
一
九

を
行
使
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
個
物
の「
力
」は
自
然
全
体
の「
力
」

に
対
し
て
無
に
等
し
い
。

　

他
方
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
権
利
」
を
「
力
」
に
よ
っ
て
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

個
物
は
そ
の
「
力
」
に
応
じ
て
「
権
利
」
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
個
物
の
「
力
」
は
自
然
全
体
の
「
力
」
に
対
し
て
無
に
等
し
い
と
す
れ

ば
、
人
間
は
単
独
で
は
無
力
で
あ
り
、
自
己
の
「
権
利
」
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

多
数
の
人
間
の
「
力
」
が
結
集
し
て
国
家
権
力
を
構
成
す
る
限
り
で
、
人
間
は
自

己
の
「
権
利
」
を
行
使
し
、「
自
己
の
利
益
を
求
め
」、「
自
由
」
を
享
受
し
う
る
の

で
あ
る
。
国
家
権
力
だ
け
が
「
理
性
の
命
令
」
に
実
効
性
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
エ
チ
カ
』
と
『
政
治
論
』
の
関
係
を
整
理
し
て
み
る
と
、『
エ
チ
カ
』

の
倫
理
学
が
『
政
治
論
』
に
お
け
る
権
力
の
論
理
を
暗
黙
に
前
提
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
解
釈
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
解
釈
を
提
案
す
る
た
め
に
上
記

の
論
理
を
テ
キ
ス
ト
に
も
と
づ
い
て
再
構
成
し
た
の
が
以
下
の
論
考
で
あ
る
。

１　

理
性
の
命
令

　

ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
「
理
性
の
命
令(rationis dictam

ina)

」
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
な
の
だ
ろ
う
か
。『
エ
チ
カ
』
第
四
部
定
理
１
８
の
注
解
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　

 

「
理
性
は
自
然
に
反
す
る
こ
と
を
何
も
要
求
し
な
い
の
だ
か
ら
、
理
性
は
各
人
が

自
己
を
愛
す
る
こ
と
、
自
己
に
有
益
な
も
の
、
自
己
に
と
っ
て
真
に
有
益
な
も
の
を

　

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
国
家
権
力
と
自
由

　
　
　
『
政
治
論
』
か
ら
『
エ
チ
カ
』
を
読
む

柴　

田　

健　

志　

「
人
間
性
と
い
う
も
の
を
そ
の
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
く
、
あ
る
が
ま
ま
の
姿
で
捉

え
る
よ
う
な
冷
静
な
人
々
の
み
が
、自
由
を
獲
得
し
、維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

（
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ラ
ッ
セ
ル
・
カ
ー
ク
『
保
守
主
義
の
精
神
』

は
じ
め
に

　

本
稿
の
課
題
は
『
エ
チ
カ
』
と
『
政
治
論
』
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の
二
つ
の
著
作
の

あ
い
だ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
本
質
的
な
関
連
を
指
摘
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

例
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
か
ら
以
下
の
よ
う
な
論
点
を
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

　

 

『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
理
性
の
命
令
」
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と

が
「
自
由
」
で
あ
る
と
い
う
。「
理
性
の
命
令
」
と
は
「
自
己
の
利
益
を
求
め
よ
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

 

『
政
治
論
』
に
お
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
国
家
権
力
が
個
々
人
の
「
権
利
」
を
現
実

的
な
も
の
と
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　

一
見
す
る
と
無
関
係
な
こ
れ
ら
の
主
張
を
「
力
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
直
す
と
、

そ
れ
ら
の
あ
い
だ
の
本
質
的
な
関
連
が
浮
か
び
上
が
る
。

　

ま
ず
、「
自
己
の
利
益
を
求
め
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
個
物
の
本
質
で
あ
る
「
力
」



柴
　
　
田
　
　
健
　
　
志

二
〇

な
ど
存
在
し
な
い
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
考
え
て
い
た
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
『
エ
チ
カ
』
第
四
部

の
序
文
で
「
人
間
本
性
の
型
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
が
そ
の
証
拠
で
あ
る
。

　

 

「
人
間
本
性
の
型
」
と
は
「
理
性
の
命
令
」
の
み
に
従
う
と
い
う
意
味
で
「
完
全
」

な
人
間
の
像
で
あ
る
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
自
由
な
人
間
」（Eth.IV

.67.

Pr.

）と
い
い
換
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、こ
れ
は
あ
く
ま
で「
型（exam

plar

）」で
あ
っ

て
現
実
の
存
在
で
は
な
い
（
１
）。
ス
ピ
ノ
ザ
が
こ
の
よ
う
な
「
型
」
を
設
定
す
る

目
的
は
、
そ
れ
を
基
準
に
し
て
現
実
に
存
在
す
る
人
間
の
完
全
性
を
評
価
す
る
こ
と

に
あ
る
。
こ
の
点
は
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
の
序
文
で
明
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

 

「
さ
ら
に
、
人
間
が
こ
の
型
に
よ
り
多
く
あ
る
い
は
よ
り
少
な
く
近
づ
く
に
し

た
が
っ
て
、
人
間
を
よ
り
完
全
あ
る
い
は
不
完
全
と
い
う
で
あ
ろ
う
」（Eth.IV

. 

Præ
f.

）。

　

現
実
に
存
在
す
る
人
間
は
決
し
て
「
完
全
」
に
な
る
こ
と
は
な
く
、せ
い
ぜ
い
「
よ

り
完
全
」
に
な
り
う
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
確
か
に
、「
理
性
の
命
令
」
の
引
用

文
を
見
直
す
と
「
自
己
に
と
っ
て
真
に
有
益
な
も
の
を
求
め
る
こ
と
」
が
「
人
間
を

よ
り
大
き
な
完
全
性
に
導
く
す
べ
て
の
も
の
を
欲
求
す
る
こ
と
」
と
並
列
さ
れ
て
い

る
。
人
間
が
求
め
う
る
も
の
は
「
よ
り
大
き
な
完
全
性
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
自

己
の
存
在
を
維
持
し
、
自
己
の
利
益
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
容
易
な
こ
と

で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

２　

自
由

　

 

「
徳
」
に
関
す
る
引
用
文
を
見
直
し
て
み
る
と
、「
徳
と
は
自
己
の
本
性
の
法
則

求
め
る
こ
と
、
人
間
を
よ
り
大
き
な
完
全
性
に
導
く
す
べ
て
の
も
の
を
欲
求
す
る
こ

と
、
端
的
に
い
え
ば
自
己
の
存
在
を
で
き
る
限
り
維
持
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
を
要

求
す
る
」（Eth.IV

.18.Sch.

）。

　

 

「
理
性
の
命
令
」
と
は
「
自
己
の
存
在
を
維
持
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
の
命
令
に
は
規
範
的
な
意
味
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
「
理
性
は
自
然
に

反
す
る
こ
と
を
何
も
要
求
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
人
間
が
「
自
己
の
存
在
を
維
持
」
す
る
こ
と
は
自
然
で
あ
り
、
自
然
を
超

え
た
規
範
な
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
じ
つ
は
「
徳
」
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。

　

 

「
徳
と
は
自
己
の
本
性
の
法
則
に
従
っ
て
活
動
す
る
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
も
な

く
、
ま
た
誰
も
が
自
己
の
本
性
の
法
則
に
従
っ
て
そ
の
存
在
を
維
持
す
る
よ
う
努
め

る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
徳
の
基
礎
は
自
己
の
存
在
を
維
持
し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
そ

れ
自
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
第
一
に
帰
結
す
る
」（Eth.IV

.18.Sch.

