
一

家
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う 

（
１
） 

。

　

ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
を
以
上
の
よ
う
な
視
点
か
ら
見
直
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な

問
い
か
け
が
生
ま
れ
て
く
る
。「
最
善
の
国
家
」に
お
け
る
人
間
の
生
を
語
る
こ
と
は
、

そ
の
ま
ま
倫
理
的
な
生
を
語
る
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い

か
け
の
も
と
に
『
政
治
論
』
を
読
み
直
す
と
、「
最
善
の
国
家
」
に
お
け
る
人
間
の

生
が
『
エ
チ
カ
』
が
提
案
す
る
倫
理
的
な
生
と
重
な
り
合
う
こ
と
が
確
認
し
う
る
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い

て
、
政
治
は
倫
理
的
な
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
倫
理
の
方
が
政
治
を
前
提
す
る
と
い
う
こ
と
が
上
記
の
テ
キ

ス
ト
か
ら
読
み
取
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
む
し
ろ
、
倫
理
は
政
治
の
反

映
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
そ
れ
は
意
味
す
る
は
ず
で
あ
る
。「
最
善
の
国
家
」
に
お

い
て
人
間
は
「
生
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
努
め
る
」
と
い
わ
れ
る
の
は
こ
の
意
味
に

お
い
て
で
あ
る
。
以
下
の
論
考
を
と
お
し
て
、
こ
の
解
釈
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い

く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
結
論
と
し
て
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
倫
理
と
政
治
を
ラ
ジ
カ

ル
に
切
り
離
し
た
と
い
う
従
来
の
解
釈
が
批
判
的
に
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。

１　

国
家
の
権
利

　
 

「
最
善
の
国
家
」
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
国
家
そ
れ
自
体
に
つ
い
て

考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
も
の
が
「
国
家
の
権
利
」

（T
P.3.2.

）
で
あ
る
。「
国
家
の
権
利
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、

そ
れ
は
「
統
治
権
」
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
「
国
家
の
権
利
」
と
し
て
の
「
統
治
権
」

が
い
っ
た
い
何
に
由
来
す
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
々
人
の
持
つ
「
権
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は
じ
め
に

　

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
倫
理
と
は
、人
間
が
自
己
の
「
力
」
を
で
き
る
限
り
「
理
性
」

に
も
と
づ
い
て
行
使
す
る
こ
と
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
き
る
限
り
「
自
由
」
で
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
れ
が
人
間
の
「
徳
」
で
あ
る
と
明
言
す
る
。
ス
ピ

ノ
ザ
は
こ
の
よ
う
な
倫
理
を
『
エ
チ
カ
』
で
は
普
遍
的
に
語
っ
て
い
る
。
あ
た
か
も

人
間
が
こ
の
よ
う
な
倫
理
を
ど
こ
で
で
も
実
践
し
う
る
か
の
よ
う
に
。　
　
　

　

と
こ
ろ
が
『
政
治
論
』
で
は
こ
の
点
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
理
性
は

敬
虔
を
実
行
し
平
穏
で
善
良
な
心
境
に
あ
る
こ
と
を
命
じ
る
が
、
そ
れ
は
国
家
に
お

い
て
の
み
可
能
な
こ
と
で
あ
る
」（T
P.2.21.

）
と
明
言
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

倫
理
的
な
生
は
国
家
を
前
提
し
て
の
み
語
り
う
る
も
の
な
の
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
が

ど
ん
な
国
家
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
最
善
の
国
家
」

（T
P.5.5.

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
最
善
の
国
家
」
と
は
「
自
由
な
民
衆
が
設
立

す
る
国
家
で
あ
っ
て
、
民
衆
に
向
け
ら
れ
た
戦
争
の
権
利
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
国

家
で
は
な
い
」（T

P.5.6.

）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
前
者
に
お
い
て

人
間
は
「
生
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
努
め
る
」
の
に
対
し
、
後
者
に
お
い
て
は
「
た

だ
死
を
避
け
る
こ
と
に
努
め
る
」（T

P.5.6.

