構
想
し
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
、

過
去
の
労
働
の
成
果
（
つ
ま
り
道
具
と
人
間
化
さ
れ
た
自
然
）
を
手
段
と
し
て
、
意
識
的
に
現
在
の
自
分
の
行
為
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

主
体
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
転
換
の
実
在
的
契
機
は
道
具
で
あ
る
が
、
当
の
第
二
次
的
な
媒
介
的
生
産
形
態
の
理
性
的
性
格
は
、
ま
ず
何

、
、
、
、

よ
り
も
意
識
す
る
存
在
（
主
体
ｌ
客
体
の
一
一
重
の
相
互
否
定
。
主
体
は
現
存
の
自
己
を
否
定
し
て
目
的
を
立
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に

現
存
の
客
体
を
、
観
念
の
う
ち
で
、
頭
の
中
で
、
目
的
に
適
っ
た
、
主
体
の
自
己
表
現
と
し
て
の
客
体
へ
と
否
定
す
る
。
こ
の
過
程
は
逆

に
、
主
体
に
対
し
て
新
た
な
目
的
措
定
行
為
を
可
能
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
を
否
定
す
る
）
の
成
立
に
あ
り
（
内
的
自
然
か
ら
の

、
、
、
、
、

解
放
）
、
第
一
一
に
、
（
同
じ
事
態
の
他
の
側
而
と
し
て
の
）
意
識
さ
れ
る
存
在
の
成
立
（
客
体
の
変
革
と
は
客
体
の
認
識
で
も
あ
り
、
自
然

の
人
間
化
と
は
、
人
間
の
自
然
化
と
い
う
自
己
表
現
行
為
で
も
あ
る
。
外
的
自
然
か
ら
の
解
放
）
で
あ
る
。
確
か
に
自
然
の
人
間
化
と
は
、

人
間
有
機
体
の
特
殊
な
身
体
誌
組
織
か
ら
生
ず
る
「
必
要
悪
」
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
他
面
で
は
、
人
間
の
表
現
行
為
の
基

本
形
態
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
（
他
の
形
態
と
は
、
広
義
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
第
一
一
節
で
詳
論
す
る
）
。
基
本
的
と
は
、
既

に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
な
く
し
て
は
生
存
の
み
な
ら
ず
、
他
の
す
べ
て
の
社
会
的
行
為
も
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と

、
、
Ｅ

は
（
発
生
論
と
し
て
は
一
一
一
口
わ
ず
も
が
な
）
、
少
く
と
も
近
代
市
民
社
会
に
至
る
ま
で
の
既
成
の
諸
社
会
形
態
を
存
立
さ
せ
る
組
織
原
理
と

相
互
承
認
と
物
象
化
口

七
七
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し
て
も
、
妥
当
す
る
の
で
あ
る
（
こ
の
最
後
の
二
つ
の
確
認
は
、
今
の
所
た
ん
な
る
「
独
断
」
と
し
て
お
こ
う
）
。

一
言
で
言
え
ば
、
人
間
的
労
肋
は
二
重
の
媒
介
的
生
脈
行
為
と
し
て
、
一
一
虹
の
自
然
か
ら
の
解
放
を
実
現
す
る
、
日
的
意
識
的
な
自
己

表
現
行
為
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
人
間
に
と
っ
て
の
労
働
の
一
般
的
、
抽
象
的
意
味
を
こ
の
よ
う
に
把
握
し
た
。
労
働
は
本
質
的
に

《
解
放
的
労
働
》
な
の
で
あ
る
。
（
そ
し
て
念
の
為
に
付
言
す
れ
ば
、
こ
の
解
放
的
性
格
は
、
労
働
対
象
Ｔ
Ｉ
Ｉ
植
物
や
動
物
、
つ
ま
り
農

業
と
牧
畜
「
生
き
た
労
働
」
（
億
三
、
で
あ
ろ
う
と
、
ま
た
「
宛
せ
る
質
料
」
つ
ま
り
加
工
業
で
あ
ろ
う
と
Ｉ
に
も
、
労
働
の
紐

織
形
態
ｌ
た
と
え
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
仰
座
的
で
あ
ろ
う
ど
も
Ｉ
に
も
側
係
な
く
刻
印
さ
れ
る
だ
け
で
ば
な
い
。
さ
ら
に
人
徽
の
雰

勧
に
即
し
て
の
み
な
ら
ず
、
諾
個
人
の
側
別
的
・
共
体
的
労
働
行
為
に
お
い
て
も
、
実
在
的
契
機
な
い
し
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
と
し
て
実

存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
独
断
」
も
ま
た
後
に
「
論
証
」
さ
れ
よ
う
。
）

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
解
放
的
労
働
の
規
定
は
、
三
重
の
意
味
で
ま
だ
抽
象
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
実
在
す
る
労
働
過
程
は
、
第

一
に
、
孤
立
し
た
個
人
の
日
己
完
結
的
行
為
な
ど
で
は
な
く
、
識
個
人
の
協
働
述
側
と
し
て
、
つ
ま
り
社
会
的
労
働
の
編
制
（
柵
造
）
と

し
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
編
制
の
各
々
特
殊
な
歴
史
的
諸
形
態
と
し
て
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
具
体
的
な
編
制
（
櫛
造
）
と
し
て
実
存
す
る
か
ぎ
り
、
諾
個
人
杣
互
の
意
志
疎
通
行
為
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
、
再
生
産

さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
（
言
う
ま
で
も
な
く
、
先
の
よ
う
な
抽
象
は
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
自
覚
的
行
為
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の

狙
い
は
先
述
し
た
と
う
り
で
あ
る
）
。

さ
て
、
識
個
人
が
、
い
ず
れ
の
社
会
形
態
に
お
い
て
も
、
《
欲
求
ｌ
労
働
手
段
に
よ
る
労
働
（
ｌ
労
働
生
脈
物
）
ｌ
消
災
・
享
受
》
の

ト
リ
ア
ー
デ
の
主
体
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
過
程
の
形
態
規
定
は
、
前
近
代
諸
社
会
と
近
代
市
民
社
会
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
同
じ
事
だ
が
、
諸
個
人
の
労
働
の
交
換
（
分
離
と
結
合
）
関
係
は
、
い
か
な
る
形
態



規
定
の
う
ち
に
あ
る
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
比
重
の
異
な
る
二
政
の
視
角
か
ら
、
こ
の
間
に
鱒
え
る
。
ま
ず
全
社
会
の
総
労
働
の
編
制
と
い

う
（
彼
に
と
っ
て
基
底
を
な
す
）
視
角
か
ら
。
近
代
市
民
社
会
に
お
い
て
は
「
余
剰
労
働
に
対
す
る
主
体
の
関
係
が
措
定
さ
れ
、
こ
の
労

働
は
主
体
に
対
す
る
こ
の
関
連
の
な
か
で
は
観
念
的
で
あ
り
、
享
受
に
対
す
る
実
在
的
な
関
連
を
も
っ
て
は
い
な
い
。
…
…
こ
こ
で
揚
棄

さ
れ
る
の
は
、
自
分
固
有
の
労
働
に
よ
る
客
体
と
の
一
体
的
在
り
方
、
つ
ま
り
客
体
の
個
体
的
な
自
分
固
有
の
規
定
で
あ
る
。
そ
の
代
わ

り
に
遜
場
す
る
の
は
実
在
的
差
別
、
主
体
と
客
体
の
〔
直
接
的
〕
同
一
性
の
揚
棄
さ
れ
た
在
り
方
で
あ
る
。
」
（
屋
ｅ
自
己
労
働
に
基
く

恢
有
の
諸
形
態
に
対
す
る
、
自
己
の
生
産
物
の
他
人
へ
の
簸
渡
に
鵬
く
領
有
の
形
態
、
私
的
所
有
制
の
下
で
全
社
会
的
規
模
に
拡
張
し
た

分
業
（
労
働
の
分
割
と
秤
結
合
）
編
制
、
が
さ
し
あ
た
っ
て
の
特
徴
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
、
己
労
働
に
基
く
恢
有
は
、
生
醗
諦
手
段
の

私
的
所
有
を
条
件
と
す
る
主
体
と
労
働
の
同
一
性
を
必
ず
し
も
意
味
し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
諸
個
人
の
労
働
の
交
換
が
、
直
接
的
（
非

媒
介
的
）
で
あ
っ
た
り
、
局
所
的
で
あ
っ
た
り
し
て
、
全
社
会
的
に
編
制
さ
れ
構
造
化
さ
れ
て
い
な
い
事
態
を
指
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

自
身
は
、
こ
こ
で
の
問
題
設
定
か
ら
し
て
至
極
当
然
の
事
な
が
ら
、
こ
の
事
態
の
具
体
的
記
述
を
し
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
ア
ジ
ア
的

専
制
国
家
に
お
い
て
は
、
政
論
的
支
配
者
が
唯
一
の
（
土
地
及
び
役
畜
の
）
所
有
者
で
あ
り
、
か
つ
部
族
共
同
態
剛
の
交
換
は
恒
常
的
で

は
な
か
っ
た
し
（
東
洋
的
な
ユ
ダ
ヤ
教
国
家
の
分
析
。
第
一
章
節
三
節
参
照
）
、
ま
た
ギ
リ
シ
ャ
的
奴
隷
制
川
家
に
お
い
て
は
、
国
家
市

民
各
々
の
オ
イ
コ
ス
が
、
雑
本
的
に
そ
の
内
部
で
完
結
し
た
経
済
圏
を
柵
成
し
て
い
た
の
で
あ
り
（
第
二
章
第
二
節
参
照
）
、
さ
ら
に

ヨ
ー
Ⅶ
シ
バ
封
建
制
は
、
（
恐
ら
く
は
い
－
マ
世
界
と
の
あ
る
連
続
制
の
下
に
）
商
工
業
を
育
ん
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
商
工
業

は
ツ
ン
フ
ト
制
度
下
の
手
工
業
・
商
業
で
あ
り
、
か
つ
農
村
に
お
い
て
は
（
ド
イ
ツ
で
は
現
在
で
も
！
）
、
家
族
経
営
・
農
奴
制
を
根
幹
と

す
る
「
家
父
長
制
的
制
度
」
（
ｓ
ｏ
が
支
配
的
な
の
だ
か
ら
（
第
二
章
第
三
節
を
も
参
照
）
、
私
的
所
有
制
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
自