）。

　

 

「
自
己
の
存
在
を
維
持
」
す
る
と
い
う
「
理
性
の
命
令
」
に
従
う
と
い
う
こ
と
が

「
徳
の
基
礎
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
自
己
の
存
在
を
維
持
す
る
」
こ
と
を
超
え
た
規

範
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
「
徳
」
な
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
理
性
」

と
同
様
に
「
徳
」
の
概
念
か
ら
も
規
範
的
な
意
味
を
抜
き
取
る
の
で
あ
る
。
後
に
考

察
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
存
在
論
か
ら
見
れ
ば
、
規
範
性
を
否
定
す
る
よ
う
な
ス
ピ
ノ
ザ

の
主
張
に
は
じ
つ
は
驚
く
べ
き
点
は
な
い
。

　

驚
く
べ
き
な
の
は
む
し
ろ
次
の
点
で
あ
る
。
自
己
の
存
在
を
維
持
し
、
自
分
の
利

益
を
求
め
よ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
命
令
は
容
易
に
実
行
で
き
そ
う
な
も
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
「
理
性
の
命
令
」
に
完
全
に
従
う
こ
と
の
で
き
る
人
間



ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
国
家
権
力
と
自
由
　『
政
治
論
』
か
ら
『
エ
チ
カ
』
を
読
む

二
一

す
る
よ
う
に
努
め
か
つ
そ
れ
を
な
し
う
る
こ
と
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
よ
り
多
く

徳
を
備
え
て
い
る
」（Eth.IV

.20.Pr.

）。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
自
由
」
に
つ
い
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
は
ま
さ
し
く
そ
の
通
り
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う

「
自
由
な
人
間
」
と
は
「
理
性
の
命
令
に
の
み
従
っ
て
生
き
る
人
間
」（Eth.IV

.67.

Pr.

）
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
完
全
に
「
理
性
の
命
令
」
に
従
う
人
間
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
人
間
は
現
実
に
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
型
」
な
の
で
あ

る
。
問
題
は
そ
の
「
型
」
に
ど
れ
だ
け
近
づ
き
う
る
か
、換
言
す
れ
ば
ど
れ
だ
け
「
自

由
」
に
な
り
う
る
か
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
明
言
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
を
『
政
治

論
』
か
ら
引
用
し
よ
う
。

　

 

「
人
間
が
よ
り
多
く
理
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
、
衝
動
を
抑
制
し
う
る
に
従
い
、
人

間
の
自
由
は
よ
り
大
き
く
な
る
」（T

P 2.20

）。

　

で
は
、
人
間
は
ど
う
や
っ
て
よ
り
大
き
な
「
自
由
」
を
享
受
し
う
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
い
や
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
「
自
由
」
で
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
と
問
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
と
い
う
の
も
、「
自
由
」
を
享
受
す
る
た
め
に
各
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
「
力
」

は
極
め
て
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
や
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
小

さ
す
ぎ
て
ほ
と
ん
ど
無
に
等
し
い
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
「
力
」

は
「
外
部
の
原
因
の
力
に
よ
っ
て
無
限
に
凌
駕
さ
れ
る
」
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
か
ら
。

こ
の
点
を
真
剣
に
受
け
と
め
る
な
ら
、よ
り
大
き
な
「
自
由
」
な
ど
と
い
う
以
前
に
、

果
た
し
て
人
間
が
少
し
で
も
「
自
由
」
で
あ
り
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
問
題
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
文
脈
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
、
人
間
が
少
し

に
従
っ
て
活
動
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。「
徳
」
の
あ
る
人
間
は
た
だ

た
ん
に
自
己
の
存
在
を
維
持
す
る
の
で
は
な
く
、「
自
己
の
本
性
の
法
則
に
従
っ
て
」

そ
う
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
容
易
で
は
な
い
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、「
人
間
が
現
実
存
在
に
固
執
す
る
力
に
は
限
界
が
あ
り
、
外
部
の
原
因
の
力

に
よ
っ
て
無
限
に
凌
駕
さ
れ
る
」（Eth.IV

.3.Pr.

）
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、「
自
己

の
本
性
の
法
則
」
あ
る
い
は
「
自
己
の
本
性
」
に
従
う
こ
と
は
事
実
上
か
な
り
難
し

い
こ
と
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
巨
大
な
自
然
の
ほ
ん
の
一
部
分
に
す
ぎ
な

い
の
だ
か
ら
。

　

 

「
人
間
が
自
然
の
一
部
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
ま
た
自
己
の
本

性
の
み
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
、
自
己
が
そ
の
十
全
な
原
因
で
あ
る
変
化
以
外
の
い
か

な
る
変
化
も
受
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」（Eth.IV

.4.Pr.

）。

　

人
間
に
「
自
己
の
本
性
の
み
に
よ
っ
て
理
解
」
さ
れ
る
よ
う
な
変
化
し
か
起
こ
ら

な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
点
は
歴
然
と
し
て
い
る
。「
自
己
の
本
性
」

に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
は
、
は
じ
め
か
ら
著
し
く
制
限
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ

り
「
完
全
」
に
な
る
こ
と
が
倫
理
的
な
生
の
課
題
と
さ
れ
る
の
は
こ
の
意
味
に
お
い

て
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
は「
徳
」に
つ
い
て
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
理
性
の
命
令
」

に
従
っ
て
「
自
己
の
存
在
を
維
持
す
る
」
こ
と
が
「
徳
」
の
基
礎
で
あ
る
と
い
う
点

は
す
で
に
見
た
。
こ
れ
を
受
け
た
形
で
よ
り
多
く
の
「
徳
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
に

さ
れ
て
い
る
。

　

 

「
各
人
は
自
己
に
有
益
な
も
の
を
追
求
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
己
の
存
在
を
維
持



柴
　
　
田
　
　
健
　
　
志

二
二

多
く
の
権
利
を
同
時
に
持
つ
か
ら
で
あ
る
」（T

P 2.15

）。

　

こ
の
引
用
文
に
続
く
テ
キ
ス
ト
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
人
間
が
共
同
の
権
利
を
持

ち
、
す
べ
て
の
人
間
が
あ
た
か
も
ひ
と
つ
の
精
神
に
よ
っ
て
の
よ
う
に
導
か
れ
る
」

（T
P 2.16

）
場
合
を
想
定
し
て
い
る
。
多
く
の
人
間
の
権
利
が
「
共
同
の
権
利
」

と
し
て
集
約
さ
れ
る
こ
と
が
国
家
権
力
の
設
立
に
つ
な
が
る
こ
と
が
「
導
か
れ
る

（ducuntur

）」
と
い
う
動
詞
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
ま
さ
し
く
そ
れ
が
国
家
権
力
で
あ
る
こ
と
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
明
言
す
る
の
で
あ

る
。

　

 

「
多
数
者
の
力
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
の
権
利
は
、
こ
れ
ま
で
統
治
権

（Im
perium

）
と
呼
ば
れ
て
き
た
」（T

P 2.17

）。

　

こ
の
よ
う
に
テ
キ
ス
ト
を
再
構
成
し
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
個
々
人
の
「
権

利
」
は
そ
れ
ら
が
「
共
同
の
権
利
」
に
集
約
さ
れ
、国
家
権
力
を
生
み
出
す
に
い
た
っ

て
は
じ
め
て
現
実
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。な
お
、こ
の
引
用
文
で
は「
権
利
」

が
「
力
」
と
い
う
概
念
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
が
、そ
の
理
由
は
以
下
で
論
じ
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
解
釈
か
ら
ひ
と
つ
の
推
測
が
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
ス

ピ
ノ
ザ
が
『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
「
自
由
」
に
つ
い
て
語
り
え
た
の
は
、
い
や
、
よ

り
大
き
な
「
自
由
」
に
つ
い
て
す
ら
語
り
え
た
の
は
、『
エ
チ
カ
』
の
倫
理
学
が
国

家
権
力
の
存
在
を
暗
黙
に
前
提
し
て
語
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
推
測
で
あ

る
。

　

 

『
政
治
論
』は『
エ
チ
カ
』の
延
長
で
書
か
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、む
し
ろ『
エ
チ
カ
』

の
暗
黙
の
前
提
を
『
エ
チ
カ
』
か
ら
分
離
す
る
形
で
書
か
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き

で
も
「
完
全
」
に
な
り
う
る
か
、
あ
る
い
は
少
し
で
も
「
徳
」
を
持
ち
う
る
か
と
い

う
形
に
書
き
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
事
実
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
『
政
治
論
』
に
お
い
て

人
間
の
「
権
利
（
自
然
権
）」
の
問
題
と
し
て
こ
の
点
を
否
定
的
に
述
べ
て
い
る
。

　

 

「
人
間
の
自
然
権
が
各
人
の
力
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
か
つ
各
人
の
も
の
で
し
か

な
い
あ
い
だ
は
無
で
あ
り
、
現
実
に
お
い
て
よ
り
も
む
し
ろ
空
想
に
お
い
て
存
在
す

る
。
そ
れ
を
享
受
す
る
い
か
な
る
保
証
も
な
い
か
ら
で
あ
る
」（T

P 2.15

）。

　

