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我
々
は
何
故
に
（
倫
理
学
）
な
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く

と
も
こ
の
私
は
、
何
故
に
（
倫
理
的
な
る
も
の
）
へ
の
理
論
的
反
省
に
携
わ
ろ
う
と

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
序
説
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「
か
か
る
八
着
）
〔
「
お
よ
そ
わ
れ
わ
れ
の
行
な
う
と
こ
ろ
の
す
べ
て
を

蔽
う
ご
と
き
目
的
1
－
あ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
そ
れ
自
身
の
ゆ
え
に
願
望
し
、
そ
の
他

の
も
の
を
願
望
す
る
の
も
こ
の
も
の
ゆ
え
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
い
か

な
る
も
の
を
選
ぶ
の
も
結
局
は
こ
れ
以
外
の
も
の
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
い
、
と

い
っ
た
よ
う
な
－
－
1
」
〕
の
知
識
は
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
対
し
て
も
大
き
な
重
さ
を

持
つ
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
射
手
の
場
合

が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
標
的
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
然
る
べ
き
も
の
に
よ
り
よ

（1）

く
的
中
し
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」
す
な
わ
ち
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、

我
々
が
（
倫
理
学
）
な
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
我
々
が
こ
ぞ
っ
て
そ
れ
を
こ

そ
追
い
求
め
る
（
書
き
も
の
）
に
確
実
に
到
達
せ
ん
が
為
に
で
あ
る
。
自
ら
の
希
求

し
追
求
す
る
当
の
も
の
に
つ
い
て
の
（
知
識
）
が
我
々
に
欠
け
て
い
て
、
我
々
が
そ

の
何
か
を
漠
然
と
慕
い
求
め
て
い
る
限
り
、
我
々
は
み
じ
め
な
試
行
錯
誤
に
陥
り
、

そ
し
て
、
暗
中
模
索
の
末
に
手
に
入
れ
る
も
の
が
、
　
－
　
幸
運
に
恵
ま
れ
る
の
で
な

西

　

村

　

　

競

い
限
り
1
意
に
反
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
い
。
こ
こ

に
、
「
菩
」
　
の
知
識
と
し
て
の
倫
理
学
の
必
要
性
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
言
葉
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
の
言
葉
が
充

分
な
意
味
を
持
ち
う
る
の
は
、
そ
う
し
た
「
善
」
の
知
識
が
我
々
に
と
っ
て
獲
得
可

能
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
成
り
立
つ
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
確
か
に
、
我
々
が
何

か
「
そ
れ
自
身
の
ゆ
え
に
贋
望
す
る
も
の
」
を
持
ち
、
そ
う
し
た
善
（
最
高
善
）
を

（2）

本
気
で
追
求
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
の
追
求
の
対
象
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て

の
正
確
な
知
識
を
得
る
こ
と
は
、
我
々
に
と
っ
て
こ
の
上
も
な
く
願
わ
し
い
こ
と
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
仮
り
に
「
善
」
そ
の
も
の
が
そ
れ
自
体
と
し
て
ほ
可
能
で
あ
っ

て
も
、
も
し
そ
れ
が
我
々
に
と
っ
て
隠
さ
れ
た
ま
ま
に
止
ま
る
か
、
或
い
は
、
何
か

不
可
避
的
事
情
の
た
め
に
我
々
が
そ
れ
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
観
念
を
正
し
い
観
念
と

取
り
違
え
ざ
る
を
え
な
い
か
す
る
限
り
、
「
善
」
の
知
識
と
し
て
の
倫
理
学
は
、
空

語
で
あ
る
か
、
或
い
は
却
っ
て
害
悪
で
す
ら
あ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
（
倫
理
的

な
る
も
の
）
へ
の
反
省
は
、
ま
ず
次
の
問
い
を
先
決
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
問
い
と
は
（
我
々
は
「
最
高
善
」
な
る
も
の
を
ロ
に
し
て
は
い

る
が
、
そ
の
「
最
高
菩
」
は
本
当
に
我
々
に
見
え
て
い
る
の
か
ど
う
か
。
ま
た
、
仮

り
に
見
え
て
い
る
と
し
て
も
そ
の
像
は
歪
ん
で
い
な
い
か
ど
う
か
。
或
い
は
、
何
か

別
の
も
の
の
像
を
そ
れ
と
見
誤
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
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い
か
に
し
て
我
々
は
そ
の
当
の
も
の
を
正
し
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
）
と
い
う

問
い
で
あ
る
。

こ
の
間
い
が
、
問
い
と
し
て
重
大
な
困
難
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
直
ち
に
明
ら
か

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仮
り
に
我
々
に
見
え
て
い
る
像
が
歪
ん
で
い
る
か
、
或
い

は
当
の
も
の
と
は
別
の
も
の
の
像
で
あ
る
と
し
て
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
我

々
は
、
当
の
正
し
い
像
を
知
ら
ず
に
そ
の
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

否
、
そ
も
そ
も
そ
の
当
の
も
の
が
は
た
し
て
そ
れ
自
体
と
し
て
可
能
か
ど
う
か
を
我

々
は
知
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
　
－
　
か
く
し
て
、
我
々
は
、
も
し
先
の
問
い

に
答
え
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
問
い
が
問
い
と
し
て
意
味
を
成
す
か
香

か
を
知
ら
ぬ
ま
ま
、
そ
の
試
み
に
出
発
す
る
覚
悟
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

（3）る。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
困
難
を
確
認
し
た
上
で
、
冒
頭
の
問
い
、
す
な
わ
ち
、
我
々

は
何
故
に
（
倫
理
学
）
な
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
い
、
に
対
す
る

私
な
り
の
答
を
出
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
私

は
、
何
故
に
（
倫
理
的
な
る
も
の
）
の
反
省
に
携
わ
る
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、

対
象
と
し
て
の
「
寺
」
な
る
も
の
の
知
識
を
獲
て
、
以
て
「
善
」
な
る
も
の
に
確
実

に
到
達
せ
ん
が
為
に
で
は
な
い
。
（
そ
う
し
た
こ
と
は
、
恐
ら
く
我
々
の
大
部
分
の

力
を
越
え
た
こ
と
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
）
そ
う
で
は

な
く
て
、
我
々
が
、
或
い
は
少
な
く
と
も
こ
の
私
が
、
「
善
」
な
る
も
の
へ
と
関
心

づ
け
ら
れ
た
在
り
様
を
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
我
々
（
な
い
し
私
）

自
身
の
在
り
様
が
現
に
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
在
り
の
ま
ま
に
見
定
め
得
ん
が

為
で
あ
る
。
我
々
は
「
善
」
そ
の
も
の
を
追
求
し
、
そ
れ
に
確
実
に
「
的
中
」
せ
ん

と
す
る
け
れ
ど
も
、
我
々
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
ほ
直
ち
に
そ
れ
へ
の
「
的
中
」
で

は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
「
的
中
」
を
目
指
し
て
い
る
当
の
自
分
の
在
り
様
を

見
定
め
る
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
倫
理
的
）
反
省
と
い
う
営
み
は
、
対
象
と

し
て
の
善
に
対
す
る
我
々
の
愛
求
的
態
度
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
ま
ず
は
我
々
自

身
の
在
り
様
に
対
す
る
我
々
の
査
察
的
態
度
と
し
て
こ
そ
、
意
味
を
持
つ
の
で
は
な

ヽ

　

ゝ

　

0

こ
の
論
点
は
ま
た
、
別
の
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ

て
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
同
じ
く
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の

序
説
に
お
い
て
倫
理
学
の
適
当
な
聴
幕
者
の
条
件
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
「
こ
の
よ
う
な
人
々
〔
年
齢
の
若
い
者
も
、
ま
た
倫
理
的
性
状
（
エ
ー
ト
ス
）

の
未
熟
な
者
も
〕
に
と
っ
て
は
…
…
知
識
は
無
益
に
お
あ
る
。
た
だ
、
こ
と
わ
り

（
ロ
ゴ
ス
）
に
即
し
て
欲
求
し
行
為
す
る
ご
と
き
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
の
み
、
こ
れ

（4）

ら
の
こ
と
が
ら
に
関
し
て
知
識
す
る
こ
と
は
は
な
は
だ
有
益
で
あ
る
だ
ろ
う
。
」
す
な

わ
ち
、
人
が
倫
理
的
な
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
知
識
を
得
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
知

識
の
獲
得
が
有
意
味
と
な
る
為
に
は
、
そ
の
人
は
ま
ず
も
っ
て
「
こ
と
あ
り
（
ロ
ゴ

ス
）
に
即
し
て
欲
求
し
行
為
す
る
ご
と
き
」
「
倫
理
的
性
状
（
エ
ー
ト
ス
）
」
を
備
え

て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
こ
と
わ
り
（
ロ
ゴ

ス
）
」
と
い
う
語
が
こ
こ
で
正
確
に
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
措
い
て
も
、
い

ず
れ
に
せ
よ
「
こ
と
お
り
（
ロ
ゴ
ス
）
」
は
そ
れ
自
体
で
は
行
為
者
の
側
で
そ
れ
に

「
即
し
て
欲
求
し
行
為
す
る
」
こ
と
を
必
然
的
に
伴
う
も
の
で
は
な
い
、
と
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
に
即
し
た
欲
求
と
行
為
と
が
生
じ
る
為
に
は
、
「
人
生
の