）
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
後
者

が
植
民
地
の
よ
う
な
国
家
を
指
す
と
す
れ
ば
、
前
者
が
指
向
す
る
の
は
民
主
的
な
国
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二

（T
P.2.17.

）。

　

こ
れ
ま
で
「
統
治
権
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
は
、じ
つ
は
「
多
数
者
の
力
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
る
」
と
こ
ろ
の
国
家
の
権
利
の
こ
と
な
の
だ
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
主
張
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
国
家
の
「
権
利
」
と
は
個
々
人
の
「
権
利
」
が
ひ
と
つ

に
集
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
国
家
の
「
力
」
と
は
個
々
人
の
「
力
」
が

ひ
と
つ
に
集
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
を
裏
返
し
て
み
れ
ば
、
個
々
人
の

「
権
利
」
あ
る
い
は
「
力
」
は
そ
の
よ
う
な
形
で
の
み
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
点
が
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に

は
必
然
性
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

上
記
の
引
用
に
よ
れ
ば
、
個
々
人
の
「
権
利
」
は
そ
の
「
力
」
が
及
ぶ
と
こ
ろ
ま

で
及
ぶ
と
い
う
。
し
か
し
裏
を
返
せ
ば
、個
々
人
の「
権
利
」は
せ
い
ぜ
い
そ
の「
力
」

の
及
ぶ
と
こ
ろ
ま
で
し
か
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
を
そ
れ
は
意
味
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
個
々
人
の
「
力
」
の
及
ぶ
範
囲
な
ど
、
全
自
然
の
「
力
」
に
比
較
す
れ
ば
取

る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
ほ
と
ん
ど
自
明
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
は
公
理
で
は
な
く
定
理
に
な
っ
て
い
る
。

 

「
人
間
が
現
実
存
在
に
固
執
す
る
力
（vis

）
に
は
限
界
が
あ
り
、
外
部
の
原
因
の

力
（potentia

）
に
よ
っ
て
無
限
に
凌
駕
さ
れ
る
」（Eth.IV

.3.Pr.

）。

　　

こ
の
よ
う
に
、
個
々
人
の
「
力
」
す
な
わ
ち
「
権
利
」
は
、
単
独
で
考
え
ら
れ
た

場
合
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
も
同
然
な
の
で
あ
る
。『
政
治
論
』に
お
い
て
も
ま
っ

た
く
同
じ
認
識
が
次
の
よ
う
な
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
る
。

利
」
が
ひ
と
つ
に
集
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
国
家

の
権
利
」
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
も
と
も
と
個
々
人
が
持
っ
て
い
る
「
権
利
」

で
あ
る
。

　

で
は
個
々
人
の
「
権
利
」
と
は
い
っ
た
い
何
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
、
個
々

人
が
現
実
に
持
っ
て
い
る
「
力
」
が
「
権
利
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、「
権
利
」
と
は
「
力
」
で
あ
り
、
個
々
人
は
自
分
が
現

実
に
持
っ
て
い
る
「
力
」
の
分
だ
け
の
「
権
利
」
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
が
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
「
自
然
権
」
の
と
ら
え
方
で
あ
る
。

 

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

こ
ろ
の
自
然
の
諸
規
則
あ
る
い
は
諸
法
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
。
そ
れ
ゆ
え
、
全
自
然
の
自
然
権
、
し
た
が
っ
て
ま
た
各
々

の
個
物
の
自
然
権
は
そ
の
力
が
及
ぶ
と
こ
ろ
ま
で
及
ぶ
」（T

P.2.4.