と
こ
ろ
が
、
人
間
は
現
実
的
に
何
ほ
ど
か
「
自
然
権
」
を
行
使
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
よ
り
大
き
な
「
自
由
」
が
問
題
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
う
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
「
力
」
が
「
外
部
の
原
因
の
力
に
よ
っ

て
無
限
に
凌
駕
さ
れ
る
」
と
す
れ
ば
、「
現
実
に
お
い
て
よ
り
も
む
し
ろ
空
想
に
お

い
て
存
在
す
る
」
と
ま
で
い
わ
れ
る
「
自
然
権
」
を
い
っ
た
い
な
ぜ
人
間
が
現
実
に

行
使
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
こ
に
国
家
権
力
の
は
た
ら
き
を
認
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
人

間
に「
自
然
権
」の
行
使
を
保
障
し
て
い
る
の
は
国
家
権
力
な
の
で
あ
る
。上
記
の『
政

治
論
』
の
引
用
文
の
後
半
で
は
、
多
数
の
人
間
が
「
共
同
の
権
利
」
を
持
つ
限
り
で

「
自
然
権
」
は
考
え
ら
れ
う
る
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

 

「
人
類
に
固
有
な
も
の
で
あ
る
自
然
権
は
、
人
間
が
共
同
の
権
利
を
持
ち
、
居
住

し
耕
作
す
る
こ
と
の
で
き
る
土
地
を
持
ち
、自
衛
し
か
つ
あ
ら
ゆ
る
暴
力
を
排
除
し
、

ま
た
す
べ
て
の
人
間
の
共
同
の
意
向
に
従
っ
て
生
活
す
る
こ
と
を
要
求
し
う
る
場
合

に
お
い
て
の
み
か
ろ
う
じ
て
考
え
ら
れ
う
る
。
と
い
う
の
も
、
よ
り
多
く
の
人
間
が

こ
の
よ
う
に
一
致
し
て
ひ
と
つ
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
す
べ
て
の
人
間
が
そ
れ
だ
け



ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
国
家
権
力
と
自
由
　『
政
治
論
』
か
ら
『
エ
チ
カ
』
を
読
む

二
三

の
存
在
を
維
持
す
る
」
こ
と
は
「
力
」
を
行
使
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の

点
は
「
徳
」
の
定
義
か
ら
も
は
っ
き
り
読
み
取
ら
れ
る
。「
私
は
徳
お
よ
び
力
を
同

一
の
も
の
と
解
す
る
」（Eth.IV

.D
.8.

）。
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
徳
」

を
「
自
己
の
存
在
を
維
持
す
る
」
こ
と
へ
還
元
し
た
。
と
こ
ろ
が
定
義
の
通
り
「
徳
」

と
は
「
力
」
な
の
だ
か
ら
、「
自
己
の
存
在
を
維
持
す
る
」
こ
と
は
「
力
」
を
行
使

す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
の
点
を
念
頭
に
置
く
と
、「
神
の
属
性
を
一
定
の
決
定
さ
れ
た
仕
方
で
表
現
す

る
」
と
い
う
定
理
２
５
の
系
の
フ
レ
ー
ズ
が
、
後
の
定
理
で
は
次
の
よ
う
に
パ
ラ
フ

レ
ー
ズ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
重
要
に
な
る
。

　

 

「
現
実
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
神
の
本
性
あ
る
い
は
本
質
を
一
定
の
決
定
さ

れ
た
仕
方
で
表
現
す
る
（
定
理
２
５
の
系
に
よ
る
）」（Eth.I.36.D

em
.

）。

　

こ
こ
で
「
神
の
属
性
」
が
「
神
の
本
性
あ
る
い
は
本
質
」
と
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ

て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
で
は

な
い
。「
神
の
本
質
」
と
は
「
神
の
力
（potentia

）」(Eth.I.34.Pr.)

で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、「
神
の
本
性
あ
る
い
は
本
質
を
一
定
の
決
定
さ
れ
た
仕
方
で
表

現
す
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
「
神
の
力
を
一
定
の
決
定
さ
れ
た
仕
方
で
表
現
す
る
」

（Eth.I.36.D
em

.

）
と
さ
ら
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
連
の

パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
の
帰
結
と
し
て
、
個
物
が
現
実
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
「
神
の
力

を
表
現
」
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
い
う
点
が
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
形
で
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
た
「
力
」
の
論
理
は
『
エ
チ
カ
』
第
三
部

定
理
６
お
よ
び
７
に
お
け
る「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
」の
概
念
に
帰
着
し
て
い
る
。『
エ
チ
カ
』

第
三
部
定
理
６
で
は
「
各
々
の
も
の
は
で
き
る
限
り
自
己
の
存
在
に
固
執
す
る
よ
う

る
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
『
政
治
論
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
を
検
討
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。
問
題
は
、
国
家
権
力
が
「
理
性
の
命
令
」
に
実
効
性
を
持
た
せ
、
ま

た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
個
々
人
の
「
権
利
」
を
保
障
す
る
こ
と
に
な
る
論
理
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
前
に
以
上
の
解
釈
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
「
力
」
の
概
念
お
よ
び

上
記
の
引
用
文
に
含
ま
れ
る
「
自
然
権
」
の
概
念
を
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
概
念
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
「
自
然
権
」
あ
る
い
は
端
的
に
い
え
ば
「
権
利
」
と
は
「
力
」

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

３　

力

　

ス
ピ
ノ
ザ
の
形
而
上
学
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
も
の
は
「
神
」
と
い
う
「
無
限

に
多
く
の
属
性
か
ら
な
る
実
体
」（Eth.I.6.D

.

）
の
中
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

現
実
存
在
す
る
す
べ
て
の
個
物
は
「
神
の
属
性
の
変
容
」（Eth.I.25.Cor.

）
と
し
て

神
の
中
に
あ
る
。「
神
の
属
性
」
が
様
々
な
仕
方
で
「
変
容
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

諸
個
物
が
現
実
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
神
の
属

性
」と
個
物
と
の
こ
の
よ
う
な
関
係
は「
表
現
」と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
個
物
と
は「
神

の
属
性
を
一
定
の
決
定
さ
れ
た
仕
方
で
表
現
す
る
様
態
」（Eth.I.25.Cor.

）
で
あ
る
。

個
物
が
現
実
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
「
神
の
属
性
」
を
「
表
現
」
す
る
こ
と
な
の

で
あ
る
。

　

こ
の
点
を
踏
ま
え
て
『
エ
チ
カ
』
に
お
け
る
「
力
」
の
概
念
を
考
察
す
る
必
要
が

あ
る
。
考
察
の
目
的
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
個
物
の
本
質
を
「
力
」
に
見
て
い
る
と
い
う

点
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
個
物
が
「
自
己
の
存
在
を
維
持
す
る
」
と
い
う
「
理
性
の

命
令
」
の
背
景
に
は
こ
の
よ
う
な
個
物
の
理
解
が
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
自
己



柴
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志

二
四

実
的
な
「
力
」
と
は
無
関
係
に
個
物
に
帰
属
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

  

こ
の
点
を
主
張
す
る
た
め
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
神
の
権
利
」
に
つ
い
て
の
言
及
か

ら
始
め
る
。
神
の
「
権
利
」
と
は
神
の
「
力
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
個

物
は
「
神
の
力
」
を
「
一
定
の
決
定
さ
れ
た
仕
方
で
表
現
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
い

う
の
だ
か
ら
、
個
物
の
「
権
利
」
と
は
個
物
に
お
い
て
表
現
さ
れ
た
神
の
「
力
」
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

　

 

「
こ
の
こ
と
か
ら
、
す
な
わ
ち
自
然
物
を
し
て
現
実
存
在
し
作
用
す
る
よ
う
に
さ

せ
る
力
と
は
ま
さ
し
く
神
の
力
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
我
々
は
自
然

権
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
容
易
に
理
解
す
る
。
と
い
う
の
も
、
神
は
す
べ
て
の
も

の
に
対
し
て
権
利
を
持
ち
、
神
の
権
利
と
は
絶
対
に
自
由
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ

る
限
り
に
お
け
る
神
の
力
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
各
々
の
自
然
物

は
現
実
存
在
し
作
用
す
る
こ
と
に
対
し
て
力
を
持
っ
て
い
る
の
と
同
じ
だ
け
の
権
利

を
自
然
に
よ
っ
て
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
か
ら
帰
結
す
る
か
ら
で
あ
る
」

（T
P 2.3

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
個
物
の
「
権
利
」
は
そ
の
「
力
」
に
即
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、す
で
に
見
た
通
り
、「
人
間
の
自
然
権
が
各
人
の
力
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、

か
つ
各
人
の
も
の
で
し
か
な
い
あ
い
だ
は
無
」で
あ
る
と
い
う『
政
治
論
』の
認
識
は
、

人
間
の
「
力
」
は
「
外
部
の
原
因
の
力
に
よ
っ
て
無
限
に
凌
駕
さ
れ
る
」
と
い
う
『
エ

チ
カ
』
の
認
識
に
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
神
の
力
」
の
表
現
で
あ
る
「
自
然
権
」
は
「
自
然
の
諸
法
則
あ
る

い
は
諸
規
則
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

努
め
る
」（III.6.Pr.