現
実
の
実
践
」
に
つ
い
て
の
経
験
と
「
何
ご
と
を
も
情
念
（
パ
ト
ス
）
の
ま
ま
に
追

（5）

求
す
る
」
と
い
う
在
り
様
か
ら
の
脱
却
と
に
よ
っ
て
、
行
為
者
の
側
に
ロ
ゴ
ス
に
聴

く
と
い
う
姿
勢
が
獲
得
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
訳
で
あ

る
。
し
て
み
れ
ば
、
ロ
ゴ
ス
に
聴
く
と
い
う
こ
の
姿
勢
、
そ
う
し
た
倫
理
的
性
状

（
エ
ー
ト
ス
）
の
実
現
は
、
優
れ
て
倫
理
的
な
（
エ
ー
テ
ィ
ッ
シ
こ
課
題
で
あ
る

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
課
題
の
達
成
は
、
そ
う
し
た
姿
勢
へ
と
も
た

ら
さ
れ
る
べ
き
我
々
の
在
り
様
に
対
し
て
、
我
々
自
身
が
査
察
的
・
吟
味
的
に
関
わ

り
得
る
か
香
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
成
否
を
わ
け
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
我
々
に
よ
る

我
々
自
身
の
在
り
様
に
対
す
る
査
察
的
・
吟
味
的
態
度
が
実
現
し
た
と
し
て
も
、
そ

の
先
行
的
査
察
の
結
果
が
、
善
な
る
も
の
に
「
確
実
に
」
到
達
し
う
る
と
い
う
確
信

を
我
々
か
ら
奪
う
も
の
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
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仮
り
に
そ
う
し
た
結
果
と
な
る
と
し
て
も
、
他
方
に
お
い
て
、
我
々
は
自
ら
の
在
り

様
に
つ
い
て
の
幻
想
・
自
己
欺
瞞
か
ら
1
－
そ
し
て
、
敢
え
て
言
え
ば
、
自
己
の
在

り
様
に
対
す
る
幻
滅
や
絶
望
か
ら
も
　
ー
　
免
れ
る
道
が
切
り
拓
か
れ
う
る
は
ず
で
あ

っ
て
、
こ
こ
に
、
（
倫
理
的
な
る
も
の
）
　
へ
の
理
論
的
反
省
に
携
わ
る
こ
と
の
意
義

が
あ
る
、
と
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
．
以
下
に
す
ぐ
れ
て
倫
理
的
な
概
念
で
あ

る
（
責
任
）
に
つ
い
て
の
G
・
ピ
ヒ
ト
の
考
察
を
要
説
す
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
自

覚
に
立
っ
て
の
卜
」
と
で
あ
り
、
ま
た
彼
の
考
察
が
そ
う
し
た
自
覚
を
促
す
も
の
と
私

に
解
さ
れ
る
が
故
で
あ
る
。

2
（

6

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

7

）

G
・
ピ
ヒ
ト
の
哲
学
は
、
そ
の
追
悼
語
演
集
の
表
題
が
示
す
よ
う
に
（
責
任
の
哲

学
）
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
言
葉
は
、
た
ん
に
（
「
責
任
」
概

念
を
論
究
対
象
と
す
る
哲
学
）
と
い
う
意
に
解
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
へ
責

任
と
し
て
の
哲
学
）
、
更
に
は
（
哲
学
的
営
み
の
姿
と
し
て
の
責
任
）
と
い
う
意
味

に
も
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
彼
の
責
任
論
と
は
、
そ
の
ま
ま
、
彼
に
と

っ
て
の
哲
学
的
生
の
あ
り
方
の
考
察
で
も
あ
る
訳
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
ピ
ヒ
ト
の

責
任
論
の
も
つ
こ
の
よ
う
な
性
格
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
叙
述
の
対
象
を
、
彼
が
一
九

六
七
年
に
発
表
し
た
「
責
任
の
概
念
」
と
い
う
小
論
転
素
描
さ
れ
、
彼
の
他
の
諸
論

文
で
肉
付
け
さ
れ
て
い
る
責
任
の
構
造
に
つ
い
て
の
彼
の
考
察
に
絞
り
た
い
。

ピ
ヒ
ト
の
責
任
論
の
眼
目
は
自
己
責
任
と
い
う
概
念
へ
の
批
判
に
あ
る
。

（9）

彼
に
よ
れ
ば
、
衰
任
の
概
念
に
は
次
の
よ
う
な
二
重
の
指
示
く
e
r
宅
e
i
s
G
ロ
g
が

含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
責
任
の
担
い
手
が
そ
れ
に
対
し
て
配
慮

F
旨
s
O
r
g
e
を
な
す
べ
き
で
あ
る
対
象
へ
の
指
示
と
、
他
方
で
は
、
対
象
へ
の
そ
う

し
た
配
慮
を
彼
に
委
託
し
た
審
級
H
n
s
t
a
n
N
、
つ
ま
り
、
彼
が
配
慮
の
遂
行
の
仕
方

を
め
ぐ
っ
て
そ
の
前
で
申
し
開
き
R
e
c
F
e
n
s
c
F
a
f
t
を
な
す
べ
き
審
級
、
へ
の
指

示
で
あ
る
。
責
任
の
担
い
手
は
、
こ
の
よ
う
な
二
重
の
指
示
連
関
の
内
へ
置
か
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ピ
ヒ
ト
は
こ
の
二
重
の
指
示
連
関
を
、
そ
れ
ぞ
れ
（
…
忙
対
す
る

安
住
）
く
e
r
a
n
t
宅
O
r
t
u
ロ
g
f
守
…
及
び
八
・
：
の
前
で
の
責
任
）
　
く
e
r
a
n
t
w
O
r
・

t
仁
ロ
g
づ
O
r
…
と
名
づ
け
て
い
る
。
さ
て
、
ピ
ヒ
ト
が
批
判
せ
ん
と
す
る
自
己
糞
任

と
は
、
こ
う
し
た
二
重
の
指
示
連
関
に
即
し
て
言
え
ば
、
（
自
己
自
身
の
前
で
の
、
自

己
自
身
に
対
す
る
安
住
）
と
解
さ
れ
る
責
任
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
ピ
ヒ
ト

（用）

は
、
こ
う
し
た
自
己
責
任
概
念
に
対
す
る
「
古
典
的
定
式
」
が
カ
ソ
ト
の
定
言
命
法

で
あ
る
、
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、
カ
ソ
ト
の
実
践
哲
学
に
お
け
る
仮

（11）

言
命
法
か
ら
定
言
命
法
へ
の
移
行
は
、
「
法
則
の
表
象
に
従
っ
て
行
為
す
る
能
力
」

と
し
て
の
意
志
の
可
能
性
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
そ
し
て
ま
た
、
定
言
命
法
の
、
（
汝
の
意
志
の
格
率
が
つ
ね
に
同
時
に
普
遍
的

立
法
の
原
痕
と
し
て
妥
当
し
う
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
）
と
い
う
定
式
に
は
、
「
意
志

の
目
的
が
…
自
由
意
志
自
身
の
可
能
性
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
「
意

志
は
た
だ
自
己
自
身
を
可
能
に
す
る
こ
と
だ
け
を
欲
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
含
意
さ

（12）

れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
責
任
の
二
重
の
指
示
連
関
に
即
し

て
言
え
ば
、
定
言
命
法
が
定
式
化
し
て
い
る
事
態
と
い
う
の
は
、
自
ら
を
自
由
意
志

の
可
能
性
と
解
す
る
主
体
が
、
行
為
の
格
率
の
採
用
に
際
し
て
、
「
自
己
自
身
の
可

能
性
」
に
対
し
て
配
慮
し
、
そ
し
て
、
自
己
を
欲
す
る
意
志
そ
れ
自
身
の
前
で
申
し

開
き
を
す
べ
く
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
に
他
な
ら
な
い
。
ピ
ヒ
ト
が
カ
ソ
ト

の
定
言
命
法
を
自
己
責
任
概
念
の
古
典
的
定
式
と
呼
ぶ
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
理
由

に
よ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
ピ
ヒ
ト
は
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
か
ら
自
己
責
任
概
念
を
批
判
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

彼
に
よ
れ
ば
、
定
言
命
法
の
無
条
件
的
必
然
性
を
支
え
て
い
る
の
ほ
、
そ
こ
に
表

明
さ
れ
る
意
志
の
自
己
同
一
的
構
造
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
定
言
命
法
に
お
い
て

ほ
、
意
志
が
普
遍
的
立
法
の
能
力
と
し
て
働
き
出
し
、
そ
の
働
き
に
お
い
て
そ
う
し

た
能
力
と
し
て
の
自
己
を
自
ら
の
権
能
と
と
も
に
自
覚
す
る
と
い
う
、
自
己
還
帰
に

（13）

よ
る
自
己
同
一
と
い
う
事
態
が
、
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
定
言
命
法

に
お
い
て
は
、
意
志
が
責
任
の
二
重
の
指
示
の
い
ず
れ
の
方
向
に
お
い
て
も
自
己
の
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外
に
出
ず
に
自
己
の
許
に
留
っ
て
い
る
と
い
う
意
志
の
自
己
同
一
性
が
、
自
己
責
任

論
の
其
理
性
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
、
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
ピ
ヒ
ト
は
、

（14）

定
言
命
法
が
「
人
間
を
そ
れ
自
身
の
外
へ
置
き
移
す
」
こ
と
、
「
経
験
的
意
識
か
ら

普
遍
的
意
識
へ
の
移
行
を
命
じ
る
」
こ
と
を
認
め
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
定
言
命
法

を
通
じ
て
人
間
は
自
己
の
外
へ
と
歩
み
出
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
が
そ
こ
へ