己
（
及
び
自
分
が
支
配
者
と
し
て
関
係
す
る
諸
個
人
）
労
働
ｌ
自
己
享
受
の
原
理
が
前
近
代
諸
社
会
を
貫
徹
し
て
い
る
、
と
い
う
把
握
は
、

机
互
承
認
と
物
象
化
口

七
九



こ
の
よ
う
な
社
会
的
分
業
を
成
立
さ
せ
る
契
機
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
私
的
所
有
制
の
確
立
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
両
者
は
相
互

前
提
の
関
係
に
あ
る
、
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
認
識
は
そ
れ
自
体
と
し
て
我
々
に
す
で
に
お
馴
染
で
あ
る
が
（
第
二
章
第
三

相
互
承
認
と
物
象
化
口

八
○

あ
な
が
ち
不
当
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
代
市
民
社
会
に
お
け
る
諸
個
人
は
、
他
人
の
労
働
生
産
物
と
の
扣
互
交

換
と
い
う
関
係
に
媒
介
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
自
分
の
生
活
を
再
生
産
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
か
っ
こ
の
関
係
は
、
濃
淡
が
あ
る

に
せ
よ
、
基
本
的
に
は
社
会
全
体
を
包
括
す
る
第
一
原
理
と
な
っ
て
い
る
。
社
会
と
い
う
他
人
の
諸
欲
求
の
た
め
の
生
産
。
労
働
生
産
物

の
「
占
有
は
、
主
体
の
実
践
的
感
情
に
と
っ
て
の
意
味
を
失
っ
て
し
ま
い
、
も
は
や
こ
の
主
体
に
と
っ
て
の
欲
求
で
は
な
く
、
余
剰
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
使
用
〔
Ⅱ
消
費
□
に
対
す
る
生
産
物
の
関
連
は
普
遍
的
な
関
連
で
あ
り
…
…
他
人
の
使
用
に
対
す
る
関
連
で
あ
る
。
」

（
命
ら
蛇
足
な
が
ら
付
け
加
え
る
と
、
余
剰
な
る
表
現
は
、
労
働
主
体
の
欲
求
充
足
に
で
は
な
く
、
他
人
の
そ
れ
に
向
け
ら
れ
た
、
し
た

が
っ
て
「
観
念
的
に
他
人
の
う
ち
に
あ
る
」
生
産
物
の
形
態
規
定
で
あ
っ
て
、
一
般
に
生
産
者
の
欲
求
を
超
え
た
所
訓
余
剰
で
も
な
け
れ

ば
、
ま
た
独
立
小
商
品
生
産
者
社
会
を
モ
デ
ル
と
し
た
規
定
で
は
必
ず
し
も
な
い
（
後
者
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
に
別
の
角
度
か
ら
獄
極
的

に
論
証
さ
れ
よ
う
）
。
我
々
は
、
社
会
全
体
を
包
括
す
る
第
一
原
理
と
述
べ
た
。
だ
が
、
と
反
論
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

近
代
市
民
社
会
は
、
社
会
階
級
と
し
て
は
所
謂
市
民
身
分
だ
け
で
な
く
、
農
民
身
分
に
よ
っ
て
も
榊
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

の
と
う
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
治
的
な
ら
ぬ
社
会
的
階
級
と
し
て
の
こ
の
身
分
も
基
本
的
に
は
、
先
の
分
業
編
制
に
組
み
こ
ま
れ
て
い

る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
労
働
は
、
社
会
の
基
調
を
な
す
加
工
労
働
に
対
す
る
原
材
料
を
提
供
す
る
、
と
い
う
従
属
的
な
位
置
を
占
め
て
い

、
、
、

る
に
す
ぎ
な
い
。
「
こ
の
身
分
は
確
か
に
物
理
的
欲
求
に
関
し
て
は
、
同
様
に
普
遍
的
依
存
性
の
体
系
の
う
ち
に
い
る
」
「
そ
の
労
働
は
自

然
的
で
あ
る
。
悟
性
に
由
来
も
せ
ず
、
法
的
正
義
の
個
別
化
の
う
ち
に
も
な
く
…
…
有
用
な
も
の
を
自
然
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
す
。
」
（
合

＠
．
台
Ｐ
傍
点
筆
者
）



節
）
、
し
か
し
こ
こ
で
新
し
い
の
は
、
当
の
私
的
所
有
制
が
ど
の
よ
う
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
下
で
の
社
会
的
分
業
の

内
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
諸
々
の
形
態
規
定
の
編
制
と
し
て
ど
の
よ
う
に
柵
成
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
改
め
て
論
じ
る

が
、
さ
し
あ
た
り
確
認
す
べ
き
は
、
両
課
題
の
中
間
に
あ
る
、
譲
渡
に
基
く
領
有
関
係
と
い
う
視
角
そ
れ
自
体
の
新
し
さ
で
あ
る
。

こ
の
全
社
会
的
な
労
働
の
交
換
の
特
殊
な
在
り
方
に
よ
っ
て
、
泣
接
的
生
産
過
程
も
ま
た
究
極
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が

ヘ
ー
ゲ
ル
の
第
二
の
分
析
視
角
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
的
所
有
制
が
全
社
会
的
に
硴
立
す
る
に
つ
れ
、
ま
た
そ
の
中
で
社
会
的
分
業
が
発

展
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
に
比
例
し
て
直
接
的
生
産
過
程
も
ま
た
分
業
に
基
く
協
業
の
体
制
と
し
て
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
「
客
体
総
体

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

が
規
定
性
に
し
た
が
っ
て
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
総
体
と
し
て
の
対
象
に
向
か
う
声
」
の
労
働
が
、
自
分
自
身
の
な
か
で
配
分
さ
れ
、

個
別
的
な
識
労
働
行
為
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
個
別
的
労
働
行
為
は
同
じ
く
い
っ
そ
う
機
械
的
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
多
様
性

が
こ
の
労
働
行
為
か
ら
排
除
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
労
働
行
為
自
身
が
い
っ
そ
う
普
遍
的
に
な
り
、
総
体
性
に
た
い
し
て
い
っ
そ
う
疎
遠
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
鹿
罵
・
傍
点
筆
者
）
第
一
の
視
角
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
敬
術
す
れ
ば
、
ｎ
己
労
働
に
基
く
領
有
の
関
係
に
あ
っ
て

は
、
個
別
的
労
働
そ
の
も
の
が
、
樫
度
の
差
は
あ
れ
、
ひ
と
つ
の
完
成
砧
に
結
実
す
る
全
体
的
労
働
、
多
様
な
行
為
を
総
折
す
る
具
体
的

労
働
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
の
多
様
な
行
為
の
総
括
態
が
、
多
様
な
諸
労
働
行
為
へ
と
、
集
合
し
て
は
じ
め
て
全
体
的
労
働

と
な
る
諾
部
分
労
働
へ
と
、
こ
の
意
味
で
抽
象
的
労
働
へ
と
分
割
さ
れ
、
そ
し
て
結
合
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
工
場
内
分
業
が
、
社

会
的
分
業
の
腰
州
と
同
一
の
論
理
で
拭
徹
す
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
勿
論
へ
Ｉ
ゲ
ル
が
、
後
者
の
無
政
府
的
性
格
を
（
後
述
の
よ
う

に
）
多
面
的
に
分
析
す
る
の
に
対
比
し
て
、
前
者
の
、
資
本
関
係
に
包
摂
さ
れ
た
計
画
的
在
り
方
を
充
分
に
意
識
し
て
い
る
と
は
言
い
難

い
の
だ
が
、
し
か
し
経
営
内
部
に
お
け
る
労
働
の
交
換
を
も
捉
え
て
い
る
こ
と
は
強
調
さ
れ
て
よ
い
。
（
周
知
の
よ
う
に
、
一
八
○
五
’

○
六
年
の
体
系
蒐
縞
は
、
ス
ミ
ス
の
例
を
忠
実
に
Ｗ
現
し
た
○
三
’
○
Ｗ
年
の
馳
稲
を
踏
ま
え
て
、
次
の
よ
う
に
記
す
の
だ
が
、
そ
れ

扣
互
承
認
と
物
象
化
同

『
ハ
ー



相
互
承
認
と
物
象
化
㈲

八
二

は
こ
こ
で
の
認
識
水
準
と
本
質
的
に
側
じ
な
の
で
あ
る
。
「
総
じ
て
欲
求
が
そ
の
多
様
な
側
而
に
分
解
さ
れ
る
。
…
…
抽
象
的
な
対
自
存

、
、
、
、
、
、
、

極
と
し
て
の
欲
求
の
た
め
に
の
み
労
働
さ
れ
る
が
故
に
、
ま
た
抽
象
的
に
し
か
労
働
さ
れ
な
い
の
だ
．
鶴
通
約
労
働
分
業
Ｉ
節
約
’

一
○
人
は
一
○
○
人
よ
り
も
多
く
の
ピ
ン
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
の
三
・
二
Ｂ
」
ロ
・
句
。
。
・
強
調
原
文
。
念
の
為
言
え
ば
、
具
体

的
労
働
と
抽
象
的
そ
れ
の
対
比
も
、
川
語
と
し
て
幾
場
し
て
い
る
。
ぐ
ぬ
｝
ん
一
江
・
Ｂ
ｍ
・
さ
ら
に
次
の
表
現
を
も
参
照
せ
よ
。
個
別
化
さ
れ

た
「
労
働
は
、
そ
れ
だ
け
絶
対
的
に
い
っ
そ
う
苑
せ
る
も
の
、
機
械
労
働
冨
回
９
旨
の
ｐ
Ｈ
ウ
の
芹
と
な
り
、
個
人
の
技
能
は
、
そ
れ
だ
け
無

限
に
い
っ
そ
う
制
限
さ
れ
た
も
の
〔
部
分
労
働
化
！
〕
と
な
る
。
工
場
労
働
者
圃
ワ
臥
穴
月
月
篇
こ
の
三
「
・
壹
局
山
・
）
こ
の
事
実
の
う
ち

に
い
か
な
る
問
題
を
読
み
と
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
後
に
詳
細
に
見
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
も
う
一
点
を
論
点
と
し

て
呈
示
す
る
に
と
ど
め
る
。
そ
れ
は
、
具
体
的
労
働
か
ら
抽
象
的
そ
れ
へ
の
転
化
を
（
産
み
Ⅲ
す
と
い
う
よ
り
）
促
進
さ
せ
る
の
が
、
道

具
か
ら
機
械
へ
と
い
う
生
産
手
段
の
転
化
で
あ
り
、
か
っ
こ
の
転
化
の
本
質
は
、
作
業
機
よ
り
も
原
動
機
の
う
ち
に
あ
る
、
と
い
う
ヘ
ー