）
と
主
張
さ
れ
る
。
そ
の
証
明
は
「
個
物
と
は
神
の
属
性
を
一

定
の
決
定
さ
れ
た
仕
方
で
表
現
す
る
様
態
で
あ
る
（
第
一
部
定
理
２
５
に
よ
る
）、

す
な
わ
ち
（
第
一
部
定
理
３
４
に
よ
る
）
神
が
存
在
し
活
動
す
る
神
の
力
を
一
定
の

決
定
さ
れ
た
仕
方
で
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
」（III.6.D

em
.

）
と
い
う
こ
と
を
根
拠

に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
定
理
６
に
現
れ
る
「
自
己
の
存
在
に
固
執
す
る
（perseverare

）
よ
う
努

め
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
、「
理
性
の
命
令
」
に
お
け
る
「
自
己
の
存
在
を
維
持

す
る
（conservare

）
よ
う
努
め
る
」（Eth.IV

.18.Sch.

）
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
書

き
換
え
ら
れ
て
い
る
点
が
こ
こ
で
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
動
詞
が
違
う
が
、
そ
れ

ら
の
意
味
に
は
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
い
。

　

さ
ら
に
『
エ
チ
カ
』
第
三
部
定
理
７
で
は
「
各
々
の
も
の
が
自
己
の
存
在
に
固

執
す
る
よ
う
努
め
る
コ
ナ
ト
ゥ
ス
は
そ
の
も
の
の
現
実
的
本
質
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

（III.7.Pr.

）
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
個
物
の
「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
」
が
個
物

の「（
現
実
的
）本
質
」に
ほ
か
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
理
由
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
神

の
本
質
」
と
は
「
神
の
力
（potentia

）」
で
あ
り
、個
物
は
「
神
の
力
」
を
「
表
現
」

し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
個
物
の
「
力
」
の
行
使
そ
の
も
の
で
あ
る
「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
」

が
個
物
の
「
本
質
」
で
あ
る
こ
と
は
当
然
な
の
で
あ
る
。

４　

権
利

　

ス
ピ
ノ
ザ
は
以
上
の
よ
う
な
「
力
」
の
形
而
上
学
の
延
長
で
「
権
利
」
の
概
念
を

規
定
し
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
権
利
」
の
概
念
は
、「
す
べ
て
の
人
間
に
同
等
の

権
利
を
認
め
る
」
と
い
う
よ
う
な
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、「
徳
」

と
同
様
に
規
範
的
な
概
念
で
は
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
権
利
」
の
概
念
は
個
物
の
現



ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
国
家
権
力
と
自
由
　『
政
治
論
』
か
ら
『
エ
チ
カ
』
を
読
む

二
五

の
形
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
認
識
も
ま
た
『
エ
チ
カ
』
の
中
に

す
で
に
含
ま
れ
て
い
た
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
の
よ
う
な
「
権
利
」
が
現
実
的

に
行
使
さ
れ
る
条
件
と
し
て
の
国
家
権
力
に
言
及
し
て
は
い
る
の
だ
が
（Cf.Eth.

IV
.37.Sch.2.

）、
そ
の
内
的
論
理
に
つ
い
て
は
ご
く
表
面
的
に
し
か
考
察
し
て
い
な

い
。
そ
の
課
題
は
『
政
治
論
』
に
持
ち
越
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
、
国
家
権
力
が
「
理
性
の
命
令
」
に
実
効
性
を
持
た
せ
、
ま
た
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
個
々
人
の
「
権
利
」
を
保
障
す
る
こ
と
に
な
る
論
理
の
考
察
に
移

ろ
う
。

５　

国
家
権
力

　

 

「
人
間
が
現
実
存
在
に
固
執
す
る
力
に
は
限
界
が
あ
り
、
外
部
の
原
因
の
力
に

よ
っ
て
無
限
に
凌
駕
さ
れ
る
」
と
い
う
定
理
か
ら
、
人
間
の
「
力
」
の
現
実
的
な
は

た
ら
き
は
「
外
部
の
力
」
と
の
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
認
識
を
読
み
と

る
こ
と
が
で
き
る
。「
外
部
の
力
」
か
ら
は
た
ら
き
を
受
け
る
限
り
、
個
々
の
人
間

の
「
力
」
は
「
無
限
に
凌
駕
」
さ
れ
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
の

「
力
」
と
「
外
部
の
力
」
と
の
関
係
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
け
と
は
限
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
我
々
の
外
部
に
は
「
我
々
の
本
性
と
ま
っ
た
く
一
致
す
る
も
の
」（Eth.

IV
.18.Sch.

）
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
こ
と
で
あ
る
。
二
人
の

人
間
の
「
力
」
は
、
そ
れ
ら
が
対
立
せ
ず
に
一
致
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
人
間
が
持
つ
「
力
」
よ
り
も
大
き
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。

　

 

「
と
い
う
の
も
、
例
え
ば
ま
っ
た
く
同
じ
本
性
の
二
つ
の
個
体
が
相
互
に
結
合
す

　

 
「
私
は
自
然
権
と
い
う
こ
と
で
、
す
べ
て
の
こ
と
が
そ
れ
に
従
っ
て
生
じ
る
と
こ

ろ
の
自
然
の
諸
法
則
あ
る
い
は
諸
規
則
そ
の
も
の
と
解
す
る
、
す
な
わ
ち
自
然
の
力

そ
の
も
の
と
解
す
る
」（T

P 2.4

）。

　

例
え
ば
、机
に
歩
く
「
権
利
」
が
な
い
よ
う
に
、人
間
に
は
鳥
の
よ
う
に
飛
ぶ
「
権

利
」は
な
い
。
各
々
の
個
物
は
、そ
の「
権
利
」を
行
使
す
る
際
に「
諸
規
則
」に
従
っ

て
い
る
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
個
物
の
「
自
然
権
」
と

は
「
自
然
の
諸
法
則
あ
る
い
は
諸
規
則
」
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
仕
方

で
「
表
現
」
さ
れ
る
「
自
然
の
力
」
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
な
お
、「
神
の
力
」
が

こ
こ
で
は
「
自
然
の
力
」
と
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
論
理
を
ス
ピ
ノ
ザ
は

次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

　

 

「
各
々
の
人
間
が
自
己
の
本
性
の
諸
法
則
に
従
っ
て
な
す
こ
と
を
、
各
々
の
人
間

は
最
高
の
自
然
権
に
よ
っ
て
な
す
の
で
あ
り
、
ま
た
各
々
の
人
間
は
そ
の
力
に
相
当

す
る
だ
け
の
権
利
を
自
然
の
中
で
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」（T

P 2.4
）。

　

こ
の
引
用
文
に
含
ま
れ
る
「
各
々
の
人
間
が
自
己
の
本
性
の
諸
法
則
に
従
っ
て
な

す
こ
と
を
、各
々
の
人
間
は
最
高
の
自
然
権
に
よ
っ
て
な
す
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
、

ほ
ぼ
同
じ
形
で
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
定
理
３
７
の
注
解
２
に
現
れ
て
い
る
。「
各
人

は
最
高
の
自
然
権
に
よ
っ
て
現
実
存
在
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
各
人
は
自
己
の
本

性
の
必
然
性
か
ら
帰
結
す
る
こ
と
を
最
高
の
自
然
権
に
よ
っ
て
行
う
」（Eth.IV

.37.