（16）

と
歩
み
出
て
行
く
と
こ
ろ
の
理
性
的
意
志
そ
の
も
の
は
「
自
己
自
身
と
の
一
致
」
と

し
て
あ
り
、
そ
れ
は
最
早
そ
れ
自
身
の
外
に
出
な
い
、
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ

う
し
た
自
己
同
一
性
に
対
し
、
ピ
ヒ
ト
は
、
「
同
一
性
そ
の
も
の
は
、
た
と
え
実
践

理
性
に
よ
っ
て
単
な
る
理
念
と
し
て
思
惟
さ
れ
る
場
合
で
も
、
超
越
論
的
仮
象
で
あ

り
う
る
、
と
我
々
は
み
る
。
」
と
述
べ
る
。
従
っ
て
、
自
己
責
任
概
念
に
対
す
る
ピ
ヒ

ト
の
批
判
の
要
点
は
、
同
一
性
が
仮
象
で
あ
り
得
る
と
い
う
事
態
へ
の
反
省
が
自
己

（17）

責
任
概
念
に
は
欠
け
て
い
る
と
い
う
に
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
自
己
責
任
概
念
に
彼
が
対
置
す
る
責
任
概
念
ほ
い
ど
の
よ

う
な
構
造
を
も
つ
の
で
あ
る
か
。

先
ず
、
二
重
の
指
示
連
関
の
う
ち
、
（
…
に
対
す
る
責
任
）
に
つ
い
て
見
て
み
よ

う
。
ピ
ヒ
ト
に
よ
れ
ば
、
》
f
賢
《
（
…
に
対
す
る
）
と
い
う
前
置
詞
が
指
示
す
る
も
の

は
、
第
一
義
的
に
は
、
責
任
の
担
い
手
に
委
託
さ
れ
て
い
る
他
者
や
物
で
あ
り
、
他

方
、
責
任
の
担
い
手
自
身
の
行
為
や
そ
の
行
為
へ
の
決
断
へ
の
指
示
は
第
二
義
的
な

も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
さ
れ
る
。
責
任
の
担
い
手
が
自
ら
の
行
為
と
決
断
と
に
配
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
何
故
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
彼
に
予
め
配
慮
責
任
が
委

託
さ
れ
て
い
る
他
者
や
物
に
つ
い
て
生
ず
る
こ
と
が
ら
を
、
彼
の
行
為
や
決
断
が
左

右
し
う
る
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
責
任
の
担
い
手
が
、
そ

れ
に
対
し
て
責
任
の
あ
る
人
や
物
に
予
め
指
し
向
け
ら
れ
て
い
た
が
故
に
こ
そ
、
そ

う
し
た
人
や
物
に
関
し
て
生
ず
る
一
切
の
こ
と
が
、
責
任
の
担
い
手
た
る
彼
の
方
を

（

1

8

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

逝
指
示
す
る
。
」
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
例
証
と
し
て
、
ピ
ヒ
ト
は
次
の
よ
う
な

い
く
つ
か
の
経
験
的
事
実
を
挙
げ
る
。
先
ず
第
一
の
例
証
は
、
或
る
人
間
に
責
任
が

問
わ
れ
る
の
は
、
大
抵
の
場
合
、
責
任
の
趣
旨
か
ら
み
て
生
じ
る
べ
き
で
は
な
か
っ

た
よ
う
な
出
来
事
が
当
の
人
物
に
よ
る
行
為
の
怠
り
に
関
係
づ
け
ら
れ
う
る
こ
と
に

よ
る
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
、
そ
う
し
た
出
来
事
が
そ
の
人
物
の
一
定
の
行
為
か

ら
一
本
の
因
果
系
列
の
糸
た
沿
っ
て
帰
結
し
た
も
の
だ
と
判
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
彼
が
一
定
の
こ
と
を
為

（19）

し
た
場
合
で
は
な
く
、
一
定
の
こ
と
を
怠
っ
た
場
合
」
、
し
た
が
っ
て
、
実
際
に
一

本
の
因
果
系
列
が
現
実
化
し
た
場
合
で
は
な
く
、
そ
れ
が
可
能
性
の
ま
ま
に
放
置
さ

れ
た
場
合
に
こ
そ
、
却
っ
て
責
任
の
追
求
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
〔
例
え
ば
私
が
共

同
住
宅
の
共
通
の
門
の
鍵
を
掛
け
忘
れ
、
そ
の
と
き
泥
棒
が
そ
の
共
同
住
宅
の
別
の

部
屋
に
押
し
入
っ
た
と
す
る
。
こ
の
盗
難
の
責
任
は
、
鍵
を
掛
け
忘
れ
た
私
に
問
わ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
が
鍵
を
掛
け
る
と
い
う
一
定
の
行
為
を
怠
っ
た
こ
と

が
、
直
ち
に
盗
難
を
惹
き
起
こ
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
私
の
怠
行
が
却
っ
て

ふ
い
に
訪
れ
た
別
部
屋
の
縁
者
が
外
で
立
ち
つ
く
さ
ず
に
中
で
く
つ
ろ
い
で
住
人
の

帰
部
屋
を
待
つ
こ
と
に
も
余
地
を
開
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
〕
第
二
の
例
証
は
、
人
間

は
、
彼
が
そ
の
同
時
代
を
生
き
た
の
で
は
な
い
過
去
の
出
来
事
に
つ
い
て
も
責
任
を

（20）

問
わ
れ
う
る
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
三
に
、
人
が
悪
い
と
知
ら
ず
に
な

（21）

し
た
悪
行
に
つ
い
て
も
責
任
を
問
わ
れ
う
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
人
が
あ
る
出
来
事
の
直
接
的
原
因
で
あ
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
そ
の
出
来
事
を

避
け
る
為
に
別
様
の
決
断
を
、
時
間
的
距
た
り
の
た
め
に
、
或
い
は
自
覚
の
不
足
の

故
に
、
な
し
え
ぬ
場
合
で
も
、
責
任
と
い
う
こ
と
は
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
た
と
え
或
る
出
来
事
が
、
或
る
道
徳
的
行
為
に
直
接
的
に
帰
せ
ら
れ
得
な
い
場
合

も
、
ま
た
間
接
的
に
帰
せ
ら
れ
得
な
い
場
合
で
も
、
我
々
は
そ
の
出
来
事
に
対
し
て

（22）

責
任
が
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
責
任
の
領
域
は
、
歴
史
や
無
意
識
の
世
界
に
も
拡
が
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
（
責
任
が
あ
る
）
と
い
う
こ
と
と
（
責
任
を
認
め
る
）

と
い
う
こ
と
と
は
別
で
あ
り
、
今
語
ら
れ
て
い
る
の
は
（
責
任
が
あ
る
）
と
い
う
事

態
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
先
の
例
証
か
ら
も
明
ら
か
な
よ



G・ピヒトの責任論

う
に
、
責
任
の
概
念
は
い
わ
ゆ
る
法
と
道
徳
と
の
領
域
を
超
え
た
と
こ
ろ
を
指
し
示

（23）

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
で
、
（
…
に
対
す
る
安
住
）
が
第
一
義
的
に
指
示
す
る
も
の
が
責
任
の
担
い

手
の
行
為
や
決
断
で
は
な
く
、
彼
に
委
託
さ
れ
て
い
る
他
者
や
物
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
示
さ
れ
た
と
し
て
、
そ
れ
で
は
、
法
的
・
道
徳
的
主
体
が
自
ら
は
直
接
的
に
も

間
接
的
に
も
そ
の
原
因
で
は
な
い
よ
う
な
出
来
事
に
対
し
て
責
任
を
問
わ
れ
る
と
い

う
こ
と
が
ど
う
し
て
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
我
々
は
、
ピ
ヒ
ト
が
（
責
任

の
地
平
）
と
呼
ぶ
歴
史
お
よ
び
時
間
に
つ
い
て
の
彼
の
所
論
を
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら

ない。我
々
人
間
が
他
者
や
物
に
対
す
る
配
慮
の
責
任
を
問
わ
れ
る
の
は
、
他
者
や
物
に

関
し
て
生
ず
る
事
態
に
対
し
て
我
々
が
影
響
を
持
ち
う
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
に
他

な
ら
な
い
。
ピ
ヒ
ト
は
、
我
々
の
可
能
的
影
響
下
に
あ
る
過
程
く
O
r
g
a
ロ
g
を
出
来

（

2

4

）
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ヽ

事
G
e
s
c
F
e
】
呂
i
s
と
呼
ぶ
。
出
来
事
の
領
域
は
、
我
々
人
間
が
原
田
と
な
っ
て
現
実

に
惹
き
起
こ
し
た
過
程
に
は
限
定
さ
れ
な
い
。
そ
れ
自
体
と
し
て
は
人
間
の
影
響
か

ら
独
立
に
確
率
の
法
則
に
従
っ
て
経
過
し
て
ゆ
く
自
然
過
程
で
あ
っ
て
も
、
可
能
的

に
我
々
人
間
に
よ
る
介
入
を
受
け
う
る
も
の
も
ま
た
、
出
来
事
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し

て
、
ピ
ヒ
ト
は
、
そ
う
し
た
過
程
を
我
々
人
間
に
よ
る
介
入
と
の
関
係
に
立
た
し

め
、
そ
れ
に
出
来
事
と
い
う
意
味
を
与
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
を
、
（
歴
史

の
時
間
）
と
そ
の
経
験
に
求
め
る
の
で
あ
る
。

（
歴
史
の
時
間
）
と
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
≡
様
態
の
差
異
を
そ
な
え