ゲ
ル
の
事
実
認
識
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
力
か
ら
脚
然
力
と
人
工
力
へ
の
転
換
。
と
い
う
の
は
、
「
労
働
は
完
全
に
多
様
性
の
な
い
批
的
な

も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
知
性
の
下
へ
の
労
働
の
包
摂
（
「
人
格
的
な
」
遊
具
！
）
は
揚
棄
さ
れ
る
か
ら
、
絶
対
的
に
外
的
な
も
の
、

物
が
そ
の
自
己
同
等
性
に
よ
っ
て
、
ま
た
そ
の
運
動
と
し
て
の
物
の
働
き
の
な
か
で
、
利
川
さ
れ
う
る
。
…
…
水
、
風
、
蒸
気
等
々
の
運

動
の
よ
う
な
、
ｎ
分
を
差
別
化
す
る
自
然
の
迎
勤
。
主
体
的
な
も
の
、
つ
ま
り
概
念
の
絶
え
ざ
る
肋
き
が
、
主
体
の
外
に
柵
定
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
道
具
は
機
械
に
移
行
す
る
。
」
（
念
黒
・
）
こ
の
把
掻
の
延
長
線
上
に
は
、
労
働
主
体
か
ら
脚
立
し
た
非
人
格
的
な
自
然
お

よ
び
機
械
体
系
に
対
す
る
主
体
の
受
動
的
な
適
応
と
い
う
事
態
を
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
が
（
事
実
後
に
独
自
の
テ
ー
マ
と
な
る
。
く
巳
・

の
弓
・
畠
．
⑭
巳
・
）
、
こ
の
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
た
と
え
い
か
に
低
水
準
で
あ
ろ
う
と
も
、
機
械
制
大
工
業
の
問
題
を
も
視
野
に
収
め

て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



だ
が
こ
の
関
係
は
、
た
、
単
に
普
遍
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
物
的
な
、
物
口
温
（
労
働
生
産
物
で
あ
れ
、
そ
れ
の
源
泉
た
る
労
働

行
為
、
つ
ま
り
可
能
的
な
生
産
物
で
あ
れ
）
に
仲
介
さ
れ
た
相
互
依
存
関
係
で
あ
る
。
論
点
先
取
の
観
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
少
々
長
い
引

川
を
し
て
お
こ
う
。
近
代
市
民
社
会
と
い
う
「
欲
求
の
体
系
は
、
普
遍
的
に
柑
互
的
な
物
的
依
存
関
係
の
体
系
の
］
の
〔
の
日
：
『
仰
一
一
ｍ
の
日
の
ご

ｍ
の
砲
ｍ
ｐ
ｍ
の
嵐
ｍ
の
ロ
ロ
ご
切
厨
９
の
ニ
レ
ｇ
昔
、
一
ｍ
穴
の
芹
と
し
て
概
念
的
に
把
握
さ
れ
る
。
誰
一
人
と
し
て
自
分
の
欲
求
の
全
体
性
の
た
め
に
日

分
だ
け
で
存
在
し
て
は
い
な
い
。
彼
の
労
働
な
い
し
そ
の
欲
求
を
充
足
す
る
資
脈
の
在
り
方
〔
私
的
に
所
有
さ
れ
て
い
る
社
会
的
満
〕
は
、

彼
に
こ
の
充
足
を
保
証
し
は
し
な
い
。
安
産
は
〔
折
個
人
に
対
し
て
〕
疎
遠
な
威
力
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
彼
は
何
も
で
き
な
い
し
、

彼
の
占
有
す
る
余
剰
が
彼
に
と
っ
て
充
足
の
全
体
性
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
こ
の
威
力
に
依
存
し
て
い
る
。
余
剰
の
価
値
、
す
な
わ
ち
欲

求
に
対
す
る
余
剰
の
関
連
を
表
わ
す
も
＠
は
彼
か
ら
独
立
し
て
お
り
変
化
す
る
。
こ
の
価
値
自
体
は
欲
求
の
総
体
お
よ
び
余
剰
の
総
体

に
依
存
す
る
。
そ
し
て
こ
の
総
体
は
認
識
さ
れ
え
ず
、
日
に
見
え
ず
、
計
量
で
き
な
い
威
力
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
威
力
が
趣
的
に

は
無
限
に
多
数
の
個
別
性
の
総
計
で
あ
り
、
質
的
に
は
無
限
に
多
数
の
諸
灯
の
質
か
ら
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
念
の
．
傍
点
錐
者
）

し
た
が
っ
て
物
的
机
互
依
存
と
は
、
諸
個
人
か
ら
独
立
し
た
諸
物
の
述
動
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
、
と
い
う
形
態
的
特
殊
性
の
下
で
の
諸

個
人
の
扣
互
依
存
、
扣
瓦
交
換
（
ｌ
享
受
）
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

机
互
氷
認
と
物
象
化
。

八
三

本
題
に
戻
ろ
う
。
我
々
は
、
労
働
の
交
換
の
在
り
方
と
い
う
視
角
か
ら
、
前
近
代
の
直
接
的
関
係
と
対
立
し
た
媒
介
的
関
係
が
支
配
す

る
近
代
社
会
、
し
か
も
社
会
全
体
を
包
摂
す
る
労
働
の
分
割
・
再
結
合
の
様
式
が
、
自
ら
胎
内
に
成
長
さ
せ
た
経
営
内
の
直
接
的
交
換
様

式
を
包
摂
す
る
、
と
い
う
二
重
構
造
を
な
す
近
代
社
会
の
姿
を
概
観
し
た
。
諸
個
人
の
労
働
は
個
別
化
し
抽
象
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
普

遍
的
な
結
合
へ
と
深
化
し
て
い
く
。
普
遍
的
な
机
互
依
存
関
係
。
こ
の
関
係
を
中
頑
と
し
て
諸
個
人
の
欲
求
と
享
受
も
ま
た
側
接
的
な
机

互
依
存
の
中
に
入
っ
て
い
く
。
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な
ぜ
、
近
代
社
会
は
こ
の
よ
う
な
関
係
と
し
て
成
立
す
る
の
か
。
各
人
が
私
的
所
有
者
だ
か
ら
で
あ
り
、
私
的
所
有
制
が
全
社
会
的
に

碗
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
よ
そ
自
明
の
事
実
で
あ
り
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
は
な
い
の
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
、
身
、
一
方
で
は
市

民
身
分
の
成
立
史
研
究
の
な
か
で
歴
史
的
な
展
開
過
秘
を
そ
れ
な
り
に
分
析
し
て
い
た
し
（
第
二
章
第
三
節
）
、
他
方
で
は
私
的
所
有
制

と
社
会
的
分
業
を
相
互
規
定
し
あ
う
同
一
の
事
態
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
だ
か
ら
。
だ
が
、
前
近
代
と
近
代
の
成
立
原
理
を
自
己
労
働
に

基
く
領
打
か
ら
譲
渡
に
捲
く
領
有
へ
の
質
的
幅
換
と
把
握
す
る
今
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
当
の
私
的
所
有
制
が
、
物
的
相
互
依
存
関

係
の
論
理
的
前
提
と
し
て
（
雌
史
的
に
は
同
時
的
過
概
の
は
ず
だ
か
ら
）
改
め
て
そ
の
推
礎
づ
け
ど
問
わ
れ
て
然
る
ぺ
き
事
態
と
し
て
蕊

場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
別
訂
す
れ
ば
、
先
の
質
的
転
換
は
同
時
に
、
物
に
対
す
る
識
個
人
の
関
係
行
為
の
布
リ
カ
、
そ
れ
を
規
定
す
る

諸
個
人
相
互
の
関
係
行
為
の
在
り
方
の
質
的
転
換
、
具
体
的
に
表
現
す
れ
ば
、
占
有
か
ら
所
有
へ
の
、
（
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
か
な
る

意
味
で
も
同
質
的
な
共
同
主
体
を
容
認
し
な
い
か
ら
、
こ
の
限
定
を
加
え
れ
ば
）
私
的
占
有
か
ら
私
的
所
有
の
関
係
へ
の
転
換
、
の
問

題
と
し
て
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
充
分
に
注
意
願
い
た
い
が
、
至
る
所
に
川
現
す
る
質
的
転
換
や
転
化
な
る
川
禰
は
、
歴
史
的
な
具

体
的
服
洲
過
秘
に
即
し
た
秤
榊
成
と
い
う
よ
り
、
訳
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
麺
型
論
の
立
場
か
ら
再
榊
成
さ
れ
た
概
念
的
対
比
を
表
現

し
て
い
る
。
目
頭
で
示
唆
し
た
本
論
文
の
分
析
視
角
を
想
起
さ
れ
た
い
）
。

近
代
市
民
社
会
の
「
主
体
は
、
た
ん
に
占
有
す
る
者
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
普
遍
性
の
形
態
の
う
ち
に
、
他
の
個
人
と
関

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

連
す
る
者
、
普
遍
的
に
否
定
的
な
者
、
承
認
さ
れ
た
占
有
す
る
者
、
と
し
て
同
化
し
て
い
る
。
。
…
・
・
こ
の
限
り
で
占
有
は
所
有
で
あ
り
、

所
打
の
許
で
の
緋
適
性
な
る
抽
象
態
が
法
な
の
で
あ
る
。
…
…
所
有
と
は
占
有
の
机
対
的
同
一
性
の
な
か
に
の
み
あ
り
…
…
所
有
棚
と
は
、

所
有
の
許
で
の
抽
象
態
で
あ
り
、
他
者
、
つ
ま
り
〔
他
の
〕
特
殊
な
者
に
対
し
て
占
有
で
あ
る
、
と
い
う
権
利
で
あ
る
。
」
（
邑
黛
・
強
調
筆
者
）

占
有
と
所
有
の
区
別
は
、
主
体
と
対
象
と
の
関
係
と
い
う
よ
り
は
、
諸
個
人
相
互
の
関
係
に
即
し
て
お
り
、
所
有
と
は
、
諸
個
人
が
相
互



に
承
認
し
あ
う
占
有
、
と
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
机
互
承
認
に
つ
い
て
こ
こ
『
人
倫
の
体
系
』
で
の
展
開
を
我
々
は
詳
細
に
辿
る
こ
と
に
す

る
が
、
そ
れ
は
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
体
系
的
に
提
起
さ
れ
た
こ
の
概
念
が
、
イ
エ
ナ
時
代
後
期
の
具
体
化
の
な
か
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
社
会