Sch.2

）。
ま
た
、「
自
己
の
本
性
の
諸
法
則
に
従
っ
て
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
も
「
徳

の
基
礎
」
に
つ
い
て
述
べ
た
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
の
テ
キ
ス
ト
で
す
で
に
こ
の
ま
ま
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二
六

成
さ
れ
る
「
共
同
の
権
利
」
が
「
統
治
権
」
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
権
利
を
持

つ
の
が
「
国
家
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

 

『
政
治
論
』
に
お
け
る
「
国
家
」
に
つ
い
て
の
論
理
は
、「
理
性
の
命
令
」
に
関
わ
っ

て
く
る
。「
理
性
の
命
令
」
は
す
べ
て
の
人
間
の
利
益
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

な
ら
、
誰
が
命
じ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
現
実
に
は
そ
う
で
は
な
い
。

人
間
が
単
独
で
発
す
る
命
令
は
多
数
の
者
に
対
す
る
強
制
力
を
持
ち
え
な
い
か
ら
で

あ
る
。
人
間
は
「
理
性
の
命
令
」
が
国
家
権
力
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
る
と
き
に
の
み
、

そ
れ
に
従
い
う
る
の
で
あ
る
。
国
家
権
力
の
存
在
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
の
が

『
政
治
論
』
に
お
い
て
語
ら
れ
る
認
識
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
国
家
権
力
の
発
す
る
命

令
だ
け
が
実
効
性
を
持
ち
う
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ひ
と
こ
と
で
表
現
す
れ
ば
、「
権
利
」
が
「
力
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う「
統
治
権
」と
は「
多
数
者
の
力
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
る
権
利
」（T

P 2.17

）
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
「
国
家
」
の
命

令
は
強
制
力
を
持
つ
。「
国
家
」
の
持
つ
「
力
」
は
個
々
人
の
持
つ
「
力
」
よ
り
も

は
る
か
に
強
力
だ
か
ら
で
あ
る
。
任
意
の
人
間
の
命
令
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
人
間
を

従
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
国
家
」
の
命
令
な
ら
ば
そ
れ
が
で
き
る
の
は
こ

の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
こ
の
点
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

 

「
各
々
の
国
民
（civis

）
な
い
し
臣
民
は
、
国
家
（civitas

）
そ
の
も
の
が
彼
よ

り
も
力
を
持
っ
て
い
る
そ
の
分
だ
け
、
よ
り
少
な
い
権
利
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
各
々
の
国
民
は
、
国
家
の
共
同
の
決
定
に
よ
っ
て
要
求
し
う
る
こ
と
を

除
い
て
、
い
か
な
る
こ
と
も
な
し
え
な
い
し
、
ま
た
所
有
し
え
な
い
」（T

P 3.2

）。

　

 

「
国
家
」
の
下
に
あ
る
個
々
人
の
「
権
利
」
は
、「
国
家
」
の
「
力
」
に
比
較
し

れ
ば
、
そ
れ
ら
は
単
体
の
個
体
よ
り
も
二
倍
の
力
を
持
つ
個
体
を
構
成
す
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
間
に
と
っ
て
人
間
よ
り
も
有
益
な
も
の
は
な
い
。」（Eth.

IV
.18.Sch.

）。

　

こ
う
し
て
よ
り
多
く
の
人
間
が
相
互
に
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
か
ら

構
成
さ
れ
る
「
力
」
が
十
分
に
大
き
な
も
の
と
な
れ
ば
、
個
々
人
の
「
力
」
も
そ
の

一
部
分
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
、
も
は
や
「
外
部
の
原
因
の
力
に
よ
っ

て
無
限
に
凌
駕
さ
れ
る
」
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
「
力
」
は
現
実

的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
複
数
の
人
間
が
実
際
に
ひ
と
つ
の
個
体
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ

で
、
こ
の
引
用
文
の
趣
旨
は
以
下
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
性
が
一

致
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
存
在
を
維
持
す
る
た
め
に
求
め
る
も
の
が
一
致
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
人
間
に
と
っ
て
有
益
な
も
の
は
他
の
人
間

に
と
っ
て
も
有
益
な
も
の
で
あ
り
う
る
。
す
る
と
、
多
く
の
人
間
が
相
互
に
結
合
す

る
と
い
う
こ
と
は
、「
す
べ
て
の
人
間
が
す
べ
て
の
人
間
に
共
通
し
て
有
益
で
あ
る

も
の
を
求
め
る
」（Eth.IV

.18.Sch.

）
こ
と
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
中
で
な
ら
、個
々
の
人
間
は
そ
の「
力
」を
行
使
し
う
る
で
あ
ろ
う
。と
す
れ
ば
、「
自

己
の
利
益
を
求
め
よ
」
と
い
う
「
理
性
の
命
令
」
は
、
現
実
的
に
は
「
す
べ
て
の
人

間
に
共
通
し
て
有
益
で
あ
る
も
の
を
求
め
よ
」
と
な
る
。
そ
の
限
り
で
、各
人
は
「
自

己
の
利
益
を
求
め
る
」
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
『
エ
チ
カ
』
の
認
識
で
あ
る
。『
政
治
論
』
は
こ
の
認
識
を
「
権
利
」
の

概
念
で
表
現
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
多
数
の
人
間
が

「
共
同
の
権
利
」を
持
つ
限
り
で
個
々
人
の「
権
利
」が
現
実
的
に
考
え
ら
れ
る
の
だ
、

と
。
と
こ
ろ
で
、
多
数
の
人
間
の
「
権
利
」
す
な
わ
ち
「
力
」
が
一
体
と
な
っ
て
構



ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
国
家
権
力
と
自
由
　『
政
治
論
』
か
ら
『
エ
チ
カ
』
を
読
む

二
七

を
譲
渡
す
る
こ
と
に
な
る
。
・
・
・
も
し
国
家
が
各
々
の
国
民
に
こ
の
力
を
与
え
た

と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
国
家
は
崩
壊
し
、
す
べ
て
は
自
然
状
態
に
帰

す
る
こ
と
に
な
る
」（T

P 3.3

）。

　

引
用
文
の
最
後
に
現
れ
る
「
す
べ
て
は
自
然
状
態
に
帰
す
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ

が
重
要
で
あ
る
。
個
々
人
の
「
力
」
が
国
家
権
力
に
集
約
さ
れ
ず
、
分
散
し
て
存
在

す
る
場
合
が
「
自
然
状
態
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
個
々
人
の
「
権
利
」
は
無
に
等
し

い
。
そ
れ
は
結
局
、
個
々
人
が
実
質
的
に
「
自
由
」
を
失
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
（
３
）。

　

と
こ
ろ
で
、
引
用
文
に
現
れ
る
「
力(potestas)

」
は
、「
多
数
者
の
力
」
と
い
う

場
合
の
「
力
（potentia

）」
と
は
異
な
る
。
前
者
は
、相
手
を
物
理
的
に
拘
束
す
る
、

心
理
的
に
恐
怖
を
与
え
る
等
の
方
法
に
よ
っ
て
「
他
者
を
自
己
の
力
（potestas

）

の
下
に
置
く
」（T

P 2.10

）
と
い
う
形
で
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
は
強
制
力
と
い
う
意

味
で
の「
力
」で
あ
る
。各
々
の
人
間
に
こ
の
よ
う
な「
力
」を
認
め
る
と
す
れ
ば
、ホ
ッ

ブ
ス
の
い
う
「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
戦
い
」
が
帰
結
す
る
で
あ
ろ
う
。「
す
べ
て

は
自
然
状
態
に
帰
す
る
」
と
い
う
と
き
、
ス
ピ
ノ
ザ
も
こ
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

つ
ま
り
「
力
（potestas

）」
と
は
人
間
が
相
互
に
対
立
す
る
よ
う
な
関
係
に
あ
る

場
合
の
「
権
利
」
で
あ
る
。
逆
に
人
間
が
相
互
に
一
致
す
る
よ
う
な
関
係
に
あ
る
場

合
に
は
、各
々
の
人
間
は
「
力
（potentia

）」
と
し
て
の
「
権
利
」
は
保
持
し
つ
つ
、

国
家
の
み
が「
力（potestas

）」と
し
て
の「
権
利
」を
独
占
す
る
こ
と
に
な
る（
４
）。

　