）。

　

こ
の
論
理
に
よ
れ
ば
、
国
家
に
は
な
ぜ
「
統
治
権
」
が
あ
る
の
か
を
根
本
か
ら
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
統
治
権
」
は
国
家
に
の
み
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

一
個
人
に「
統
治
権
」な
ど
な
い
。
こ
れ
は
当
然
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
。

国
家
に
は
そ
れ
だ
け
の「
力
」が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
民
衆
」あ
る
い
は「
多

数
者
」  （
２
） 

の「
力
」を
ひ
と
つ
に
集
約
し
た
も
の
が
国
家
の「
力
」で
あ
り
、し
た
が
っ

て
国
家
は
ど
ん
な
個
人
よ
り
も
圧
倒
的
に
大
き
な
「
力
」
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
巨
大
な
「
力
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
が
「
国
家
の
権
利
」
す
な
わ
ち
「
統

治
権
（im
perium

）」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

 

「
多
数
者
の
力
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
の
権
利
は
統
治
権
と
呼
ば
れ
て
き
た
」
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三

つ
で
あ
ろ
う
」（T

P.2.13.

）。

　

こ
う
し
て
民
衆
全
員
の
「
力
」
が
ひ
と
つ
に
結
集
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
力
」

は
ど
の
個
人
よ
り
も
圧
倒
的
に
大
き
な
「
力
」
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
国
家

で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、そ
こ
に
「
統
治
権
」
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
、「
統

治
権
」
の
下
に
あ
る
す
べ
て
の
個
人
は
「
国
民
」
と
呼
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
。
現
実
に

「
権
利
」
を
持
ち
、
そ
れ
を
行
使
し
て
い
る
の
は
た
ん
な
る
個
人
で
は
な
く
「
国
民
」

な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
国
民
」
は
「
権
利
」
を
行
使
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
一
方
で

国
家
の
法
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
政
治
論
』
で
は
こ
れ
ら
二
側
面
が
次

の
よ
う
な
用
語
で
区
別
さ
れ
て
い
る
。

 

「
国
家
の
権
利
に
よ
っ
て
国
家
の
あ
ら
ゆ
る
便
宜
を
享
受
す
る
限
り
に
お
け
る
人

間
を
我
々
は
国
民
（cives

）
と
呼
び
、
ま
た
国
家
の
き
ま
り
す
な
わ
ち
法
律
に
従

う
よ
う
拘
束
さ
れ
る
限
り
に
お
け
る
人
間
を
我
々
は
臣
民
（subditos

）
と
呼
ぶ
」

（T
P.3.1.

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
国
民
」
に
は
「
権
利
」
を
行
使
す
る
と
い
う
側
面
お

よ
び
法
を
遵
守
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
。「
国
民
」
は
法
を
遵
守
す
る
限
り
に
お
い
て
「
権
利
」
を
行
使
し
う
る

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
、「
権
利
」
の
行
使
と
法
の
遵
守
と
い
う
二
つ
の
項
は
ど
の
よ
う
な
論
理
に

よ
っ
て
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
家
の
本
質
を
と
ら
え
る
に
は
こ

の
点
を
考
察
し
て
み
な
け
れ
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の

 
「
人
間
の
自
然
権
が
各
人
の
力
（potentia

）
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
、
現
実
に
は
人
間
の
「
権
利
」
は
「
無
」
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な

ぜ
な
ら
個
々
人
は
現
実
に
「
権
利
」
を
持
ち
、そ
れ
を
行
使
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

も
し
ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
と
お
り
「
権
利
」
と
い
う
も
の
が
「
各
人
の
も
の
で
し
か
な

い
あ
い
だ
は
無
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、各
々
の
人
間
が
現
実
に
持
っ
て
い
る
「
権
利
」

は
す
で
に
単
独
で
は
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
い
っ
た
い
ど
う
考
え

れ
ば
こ
の
事
態
を
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
各
人
の
「
権
利
」
は
他
の
多
く
の
人
間

の
「
権
利
」
と
ひ
と
ま
と
ま
り
に
な
り
、
集
団
で
保
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
ほ
か

は
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
各
々
の
人
間
の
「
権
利
」
な
る
も
の
が
ひ
と
つ
に
結
び
つ
く
と
い

う
事
態
は
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
抽
象
的
な
論
理
に
よ
っ
て
考

え
ら
れ
て
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
「
権
利
」
と
は
「
力
」
と
い
う
具
体
的
な
も