理
論
の
転
回
基
軸
と
な
る
か
ら
で
あ
る
（
し
た
が
っ
て
以
下
、
所
々
二
つ
の
体
系
草
稿
を
も
顧
芯
し
な
が
ら
論
述
す
る
こ
と
に
す
る
）
。

さ
て
占
有
関
係
と
は
、
抽
象
的
に
言
え
ば
、
諸
個
人
各
々
が
自
分
の
生
命
、
生
命
の
諸
発
現
と
そ
の
諾
成
果
を
、
意
識
す
る
か
し
な
い

か
に
か
か
わ
り
な
く
事
尖
上
「
自
分
の
も
の
」
と
し
て
自
ら
の
コ
ン
ト
回
－
ル
の
下
で
保
持
す
る
こ
と
で
あ
る
（
事
実
上
の
と
限
定
す
る

の
は
、
主
体
の
向
己
規
定
と
し
て
の
「
自
分
」
「
私
」
等
々
の
内
容
を
さ
し
あ
た
り
不
問
に
付
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
所
有
の
主
体

と
し
て
の
「
私
」
と
の
異
例
を
明
砿
に
す
る
た
め
で
あ
る
）
。
労
働
の
成
果
た
る
生
産
物
も
当
然
、
当
の
労
働
主
体
の
占
有
物
と
な
る
。

だ
が
、
労
働
対
象
と
し
て
の
日
然
は
ど
の
諸
個
人
に
も
帰
属
し
な
い
外
的
な
も
の
で
あ
り
、
万
人
に
開
放
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
限
り
で

「
普
遍
的
な
も
の
」
で
あ
る
が
、
他
力
個
別
的
に
航
有
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
「
矛
盾
」
の
う
ち
に
あ
る
（
怠
い
．
く
い
一
・
○
コ
》
舅

②
＆
）
。
さ
し
あ
た
り
こ
の
矛
府
の
解
決
形
態
は
、
諾
個
人
が
、
他
人
の
占
有
を
「
破
城
」
し
た
り
（
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
や
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
の

例
に
示
さ
れ
る
。
く
れ
一
・
命
。
【
・
）
、
「
強
奪
」
や
「
盗
み
」
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
囲
罠
・
）
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
過
程

は
同
時
に
、
占
有
主
体
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
行
為
を
も
内
包
す
る
。
つ
ま
り
占
有
に
対
す
る
嫌
々
の
否
定
行
為
は
反
作
川
と
し
て
「
殺

人
」
や
「
復
讐
」
を
惹
起
し
、
こ
の
連
鎖
は
途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
く
で
あ
ろ
う
（
怠
の
同
．
□
・
ａ
『
）
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
諾

、
１
℃
、

個
人
の
占
有
を
直
接
的
に
否
定
す
る
関
係
で
あ
り
、
蛾
も
原
始
的
な
形
態
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
洲
わ
ぱ
商
次
の
述
動
形
態
に
あ
る
占
有
関
係
が
存
在
し
う
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
に
見
る
と
、
我
々
が
先
に
挙
げ
た
前

近
代
諸
社
会
を
カ
ヴ
ァ
ー
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
関
係
の
本
質
は
、
○
の
ゴ
回
序
に
よ
る
支
配
ｌ
隷
属
関
係
に
媒
介
さ
れ
た
、

し
た
が
っ
て
側
接
的
な
他
人
の
占
有
の
領
有
に
あ
る
。
我
々
は
、
奴
隷
制
や
農
奴
制
を
表
象
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
不
平

相
互
承
認
と
物
象
化
曰

八
五



扣
互
承
認
と
物
象
化
口

八
六

等
な
身
分
編
制
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
経
済
的
諸
関
係
の
在
り
方
を
問
題
に
す
る
。
つ
ま
り
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
不
平
鄭
な
身
分
関
係
が
論

理
的
に
成
立
す
る
の
か
。
そ
の
川
発
点
で
あ
る
の
①
弓
巳
行
と
は
何
か
。
（
生
産
論
手
段
の
独
占
は
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
対

す
る
回
縛
の
結
果
と
し
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
）

さ
て
、
の
①
尋
巳
庁
は
勿
論
、
所
訓
繋
力
や
腕
力
な
ど
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
こ
の
○
の
ゴ
■
一
行
な
る
代
物
は
砿
か
に
、
武
力
等
々

の
物
理
的
強
制
力
や
宗
教
的
権
威
、
あ
る
い
は
た
ん
な
る
諸
個
人
の
肉
体
的
諸
力
と
し
て
現
象
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
根
底

に
あ
る
関
係
は
、
労
働
行
為
や
そ
の
諸
能
力
と
原
理
的
に
区
別
さ
れ
た
、
あ
る
特
殊
な
桁
神
的
力
の
関
係
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
《
欲

求
Ｉ
労
働
Ｉ
享
受
》
の
主
体
と
し
て
の
諸
個
人
は
、
直
接
的
な
否
定
の
状
態
を
繰
り
返
す
過
程
を
通
じ
て
、
各
々
の
占
有
の
侵
害
が
決
し

て
、
た
ん
な
る
外
的
な
も
の
の
侵
害
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
占
有
と
し
て
外
化
さ
れ
た
自
己
、
占
有
に
化
体
し

た
自
分
の
意
志
、
他
の
存
在
〔
自
分
と
同
等
視
さ
れ
え
な
い
他
の
諸
個
人
〕
を
も
占
有
し
よ
う
と
す
る
、
排
他
的
絶
対
存
在
と
し
て
の
自

分
、
の
侵
害
な
の
だ
、
と
い
う
事
態
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
意
識
状
態
の
段
階
で
は
、
諸
個
人
は
す
べ
て
の
も
の
を
、
自
分
固

有
の
生
命
の
〔
現
実
的
及
び
可
能
的
〕
諸
発
現
態
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
ら
の
否
定
を
固
有
の
生
命
そ
の
も
の
の
否
定
と
し
て
捉
え
、
し
た

が
っ
て
固
有
の
性
格
勺
Ｒ
８
目
ｎ
房
の
芹
の
否
定
と
把
握
す
る
よ
う
に
な
る
。
同
じ
こ
と
だ
が
、
ｎ
分
の
性
格
に
た
い
す
る
誇
り
の
感
情
が

成
立
す
る
。
す
ぺ
て
の
諸
個
人
が
同
じ
過
程
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
耶
態
は
机
互
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
帰
結
は
机
互
的
で

は
な
く
、
不
平
等
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
相
互
的
侵
害
の
場
耐
で
は
、
双
方
の
死
か
（
こ
れ
は
無
意
味
で
あ
る
）
、
一
力
の
死
か
（
死
せ

る
者
は
物
と
な
る
が
、
そ
れ
は
労
働
等
々
の
対
象
で
こ
そ
あ
れ
、
諸
個
人
の
関
係
行
為
の
対
象
で
は
あ
り
え
な
い
）
、
あ
る
い
は
（
そ
し

て
こ
の
場
合
だ
け
が
有
意
味
で
あ
ろ
う
）
支
配
ｌ
隷
属
関
係
か
、
の
い
ず
れ
か
が
生
じ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
（
言
う
ま
で
も
な
く
、
諸

個
人
の
平
和
共
存
を
直
接
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
９
ｈ
分
の
み
が
唯
一
の
占
有
者
た
ら
ん
と
す
る
諸
個
人
、
と
い
う
前
提
に
矛
盾
す



優
劣
関
係
は
、
何
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
か
。
自
分
の
人
格
に
対
す
る
砿
信
、
誇
り
の
感
愉
、
と
い
う
緒
神
的
力
の
優
劣
に
よ
っ
て

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
机
互
的
侵
害
は
、
双
力
に
と
っ
て
生
命
の
喪
失
、
死
の
危
険
を
内
包
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
死
の
恐
怖
に
耐
え
、

他
人
を
占
有
の
対
象
と
し
て
あ
く
ま
で
も
凝
視
し
続
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
が
、
支
配
楠
を
猶
得
し
う
る
。
あ
る
生
命
発
現
、
例
え
ば
占

有
と
い
う
「
規
定
が
人
格
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〔
そ
の
〕
規
定
態
は
直
接
総
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
規
定
態
は
、
総

体
的
な
も
の
の
無
差
別
と
し
て
の
人
格
に
属
す
る
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
人
格
の
特
殊
性
〔
占
有
〕
が
否
定
さ
れ
る
と
は
、
抽
象
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
こ
の
特
殊
性
が
人
格
と
い
う
無
差
別
に
絶
対
的
に
同
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
侵
害
さ
れ
る
の
は

生
命
あ
る
者
〔
そ
の
も
の
〕
な
の
だ
。
…
…
侵
害
さ
れ
る
の
は
誇
り
で
あ
る
。
こ
の
誇
り
故
に
個
人
は
総
体
的
な
存
在
、
人
格
的
存
在
と

な
り
、
個
別
的
な
も
の
〔
占
有
〕
だ
け
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
仮
象
は
、
〔
実
は
〕
総
体
的
な
も
の
の
侵
害
で
あ
り
、
か
く
て
総
体
的
同

士
の
闘
争
が
登
場
す
る
。
」
「
そ
し
て
征
服
さ
れ
た
者
は
他
人
の
奴
と
な
り
、
こ
の
奴
隷
化
は
本
来
、
こ
の
よ
う
な
包
摂
関
係
の
な
か
で
諸

個
人
各
々
に
帰
属
す
る
関
係
の
現
わ
れ
な
の
で
あ
る
。
・
・
…
．
こ
の
人
格
的
侵
害
を
自
分
の
総
体
的
人
格
性
の
問
題
と
す
る
者
が
優
勢
と
な

り
、
こ
の
転
回
を
実
在
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
自
分
を
全
体
性
と
し
て
措
定
す
る
が
、
前
者
〔
奴
〕
は
特
殊
性
と

し
て
し
か
搬
定
し
な
い
か
ら
。
こ
の
関
係
の
実
在
性
は
〔
だ
か
ら
〕
隷
属
で
あ
り
、
こ
の
生
成
の
現
わ
れ
は
征
服
な
の
だ
。
」
（
怠
魚
・

念
罵
・
強
調
脱
文
。
同
主
旨
の
繰
り
返
し
は
怠
の
．
念
呉
・
）

こ
の
よ
う
に
し
て
理
論
的
に
再
構
成
さ
れ
た
不
平
等
な
承
認
関
係
、
あ
る
い
は
主
Ｉ
奴
関
係
の
下
で
の
占
有
関
係
は
確
定
的
な
も
の
で