 

「
各
々
の
国
民
は
自
己
の
権
利
の
下
に
で
は
な
く
、
国
家
の
権
利
の
下
に
あ
り
、

国
家
の
あ
ら
ゆ
る
命
令
を
実
行
す
る
よ
う
拘
束
さ
れ
る
」（T

P 3.4

）。

て
少
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
「
国
家
」
の
命
令
は
強
制
力
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
義
務
」
と
い
う
よ
う
な
規
範
的
概
念
に
訴
え
る
こ
と
な
し
に
、
国

民
が
国
家
の
命
令
に
従
う
論
理
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、こ
の
引
用
文
は
、「
国
家
」の
命
令
に
従
う
と
、そ
の
分
だ
け
個
人
の「
権

利
」
が
少
な
く
な
る
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
は
た
し
て
そ
う
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、「
国
家
」
の
下
で
は
人
間
の
「
自
由
」
が
制
約
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

必
ず
し
も
そ
う
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
引
用
文
で
は

「
各
々
の
国
民
は
・
・
・
よ
り
少
な
い
権
利
を
持
つ
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
「
国
家
」
の
力
に
比
較
し
て
「
よ
り
少
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
個

人
の
「
権
利
」
そ
れ
自
体
が
縮
小
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

「
各
人
の
自
然
権
は
（
事
態
を
正
し
く
吟
味
す
れ
ば
）
国
家
状
態
に
お
い
て
終
息
し

な
い
」（T

P 3.3

）
と
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
が
明
言
し
て
い
る
。
ま
た
書
簡
に
お
い
て
も
、

ス
ピ
ノ
ザ
は
ま
さ
し
く
こ
の
点
に
「
自
分
と
ホ
ッ
ブ
ス
と
の
違
い
」（Ep. 238-239

）

が
あ
る
と
認
め
て
い
る
。「
国
家
」
の
設
立
に
お
い
て
個
々
人
は
そ
の
「
権
利
」
を

譲
渡
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
譲
渡
し
た
の
で
は
な
く
、「
力
」
と
し
て

の
「
権
利
」
を
結
集
し
た
の
で
あ
る
（
２
）。

　

こ
れ
と
は
逆
に
、
個
々
人
に
対
し
て
「
国
家
」
が
そ
の
強
制
力
を
放
棄
し
た
と
す

れ
ば
、
も
は
や
「
国
家
」
の
存
在
理
由
は
な
く
な
り
、
個
々
人
は
「
国
家
」
の
下
で

享
受
し
う
る
「
自
由
」
を
失
う
で
あ
ろ
う
。

　

 

「
も
し
国
家
が
誰
か
に
対
し
て
自
己
の
意
向
に
し
た
が
っ
て
生
活
す
る
権
利
を
、

し
た
が
っ
て
ま
た
力
（potestas

）
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
自
体
に
よ
っ

て
国
家
は
そ
の
権
利
を
放
棄
し
、
国
家
が
そ
の
よ
う
な
力
を
与
え
た
人
に
そ
の
権
利



柴
　
　
田
　
　
健
　
　
志

二
八

る
こ
と
と
同
様
に
我
々
の
力
の
う
ち
に
あ
る
と
し
た
ら
、
す
べ
て
の
人
間
が
理
性
に

よ
っ
て
導
か
れ
、
賢
明
に
生
活
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
実

際
は
少
し
も
そ
う
で
は
な
い
」（T

P2.6.

）。

　

そ
れ
ゆ
え
、
国
家
権
力
に
国
民
を
強
制
す
る
力
が
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
「
理
性
の

命
令
」
を
命
じ
よ
う
が
空
疎
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
国
家
権
力
に
と
っ
て

強
制
力
（potestas

）
は
本
質
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
れ
な
ら
、
国
家
権
力
は
国
民
に
対
し
て
い
か
な
る
命
令
を
も
な
し
う
る

と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、「
理
性
の
命
令
」
を
実
効

性
の
あ
る
も
の
と
し
て
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
国
家
権
力
で
あ
る
と
し
て
も
、

国
家
権
力
が
国
民
に
対
し
て
実
際
に
命
じ
る
も
の
が
「
理
性
の
命
令
」
で
あ
る
と
は

限
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
最
悪
の
場
合
に
は
、国
家
権
力
は
恣
意
的
な
「
法
」

に
よ
っ
て
国
民
を
弾
圧
し
、
国
民
か
ら
「
自
由
」
を
奪
い
去
る
こ
と
も
で
き
る
と
い

う
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
国
家
権
力
と
い
え
ど
も
国
民
に
対
し
て
理
不
尽
な
命
令
を
な

し
う
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
主
張
し
て
い
る
。「
理
性
の
命
令
」

を
命
じ
な
け
れ
ば
国
家
権
力
そ
の
も
の
が
内
的
に
崩
壊
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
か
。
こ
れ
が
最
後
の
論
点
で
あ
る
。

６　

国
家
の
権
利

　

 

「
理
性
の
命
令
」
と
は
「
自
己
の
存
在
を
維
持
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ

の
意
味
に
お
い
て
「
自
己
の
利
益
を
求
め
よ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
人

間
は
単
独
で
こ
の
命
令
を
実
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。む
し
ろ
多
く
の
人
間
が「
共

こ
の
引
用
文
に
読
ま
れ
る
「
権
利
」
と
は
強
制
力
と
し
て
見
ら
れ
た
「
権
利
」
に

ほ
か
な
ら
な
い
。「
統
治
権
」
す
な
わ
ち
国
家
権
力
と
は
も
と
も
と
「
多
数
者
の
力

（potentia
）」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
い
っ
た
ん
設
立
さ

れ
る
と
多
数
者
の
各
々
に
対
し
て
強
制
力
（potestas

）
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

国
家
権
力
が
こ
の
よ
う
な
強
制
力
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
然
状
態
」
が
回
避

さ
れ
る
。実
際
、こ
の
よ
う
な
強
制
力
を
持
た
な
け
れ
ば
、国
家
は
国
民
に
対
し
て「
国

家
の
あ
ら
ゆ
る
命
令
を
実
行
さ
せ
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

強
制
力
に
つ
い
て
『
エ
チ
カ
』
は
こ
う
説
明
し
て
い
る
。

　

 

「
共
通
の
生
活
規
則
を
定
め
、
法
を
制
定
し
、
ま
た
感
情
を
抑
制
し
え
な
い
理
性

に
よ
っ
て
で
は
な
く
威
嚇
に
よ
っ
て
法
を
保
障
す
る
力
（potestas

）」（Eth.IV
.37.

Sch.2.

）。

　

国
家
権
力
は
「
理
性
の
命
令
」
を
実
現
す
る
よ
う
な
「
法
」
を
制
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
国
家
権
力
は
「
法
」
を
制
定

す
る
だ
け
で
な
く
、実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、国
民
す
べ
て
が「
法
」

を
遵
守
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
つ
ま
り
、「
理
性
の
命
令
」
に
自
発
的
に
従
う
と
は

限
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
多
く
の
人
間
は
理
性
に
よ
っ
て
で
は
な
く
感
情
に
よ
っ
て

導
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
『
エ
チ
カ
』
の
「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
」
の
論
理
を

踏
ま
え
て
『
政
治
論
』
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

 

「
各
々
の
も
の
は
で
き
る
限
り
自
己
の
存
在
を
維
持
す
る
よ
う
努
め
て
い
る
の
だ

か
ら
、
も
し
理
性
の
教
え
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
が
盲
目
的
欲
望
に
よ
っ
て
導
か
れ



ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
国
家
権
力
と
自
由
　『
政
治
論
』
か
ら
『
エ
チ
カ
』
を
読
む

二
九

己
の
利
益
を
求
め
る
」
こ
と
が
危
う
く
な
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
対
し
て
は
ほ
と

ん
ど
す
べ
て
の
人
間
か
ら
反
撥
が
起
こ
る
こ
と
は
必
至
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

大
多
数
の
国
民
が
国
家
権
力
の
命
令
に
反
撥
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
国
家
の
権
利
」

を
規
定
し
て
い
る
「
多
数
者
の
力
」
そ
の
も
の
が
も
は
や
ひ
と
つ
に
ま
と
ま
ら
な
い

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
精
神
の
一
致
」
は
す
で
に
な
い
。
彼