た
時
間
で
あ
る
。
（
歴
史
の
時
間
）
は
、
た
と
え
は
、
（
法
則
的
自
然
の
時
間
）
と
は

異
な
る
。
（
法
則
的
自
然
の
時
間
）
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
同
l
的

で
あ
る
永
遠
な
る
も
の
の
表
現
・
再
現
前
r
e
も
r
琵
S
e
ロ
F
t
i
O
と
し
て
の
、
不
変

不
動
の
時
間
で
あ
る
。
時
間
の
中
を
も
の
は
流
れ
移
ろ
う
が
、
し
か
し
時
間
そ
れ
自

体
は
恒
常
的
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
不
変
不
動
の
時
間
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
（
歴

史
の
時
間
）
は
、
ピ
ヒ
ト
に
よ
れ
ば
、
「
端
的
に
現
前
p
r
g
s
e
n
t
a
t
i
O
と
し
て
の

（25）

み
理
解
さ
れ
る
」
現
在
化
く
e
r
g
e
g
e
n
阜
詳
t
i
g
巨
g
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
時
間
に

発
行
し
て
（
既
に
在
る
）
も
の
の
再
・
現
前
で
は
な
く
、
八
乗
だ
な
い
）
も
の
の
現
前

で
あ
る
。
（
未
だ
な
い
）
も
の
の
現
前
と
は
、
現
在
が
未
来
へ
の
開
在
位
と
し
て

現
前
す
る
こ
と
で
あ
る
。
更
に
、
こ
の
よ
う
な
未
来
へ
の
開
在
性
の
現
前
す
る
場

R
E
m
を
生
み
だ
す
も
の
は
過
去
で
あ
る
。
過
去
は
過
ぎ
去
ら
な
い
。
「
過
ぎ
去
っ

（26）

た
も
の
の
現
在
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
過
去
か
ら
過
ぎ
去
っ
た
の
は
、
そ
れ
が

（
他
の
よ
う
で
も
あ
り
う
る
）
と
い
う
可
能
性
で
あ
っ
て
、
他
方
、
過
去
は
今
や
（
他

の
よ
う
で
は
あ
り
え
な
い
）
と
い
う
必
然
性
と
し
て
現
在
に
お
い
て
あ
る
。
従
っ

て
、
端
的
な
現
前
と
し
て
の
現
在
化
と
は
、
そ
れ
自
体
時
間
の
一
様
態
と
し
て
の
過

去
を
場
と
し
、
こ
れ
ま
た
時
間
の
一
様
態
と
し
て
の
未
来
へ
の
開
在
性
と
し
て
現
在

が
現
前
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
そ
の
都
度
の
現
在
は
、
可
能
性
と

し
て
、
未
だ
な
い
未
来
へ
1
過
去
に
よ
っ
て
限
定
づ
け
ら
れ
た
変
域
S
p
i
e
F
a
u
m

の
範
囲
内
で
様
々
な
形
態
に
お
い
て
現
在
と
な
り
う
る
未
来
へ
1
と
指
し
向
け
ら

れ
て
い
る
。
他
方
、
l
切
の
新
た
な
現
象
に
よ
っ
て
、
構
造
に
お
け
る
永
続
的
な
も

の
は
増
大
し
か
つ
変
化
し
、
こ
れ
ら
の
構
造
が
再
び
未
来
の
諸
々
の
可
能
性
を
規
定

（27）
す
る
。
」
そ
の
都
度
の
現
在
は
、
そ
の
都
度
新
た
な
過
去
の
現
前
と
そ
の
都
度
新
た
な

未
来
の
現
前
と
の
統
一
と
し
て
、
不
断
に
新
し
く
不
断
に
変
化
す
る
。
ピ
ヒ
ト
が

（
歴
史
の
時
間
）
と
呼
ぶ
の
は
、
こ
の
よ
う
な
不
断
の
変
化
の
相
に
お
い
て
そ
れ
自

身
を
現
前
さ
せ
る
時
間
な
の
で
あ
る
。
歴
史
に
お
け
る
時
間
は
、
（
い
つ
で
も
、
か

つ
、
ど
こ
に
で
も
）
あ
る
も
の
の
再
現
前
で
は
な
く
、
（
い
ま
、
こ
こ
で
）
の
新
た

な
、
し
か
も
時
間
そ
れ
自
身
の
、
現
前
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
（
歴
史
の
時
間
）
こ
そ
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
人
間
の
介
入
か
ら

独
立
に
経
過
す
る
自
然
過
程
に
出
来
事
と
い
う
意
味
を
与
え
る
こ
と
を
可
能
に
す

る
。
過
程
は
、
確
率
的
に
決
定
さ
れ
た
成
り
行
き
と
い
う
意
味
に
加
え
て
、
開
か
れ

た
過
程
と
い
う
意
味
を
も
持
ち
得
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
裏
側
か

ら
言
え
ば
、
人
間
の
介
入
へ
の
確
率
的
自
然
過
程
の
こ
う
し
た
関
係
づ
け
は
、
必
ず
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し
も
既
定
の
事
実
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
関
係
づ
け
自
体
は
自
然
過
程
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
両
者
が
無
関
係
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
る
と
い
う
可
能
性
も
そ
こ

に
は
あ
る
。
「
人
間
は
、
彼
の
八
時
間
・
内
・
存
在
）
を
歴
史
と
し
て
経
験
す
る
こ
と

（28）

を
否
定
す
る
可
能
性
を
も
持
っ
て
い
る
。
」
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
歴
史
と
は
、
「
白

（29）

然
に
お
け
る
一
つ
の
可
能
性
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
（
…

に
対
す
る
受
任
）
の
一
層
深
い
意
味
は
、
歴
史
と
い
う
「
自
然
に
お
け
る
一
つ
の
可

能
性
」
を
現
実
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
我
々
人
間
の
可
能
的
影
響
下
に

あ
る
自
然
－
－
－
更
に
は
社
会
－
－
－
の
過
程
を
我
々
人
間
の
地
平
で
あ
る
歴
史
的
時
間

Ⅴ
醐
爪

の
中
へ
位
置
づ
け
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
歴
史
を
生
起
さ
せ
る
こ
と
」
、
に
対

す
る
責
任
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

以
上
、
（
歴
史
の
時
間
）
に
つ
い
て
ピ
ヒ
ト
の
所
論
を
追
っ
て
来
た
が
、
こ
の
地

点
か
ら
斬
っ
て
考
え
る
と
、
先
聖
一
口
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
事
態
、
す
な
わ
ち
、
我
々

が
法
的
・
道
徳
的
主
体
と
し
て
は
直
接
的
に
も
間
接
的
に
も
そ
の
原
因
で
な
い
よ
う

な
出
来
事
に
対
し
て
も
責
任
を
問
わ
れ
う
る
と
い
う
事
態
、
が
何
故
生
じ
る
の
か
が

理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
思
う
に
、
そ
の
わ
け
は
、
第
一
に
、
我
々
が
そ
の
生

起
に
直
接
の
因
果
関
係
を
も
た
ぬ
出
来
事
も
、
可
能
性
な
い
し
過
去
性
と
し
て
歴
史

的
時
間
に
包
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
、
我
々
が
（
悪
し
き
）
も
の
と
は

知
ら
ず
に
な
し
た
行
い
が
、
（
歴
史
の
経
験
）
に
対
す
る
我
々
の
無
意
識
の
背
反
・

拒
否
に
基
い
て
い
て
、
そ
の
為
に
（
歴
史
に
対
す
る
責
任
）
の
回
避
と
見
な
さ
れ
う

る
か
ら
、
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
そ
う
し
た
（
歴
史
に
対
す
る
責
任
）
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
何
が
我
々
を
し
て
（
歴
史
の
経
験
）
へ
と
閑
か
し
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
問
い
に
よ
っ
て
我
々
は
、
責
任
概
念
の
二
重
の
指
示
連
関
の
う
ち
の
も
う
一
方
、

す
な
わ
ち
（
…
の
前
で
の
責
任
）
の
問
題
に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

ピ
ヒ
ト
は
、
（
…
の
前
で
の
責
任
）
が
我
々
に
自
覚
さ
れ
る
の
は
人
死
の
先
取
）

声
ロ
t
i
N
i
p
a
t
i
O
P
 
d
e
s
 
T
O
d
e
s
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。
「
未
来
に
つ
い
て

の
他
の
す
べ
て
の
先
取
は
我
々
を
欺
く
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
が
死
ぬ
で
あ

（31）

ろ
う
と
い
う
こ
と
は
確
実
な
の
で
あ
る
。
」
人
死
の
先
取
）
と
は
八
時
間
か
ら
の
退
出

の
予
期
）
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
我
々
を
し
て
時
間
の
内
に
あ
っ
て
な
お
時
間
か
ら

距
た
ら
し
め
る
。
こ
う
し
た
時
間
か
ら
の
距
た
り
に
お
い
て
我
々
が
指
し
向
け
ら
れ

る
先
は
（
思
惟
の
無
）
N
i
c
F
t
s
 
d
e
s
 
U
e
n
k
e
ロ
S
で
あ
る
、
と
ど
ヒ
ト
は
述
べ
る
。

（32）

「
思
惟
は
時
間
の
地
平
を
謄
み
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
が
故
に
、
（
死
の
先
取
）

に
よ
っ
て
時
間
か
ら
距
て
ら
れ
る
我
々
が
指
し
向
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
、
思
惟
に
と