の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
各
々
の
人
間
が
「
力
」
を
合
わ
せ
て
生

活
す
る
こ
と
で
、
一
人
一
人
の
人
間
の
「
権
利
」
は
い
わ
ば
「
我
々
の
権
利
」
と
し

て
保
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 

「
も
し
二
人
の
人
間
が
一
緒
に
な
り
力
を
合
わ
せ
る
な
ら
、
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
単
独

で
あ
る
場
合
よ
り
も
よ
り
多
く
の
こ
と
を
な
し
え
、
し
た
が
っ
て
ま
た
自
然
に
対
し

て
よ
り
多
く
の
権
利
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
て
親
交
を
結
ぶ
ひ
と

が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
彼
ら
全
員
が
一
緒
に
な
っ
て
ま
す
ま
す
多
く
の
権
利
を
持
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な
い
の
は
こ
の
点
を
明
確
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

 

「
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
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
多
く
の

権
利
を
同
時
に
持
つ
か
ら
で
あ
る
」（T

P.2.15.

）。

　

こ
の
テ
キ
ス
ト
は
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
人
間
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
の
も
の
は

そ
の
「
力
」
に
応
じ
て
「
自
然
権
」
を
持
ち
そ
れ
を
行
使
し
て
い
る
が
、
そ
の
行
使

の
仕
方
は
様
々
で
あ
る
。
人
間
の
場
合
に
は
複
数
の
「
権
利
」
が
ひ
と
つ
に
結
び
つ

く
こ
と
で
そ
れ
が
行
使
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
人
類
に
固
有

な
も
の
で
あ
る
自
然
権
」
と
限
定
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
共
同

の
権
利
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
で
あ
る
。「
共
同
の
権
利
」
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、

多
数
の
人
間
が
食
料
自
給
や
防
衛
の
た
め
に
協
力
し
、
か
つ
「
す
べ
て
の
人
間
の
意

向
に
従
っ
て
生
活
す
る
」
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
「
権
利
」

と
は
、
権
利
を
各
人
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
共
同
の
も
の
と
み
な
し
、
そ
れ
を
前

提
し
て
様
々
な
活
動
を
集
団
で
な
し
、
さ
ら
に
各
人
が
個
人
の
意
向
で
な
く
む
し
ろ

社
会
の
意
向
に
従
っ
て
生
活
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
的
に
行
使
さ
れ
う
る
の
で
あ

る
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
形
で
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。
多
数
の
人

間
の
「
権
利
」
が
ひ
と
つ
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
多
数
の
人
間
が

「
一
致
」
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
「
一
致
」
が
な
け
れ
ば
、人
間
の
「
権

考
察
は
国
民
と
は
何
か
と
い
う
問
い
か
け
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

２　

国
民

　

上
述
し
た
よ
う
に
、
人
間
の
「
権
利
」
は
単
独
で
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
な
い
も

同
然
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
」
と
ま

で
い
わ
れ
る
。
個
々
人
が
現
実
に
「
権
利
」
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ

れ
が
他
の
多
く
の
人
間
の
権
利
と
ひ
と
つ
に
結
び
つ
い
て
、国
家
と
い
う
強
大
な「
権

利
」
を
構
成
し
て
い
る
場
合
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
本
来
は
何
の
関
係
も
な
い
多
数
の
人
間
の
「
権
利
」
が
ひ
と
つ
に
結
び
つ

く
と
い
う
の
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
掘
り
下

げ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
多
数
の
人
間
が
集
団
と
し
て
持
っ
て
い

る
「
権
利
」
を
「
共
同
の
権
利
」（T

P.2.15.