ら
は
も
は
や
国
家
の
命
令
に
従
わ
な
い
の
だ
か
ら
「
自
然
状
態
」
に
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
「
国
家
の
権
利
」
そ
の
も
の
が
解
体
す
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、「
報
酬
あ
る
い
は
威
嚇
に
よ
っ
て
誰
も
そ
れ
を

な
す
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
す
べ
て
の
こ
と
は
、
国
家
の
権
利
に
は
属
さ

な
い
」（T

P 3.8

）、
あ
る
い
は
ま
た
「
大
半
の
人
を
憤
慨
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
国

家
の
権
利
に
は
属
さ
な
い
」（T

P 3.9

）
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
国
民
」が
国
家
権
力
の
命
令
に
従
う
よ
う
拘
束
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

「
国
家
」
も
ま
た
同
様
に
万
人
の
利
益
に
な
る
こ
と
を
命
じ
る
よ
う
に
拘
束
さ
れ
る
。

　

 

「
国
家
（im

perium

）
は
必
然
的
に
、
統
治
す
る
人
間
、
統
治
さ
れ
る
人
間
す

べ
て
が
、
欲
す
る
と
欲
せ
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
共
の
福
祉
に
関
す
る
こ
と
を

な
す
よ
う
に
、
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
人
間
が
自
発
的
か
強
制
的
か
必
然
的
か
い
ず
れ

に
せ
よ
理
性
の
命
令
に
従
っ
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
、
組
織
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」（T

P 6.3

）。

　

も
し
そ
う
し
な
け
れ
ば
「
国
家
」
そ
の
も
の
が
不
安
定
と
な
り
、
そ
の
権
利
を
減

じ
る
で
あ
ろ
う
。「
国
民
」
に
「
権
利
」
あ
る
い
は
「
自
由
」
を
保
障
で
き
な
い
国

家
権
力
は
自
ら
の
存
在
基
盤
を
失
う
か
ら
で
あ
る
。

同
の
権
利
」を
持
つ
限
り
に
お
い
て
こ
の
命
令
は
現
実
的
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
実
際
に
は
そ
の
命
令
は
「
す
べ
て
の
人
間
に
共
通
し
て
有
益
で
あ
る
も

の
を
求
め
よ
」
と
い
う
も
の
に
な
る
。
そ
れ
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
「
多
数

者
の
力
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
国
家
権
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

問
題
は
国
家
権
力
に
と
っ
て
「
理
性
の
命
令
」
を
命
じ
る
こ
と
が
不
可
避
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
理
由
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
問
い
か
け
に

答
え
る
た
め
に
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
や
は
り
「
国
家
の
権
利
は
多

数
者
の
力
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
」
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
国
家
権
力
が
す
べ
て
の

人
間
に
対
し
て
命
じ
る
権
利
を
持
つ
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
国
家
権
力

が
「
理
性
の
命
令
」
を
命
じ
る
よ
う
拘
束
さ
れ
る
理
由
も
ま
た
こ
こ
に
あ
る
。

　

 

『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
も
『
政
治
論
』
に
お
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

人
間
は
「
自
己
の
存
在
を
維
持
し
よ
う
と
努
め
る
」。
換
言
す
れ
ば
「
自
己
の
利
益

を
求
め
る
」。
こ
の
こ
と
は
、
人
間
が
理
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
よ
う
と
感
情
に
よ
っ

て
導
か
れ
よ
う
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
し
、
国
家
権
力
が
こ
れ
に
反
す
る
こ
と
を

命
じ
た
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、「
国
家
の
権
利
」

そ
の
も
の
が
考
え
ら
れ
え
な
い
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
述
べ
て
い
る
。

　

 

「
国
家
の
権
利
は
あ
た
か
も
ひ
と
つ
の
精
神
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
多
数
者
の
力
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
精
神
の
一
致
は
、
健
全
な
理
性
が

す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
教
え
る
も
の
を
国
家
が
最
大
限
に
意
図
し

て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
い
か
に
し
て
も
考
え
ら
れ
え
な
い
」（T

P 3.7

）。

　

と
い
う
の
も
、
国
家
権
力
が
「
理
性
の
命
令
」
に
反
し
た
場
合
、
理
性
に
よ
っ
て

導
か
れ
る
人
間
の
み
な
ら
ず
、
感
情
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
人
間
に
と
っ
て
さ
え
「
自
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三
〇

あ
る
最
高
権
力
の
命
令
を
実
行
す
る
」（T

P 3.6

）。

　

 

「
理
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、「
自
己
の
利
益
」
よ
り
も
む
し

ろ
「
す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
共
通
の
利
益
」
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
、「
す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
共
通
の
利
益
を
求
め
よ
」

と
い
う
こ
と
を
命
じ
ら
れ
る
の
は
国
家
権
力
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、人
間
が「
理

性
に
よ
っ
て
導
か
れ
」、「
自
由
」
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
行
為
は
国
家
権
力
の

命
令
に
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
認
識
が
、
す
で
に
『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
よ
り
簡
潔
な
形

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

 

「
理
性
に
導
か
れ
る
人
間
は
、
自
己
に
の
み
服
従
す
る
孤
独
に
お
い
て
よ
り
も
、

共
同
の
決
定
に
従
っ
て
生
活
す
る
国
家
に
お
い
て
、
よ
り
自
由
で
あ
る
」（Eth.

IV
.73.Pr.

）。

　

多
く
の
国
民
が
国
家
の
命
令
に
従
っ
て
生
活
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
彼
ら
の

精
神
は
一
致
し
て
い
る
と
み
な
し
う
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
無
用
の
対

立
が
避
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
理
性
に
導
か
れ
る
人
間
」
も
ま
た
国
家
の

中
で
は
対
立
に
巻
き
込
ま
れ
ぬ
よ
う
孤
独
を
貫
く
必
要
が
な
く
、
そ
の
意
味
で
「
よ

り
自
由
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

凡
例

ス
ピ
ノ
ザ
の
著
作
は
以
下
の
略
号
に
よ
っ
て
表
記
す
る
。

お
わ
り
に

　

各
人
が
「
権
利
」
を
行
使
す
る
こ
と
。
こ
れ
を
保
障
す
る
こ
と
が
国
家
権
力
の
役

割
で
あ
る
。
各
人
に
対
し
て
「
権
利
」
の
行
使
を
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
自

由
」
を
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、『
神
学
・
政
治
論
』

で
は
「
国
家
の
目
的
は
じ
つ
の
と
こ
ろ
自
由
で
あ
る
」（T

T
P X

X
 227

）
と
主
張

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
治
の
問
題
と
切
り
離
し
て
「
自
由
」
を
論
じ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
倫
理
学
は
政
治
論
を
前
提
し
な
け
れ
ば
語
り
え
な
い
の
で
あ
る

（
５
）。
こ
れ
が
結
論
で
あ
る
。

　

誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
理
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
人
間
だ
け
が
「
自

由
」で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
理
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
人
間
は
、

感
情
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
人
間
よ
り
も
「
よ
り
自
由
」
で
あ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い

（
６
）。
人
間
は
自
己
の
「
権
利
」
を
行
使
す
る
限
り
に
お
い
て
「
自
由
」
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
の「
自
由
」を
保
障
し
て
い
る
の
が
国
家
権
力
に
ほ
か
な
ら
な
い（
７
）。

た
だ
し
、
理
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
人
間
と
感
情
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
人
間
と
の
間

に
は
一
点
だ
け
違
い
が
あ
る
。「
国
家
」
が
「
理
性
の
命
令
」
を
命
じ
る
よ
う
拘
束

さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
理
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
人
間
に
と
っ
て
は
自
己
自

身
に
従
う
こ
と
が
そ
の
ま
ま「
国
家
」に
従
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
理
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
人
間
は
躊
躇
な
く
「
国
家
」
の
命
令
に
従
う
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
認
識
は
『
政
治
論
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
形
で
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

　

 

「
人
間
は
よ
り
多
く
理
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
ほ
ど
、
す
な
わ
ち
よ
り
多
く
自
由

で
あ
る
ほ
ど
、
よ
り
確
固
と
し
て
国
家
の
法
を
遵
守
し
、
ま
た
自
分
が
そ
の
臣
民
で



ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
国
家
権
力
と
自
由
　『
政
治
論
』
か
ら
『
エ
チ
カ
』
を
読
む

三
一

 
『
神
学
政
治
論
』 T

T
P. Gephardt(Ed.) 1972, Spinoza O

pera III
参
照
テ
キ
ス
ト
は
章
を
ロ
ー
マ
数
字
で
表
示
し
、
全
集
の
ペ
ー
ジ
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
表
示

す
る
。

 

『
政
治
論
』 T

P. Gephardt(Ed.) 1972, Spinoza O
pera III

参
照
テ
キ
ス
ト
は
章
お
よ
び
節
を
と
も
に
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
表
記
す
る
。

 

『
エ
チ
カ
』　Eth. Gephardt(Ed.) 1972, Spinoza O

pera II

参
照
テ
キ
ス
ト
は
ロ
ー
マ
数
字
で
各
部
を
示
し
、
定
義
等
は
以
下
の
略
号
と
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で

表
記
す
る
。

序
文
：Prf. 