っ
て
は
無
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
（
思
惟
の
無
）
は
、
ま
さ
し
く
そ
れ
が

思
惟
の
限
界
で
あ
る
が
故
に
、
思
惟
ほ
そ
れ
を
積
極
的
に
も
消
極
的
転
も
確
定
的
に

捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
従
っ
て
、
我
々
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
（
有
る
）
と
も
（
無

い
）
と
も
明
言
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、
（
思
惟
の
無
）
は

我
々
を
し
て
時
間
か
ら
距
た
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
に
我
々
を
時
間
の
統
一

へ
と
、
更
に
は
生
の
統
一
へ
と
送
り
還
す
。
「
こ
の
距
た
り
が
、
生
を
死
と
の
差
異

に
お
い
て
統
一
と
し
て
抱
撞
す
る
可
能
性
を
我
々
に
与
え
る
、
否
、
統
一
と
し
て
把

（33）

瞳
す
べ
し
と
の
強
制
を
含
ん
で
い
る
。
」
（
思
惟
の
無
）
を
前
に
し
て
、
我
々
の
生
は
、

そ
の
総
体
と
し
て
の
意
味
に
つ
い
て
一
つ
の
問
い
と
な
り
、
申
し
開
き
の
責
め
を
負

う
も
の
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
（
…
の
前
で
の
責
任
）

に
お
い
て
我
々
が
生
の
統
l
へ
と
差
し
戻
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
（
歴
史

の
経
験
）
　
へ
と
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
（
…
に
対
す
る
責
任
）
は
（
…
の
前
で
の
責

任
）
の
光
の
車
で
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
現
存
在
が
安
め
を
負
っ
て
い
る
申
し

開
き
は
、
現
存
在
を
そ
れ
自
身
の
外
へ
と
指
し
向
け
、
そ
の
責
任
性
の
領
域
の
中
へ

（餌）

踏
み
込
む
よ
う
指
示
す
る
。
」
責
任
の
概
念
を
構
成
す
る
二
重
の
指
示
連
関
は
、
ま

さ
に
（
二
重
）
の
も
の
と
し
て
不
可
分
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
我
々
は
今
、
（
…
に
対
す
る
責
任
）
の
由
来
を
（
…
の
前
で
の
責
任
）
に
お

い
て
兄
い
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
（
…
の
前
で
の
責
任
）
そ
の
も
の
は

何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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既
に
見
た
よ
う
に
、
我
々
が
（
…
の
前
で
の
責
任
）
に
行
き
当
っ
た
の
は
（
思
惟

の
無
）
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
思
惟
に
と
っ
て
は
（
…
の
前
で
の
責
任
）

の
由
来
に
つ
い
て
の
問
い
に
対
す
る
答
は
与
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
責
任
の
根

源
へ
の
探
究
は
、
我
々
を
未
決
の
問
い
e
i
n
e
 
O
f
f
e
ロ
e
句
r
a
g
e
〔
開
か
れ
た
問
い
〕

（35）

へ
と
導
く
」
の
で
あ
る
。
思
惟
に
と
っ
て
そ
の
問
い
に
対
す
る
答
は
与
え
ら
れ
る
こ

と
が
な
い
。
そ
れ
で
い
て
、
同
時
に
、
そ
れ
が
思
惟
に
と
っ
て
問
い
で
あ
る
こ
と
を

止
め
る
こ
と
が
な
い
。
答
が
作
為
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
に
よ
っ
て
に
せ
よ
、
問
い
が

放
棄
さ
れ
る
と
い
う
任
方
に
よ
っ
て
に
せ
よ
、
そ
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
問

い
は
（
開
か
れ
た
）
問
い
で
あ
る
こ
と
を
止
め
て
（
閉
じ
て
）
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
責
任
の
根
源
へ
の
問
い
が
（
閉
じ
る
）
時
、
我
々
は
（
…
に
対
す

る
責
任
）
か
ら
も
自
ら
を
閉
ざ
す
の
で
あ
り
、
我
々
自
身
の
外
な
る
も
の
か
ら
我
々

自
身
の
内
に
引
き
寵
も
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
1
た
と
え
目
に
見
え
る
任
方
で

は
他
者
と
つ
き
食
い
物
を
取
り
扱
っ
て
い
る
に
し
て
も
。
逆
に
、
「
ま
さ
し
く
こ
の

間
い
が
未
決
の
〔
開
か
れ
た
〕
ま
ま
に
留
ま
る
と
い
う
事
態
こ
そ
が
、
我
々
の
意
識

（37）

の
車
へ
照
り
返
し
て
、
我
々
を
申
し
開
き
へ
と
強
い
る
の
で
あ
る
。
」
ピ
ヒ
ト
に
と

っ
て
は
、
こ
の
問
い
が
未
決
の
ま
ま
に
止
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
方
で
は
（
…
の

前
で
の
責
任
）
へ
と
呼
び
出
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
我
々
が
（
単
独
化
）
さ
れ
る
こ

と
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
、
そ
れ
が
同
時
に
我
々
を
（
…
に
対
す
る
責
任
）
へ
と
開

く
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
そ
こ
か
ら
「
全
き
単
独
化
」
　
へ
我
々
が
導
か
れ
る
こ
と
は

（㍊）

な
い
の
で
あ
る
D

以
上
、
我
々
は
、
責
任
の
構
造
を
め
ぐ
る
ピ
ヒ
ト
の
所
論
を
要
説
し
て
き
た
の
で

あ
る
が
、
最
後
に
、
責
任
の
担
い
手
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
問
題
を
考
察
し
た
い
。

そ
れ
は
、
責
任
の
担
い
手
が
具
体
的
課
題
を
選
択
し
遂
行
す
る
場
合
の
誤
ち
と
挫
折

と
い
う
問
題
で
あ
る
。

先
ず
、
具
体
的
課
題
の
選
択
に
お
け
る
誤
ち
の
問
題
で
あ
る
が
「
既
に
上
述
の
無

自
覚
的
悪
行
の
例
や
法
的
・
道
徳
的
領
域
を
超
え
る
責
任
概
念
の
射
程
の
確
認
か
ら

も
推
湘
さ
れ
る
よ
う
に
、
ピ
ヒ
ト
は
、
我
々
が
「
自
分
で
は
善
い
と
見
な
し
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
後
で
悪
い
と
判
明
す
る
よ
う
な
課
題
に
仕
え
る
こ
と
が
あ
り
う

る
。
」
と
述
べ
る
。
そ
れ
は
、
責
任
の
概
念
の
二
重
の
指
示
連
関
か
ら
し
て
、
課
題
選

択
の
動
放
だ
け
で
な
く
、
課
題
遂
行
の
結
果
も
ま
た
、
行
為
者
に
問
わ
れ
る
か
ら
で

あ
り
、
ま
た
、
動
機
そ
の
も
の
に
し
て
も
行
為
者
に
と
っ
て
必
ず
し
も
透
明
で
あ
る

と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
課
題
の
正
し
さ
を
予
め
客
観
的
に
判
定
さ
せ
て
く
れ

る
よ
う
な
規
準
は
無
い
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
只
、
そ
の
規
準
に
替
わ
る
拠
り

所
を
示
唆
す
る
表
現
が
ピ
ヒ
ト
の
所
論
に
兄
い
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
そ
れ
自
身

（40）

の
経
験
に
お
い
て
味
わ
い
尽
さ
れ
た
苦
悶
の
透
明
性
」
で
あ
る
。

次
の
問
題
は
、
課
題
の
遂
行
に
お
け
る
挫
折
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
責
任
の
担
い

手
は
、
課
題
の
遂
行
に
当
た
っ
て
内
外
に
障
害
を
も
つ
。
内
的
に
は
、
今
触
れ
た
課

題
の
正
し
さ
へ
の
自
己
確
信
の
不
可
避
的
危
う
さ
が
あ
り
、
外
的
に
は
、
抵
抗
に
満

ち
た
課
題
領
域
の
余
り
の
広
大
さ
が
あ
る
。
そ
の
為
に
、
主
体
は
、
課
題
が
意
識
へ

浮
上
す
る
の
を
抑
圧
す
る
よ
う
に
駆
り
立
て
ら
れ
、
そ
の
浮
上
を
促
す
（
…
の
前
で

の
責
任
）
の
抑
圧
へ
と
僚
く
。
す
な
わ
ち
、
「
我
々
は
（
死
の
先
取
）
と
（
思
惟
の

無
）
と
を
抑
圧
せ
ん
と
す
る
傾
向
を
持
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
具
し
て
、
課
題
の

遂
行
に
お
け
る
挫
折
の
不
可
避
性
を
前
に
し
つ
つ
し
か
も
そ
う
し
た
抑
圧
に
陥
る
こ

と
の
な
い
道
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
課
題
を
遂
行
し
切
る
力
は
何
処
か
ら
か
汲
み

出
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
お
い
て
も
我
々
は
客
観
的
な
解
答
か
ら

ほ
見
離
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
ピ
ヒ
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
人
間
性
に
対
す

る
真
正
の
希
望
は
、
諸
々
の
危
横
が
我
々
を
今
に
も
す
っ
か
り
圧
倒
し
て
し
ま
い
そ

う
に
な
り
、
虚
偽
の
希
望
が
ひ
と
つ
残
ら
ず
滅
び
て
ゆ
く
処
の
何
処
に
も
燃
え
立
つ

（43）

の
で
あ
る
。
」

我
々
は
、
ピ
ヒ
ト
に
よ
る
責
任
の
構
造
の
分
析
に
よ
っ
て
、
責
任
の
担
い
手
の
在

り
様
へ
の
査
察
へ
と
導
か
れ
て
来
た
訳
で
あ
る
。
ピ
ヒ
ト
の
責
任
論
に
は
、
こ
う
し

た
査
察
そ
の
も
の
倫
理
的
意
味
を
自
覚
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
の
考
察
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の
結
果
は
、
課
題
の
選
択
の
正
し
さ
と
い
う
客
観
的
局
面
に
お
い
て
も
課
題
の
遂
行