は
あ
り
え
ず
、
偶
然
的
要
素
に
つ
き
ま
と
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
に
そ
の
規
定
因
は
、
粉
神
的
力
と
い
う
机
互
の
位
侭
関
係
が

奔
易
に
逆
転
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
第
二
に
、
こ
の
逆
転
の
主
導
椎
は
、
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
二
重
の
論
拠
か
ら
推
論
す
る
に
、
現

机
互
承
認
と
物
象
化
口
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る
か
ら
）
。
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時
点
で
の
奴
の
側
に
あ
る
可
能
性
が
一
価
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
論
拠
と
は
、
抑
圧
さ
れ
る
奴
は
抑
圧
と
労
働
の
な
か
で
（
主
は
こ
の
関
係

の
成
立
と
と
も
に
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
た
た
ん
な
る
享
受
主
体
に
転
化
す
る
、
と
想
定
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
）
、
抑
圧
へ
の
抵
抗
の
源
泉

で
あ
る
、
固
有
の
人
格
に
対
す
る
誇
り
の
感
怖
を
否
応
な
く
か
き
た
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
労
働
行
為
を
通
じ
て
目
的
意
識
的
な
自
己

表
現
諸
能
力
を
（
現
在
は
主
の
自
己
表
現
の
僕
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
開
発
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
論
拠

は
明
言
さ
れ
て
は
い
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
我
々
と
し
て
硴
認
す
ぺ
き
こ
と
ば
、
論
拠
そ
の
も
の
よ
り
、
そ
の
結
果
に
対
十
る
へ
Ｉ
ゲ
ル

の
評
価
、
「
占
有
は
偶
然
的
存
在
で
あ
り
、
同
様
に
そ
の
川
互
関
連
も
偶
然
的
で
あ
る
」
（
の
ヨ
・
言
・
巳
⑭
）
、
と
い
う
評
価
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
従
来
事
実
上
自
覚
さ
れ
て
は
い
た
が
、
明
確
に
理
論
化
さ
れ
な
か
っ
た
前
近
代
と
近
代
の
社
会
の
構
成
原
理
が
、
同
質
の
私

的
所
有
制
の
漸
次
的
拡
大
と
い
う
机
点
と
い
う
よ
り
は
（
つ
ま
り
こ
の
視
点
点
は
決
し
て
完
全
に
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
）
、
主

Ｉ
奴
関
係
な
る
制
度
的
枠
組
に
媒
介
さ
れ
る
労
勧
恢
式
ｌ
占
有
関
係
か
ら
、
質
的
・
原
理
的
に
異
な
る
所
打
関
係
へ
の
懸
化
、
と
い
う
新

た
な
視
点
か
ら
把
握
さ
れ
る
こ
と
を
、
こ
の
評
価
が
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
占
有
関
係
の
こ
の
偶
然
性
を
排
除
し
て
、
行
人
の
占
有
を
杣
亙
に
保
証
す
る
所
有
関
係
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
ま
た
、
占

有
か
ら
所
有
へ
の
転
化
は
い
か
に
し
て
可
能
か
。
（
本
来
な
ら
ば
そ
の
前
に
、
主
Ｉ
奴
関
係
と
い
う
発
想
が
何
に
川
米
す
る
の
か
、
を
論

じ
る
ぺ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
関
係
は
、
相
互
承
認
を
め
ざ
す
闘
争
の
第
一
段
階
な
の
だ
か
ら
、
相
互
承
認
概
念
の
解
明
に
続
く
ぺ

き
性
質
の
問
題
と
考
え
る
。
）

我
々
は
先
に
、
承
認
さ
れ
た
占
有
す
な
わ
ち
所
有
、
し
か
も
抽
象
的
同
一
性
と
し
て
の
所
有
、
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
規
定
を
引
川
し
て

お
い
た
。
何
が
、
い
か
に
承
認
さ
れ
て
い
る
か
が
中
心
的
な
問
題
で
あ
る
。
結
論
を
先
に
言
え
ば
、
諸
個
人
が
自
ら
の
占
有
物
に
対
し
て

（
対
象
は
占
有
関
係
の
場
合
と
同
一
で
あ
る
）
、
平
等
な
人
格
と
し
て
（
諸
個
人
各
々
の
具
体
的
諸
個
性
は
袷
象
・
抽
象
さ
れ
て
、
当
該
災



だ
が
、
こ
こ
で
間
題
な
の
は
、
我
々
が
先
に
問
題
提
起
し
た
よ
う
に
、
主
Ｉ
奴
関
係
か
ら
抽
象
的
人
格
の
扣
互
承
認
関
係
へ
の
転
化
が
、
社

会
的
分
業
の
論
理
的
前
提
と
し
て
い
か
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
平
等
な
人
格
と
し
て
登
場
す
る
諸
個
人
の
内
面
的
意
識

、
、

榊
造
の
根
拠
如
何
、
に
他
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
人
倫
の
体
系
』
で
は
じ
め
て
立
て
た
壽
」
の
問
い
は
、
近
代
自
然
法
論
の
そ
れ
と
同

質
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
般
的
な
問
い
、
近
代
市
民
社
会
を
形
成
す
る
諸
個
人
の
エ
ー
ト
ス
の
問
題
、
へ
と
連
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
こ
で
の
等
え
ば
、
綾
だ
不
分
明
で
あ
り
、
し
か
も
彼
の
諸
前
提
と
矛
盾
し
さ
え
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い

う
の
は
、
第
一
に
、
諸
佃
人
間
の
占
有
と
生
命
を
め
ぐ
る
闘
争
に
お
け
る
決
定
川
を
誇
り
の
感
情
と
し
て
牌
成
し
つ
つ
（
こ
れ
は
先
に
兄
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も
も

団
に
帰
属
す
る
人
間
と
し
て
同
質
と
想
定
さ
れ
る
）
、
関
係
行
為
す
る
一
」
と
を
お
互
い
に
認
め
あ
う
、
し
た
が
っ
て
そ
の
結
果
、
占
有
物

は
各
人
格
に
帰
屈
す
る
所
有
物
と
い
う
形
態
規
定
を
獲
得
す
る
、
そ
の
よ
う
な
事
態
と
さ
し
あ
た
り
規
定
で
き
よ
う
。
人
格
、
所
有
、
所

有
の
交
換
、
こ
れ
ら
は
市
民
社
会
に
固
有
の
社
会
的
形
態
規
定
で
あ
り
、
諸
個
人
、
占
有
、
そ
れ
ら
相
互
の
関
係
が
獲
得
す
る
ｊ
ｂ
の
で
あ

る
（
交
換
に
つ
い
て
は
再
論
す
る
）
。
二
重
性
な
い
し
直
観
の
な
か
で
、
個
体
は
形
態
的
に
は
一
切
の
規
定
性
の
無
差
別
、
そ
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
形
式
的
に
生
命
あ
る
者
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
者
と
し
て
承
認
さ
れ
る
。
か
つ
て
は
個
別
的
物
を
占
有
す
る
者
で
あ
っ
た
が
、

こ
こ
で
は
総
体
的
な
も
の
の
な
か
で
対
目
的
に
存
在
す
る
者
で
あ
る
。
…
…
こ
の
形
式
的
に
生
命
あ
る
存
在
の
承
認
行
為
は
、
形
式
的
な

観
念
性
で
あ
る
。
…
…
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
生
命
は
絶
対
的
主
体
性
、
絶
対
的
概
念
で
あ
り
、
こ
の
絶
対
的
抽
象
の
下
で
老
察
さ
れ
た

個
体
が
人
格
な
の
だ
。
」
（
仁
日
・
）
だ
か
ら
厳
格
に
言
え
ば
、
私
的
所
有
と
は
、
私
的
占
有
者
が
人
格
と
し
て
相
互
に
関
係
行
為
す
る
こ

と
で
あ
り
、
歴
史
的
に
特
殊
な
抽
象
作
川
に
媒
介
さ
れ
た
机
互
承
認
関
係
な
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
こ
の
抽
象
作
川
が
先
の
全
社
会
的
労

働
の
交
換
過
慨
に
お
い
て
現
実
に
生
ず
る
そ
れ
で
あ
る
、
と
奔
易
に
推
論
で
き
る
し
、
そ
し
て
後
に
こ
の
抽
象
化
の
具
体
的
姿
を
見
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
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た
）
、
そ
の
結
采
を
支
配
ｌ
隷
偶
関
係
の
成
立
か
、
あ
る
い
は
扣
互
承
認
関
係
の
成
立
か
、
と
い
う
二
者
択
一
の
問
題
に
慨
き
換
え
（
固

有
の
問
題
が
前
者
か
ら
後
者
へ
の
転
化
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
！
く
い
］
・
囲
照
・
）
、
さ
ら
に
第
二
に
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
者
の

根
拠
を
、
き
わ
め
て
一
力
的
か
つ
単
純
に
、
被
抑
圧
者
の
怒
り
の
感
慨
の
う
ち
に
求
め
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
抑
圧
者
の
誇
り
と
被
抑

圧
者
の
怒
り
の
程
度
が
原
理
的
に
均
衡
し
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
コ
カ
の
側
の
抽
象
的
優
位
は
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
（
１
）
、
し

か
し
闘
争
の
今
の
瞬
間
に
あ
っ
て
は
実
在
的
優
位
で
は
な
い
だ
ろ
う
（
１
）
。
…
…
〔
奴
の
〕
怒
り
は
減
少
す
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ

は
包
摂
者
〔
主
〕
の
無
差
別
〔
誇
り
〕
が
非
実
在
的
関
係
だ
〔
な
ぜ
？
〕
、
と
い
う
感
愉
だ
か
ら
。
怒
り
は
、
闘
争
の
実
在
性
が
こ
の
怒

り
と
い
う
構
想
力
に
矛
盾
す
る
が
故
に
、
平
等
の
感
悩
へ
と
帰
っ
て
い
く
〔
な
ぜ
？
〕
。
」
（
虚
Ｐ
炊
調
繁
者
）
第
一
点
は
砿
か
に
、
ヘ
ー

ゲ
ル
の
本
意
に
明
白
に
背
い
た
叙
述
で
あ
る
か
ら
、
我
々
と
し
て
も
た
ん
な
る
筆
の
誤
ま
り
と
し
て
無
視
し
て
構
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
後
者
の
点
は
、
主
Ｉ
奴
関
係
が
抑
々
何
故
に
成
立
す
る
か
の
論
論
を
根
底
か
ら
秘
え
し
て
し
ま
う
し
、
ま
た
怒
り
の
、
そ
し
て
平
等