定
義
：D

. 

公
理
：A

x. 

定
理
：Pr. 

証
明
：D

em
. 

系
：Cor. 

注
解
：Sch.

 

『
書
簡
集
』Ep. Gephardt(Ed.) 1972, Spinoza O

pera IV

参
照
テ
キ
ス
ト
は
全
集
の
ペ
ー
ジ
数
で
表
示
す
る
。

注（
１
）　

ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
「
人
間
本
性
の
型
」
あ
る
い
は
「
自
由
な
人
間
」
が
あ
る
種
の
理
想

で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
何
人
か
の
論
者
の
意
見
が
一
致
し
て
い
る
。「
厳
密
に
い
え

ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
体
系
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
人
間
は
存
在
し
え
な
い
」（Sleigh Jr., 

Chappell, D
ella Rocca 1998 : 1232

）。「
自
由
な
人
間
が
意
味
す
る
こ
と
は
制
限
の
な

い
理
性
の
行
使
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
表
象
と
し
て
の
現
実
性
を
持
っ

た
理
想
の
存
在
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」（H

übner 2014 : 140

）。「
自
由
な
人
間
は
あ
る

種
の
人
間
的
理
想
を
表
現
し
て
い
る
」（N

adler 2006 : 231

）。

（
２
）　

こ
れ
に
対
し
、『
神
学
・
政
治
論
』
に
お
い
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
権
利
の
譲
渡
」
に
よ
る
国

家
権
力
の
設
立
を
語
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
こ
で
「
各
人
は
自
分
が
そ

の
一
部
分
で
あ
る
社
会
全
体
の
多
数
者
に
権
利
を
譲
渡
す
る
」（T

T
P X

V
I 181

）
と
い

う
表
現
を
用
い
て
い
る
と
い
う
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
権
利
が
譲
渡
さ
れ
る
先
に

自
分
自
身
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
各
人
は
多
数
者
の
権
利
の
複
合
体

の
一
部
分
で
し
か
な
い
が
ゆ
え
に
そ
の
行
動
を
制
限
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
行
動
す
る

力
す
な
わ
ち
権
利
そ
の
も
の
を
放
棄
し
た
の
で
は
な
い
。
実
際
、『
神
学
・
政
治
論
』
第

十
七
章
の
冒
頭
で
は
「
誰
も
最
高
権
力
に
全
て
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、

ま
た
そ
れ
は
必
要
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
」（T

T
P X

V
II 187

）と
謳
わ
れ
て
い
る
。

（
３
）　

ロ
ッ
ク
に
代
表
さ
れ
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
政
治
思
想
に
お
い
て
は
、
国
家
権
力
は
個
人

の
「
自
由
」
を
制
限
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
思
想
は
本
質

的
に
こ
の
よ
う
な
考
え
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。「
ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
思
想
に
お
い

て
、
自
由
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
は
異
な
っ
た
役
割
を
果
た
し
て
い
る
」（K

isner 2012 : 

786

）。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
「
自
由
」
が
規
範
的
概
念
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ス

ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
「
自
由
」
は
「
力
」
の
行
使
と
い
う
現
実
的
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
４
）　
「
ス
ピ
ノ
ザ
は
実
際
に sui juris

（
自
己
の
権
利
の
権
利
の
下
に
あ
る
）
と
い
う
用
語
を

二
つ
の
違
っ
た
意
味
で
用
い
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
二
つ
の
異
な
っ
た
力
の
概
念
に
対
応

し
て
い
る
」（Steinberg 2008 : 244

）。
す
な
わ
ち
「
力
（potentia

）
と
同
一
の
拡
が

り
を
持
つ
権
利
は
本
質
的
な
も
の
で
あ
っ
て
譲
渡
で
き
な
い
。
し
か
し
力
（potestas

）

と
し
て
の
権
利
は
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
、
単
一
の
権
威
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
が
統
治
者
す
な
わ
ち
最
高
権
力
で
あ
る
」（Steinberg 2018 : 181

）。
こ
の

解
釈
を
踏
ま
え
る
と
次
の
解
釈
が
成
立
す
る
。「
た
と
え
人
間
が
自
己
の
力
（potentia

）

を
他
の
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
他
の
者
の
力
（potestas

）
の
下

に
あ
る
こ
と
は
で
き
る
」（Steinberg &

 V
iljanen 2021 : 127

）。

（
５
）　

こ
の
点
に
関
し
て
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
的
著
作
を
ス
ピ
ノ
ザ
の
よ
り
大
き
な
倫
理
的
企

て
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
見
る
」（Steinberg 2009 : 

35
）
と
い
う
解
釈
が

あ
る
が
、
本
稿
の
立
場
は
こ
れ
と
正
反
対
で
あ
る
。

（
６
）　 

「
自
由
」
に
つ
い
て
現
実
的
に
考
察
す
る
に
は
、
そ
れ
を
「
度
合
い
」（Sleigh Jr., 



柴
　
　
田
　
　
健
　
　
志

三
二

Chappell, D
ella Rocca 1998 : 1231

）の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

注
（
１
）
で
触
れ
た
「
理
想
」
と
し
て
の
「
人
間
本
性
の
型
」
あ
る
い
は
「
自
由
な
人
間
」

の
「
自
由
」
は
そ
の
極
限
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
。

（
７
）　

ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
論
に
お
い
て
は
国
家
権
力
と
個
人
の
「
自
由
」
あ
る
い
は
「
権
利
」

は
対
立
関
係
に
置
か
れ
て
い
な
い
。
個
人
の
「
自
由
」
な
い
し
「
権
利
」
を
保
障
す
る

の
が
国
家
権
力
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
個
人
の
「
自

由
」
な
い
し
「
権
利
」
を
国
家
権
力
の
介
入
か
ら
守
る
と
い
う
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
視
点

と
は
正
反
対
の
視
点
を
ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
論
の
中
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
個
人

の
「
自
由
」
な
い
し
「
権
利
」
を
毀
損
す
る
要
因
は
む
し
ろ
人
間
自
身
の
内
に
あ
る
。「
理

性
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
感
情
」
に
従
う
と
い
う
こ
と
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
「
人
間
の
隷
属
」

な
の
で
あ
る
。「
感
情
を
緩
和
し
抑
制
す
る
こ
と
に
お
け
る
人
間
の
無
能
力
を
私
は
隷
属

と
呼
ぶ
」（Eth.IV

.Prf.

）。
し
た
が
っ
て
、
倫
理
学
固
有
の
課
題
と
は
「
隷
属
」
を
克
服

し
て
よ
り
大
き
な
「
自
由
」
と
「
徳
」
を
求
め
る
こ
と
に
あ
る
。
国
家
権
力
は
そ
の
障

害
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
倫
理
的
課
題
を
遂
行
す
る
た
め
の
条
件
と
み
な
さ
れ
る
。

「
国
民
は
国
家
の
後
援
を
受
け
る
こ
と
で
彼
ら
の
自
由
と
徳
を
よ
り
大
き
な
も
の
に
す
る

機
会
を
得
て
い
る
。
自
由
と
徳
を
よ
り
大
き
な
も
の
に
す
る
こ
と
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ

て
は
理
性
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
、
諸
感
情
に
対
し
て
よ
り
大
き
な
支
配
を
勝
ち
取
る

こ
と
に
等
し
い
」（N

adler 2011 :197

）。
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