）
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く

「
我
々
の
権
利
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。「
私
の
権
利
」
は
こ
の
「
共
同
の
権
利
」

の
中
で
か
ろ
う
じ
て
行
使
さ
れ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
私
が
「
権
利
」
を
行
使
す

る
に
は
、「
私
の
権
利
」
は
何
ら
か
の
仕
方
で
多
数
の
人
間
の
「
権
利
」
と
結
び
つ

い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
問
題
は
こ
れ
ら
が
ど
ん
な
ふ
う
に
結
び
つ

い
て
い
る
か
で
あ
る
。「
権
利
」
と
は
あ
く
ま
で
個
々
人
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
が
ひ
と
つ
に
な
る
と
い
っ
て
も
、
こ
の
帰
属
が
な
く
な
る
と
い

う
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
国
家
に
お
い
て
は
個

人
の
「
権
利
」
が
個
人
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
う
い

う
こ
と
は
事
実
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
国
家
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
複
数
の
「
権

利
」
が
結
び
つ
い
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
結
び
つ
き
方
が

問
題
な
の
だ
。「
共
同
の
権
利
」
に
つ
い
て
の
テ
キ
ス
ト
を
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら



倫
理
と
国
家
　
ス
ピ
ノ
ザ
『
政
治
論
』
に
お
け
る
「
最
善
の
国
家
」

五

　

多
数
の
人
間
が
「
一
致
」
す
る
と
い
う
事
態
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
は
「
い
わ
ば

ひ
と
つ
の
精
神
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
い
っ
た

い
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
述
べ
て
い
る
。
多
数
の
人

間
の
「
権
利
」
が
結
び
つ
き
、「
共
同
の
権
利
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
強
力
な
「
権
利
」

と
な
っ
て
い
る
場
合
、
各
々
の
人
間
の
「
権
利
」
は
そ
の
一
部
分
と
し
て
存
在
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
る
と
、「
権
利
」
と
は
も
と
も
と
「
力
」
だ
と
い
う

論
理
に
従
え
ば
、
各
々
の
人
間
の
「
権
利
」
に
対
し
て
「
共
同
の
権
利
」
は
圧
倒
的

に
強
力
な
「
権
利
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
共
同

の
権
利
」
に
参
与
す
る
人
間
は
「
共
同
の
合
意
」
に
従
う
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。
各
々

の
人
間
に
は
そ
れ
に
逆
ら
う
ほ
ど
の
「
力
」
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

 

「
共
同
の
合
意
」
に
従
う
と
い
う
こ
と
は
、
前
述
の
「
す
べ
て
の
人
間
の
意
向
に

従
っ
て
生
活
す
る
」
と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
多
数
の
人
間
の

「
一
致
」
は
圧
倒
的
な
「
力
」
の
不
均
衡
の
下
で
成
立
し
て
い
る
。
人
間
は
「
共
同

の
権
利
」
に
参
与
す
る
限
り
他
の
人
間
た
ち
と
「
一
致
」
し
、
仲
良
く
生
活
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
倫
理
的
な
規
範
と
し
て
で
は
な
く
権
利
関
係
に
よ
っ

て
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
そ
う
す
る
よ
う
に
正
当
に
強
制
さ
れ
る
」

と
い
う
表
現
は
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
個
々
人
が
現
実
に
自
己
の
「
権
利
」
を

行
使
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
こ
の
よ
う
な
権
利
関
係
の
中
に
い
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
こ
こ
で
、「
権
利
」
の
行
使
と
法
の
遵
守
と
い
う
二
つ
の
項
は
ど
の
よ
う
な

論
理
に
よ
っ
て
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
戻
ろ
う
。
こ
れ
ら
二
つ

の
項
は
国
民
の
生
に
お
い
て
分
離
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
国
民
と
は
法
を
遵
守
す
る
限
り
に
お
い
て
「
権
利
」
を
行
使
し
う
る
存
在
な
の
で

利
」
は
「
現
実
に
お
い
て
よ
り
も
む
し
ろ
空
想
に
お
い
て
存
在
す
る
」
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
多
数
の
人
間
の
「
権
利
」
が
ひ
と
つ
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
人

間
た
ち
が
た
だ
集
合
し
て
い
る
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
「
一
致
」
が

必
要
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
「
一
致
」
は
い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
作
り
出
さ
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
然
こ
の
よ
う
に
問
い
た
く
な
る
。
と
こ
ろ
が
ス
ピ
ノ
ザ
は
決