の
感
情
が
い
か
に
成
立
し
う
る
の
か
、
そ
の
論
証
と
は
な
り
え
ず
、
間
々
当
為
な
い
し
結
論
の
呈
示
に
と
ど
ま
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ

う
な
腰
朋
に
は
、
理
性
的
存
在
と
し
て
の
人
間
な
る
公
理
か
ら
、
共
同
意
思
に
よ
る
自
由
の
机
互
制
限
と
し
て
の
相
互
承
認
論
、
私
的
所

（
３
）
 

有
の
埜
礎
づ
け
ど
試
み
た
『
向
然
法
の
基
礎
』
の
フ
ィ
ヒ
ー
ァ
を
枕
佛
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
フ
ィ
ヒ
チ
に
は
完
全
に
欠

落
し
て
い
た
主
Ｉ
奴
関
係
を
主
題
化
し
え
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
真
意
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
主
、
他
人
の
支
配
に
服
し
、
他
人
の
欲
求
充
足
の
た

め
に
労
働
す
る
奴
の
行
為
と
意
識
が
孕
む
解
放
、
さ
し
あ
た
り
は
平
等
な
人
格
関
係
と
し
て
の
私
的
所
有
制
に
向
か
っ
て
の
解
放
、
の
諸

契
機
が
い
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
が
故
に
、
あ
の
よ
う
な
展
開
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
、
と
言
う
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
未
解
明

の
理
由
を
ひ
と
つ
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
（
後
に
具
体
的
に
見
る
こ
と
に
な
る
が
）
、
私
的
所
有
制
な
る
相
互
承
認
形
態
が
人
間
解
放
に
向
か

う
一
大
阿
期
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
い
ま
だ
抽
象
的
性
格
を
脱
し
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
他
な
ら
ぬ
こ
の
机
互
承
認
が
、
再
び
新
し



い
形
態
で
の
主
Ｉ
奴
関
係
へ
と
転
変
し
、
し
た
が
っ
て
個
性
的
諸
個
人
の
具
体
的
相
Ⅲ
承
認
関
係
が
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
、
こ
の

展
望
が
、
次
に
見
る
社
会
的
分
業
の
内
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
分
析
を
通
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
眼
前
に
拡
が
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
下
で
は
あ

の
転
化
問
題
の
詰
め
は
机
対
的
に
甘
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
だ
。

小
括
と
し
て
、
お
よ
そ
一
年
後
の
体
系
草
稿
か
ら
、
占
有
ｌ
所
有
の
机
違
を
概
括
し
て
い
る
一
節
を
引
川
し
て
お
こ
う
。
「
占
有
に
お

け
る
矛
爪
と
は
、
あ
る
物
が
物
と
し
て
は
普
遍
的
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
個
別
的
占
有
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
矛
府
は
、
個
別
的

占
有
を
自
分
の
許
で
自
分
自
身
の
反
対
物
と
し
て
措
定
す
る
よ
う
な
意
識
に
よ
っ
て
揚
棄
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
個
別
的
占
有
は
氷
認
さ
れ

た
占
有
と
し
て
、
個
別
的
占
打
で
あ
る
と
同
時
に
瞥
通
的
占
有
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
個
別
的
占
有
の
中
で
全
員
が
占
有
す
る
か

ら
。
つ
ま
り
私
の
占
有
の
保
障
は
、
全
員
の
占
有
の
保
障
な
の
で
あ
っ
て
、
私
の
所
有
の
う
ち
に
、
全
員
が
自
ら
の
所
有
を
も
ち
、
私
の

占
有
は
意
識
の
形
態
を
独
得
し
た
の
だ
。
そ
れ
は
私
の
占
有
と
規
定
さ
れ
ば
す
る
が
、
所
有
と
し
て
は
私
に
の
み
関
述
す
る
の
で
な
く
、

普
遍
的
に
側
逃
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
の
弓
・
言
総
⑪
）

さ
て
、
今
我
々
は
、
私
的
所
有
制
を
論
理
的
前
提
と
す
る
譲
渡
に
基
く
領
有
関
係
、
全
社
会
的
な
分
業
編
制
、
と
し
て
の
近
代
市
民
社

会
な
る
把
握
を
一
応
狼
得
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
な
お
形
式
的
で
赫
態
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
こ
の
歴
史
的
に
特
殊
な
社

会
形
態
の
運
動
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
、
内
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
剖
学
で
は
な
か
っ
た
。

へ
１
ゲ
ル
は
、
諸
個
人
の
所
有
の
相
互
交
換
関
係
、
我
々
の
眼
前
で
Ⅱ
常
的
に
行
わ
れ
る
現
象
、
の
分
析
か
ら
姑
め
る
（
諸
個
人
の
所

有
、
こ
の
表
現
が
独
立
小
商
船
生
産
者
と
し
て
の
諸
個
人
の
そ
れ
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
こ
と
は
、
前
述
の
と
う
り
で
あ
る
。
い
ず
れ

の
労
働
生
産
物
も
、
交
換
の
場
面
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
か
の
主
体
に
帰
属
す
る
所
有
と
し
て
現
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
だ
け
の

こ
と
で
あ
る
）
。
こ
れ
ら
の
所
有
は
、
他
人
の
欲
求
充
足
、
他
人
の
使
川
を
目
的
と
し
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
目
的
は
現
実
の
交
換
以
前

枡
互
承
認
と
物
象
化
口
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
転
化
に
は
二
麺
の
困
難
な
い
し
矛
盾
が
内
在
し
て
い
る
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
。
第
一
に
、
双
方
の
交
換
当
時

者
の
所
有
は
、
各
々
特
定
の
欲
求
を
満
た
す
は
ず
の
「
個
性
的
」
所
有
で
あ
る
か
ら
、
双
方
が
同
時
に
、
自
分
の
机
手
の
欲
求
に
適
合
す

る
所
有
で
あ
る
、
と
い
う
鞭
態
は
、
完
全
に
偶
然
的
な
も
の
、
否
恐
ら
く
は
僥
倖
と
し
か
表
現
で
き
な
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

ｂ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
か
も
各
人
の
個
性
的
所
有
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
前
提
す
る
全
社
会
的
分
業
に
組
み
込
ま
れ
た
諸
個
人
総
体
と
し
て
の
他
人
、
の
欲
求
充
足

を
予
定
し
て
お
り
、
こ
の
社
会
な
る
他
人
の
欲
求
の
全
体
は
決
し
て
把
握
さ
れ
え
な
い
の
だ
か
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
（
前
掲
「
物
的
依

存
云
々
」
の
引
用
参
照
）
。
交
換
へ
の
「
移
行
は
あ
る
瞬
間
に
、
あ
る
所
で
双
方
の
占
有
を
、
同
時
に
他
人
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

可
能
と
な
る
。
し
か
し
客
体
〔
占
有
〕
が
多
様
だ
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
移
行
も
そ
う
な
の
で
あ
っ
て
、
要
求
さ
れ
る
相
手
も
多
様
な
の
だ

か
ら
、
こ
の
相
手
は
、
自
分
の
相
手
が
完
全
に
な
る
〔
縦
波
さ
れ
る
〕
ま
で
は
、
〔
誠
渡
さ
れ
る
も
の
と
し
て
〕
存
在
せ
ず
、
〔
し
た
が
っ

て
移
行
は
〕
始
ま
ら
ず
継
続
し
も
し
な
い
。
つ
ま
り
飛
舩
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
て
交
換
自
体
が
、
こ
の
よ
う
な
経
験
的
状
況
故
に
不
硴

突
と
な
る
。
」
（
色
の
）
こ
の
偶
然
性
を
除
去
す
る
た
め
に
は
、
当
訓
者
双
方
の
所
有
の
個
性
つ
ま
り
質
に
は
一
切
関
係
な
く
、
た
ｖ
そ
れ

ら
と
同
蝉
な
も
の
と
し
て
妥
当
し
、
そ
の
意
味
で
双
方
が
戦
し
く
欲
す
る
あ
る
何
物
か
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て

こ
れ
は
、
質
を
括
象
し
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
辻
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
質
的
な
所
有
を
比
較
可
能
な
雄
に
順
化
で

き
る
、
双
方
の
所
有
と
異
・
な
る
第
三
の
存
在
は
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
か
に
し
て
必
然
的
に
成
立
し
う
る
の
か
。

の
一
と
、

あ
る

相
互
承
認
と
物
象
化
口

九
二

に
ば
た
ん
な
る
可
能
性
な
の
で
あ
っ
て
、
所
有
の
析
互
譲
渡
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
、
双
方
の
所
有
が
各
々
、
他
人
の
使
用
の
対
象
で
あ
る
、

と
実
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
交
換
と
は
、
「
各
人
が
個
性
的
で
〔
他
人
の
欲
求
と
〕
観
念
的
－
客
体
的
に
関
連
さ
れ
ら
れ
た
も

の
を
、
主
体
的
で
句
他
人
の
〕
欲
求
に
関
連
さ
せ
ら
れ
た
も
の
に
幅
化
さ
せ
る
〔
こ
と
で
あ
り
〕
・
・
・
…
観
念
的
関
係
の
実
在
化
」
な
の
で

主
体
的
で
〔
他
人
（

（
怠
『
・
独
調
錐
者
）
。



こ
の
問
い
へ
の
答
え
が
、
実
は
、
転
化
の
第
二
の
矛
盾
を
示
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
偶
然
に
も
か
か
わ
ら
ず
幸
い
に
双
方
が
相
互
に
お
互
い
の
所
有
を
欲
す
る
と
す
れ
ば
、
交
換
の
第
一
の
困
難
は
突
破
さ
れ

る
。
だ
が
、
実
際
に
交
換
が
な
さ
れ
る
に
は
、
双
方
に
対
し
て
、
各
々
の
所
有
が
な
ん
ら
か
の
、
し
か
し
同
一
の
尺
度
に
照
ら
し
て
同
等

な
も
の
と
し
て
妥
当
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
尺
度
と
は
何
か
。
行
だ
の
所
有
に
体
現
さ
れ
る
価
値
で
あ
る
。
で
は
価
値
と
は
何
か
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
見
異
質
に
見
え
る
二
つ
の
回
答
を
与
え
る
。
ま
ず
、
先
の
引
用
で
明
言
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
「
余
剰
の
価
値
、
す
な
わ