能
力
と
い
う
主
体
的
局
面
に
お
い
て
も
、
我
々
の
前
に
は
（
「
善
」
に
確
実
に
的
中

で
き
る
）
途
は
拓
か
れ
た
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
は
い
た
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
と

い
え
よ
う
。
こ
の
結
果
は
、
我
々
に
と
っ
て
重
苦
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と

も
我
々
に
身
軽
さ
を
与
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
責
任
）
な
る
語
が
心
に
浮
か
ぶ
度

に
、
我
々
は
打
ち
ひ
し
が
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
愉
快
に
な
る
の
か
。
責
任
は
人
を

裁
く
の
か
赦
す
の
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
応
答
は
、
ピ
ヒ
ト
の
言
う
「
真
正
の
希

望
」
が
各
人
の
倫
理
的
性
状
・
持
ち
前
1
な
ぜ
な
ら
、
（
希
望
）
も
ま
た
徳
（
対
神

徳
）
の
一
つ
な
の
だ
か
ら
1
－
－
と
な
る
時
に
の
み
各
人
に
生
ま
れ
る
も
の
な
の
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
「
真
正
の
希
望
」
が
各
人
の
持
ち
前
と
な
り
う
る
道
は
、
現

実
（
広
狭
両
範
囲
に
お
け
る
人
・
物
と
の
交
わ
り
）
か
ら
課
せ
ら
れ
て
く
る
課
題

と
、
各
人
の
在
り
様
の
査
察
に
裏
打
ち
さ
れ
つ
つ
、
ひ
た
す
ら
に
取
り
組
む
こ
と
の

中
に
の
み
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

（注）（
1
）
　
染
ま
岩
b
さ
宝
責
を
ぶ
ー
○
澄
a
N
？
望
．
〔
高
田
三
郎
訳
に
ょ
る
〕

（
2
）
　
「
本
気
で
」
と
い
う
こ
の
条
件
が
欠
落
し
て
し
ま
え
ば
、
（
倫
蟄
学
）
は
せ
い
ぜ
い
勝

手
な
目
的
の
た
め
の
支
配
・
管
理
・
規
制
の
術
で
あ
る
に
止
ま
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

「
最
高
善
」
は
、
そ
れ
が
「
最
高
善
」
で
あ
る
が
故
に
、
何
人
に
と
っ
て
も
真
剣
な
追

求
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
人
が
或
る
も
の
を
「
最
高
善
」
と
知
り
な
が
ら
そ
れ

を
本
気
で
希
求
し
な
い
と
い
う
の
は
そ
れ
自
体
矛
盾
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
不
可
能
な

想
定
で
あ
る
、
と
い
う
議
論
が
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
そ
の
談
論
が
（
論

点
窃
取
の
虚
偽
）
を
犯
す
も
の
だ
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
に
証
示
さ
る

べ
き
な
の
は
、
ま
ず
そ
う
し
た
「
最
高
等
」
の
我
々
に
と
っ
て
の
実
在
的
可
能
性
な
の

で
あ
る
。

（
3
）
　
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
困
難
は
、
（
智
恵
の
愛
求
）
と
し
て
の
哲
学
そ
の
も
の
の
本

質
に
か
か
わ
る
難
問
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
智
恵
と
は
何
で
あ
る
か
な
予
め
知
っ
て
い

る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
他
方
、
そ
れ
を
知
っ
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
最
早
そ
れ
を
求
め
る
必
要
が
な
い
、
と
い
う
難
問
で
あ
る
。

（
4
）
　
桓
叶
已
C
論
考
叫
c
Q
S
§
訂
Q
｝
　
岩
誤
a
？
u
．

（
5
）
　
i
b
芦
－
－
○
誤
a
ぴ
ー
0
0
．
を
参
照
。

（
6
）
　
G
e
O
r
g
零
c
F
什
（
－
巴
中
1
－
の
0
0
N
）
●
一
九
六
五
年
以
降
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
神
学
部
の

宗
教
哲
学
部
門
の
主
任
教
授
と
し
て
主
に
哲
学
を
講
ず
。
同
時
に
、
教
育
学
・
平
和

学
・
神
学
等
の
分
野
で
も
活
発
な
研
究
活
動
を
行
な
う
。
尚
、
詳
し
く
は
以
下
の
二
冊

の
邦
訳
書
の
「
訳
者
あ
と
が
き
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
『
歴
史
の
経
験
1
－
塩
代
科
学

の
構
造
と
責
任
』
岡
本
三
夫
訳
、
一
九
七
八
年
未
来
社
刊
。
『
い
ま
、
こ
こ
で
1
1
ア
ウ

シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
ヒ
ロ
シ
マ
以
後
の
哲
学
的
考
察
』
斉
藤
義
一
監
修
、
一
九
八
六
年
法

政
大
学
出
版
局
刊
。

（
7
）
　
G
等
ヽ
叫
包
C
蜜
I
b
ま
訂
旨
b
ま
Q
計
↓
」
㌔
⊇
邑
言
妄
言
喝
－
F
r
s
g
．
∃
n
 
C
．
E
i
s
・

e
n
b
賀
t
－
S
t
已
霹
a
r
t
－
－
警
戸

（
8
）
　
も
e
r
B
e
g
r
i
f
f
 
d
寛
勺
の
r
a
n
寸
司
O
r
t
G
n
g
㍉
　
i
n
‥
G
e
O
r
g
吋
i
c
F
d
－
司
打
ぎ
詳
記

一
ぎ
責
き
逮
ヨ
喜
邑
喜
泉
芸
誓
　
h
ま
訂
怠
訣
邑
訂
治
乱
訂
－
S
F
t
霹
賀
什
－
－
∽
雷
－

以
下
、
ピ
ヒ
ト
か
ら
の
引
用
は
、
書
名
を
以
下
の
よ
う
に
略
記
し
て
示
す
。

G
e
O
毒
憎
i
c
F
オ
ー
司
好
守
訂
叫
”
一
㌔
言
草
慧
一
㌔
⊇
已
§
註
S
g
－
．
翌
已
笥
息
女
打
訂

慧
宅
急
昌
．
S
t
已
t
g
a
r
t
－
－
麗
戸
〔
宅
．
句
．
声
〕

叫
が
琶
叫
完
訂
1
琶
琵
冴
叫
へ
訂
篭
｝
　
F
r
童
．
∃
n
 
G
e
O
r
g
吋
i
c
g
幹
E
n
n
O
 
R
u
d
O
首
F

S
g
t
霹
a
r
t
－
－
笥
叫
．
〔
T
F
〕

G
e
O
蒜
崇
c
E
r
　
如
訂
：
き
予
音
註
－
短
冨
訂
息
醇
誉
≦
＝
賀
註
　
L
碧
雲
旨
蚤
訂
　
空
き

短
叫
岩
島
ぎ
ゃ
　
厨
d
．
H
｝
　
S
t
u
什
t
g
a
r
t
－
－
冨
○
－
〔
H
．
I
L
．
〕
厨
丘
．
P
 
S
t
已
t
g
a
r
什
｝

ド
冨
L
　
〔
H
．
J
．
H
．
〕

h
訂
邑
巧
知
乳
首
叫
芸
亀
監
訂
旨
b
空
包
－
S
t
象
t
g
a
r
什
－
忘
0
0
研
．
〔
戸
R
．
〕

（
9
）
　
（
責
任
）
と
い
う
語
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
由
来
は
、
ビ
ヒ
ト
に
ょ
れ
ば
、
U
キ
リ

ス
ト
教
に
お
け
る
最
後
の
審
判
の
思
想
と
鳳
ロ
ー
マ
法
転
お
け
る
被
告
弁
護
の
働
き
と

に
見
ら
れ
る
（
七
g
－
．
宅
．
勺
．
5
－
S
．
だ
∞
f
．
）
。
餌
に
つ
い
て
言
え
ば
、
『
コ
リ
ソ
ト
後
事
』

五
章
十
節
「
我
等
は
み
な
必
ず
キ
リ
ス
ト
の
審
判
の
座
の
前
に
あ
ら
ほ
れ
、
尊
に
も
あ

れ
、
悪
に
も
あ
れ
、
各
人
そ
の
身
に
な
し
た
る
事
に
随
ひ
て
報
を
受
く
べ
け
れ
ぱ
た

り
。
」
に
基
い
て
、
人
間
の
生
の
全
体
が
こ
う
し
た
最
後
の
申
し
開
き
に
対
す
る
準
備
と

解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
、
そ
の
道
徳
的
行
状
及
び
内
な
る
憩
い
に

つ
い
て
キ
リ
ス
ト
の
前
で
申
し
開
き
を
す
べ
く
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
㈲
転
つ

い
て
言
え
ば
、
ラ
テ
ソ
語
の
r
e
s
p
。
n
d
e
r
e
】
r
e
S
p
O
n
∽
i
O
と
い
う
語
は
、
何
ら
か
の

事
件
に
つ
い
て
法
廷
の
前
で
弁
護
を
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
人
は
、
他
者
の