し
て
そ
の
よ
う
に
は
問
う
て
い
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
「
一
致
」
が
ど
の
よ
う
な

権
利
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
を
問
う
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
換
言

す
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
問
う
て
い
る
の
は
、
個
々
人
が
「
権
利
」
を
行
使
し
て
い
る

と
い
う
事
実
の
背
景
に
あ
る
構
造
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、ス
ピ
ノ
ザ
は
『
政
治
論
』

と
い
う
著
作
に
お
い
て
決
し
て
国
家
の
起
源
を
語
ろ
う
と
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
ス
ピ
ノ
ザ
の
意
図
に
即
し
て
問
う
な
ら
ば
、
多
数
の
人
間
の
「
一
致
」

が
ど
う
や
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
か
と
問
う
の
で
は
な
く
、む
し
ろ
多
数
の
人
間
の「
一

致
」
と
は
何
か
と
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
い
か
け
に
対
す
る
答
え
な
ら
、「
共

同
の
権
利
」
の
テ
キ
ス
ト
に
続
く
テ
キ
ス
ト
に
書
か
れ
て
い
る
。

 

「
人
間
が
共
同
の
権
利
を
持
ち
、
す
べ
て
の
人
間
が
い
わ
ば
ひ
と
つ
の
精
神
に
よ
っ

て
導
か
れ
る
場
合
に
は
、
彼
ら
一
人
一
人
は
残
り
の
人
々
が
全
体
と
し
て
彼
よ
り
も

強
力
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
少
な
い
権
利
を
持
つ
こ
と
は
（
本
章
の
十
三

節
に
よ
り
）
確
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
事
実
上
、
共
同
の
権
利
が
彼
に
許
可

す
る
も
の
を
除
い
て
、
自
然
に
対
し
て
い
か
な
る
権
利
も
持
た
な
い
。
そ
れ
以
外
の

こ
と
に
関
し
て
は
、
共
同
の
合
意
に
よ
っ
て
彼
に
命
じ
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
遂

行
す
る
よ
う
拘
束
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
（
本
章
の
四
節
に
よ
り
）
そ
う
す
る
よ
う
に

正
当
に
強
制
さ
れ
る
」（T

P.2.16.

）。
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六

う
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
で
具
体
的
に
述
べ
る
が
、「
生
を
向
上
さ
せ
る
」
こ
と
は

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
明
白
に
倫
理
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
最
善

の
国
家
」と
は
国
民
に
倫
理
的
な
生
を
約
束
す
る
こ
と
の
で
き
る
国
家
な
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
に
お
い
て
倫
理
は
政
治
の
反
映
で
あ
る
と

い
い
う
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
『
エ
チ
カ
』
の
テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
つ
つ

こ
の
解
釈
を
具
体
的
に
述
べ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

最
善
の
国
家

　

先
に
進
む
前
に
、こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
人
間
が
自
己
の
「
力
」

を
よ
り
多
く
行
使
す
る
こ
と
が
『
エ
チ
カ
』
の
い
う
倫
理
的
な
生
で
あ
る
。「
生
を

向
上
さ
せ
る
」
と
い
う
『
政
治
論
』
の
表
現
は
こ
の
考
え
を
背
景
に
し
て
い
る
。
と

こ
ろ
で
、『
政
治
論
』
に
よ
れ
ば
人
間
の
「
権
利
」
を
規
定
し
て
い
る
の
は
「
力
」

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
力
」
を
行
使
す
る
こ
と
と
「
権
利
」
を
行
使
す
る
こ
と

は
同
義
で
あ
る
。
国
家
と
国
民
の
間
の
権
利
関
係
に
関
す
る
論
理
は
こ
の
点
に
も
と

づ
い
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
論
理
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
「
共
同
の
権
利
」

の
中
で
し
か
自
己
の
「
権
利
」
を
行
使
で
き
な
い
。
つ
ま
り
「
力
」
を
行
使
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、『
エ
チ
カ
』
が
語
る
倫
理
的
な
生