ち
〔
社
会
の
総
〕
欲
求
に
対
す
る
余
剰
の
関
連
を
表
現
す
る
も
の
」
で
あ
る
。
価
値
と
は
、
各
所
有
に
内
在
す
る
も
の
、
し
た
が
っ
て
例

え
ば
投
下
労
働
量
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
、
で
は
な
く
て
、
あ
る
所
有
の
総
体
／
当
該
所
有
に
対
す
る
欲
求
総
体
な
る
比
率
Ⅱ
関
連

が
当
該
所
有
に
お
い
て
現
象
す
る
事
態
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
価
値
と
は
価
値
（
と
い
う
形
態
で
現
象
す
る
特
定
の
）
関
係
で
あ
る
。
Ａ

所
有
が
い
の
値
を
、
Ｂ
所
有
が
胆
の
値
を
得
る
と
す
れ
ば
、
Ａ
対
Ｂ
の
交
換
比
率
は
、
⑭
国
僅
少
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
質
を
捨
象
し
、

趣
に
還
元
す
る
抽
象
作
川
は
、
論
理
的
に
は
実
際
の
交
換
に
先
行
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
現
実
に
は
交
換
の
成
立
と
同
時
に
遂
行
さ
れ
て
い

る
は
ず
で
あ
る
（
こ
の
点
次
の
笄
え
と
の
関
連
で
注
意
し
て
ほ
し
い
）
。

も
う
ひ
と
つ
の
規
定
は
こ
う
だ
。
「
法
〔
平
等
な
正
義
〕
の
純
粋
な
無
限
性
、
そ
れ
と
分
離
不
可
能
な
も
の
と
は
、
物
つ
ま
り
特
殊
的

、
、
、
、
、
、
、
１
１
、

な
も
の
自
体
の
許
で
〔
他
の
物
と
〕
反
照
し
、
こ
の
物
の
他
者
〔
と
し
て
の
別
の
物
〕
と
の
同
等
性
と
な
る
。
．
あ
る
物
と
他
の
物
と
の
同

、
、
、
、
、
、
、
、
、

等
性
と
い
う
こ
の
抽
象
作
用
、
こ
の
具
体
的
一
体
性
と
法
が
価
値
で
あ
る
。
否
む
し
ろ
、
価
値
目
・
身
が
抽
象
作
用
と
し
て
の
同
等
性
、
つ

ま
り
観
念
的
尺
度
な
の
だ
。
勿
論
実
際
眼
前
に
あ
る
経
験
的
尺
度
は
価
格
だ
が
。
」
（
』
弓
・
強
調
筆
者
）
あ
る
質
を
体
現
す
る
物
が
、
別
の

質
を
体
現
す
る
別
の
物
に
自
分
を
等
置
す
る
と
は
、
他
の
物
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
媒
介
項
と
十
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が
い
か
な
る
価

値
と
し
て
妥
当
す
る
か
を
表
現
す
る
、
換
言
す
れ
ば
、
他
の
物
に
対
し
て
、
欲
求
充
足
の
質
的
対
象
の
ま
ま
で
、
自
分
の
価
値
を
表
現
す

稲
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相
互
承
認
と
物
象
化
口

九
四

る
役
削
、
形
態
規
定
を
与
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
勿
論
こ
の
事
態
は
相
互
的
で
あ
る
）
。
し
た
が
っ
て
あ
る
物
が
体
現
す
る
価
値

な
る
代
物
は
、
前
と
同
じ
く
物
に
内
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
他
の
物
と
の
関
述
、
質
的
に
異
な
り
な
が
ら
あ
る
基
雅
に
よ
っ
て
同

等
に
す
る
と
い
う
抽
象
作
川
、
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
こ
れ
が
反
照
の
意
味
で
あ
る
）
。

双
方
の
物
は
勿
論
任
意
に
騨
憧
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
経
験
的
に
は
無
数
の
偶
然
的
な
（
恐
ら
く
は
不
平
等
な
）
交
換
の
繰
り
返
し
を

通
じ
て
で
は
あ
ろ
う
が
、
あ
る
基
準
が
形
成
さ
れ
て
く
る
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
最
初
の
規
定
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
余
剰
／
欲
求
の
比
率
が
あ
る
物
の
価
値
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
だ
が
こ
の
規
定
が
規
定
丘
と

し
て
現
象
す
る
の
は
、
先
の
等
置
関
係
が
成
立
し
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
、
と
い
う
次
第
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
価
値
理
解
を
、
我
々
の
眼
で
も
う
少
し
先
へ
と
推
転
さ
せ
る
と
、
あ
の
第
三
の
存
在
の
根
拠
が
見
え
て
く
る

よ
う
だ
。
つ
ま
り
あ
る
特
定
の
所
有
Ｇ
が
、
先
の
等
置
関
係
の
一
方
の
側
の
位
置
を
常
に
占
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
Ｇ
は
自
分
以
外
の
全
所

有
の
潜
在
的
「
規
定
獄
」
を
常
に
自
ら
の
肉
体
で
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
規
定
量
を
交
換
比
率
と
し
て
現
象
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
機
能
を
果
た
す
あ
る
存
在
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
先
の
こ
の
困
難
は
解
消
す
る
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
所
有
の
交
換
は
矛
盾
を
解
決
す
る
巡
動
形
態
を
兄
い
Ⅲ
十
だ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
彼
は
、
こ
の
こ
と
を
硫
言
し
な
い
が
、

し
か
し
そ
の
代
わ
り
に
こ
う
書
く
。
交
換
つ
ま
り
「
移
行
は
経
験
的
偶
然
性
か
ら
脱
け
川
て
、
移
行
の
媒
介
項
つ
ま
り
同
一
性
〔
同
等
性

な
る
抽
象
作
川
！
〕
が
、
何
か
必
然
的
な
も
の
、
間
疋
し
た
も
の
と
し
て
挑
疋
さ
れ
る
。
交
換
の
本
性
と
形
態
は
存
続
す
る
が
、
交
換
は

、
、
、
、
、

批
と
将
週
性
の
中
に
同
化
さ
れ
る
。
．
…
・
・
形
態
と
し
て
生
ず
る
の
は
観
念
性
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
同
時
に
実
在
性
一
般
で
も
あ
る
観
念

性
が
、
諸
個
人
と
し
て
の
契
約
打
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
粉
神
に
他
な
ら
ず
、
こ
れ
は
契
約
者
を
包
摂
す
る
普
遍
的
な
も
の
、

絶
対
的
に
容
体
的
な
本
質
存
在
、
契
約
の
強
制
的
な
媒
介
項
で
あ
る
。
」
（
一
＄
・
強
調
筆
者
）
敷
術
す
れ
ば
こ
う
な
る
。
第
三
の
存
在
Ｇ
は
、
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第
二
節
で
詳
論
す
る
物
象
化
ぐ
の
門
８
，
目
。
盲
。
ｍ
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
そ
の
特
殊
な
現
象
形
態
が
物
化
で
あ
る
）
。

我
々
は
物
化
過
程
と
し
て
の
市
民
社
会
の
運
動
を
さ
ら
に
検
討
す
る
が
、
そ
の
前
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
事
態
を
何
よ
り
も
ま
ず
、
市
民

社
会
の
基
本
構
造
の
第
一
の
問
題
と
し
て
把
握
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
国
家
と
し
て
の
人
倫
的

共
同
態
は
第
一
に
、
ま
さ
に
こ
の
物
化
を
揚
棄
す
る
関
係
態
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
物
的
依
存
性
の
関
係
と
は
、
絶
対
的
特
殊

化
と
思
惟
さ
れ
た
も
の
、
抽
象
物
〔
価
値
と
貸
幣
〕
へ
の
依
存
性
な
の
だ
。
国
家
体
制
は
生
命
あ
る
依
存
性
を
措
定
し
、
個
体
性
に
対
す

、
、
、
、
、
、

る
個
体
性
の
関
係
、
物
的
依
存
性
に
と
っ
て
は
存
在
し
な
い
他
の
関
係
、
つ
ま
り
内
的
で
活
励
的
な
関
連
を
措
定
す
る
。
」
個
性
的
な
諸

「
人
格
の
依
存
関
係
」
（
ち
ぃ
・
』
国
・
強
調
筆
者
）
。
諸
個
人
は
自
ら
の
特
殊
な
Ⅱ
的
を
極
大
化
し
よ
う
と
努
力
す
る
が
、
そ
れ
は
貨
幣
獲
得

敏
の
最
大
化
へ
と
転
化
し
、
欲
望
の
奴
隷
は
貨
幣
の
奴
隷
と
し
て
し
か
実
存
し
な
い
。
か
く
て
抽
象
物
と
し
て
の
貨
幣
（
量
！
）
が
、
個

人
の
と
り
結
ぶ
相
互
の
諸
関
係
の
範
囲
と
内
容
（
質
！
）
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
（
後
の
表
現
を
使
え
ば
）
転
倒
し
た
世
界
の

揚
棄
、
そ
れ
が
こ
こ
で
問
題
の
核
心
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
揚
乘
の
過
羅
と
状
態
が
、
対
比
的
に
呈
示
さ
れ
る
、
個
怖

を
も
っ
た
具
体
的
諸
個
人
の
人
格
的
依
存
関
係
で
あ
り
、
そ
の
原
理
は
机
互
承
認
論
と
し
て
、
そ
の
現
象
形
態
は
家
族
お
よ
び
人
倫
的
共

本
筋
に
戻
ろ
う
。
諸
個
人
の
生
命
の
再
生
産
は
、
彼
ら
か
ら
自
立
し
た
疎
遠
な
威
力
と
し
て
の
物
の
運
動
に
よ
っ
て
根
本
的
に
規
定
さ

れ
て
い
た
。
こ
の
事
態
か
ら
生
ず
る
主
要
な
帰
結
は
、
獄
の
不
平
等
で
あ
る
。
以
前
す
で
に
事
実
と
し
て
直
観
さ
れ
て
い
た
こ
の
帰
結
は
、

こ
こ
で
は
事
実
を
生
じ
さ
せ
る
必
然
性
、
根
拠
の
解
明
へ
と
進
展
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
叙
述
は
不
分
明
で
あ
り
、
か
つ
説
得
的
で
は

な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
大
筋
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
的
欲
求
の
総
体
は
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
変
動

（
そ
の
要
因
に
は
自
然
的
な
も
の
Ｉ
例
え
ば
凶
作
Ｉ
も
あ
れ
ば
人
為
的
な
も
の
ｌ
例
え
ば
流
行
ｌ
も
あ
る
）
も
諸
個
人
に
と
っ
て
認
識
不