件
に
つ
い
て
弁
護
士
（
法
廷
代
理
人
）
と
し
て
答
弁
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ま
た
自
分

の
件
に
つ
い
て
自
己
弁
蕃
（
自
己
正
当
化
）
を
す
る
こ
と
も
あ
る
。
従
っ
て
、
い
ず
れ



G・ピヒトの安住論

の
場
合
に
お
い
て
も
日
本
語
の
（
安
住
）
と
い
う
語
で
は
蔽
い
切
れ
ぬ
意
味
を
欧
語
は

持
っ
て
い
る
。
日
本
語
で
（
安
住
）
と
言
う
場
合
、
そ
こ
で
意
味
さ
れ
て
い
る
の
は
、

「
①
人
が
引
き
受
け
て
な
す
べ
き
任
務
㊥
法
律
上
の
不
利
益
な
い
し
は
制
裁
を
負
わ
さ

れ
る
こ
と
」
（
『
広
辞
苑
』
舞
二
版
）
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
申
し
開
き
と
い
う
実
検
と

代
理
と
い
う
契
機
と
が
必
ず
し
も
明
確
に
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
行
為
者
と
し
て
引
き

受
け
る
任
務
や
行
為
の
主
体
と
し
て
身
に
招
く
制
裁
の
意
が
正
面
に
出
て
い
る
。
総
じ

て
（
帰
寛
V
i
m
p
u
｛
a
t
i
O
の
意
が
強
い
。
欧
語
の
含
意
に
訳
語
を
少
し
で
も
近
づ
け
る

為
に
へ
答
茸
）
な
る
訳
語
を
本
論
文
で
採
用
し
ょ
う
か
と
も
考
え
た
が
、
慣
用
に
従
っ

て
（
茸
任
）
と
い
う
訳
語
で
一
貫
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。

申
し
開
き
R
e
c
F
e
ロ
S
C
F
a
f
t
】
　
a
C
C
O
u
n
t
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
決
算
」

「
始
末
書
」
「
預
り
物
の
勘
定
」
な
る
意
を
も
持
つ
こ
と
（
そ
れ
ぞ
れ
r
e
c
F
n
e
n
－
C
O
巨
什

「
数
え
る
」
か
ら
派
生
）
に
気
付
か
さ
れ
た
の
は
D
・
ボ
ソ
へ
ッ
フ
ァ
ー
に
ょ
っ
て
で

あ
る
　
（
ゴ
単
軸
3
ぎ
乳
首
？
望
・
箋
叫
等
｝
　
F
r
叢
－
召
n
 
O
t
t
O
 
D
已
呂
5
－
M
白
ロ
C
F
e
n
．

－
賀
声
S
．
崇
岩
f
．
）
。
そ
こ
で
は
、
『
マ
タ
イ
伝
』
十
八
章
l
二
二
節
以
下
「
こ
の
故
に
天
国

は
そ
の
家
来
ど
も
と
計
算
を
な
さ
ん
と
す
る
王
の
ご
と
し
。
…
」
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
申
し
開
き
と
は
、
既
に
帯
び
て
い
る
負
債
に
つ
い
て
そ
の
決
済
を
迫
ら
れ

て
な
す
答
弁
と
い
う
意
を
持
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
何
か
い
わ
れ
の
な
い
訴

追
に
対
し
て
自
ら
の
無
葵
を
言
葉
に
よ
っ
て
証
明
す
る
、
と
い
う
の
が
申
し
開
き
な
の

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ポ
ソ
へ
ッ
フ
ァ
ー
か
ら
ほ
、
ま
た
、
新
約
聖
書
の
常
客
備
に
お
い
て
計
Q
計
r
計

（
弁
明
）
と
い
う
語
が
随
所
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
ド
イ
ツ
語
訳
で
く
e
r
呂
t
l

w
O
r
t
6
g
〔
安
住
〕
と
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
（
D
i
e
g
i
c
F
出
O
m
F
O
e
f
f
l

e
ジ
ー
望
革
蒜
－
M
琉
n
c
F
e
n
－
－
謡
等
－
S
．
－
詔
f
．
）
。
例
え
ば
『
ピ
リ
ピ
番
』
一
章
七
節

「
…
福
音
を
弁
明
し
て
こ
れ
を
堅
う
す
る
時
：
」
（
‰
七
品
計
已
Q
γ
古
賀
～
曾
官
へ
臥
q
h
へ

ま
言
質
ヨ
ー
㌻
⊂
小
宅
e
n
n
i
c
F
d
a
切
回
表
口
g
e
－
i
u
m
g
⊇
已
昌
弓
訂
u
n
d
b
e
k
r
琵
t
i
g
e
）
。

ポ
ソ
へ
ッ
フ
ァ
ー
は
言
う
。
「
第
一
義
的
に
言
え
ば
私
が
弁
明
す
る
の
は
私
自
身
や
私

の
行
い
を
で
は
な
い
。
私
は
私
自
身
を
義
と
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

私
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
弁
明
す
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
ま
た
、
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
に
ょ
り
私
に
与
え
ら
れ
た
委
託
を
も
弁
明
す
る
の
で
あ
る
。
」
（
同
上
）

な
お
ド
イ
ツ
語
と
し
て
の
受
任
の
語
義
に
つ
い
て
、
W
・
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
デ
ル
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
諾
r
a
n
t
司
O
r
t
e
n
〔
責
任
を
引
き
受
け
る
。
弁
明
す
る
。
〕
と
い

う
の
は
、
一
つ
の
問
い
か
け
に
対
し
て
自
己
の
あ
り
様
を
明
ら
さ
ま
に
語
り
出
す
こ
と

で
あ
る
。
弁
明
す
る
者
は
自
己
へ
と
立
ち
帰
り
自
己
を
応
答
と
い
う
姿
勢
に
引
き
入
れ

る
　
－
　
つ
ま
り
反
省
で
あ
る
。
彼
は
自
己
を
全
面
附
に
ー
ー
余
す
と
こ
ろ
な
く
ー
1
明

言
の
過
程
へ
と
引
き
込
み
、
そ
う
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
糾
問
さ
る
べ
き
在
り
様
を
脱
す

る
の
で
あ
る
。
」
（
宅
i
－
F
e
－
m
宅
e
i
s
c
F
e
d
e
r
 
b
聖
二
ヨ
慧
ヨ
乳
等
一
ざ
さ
き
至
き
孟
－

句
r
a
n
k
f
u
r
け
a
．
M
．
】
－
笥
N
鉾
｝
　
S
．
弓
．
）
す
な
わ
ち
、
グ
ァ
イ
シ
ェ
ル
デ
ル
に
お
い
て

は
、
弁
明
は
、
ま
ず
（
自
己
）
が
あ
る
問
い
（
糾
問
）
に
直
面
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
始

ま
る
。
そ
し
て
、
（
自
己
）
は
、
こ
う
し
た
問
い
を
受
け
て
（
自
己
）
に
立
ち
帰
り
、

（
自
己
）
の
あ
り
様
を
全
面
的
か
つ
徹
頭
徹
尾
公
然
化
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
そ
の
問

い
か
け
に
応
答
し
切
り
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
（
自
己
）
の
確
信
へ
と
到
る
の
で
あ
る
。

ヴ
ァ
イ
シ
ェ
デ
ル
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
糾
問
に
応
答
し
切
ら
ん
と
す
る
（
自
己
）
の

姿
勢
を
、
く
e
r
a
n
t
司
O
r
E
c
F
k
e
i
t
〔
安
住
あ
る
態
度
〕
と
呼
ん
で
い
る
（
同
上
）
。
こ

の
こ
と
か
ら
も
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
ヴ
ァ
イ
シ
三
ア
ル
が
へ
責
任
）
の
本
質
と
な
す

の
は
（
根
本
的
自
己
安
住
）
な
の
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
司
．
七
∵
く
．
－
S
．
∽
N
－
．

（
n
）
　
I
m
m
a
n
g
－
只
a
n
什
－
早
さ
岳
馬
喜
平
聖
二
昏
首
肯
を
ぎ
夢
二
き
ざ
A
k
註
・

e
m
i
e
 
A
u
品
a
b
e
－
B
d
 
H
j
 
S
．
き
N
．

（
1
2
）
　
戸
R
．
I
 
S
．
岩
音
．

（
1
3
）
　
＜
g
－
．
I
m
m
a
n
話
－
R
a
n
d
ー
蜃
・
芝
か
計
こ
き
鼓
を
旨
芸
当
買
ミ
ミ
－
A
打
a
d
？

m
i
e
A
ロ
S
g
a
b
e
）
B
d
．
j
 
S
．
N
P
　
こ
こ
で
カ
ソ
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
か

く
し
て
、
自
由
と
無
制
約
的
な
実
践
的
法
則
と
は
、
焚
互
に
お
互
い
を
引
照
す
る
。
と
こ

ろ
で
私
は
こ
こ
で
は
次
の
こ
と
は
問
わ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
両
者
は
実
際
に
も
別

々
の
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
む
し
ろ
無
制
約
的
法
則
は
純
粋
実
践
理
性
の
自
己
意

識
に
は
か
な
ら
ず
、
そ
し
て
純
粋
実
践
理
性
は
自
由
の
礫
柾
的
概
念
と
ま
っ
た
く
同
一

で
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
。
」
カ
ソ
ト
自
身
は
、
こ

こ
で
は
こ
の
問
い
を
未
決
の
ま
ま
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
定
言
命
法
転
つ
い
て