と
は
国
家
の
中
で
生
き
ら
れ
る
生
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
以
上
を
踏
ま
え
、「
最
善
の

国
家
」
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

国
家
の
中
で
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
本
質
は
、
法
に
従
っ
て
生
き
る
と
い
う
点
に

あ
る
。
国
家
の
中
に
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
人
間
は
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
。

た
だ
し
、
ど
ん
な
法
で
あ
っ
て
も
そ
れ
に
従
う
こ
と
が
た
だ
ち
に
「
生
を
向
上
さ
せ

る
」
こ
と
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
国
民
を
疲
弊
さ
せ
る
だ
け
の
悪
法
と
い

あ
る
。
以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　

国
民
が
自
己
の
「
権
利
」
を
行
使
し
う
る
の
は
、
一
人
一
人
が
す
で
に
国
家
と
い

う
「
共
同
の
権
利
」
の
一
部
分
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
共
同
の
権
利
」
と

は
国
家
そ
の
も
の
で
あ
る
。
国
家
の
本
質
と
は
「
統
治
権
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
国

家
の
み
が
法
を
命
じ
る
「
権
利
」
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
家
が
命
じ
る
法

と
は
「
す
べ
て
の
人
間
の
意
向
」
を
表
現
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

国
民
は
法
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
一
致
」
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

圧
倒
的
な
「
力
」
の
不
均
衡
の
下
で
、
国
民
は
法
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な

わ
ち
「
共
同
の
合
意
に
よ
っ
て
彼
に
命
じ
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
遂
行
す
る
よ
う

拘
束
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
国
民
に
と
っ
て
は
国
家
の
法
に
従
う
こ
と
が

そ
の
ま
ま
自
己
の
「
権
利
」
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
さ
し
く

そ
う
な
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
人
間
の
「
権
利
」
は
「
共
同
の
権
利
」
に
参
加

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
現
実
的
に
考
え
ら
れ
う
る
の
だ
か
ら
。
か
く
し
て「
権
利
」

の
行
使
と
法
の
遵
守
と
い
う
二
つ
の
項
は
「
国
民
」
の
生
あ
る
い
は
存
在
そ
の
も
の

に
お
い
て
決
し
て
分
離
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
国
家
と
国
民
と
の
間

に
成
立
し
て
い
る
権
利
関
係
か
ら
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。　
　

　

と
こ
ろ
で
、
冒
頭
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
最
善
の
国
家
」
に
お
い

て
人
間
は
「
生
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
努
め
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う

に
い
い
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
す
で
に
明
白
で
あ
ろ
う
。
国
家
と
国
民

と
の
権
利
関
係
を
踏
ま
え
れ
ば
、
国
民
は
国
家
の
法
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ

以
外
の
仕
方
で
「
権
利
」
を
行
使
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
国
家
の

法
を
遵
守
す
る
こ
と
が
国
民
に
と
っ
て
生
の
向
上
を
も
た
ら
す
よ
う
な
国
家
が
「
最

善
の
国
家
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
い
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に
な
ら
な
い
。
問
題
は
で
き
る
限
り
「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
」
を
行
使
す
る
こ
と
以
外
に
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
に
従
う
べ
き
も
の
は
規
範
で
は
な
く
「
理
性
」
で
あ
る
と

ス
ピ
ノ
ザ
は
述
べ
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
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.

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
理
性
は
何
ら
か
の
規
範
を
命
じ
る
代
わ
り
に
、「
自
己
の
存
在
を

で
き
る
限
り
維
持
す
る
」
こ
と
を
命
じ
る
に
す
ぎ
な
い
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ

れ
が
倫
理
的
な
命
令
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ス
ピ
ノ
ザ

は
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
続
け
て
「
徳
」
を
主
題
に
同
じ
主
張
を
繰
り
返
し
て
い
る
か
ら

で
あ
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
だ
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
（
第
三
部
定
理
７
に
よ
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
、
ま
た
幸
福
（felicitas

）

と
は
人
間
が
自
己
の
存
在
を
維
持
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
が
第

一
に
帰
結
す
る
」（Eth.IV

.18.Sch.