同
態
と
し
て
、
展
開
さ
れ
よ
う
。



可
能
な
の
だ
か
ら
、
各
人
の
労
働
生
産
物
が
社
会
的
有
川
性
を
実
証
で
き
る
か
否
か
は
、
ひ
と
え
に
偶
然
に
依
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の

偶
然
性
の
作
川
範
囲
を
縮
小
す
る
た
め
に
は
、
現
在
及
び
将
来
の
欲
求
の
戯
と
質
を
で
き
る
だ
け
正
確
に
認
識
し
、
そ
れ
に
適
合
的
な
生

産
物
を
つ
く
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
の
条
件
は
二
つ
あ
る
（
と
は
言
っ
て
も
結
局
は
同
じ
ひ
と
つ
の
も
の
に
帰
着
す
る
の
だ

が
）
。
第
一
に
、
各
人
の
肉
体
的
精
神
的
諸
力
、
就
中
技
能
の
程
度
、
第
二
に
各
人
が
所
有
す
る
富
の
多
寡
。
後
考
は
、
前
者
の
一
結
果

を
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
要
締
を
な
す
の
は
加
打
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
、
然
的
不
平
等
」
「
生
命
の
力
の
不
平
等
」
（
と
言
う
表
現
は
勿
論

正
確
で
は
な
い
。
そ
れ
は
諸
個
人
の
社
会
化
を
す
で
に
経
験
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
た
め
に
は
社
会
的
交
通
へ
の
参
加
が

先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
。
ち
〕
・
匿
い
）
が
、
生
産
と
消
我
の
均
衡
の
絶
え
ざ
る
変
川
を
通
じ
て
現
象
し
て
く
る
、
と
い

う
わ
け
で
あ
る
（
均
衡
の
変
励
に
閲
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
想
定
し
て
い
る
の
は
恐
ら
く
、
両
者
の
不
均
衡
↓
供
給
あ
る
い
は
消
巽
あ
る
い
は

双
力
の
変
動
に
よ
る
「
自
ず
と
生
ず
る
均
衡
」
ｌ
そ
の
過
程
で
生
ず
る
供
給
側
の
変
励
、
つ
ま
り
「
あ
る
場
所
で
の
占
有
の
災
械
、
他
の

場
所
で
の
減
少
」
、
と
い
う
事
態
で
あ
ろ
う
、
心
＄
戸
《
巴
）
。
だ
か
ら
一
兇
す
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
雛
論
は
、
間
然
的
不
平
弊
か
ら
社
会

的
不
平
等
を
導
川
す
る
、
ご
く
常
識
的
な
単
純
な
理
解
に
基
く
よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
必
ず
し
も
そ
う
と
は
判
断
で
き
な
い
。
と
い
う
の

は
、
第
一
に
、
然
的
不
平
弊
は
、
物
の
皿
励
が
、
立
化
し
な
い
か
ぎ
り
現
象
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
実
存
し
な
い
は
ず
だ
か
ら
、
真
実
の
規

定
因
は
歴
史
的
に
特
殊
な
物
化
の
過
程
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
貨
幣
の
成
立
と
同
時
に
、
諸
個
人
の
欲
求
と
享
受
が
貸
幣
獲

得
衝
助
に
転
化
し
、
そ
の
衝
動
は
本
性
上
限
界
を
知
ら
な
い
か
ら
（
樹
の
抽
象
的
可
能
態
と
し
て
の
岱
幣
！
）
、
諸
個
人
の
「
自
然
的
不

、
、
、
、
、

平
等
」
が
増
幅
さ
れ
た
貨
幣
・
欽
的
不
平
難
と
し
て
現
象
す
る
か
ら
で
あ
る
（
一
）
の
場
合
、
ロ
ッ
ク
に
よ
る
次
の
議
論
、
つ
ま
り
自
己
労

働
に
基
く
所
有
の
範
囲
を
制
限
す
る
基
本
条
件
、
欲
製
の
限
界
、
が
貨
幣
導
入
に
よ
っ
て
解
除
さ
れ
、
不
平
等
な
所
有
が
正
当
化
さ
れ
る
、

そ
し
て
当
の
貨
幣
蓄
蔵
が
節
約
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
と
す
る
議
論
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
脳
裏
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
勿
論
両
考
の
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物
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化
同
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志
向
の
根
本
的
対
立
は
見
過
ご
す
ぺ
き
で
は
な
い
が
）
。
「
た
し
か
に
享
受
は
固
く
規
定
さ
れ
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え

る
。
し
か
し
享
受
の
無
限
性
と
は
そ
の
観
念
性
編
圦
幣
！
〕
で
あ
っ
て
、
そ
の
な
か
で
享
受
は
無
限
な
の
だ
。
…
…
密
の
珊
大
を
求
め
る

衝
肋
は
、
占
有
と
し
て
の
規
定
さ
れ
た
個
別
的
な
も
の
を
無
限
な
も
の
兎
只
幣
！
〕
の
中
に
同
化
す
る
と
い
う
必
然
性
で
あ
る
。
…
…
こ

の
必
然
的
な
不
平
等
は
、
程
度
に
関
連
し
程
度
規
定
し
か
も
ら
え
な
い
量
的
性
質
故
に
、
支
配
の
関
係
を
う
み
だ
す
。
」
（
＄
貝
，
）

我
々
は
こ
の
種
の
議
論
が
説
得
的
で
は
な
い
と
言
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
描
く
よ
う
な
過
程
が
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で

は
な
く
（
そ
れ
ど
こ
ろ
か
作
川
因
と
し
て
は
大
い
に
あ
り
う
る
）
、
こ
の
過
樫
の
初
発
に
お
け
る
決
定
的
契
機
、
す
な
わ
ち
極
接
生
産
者

、
、
、
０

か
ら
の
労
働
諸
条
件
の
側
岬
、
と
く
に
政
治
権
力
を
介
し
た
そ
れ
、
と
い
う
歴
史
的
条
件
を
、
商
Ｍ
Ⅱ
生
産
社
会
の
内
的
論
理
展
開
の
う
ち

に
組
み
込
ん
で
い
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
と
は
逆
に
彼
は
、
少
く
と
も
論
理
的
前
提
条
件
と
し
て
は
自
由
競
争
す
る
諸
個
人

を
想
定
し
て
い
る
か
ら
、
あ
の
歴
史
的
条
件
を
論
理
的
帰
結
と
し
て
導
出
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
ぐ
述
べ
る
）
。

さ
て
符
は
権
力
で
あ
る
か
ら
、
宿
の
不
平
等
は
す
な
わ
ち
他
人
に
対
す
る
支
配
力
の
不
平
群
、
支
配
ｌ
隷
瓜
側
係
を
意
味
す
る
。
こ
れ

は
、
新
た
な
主
Ｉ
奴
関
係
の
成
立
に
他
な
ら
な
い
（
新
た
な
と
い
う
の
は
、
前
近
代
の
当
該
関
係
を
否
定
し
た
市
民
的
扣
互
承
認
が
胎
内

に
か
か
え
こ
む
、
と
い
う
意
味
で
）
。
注
Ｈ
す
べ
き
は
、
こ
の
関
係
の
媒
介
項
が
た
ん
な
る
富
の
不
平
等
（
鎧
的
多
寡
！
）
な
ど
で
は
な

く
、
一
方
に
お
け
る
絶
対
的
な
余
剰
の
集
積
、
他
方
に
お
け
る
絶
対
的
な
欠
如
、
と
い
う
頂
的
な
不
平
等
な
の
だ
、
と
い
う
把
握
で
あ
る
。

「
主
は
搬
規
定
性
の
無
差
別
で
あ
り
、
人
格
、
形
態
と
し
て
生
命
あ
る
利
で
あ
る
。
主
体
な
い
し
原
因
で
あ
る
。
…
…
奴
は
形
態
的
無
差

別
つ
ま
り
人
格
と
し
て
の
主
に
側
係
行
為
す
る
。
命
令
す
る
者
は
人
格
な
の
だ
か
ら
…
…
絶
対
的
な
も
の
は
特
殊
性
一
般
、
実
践
的
に
は

両
者
の
紐
帯
を
な
す
欠
乏
で
あ
る
。
主
は
生
存
に
必
要
な
も
の
の
余
剰
を
占
有
し
、
他
の
者
は
そ
れ
を
欠
い
て
い
る
。
し
か
も
前
者
の
余

剰
も
後
者
の
欠
如
も
…
…
必
要
な
諸
欲
求
の
無
差
別
な
の
だ
。
」
（
怠
い
）
両
者
は
欲
求
か
ら
「
解
放
」
さ
れ
る
（
無
差
別
！
）
、
だ
が
対
立



し
た
あ
り
方
で
。
主
は
、
自
ら
の
欲
求
の
た
め
に
他
人
を
労
働
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
奴
は
、
他
人
の
命
令
に
従
っ
て
の
み
労
働
す
る
こ

と
に
よ
り
。
だ
か
ら
余
剰
の
集
獄
と
欠
如
と
は
、
実
は
こ
の
「
解
放
」
の
条
件
を
な
す
、
主
の
下
へ
の
労
働
諸
条
件
の
集
秋
、
奴
か
ら
の

そ
れ
ら
の
収
奪
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
こ
と
に
直
接
言
及
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
次
の
根
拠
か
ら
間
接
的
に
、
だ

が
必
然
的
に
推
論
さ
れ
る
。
我
々
は
本
節
の
始
め
の
部
分
で
「
機
械
労
働
」
「
工
場
労
働
者
」
な
る
用
語
を
引
用
し
て
、
機
械
制
大
工
業

を
想
定
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
機
械
に
委
ね
ら
れ
適
合
す
る
労
仙
と
は
、
自
ら
の
労
働
条
件
に
対
す
る
関
係
行
為
で
は
な
く
て
、
Ｒ
主

に
凧
す
る
〕
捌
念
的
普
遍
性
と
し
て
の
徹
に
対
す
る
、
機
械
的
な
尖
質
的
普
遍
性
〔
抽
象
的
労
仙
〕
」
な
の
で
あ
る
（
Ｓ
牌
因
み
に
体
系

箪
嫡
Ⅱ
は
端
的
に
こ
う
譜
く
。
「
工
場
、
マ
ー
ー
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
は
、
ま
さ
に
あ
る
階
級
の
貧
困
を
基
礎
と
し
て
存
立
す
る
。
」
の
弓
》
三
》

ｍ『。）。

扣
互
承
認
と
物
象
化
口

九
九