の
ピ
ヒ
ト
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
こ
の
問
い
に
つ
い
て
の
カ
ソ
ト
の
解
は
、
「
無
御
約
的

法
則
は
純
粋
実
践
理
性
の
自
己
意
識
に
は
か
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

ぅ
。
否
、
少
な
く
と
も
、
定
言
命
法
の
無
制
約
的
必
然
性
は
、
自
己
を
自
由
意
志
と
解

す
る
主
体
が
、
定
言
命
法
を
自
れ
の
働
き
の
自
己
意
識
と
解
す
る
点
に
基
礎
づ
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ソ
ト
に
お
い
て
、
主
体
が
横
径
的
意

味
で
自
由
で
あ
る
が
故
に
で
は
な
く
（
そ
れ
は
「
要
請
」
さ
れ
る
に
止
ま
る
）
、
主
体

が
自
己
を
そ
の
よ
う
に
解
し
て
よ
い
充
分
な
理
由
が
あ
る
が
故
に
、
定
言
命
法
の
無
制

約
的
必
無
性
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
意
志
の
自
己
同
一
的
構
造
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が
定
言
命
法
を
支
え
て
い
る
。

（
1
4
）
　
芦
J
．
H
．
－
S
．
－
∽
㌣
　
（
1
5
）
　
i
b
i
d
．
｝
S
．
畠
．

（
1
6
）
　
i
b
i
d
こ
S
．
器
．

（
1
7
）
　
く
g
－
．
薫
く
．
う
ー
S
．
↓
．
こ
こ
で
ピ
ヒ
ト
は
、
「
カ
ソ
ト
は
可
能
性
の
制
約
へ
の
超
越

論
的
問
い
を
理
性
そ
れ
自
身
に
向
け
ら
れ
え
ぬ
ま
ま
に
留
ま
っ
て
い
た
。
」
と
述
べ
て

いる。

（
1
8
）
　
薫
く
．
ノ
√
S
．
∽
N
P
　
こ
こ
で
、
他
者
や
物
に
つ
い
て
の
配
慮
茸
任
の
委
託
と
い
う
こ

と
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
一
定
の
具
体
的
な
社
会
制
度
や
集
団
内
に
お
い
て

そ
う
し
た
制
度
や
集
団
の
慣
行
・
親
範
・
権
威
に
基
づ
い
て
生
じ
る
委
託
そ
の
も
の
に

尽
き
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
具
体
的
委
託
が
そ
こ
で
生
じ
そ
こ
で
担
わ
れ
る
地
平

が
関
原
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
1
9
）
　
i
b
i
d
．
－
S
．
U
N
研
．
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
『
ル
カ
伝
』
十
六
牽
十
九
1
三
一
節
の

（
金
持
ち
と
ラ
ザ
P
V
の
話
で
あ
る
。
こ
の
話
に
つ
い
て
、
W
・
バ
ー
ク
レ
は
次
の
よ

う
に
注
記
し
て
い
る
。
「
こ
の
金
持
ち
が
牢
獄
に
入
れ
ら
た
の
は
、
彼
の
為
し
た
こ
と

に
ょ
っ
て
で
は
な
い
。
彼
が
地
款
に
陥
ら
さ
れ
た
の
は
、
彼
が
為
さ
な
か
っ
た
こ
と
に

ょ
っ
て
で
あ
る
。
」
（
尋
i
E
i
巴
n
B
a
3
－
a
y
－
ヨ
喜
羞
S
旨
や
葛
篭
崇
垂
∵
ヨ
毒
す

短
等
C
叫
を
－
e
d
．
ピ
y
 
D
e
已
∽
O
u
n
c
呂
－
E
言
辞
a
m
｝
　
p
．
山
の
0
．
）

（
2
0
）
　
宅
．
勺
．
声
も
．
∽
N
P

（
2
1
）
　
H
．
J
．
m
〉
S
．
念
声
　
（
2
2
）
　
司
．
く
．
七
．
気
．
∽
望
．

（
2
3
）
　
こ
の
こ
と
は
、
遊
覧
言
え
ば
、
ピ
ヒ
ト
の
兼
任
概
念
は
、
い
わ
ゆ
る
法
と
道
徳
の
領

域
、
つ
ま
り
我
々
が
日
常
的
に
生
き
て
い
る
債
域
に
お
い
て
、
何
が
誰
の
賓
任
で
あ
る

か
、
或
る
こ
と
に
つ
い
て
或
る
人
に
資
任
が
あ
る
の
か
否
か
、
共
同
棄
任
の
限
界
は
具

体
的
に
ど
こ
に
引
か
れ
う
る
の
か
、
等
の
問
題
に
直
接
答
え
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う

こ
と
を
意
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
を
（
欠
点
）
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、

そ
も
そ
も
賛
任
の
（
概
念
）
に
ょ
っ
て
そ
う
し
た
問
い
に
直
毅
に
答
え
う
る
も
の
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
（
概
念
）
的
探
究
は
、
具
体
的
探
究
の
基
本
的
姿
勢
、
そ
の

地
平
を
見
定
め
る
為
に
こ
そ
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
具
体
的
探
究
は
、
危
険
を
伴

っ
た
（
冒
険
）
と
し
て
こ
そ
進
め
ら
れ
る
の
で
は
た
か
ろ
う
か
。
ピ
ヒ
ト
が
「
精
神
の

黄
任
」
と
い
う
こ
と
を
語
る
の
も
〔
．
芦
声
七
，
㌫
●
ゴ
監
－
｝
e
t
a
－
●
〕
、
そ
の
よ
う
な

意
味
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。

（
2
4
）
　
宅
．
声
く
こ
S
．
崇
戸
　
　
（
2
5
）
　
i
b
i
d
こ
S
．
∽
－
N
．

（
2
6
）
　
i
b
i
d
こ
S
．
ぴ
ー
㌘
　
　
　
　
（
2
7
）
　
i
b
i
d
．
気
．
㌍
印
．

（31）（33）（35）（36）

i
b
i
d
こ
S
．
∽
－
の
．
　
　
　
（
2
9
）
i
b
i
d
．
－
S
．
び
N
0
0
．

i
b
i
忘
．
芦
従
っ
て
、
通
常
我
々
が
ロ
に
す
る
八
人
塀
の
存
続
に
対
す
る
受
任
V
 
m

も
、
ま
た
（
自
然
保
蕗
に
対
す
る
責
任
）
も
、
ピ
ヒ
ト
に
お
い
て
は
こ
の
（
歴
史
に
対

す
る
貸
任
）
に
基
礎
を
も
つ
の
で
あ
る
。
歴
史
と
は
、
自
然
の
内
に
生
き
る
人
間
の
可

能
性
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

H
．
1
．
Ⅰ
．
｝
S
．
誤
．
　
　
　
（
3
2
）
　
i
E
d
．
｝
S
．
宍
戸

i
b
i
d
こ
S
．
呂
↓
．
　
　
　
（
3
4
）
－
O
C
．
C
i
t
．

－
O
C
．
C
i
t
．

こ
う
し
た
（
答
の
作
為
）
や
（
問
い
の
放
棄
）
が
意
識
的
な
も
の
か
無
意
識
的
な
も

の
か
は
、
こ
こ
で
は
問
題
で
は
な
い
。
ピ
ヒ
ト
は
、
作
為
さ
れ
た
答
の
内
で
働
い
て
い

る
意
識
の
こ
と
を
、
マ
ル
ク
ス
に
倣
っ
て
、
（
虚
偽
意
識
）
と
呼
ん
で
い
る
。
（
H
●
1
．

P
I
S
㌔
－
e
t
a
－
．
）
ル
カ
ー
チ
は
（
虚
偽
意
識
）
に
つ
い
て
そ
れ
が
「
主
観
的
に
は
自

分
で
設
定
し
た
目
標
を
果
た
し
そ
こ
ね
る
と
と
も
に
、
そ
の
意
識
が
知
ら
な
い
し
、
ま

た
知
ろ
う
と
も
し
な
い
社
会
的
発
展
の
客
観
的
な
目
標
を
促
進
し
、
ま
た
達
成
す
る
も

の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
〔
城
塚
・
古
田
訳
『
歴
史
と
階
級
意
識
』

百
七
頁
〕
、
そ
う
し
た
「
客
観
的
な
目
標
の
促
進
」
と
い
う
含
意
は
ピ
ヒ
ト
に
お
い
て

は
無
い
。

（37）（39）（40）（41）（42）（43）

H
J
L
こ
S
L
O
↓
．

（
3
8
）
－
O
C
．
C
i
t
．

H
L
．
戸
｝
S
．
畠
弓
．

芦
l
・
Ⅰ
・
お
宅
・
尚
、
こ
の
裏
現
は
、
ピ
ヒ
ト
が
T
m
二
Ⅴ
ア
ド
ル
ノ
の
哲
学
の
「
正

し
さ
」
を
示
す
も
の
と
し
て
用
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

く
g
－
．
｝
T
F
－
S
．
N
↓
．
「
我
々
の
琶
任
の
射
程
は
（
所
轄
の
領
域
と
は
臭
っ
て
）
原
理
上

画
定
不
可
能
で
あ
る
。
L

i
b
i
d
．
｝
S
．
N
∞
．

H
．
J
．
m
I
 
S
．
－
望
．
『
ロ
マ
書
』
八
草
二
四
節
が
こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
「
眼
に

見
ゆ
る
塾
は
堂
に
あ
ら
ず
、
人
そ
の
見
る
と
こ
ろ
を
争
で
望
ま
ん
や
。
」