）。

　

こ
の
テ
キ
ス
ト
は
第
二
、
第
三
に
帰
結
す
る
こ
と
ま
で
続
く
の
だ
が
、
引
用
が
長

う
も
の
が
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
『
政
治
論
』
で
「
権
利
を

も
っ
て
命
令
し
、
国
事
を
行
う
こ
と
と
、
最
善
の
仕
方
で
命
令
し
、
最
善
の
仕
方
で

国
家
の
舵
取
り
を
行
う
こ
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
」（T

P.5.1.

）
と
明
言
し
て
い
る
。

『
政
治
論
』
が
国
家
に
つ
い
て
一
般
的
に
語
る
に
と
ど
ま
ら
ず
「
最
善
の
国
家
」
に

つ
い
て
語
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
国

民
の
「
生
を
向
上
さ
せ
る
」
た
め
の
法
と
は
ど
ん
な
法
で
あ
る
か
を
は
っ
き
り
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
「
権
利
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
察

し
て
き
た
人
間
の
存
在
を
倫
理
的
な
観
点
か
ら
語
り
直
し
て
み
よ
う
。

　

何
度
も
繰
り
返
し
た
よ
う
に
、
一
人
一
人
の
人
間
が
持
っ
て
い
る
「
力
」
を
ひ
と

つ
に
結
集
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
と
い
う
強
力
な
「
力
」
が
作
り
出
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
政
治
論
』
の
基
本
的
な
考
え
で
あ
る
。
で
は
「
力
」
と

は
何
だ
ろ
う
か
。『
エ
チ
カ
』
は
そ
れ
を
極
め
て
具
体
的
に
と
ら
え
る
。
あ
る
も
の

が
現
実
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
の
「
力
」
が
行
使
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、「
力
」
の
作
用
は
も
の
の
本
質
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
「
力
」
の
作
用
は
『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
」
と
呼
ば
れ
る
。

 

「
各
々
の
も
の
が
そ
の
存
在
に
固
執
し
よ
う
と
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
」（Eth.III7.Pr.

）。

　

現
実
に
存
在
す
る
も
の
す
べ
て
に
と
っ
て
、
そ
の
存
在
に
固
執
す
る
こ
と
が
本
質

で
あ
る
と
い
う
主
張
が
、
人
間
と
い
う
存
在
に
お
い
て
は
そ
の
ま
ま
倫
理
的
な
主
張

と
な
っ
て
い
く
点
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
の
倫
理
的
な

課
題
と
は
「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
」
を
い
か
に
し
て
行
使
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か

し
そ
の
際
に
、「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
」
を
超
越
し
た
何
ら
か
の
規
範
に
従
う
こ
と
は
問
題
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多
数
の
人
間
が
相
互
に
「
一
致
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。『
エ

チ
カ
』
に
お
い
て
も
、
ま
さ
に
こ
の
「
一
致
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に

注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
『
エ
チ
カ
』
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
「
外
部
の
原
因
の
力
（potentia

）
に
よ
っ
て

無
限
に
凌
駕
さ
れ
る
」と
考
え
ら
れ
る
。し
た
が
っ
て
、最
悪
の
場
合
に
は
人
間
は「
外

部
の
原
因
の
力
」
に
よ
っ
て
虚
し
く
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
間

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
と
い
う
。
そ
れ
は
い
っ
た
い
何
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
人
間
で
あ
る
。
ス

ピ
ノ
ザ
は
「
人
間
に
と
っ
て
人
間
ほ
ど
有
益
な
も
の
は
な
い
」（Eth.IV

.18.Sch.

）

と
い
い
切
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
人
間
の
本
質
で
あ
る
「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
」
か
ら
は
「
自
己
の
存
在
を
維
持

す
る
」
と
い
う
こ
と
し
か
出
て
こ
な
い
。
そ
れ
な
ら
、
人
間
は
相
互
に
「
一
致
」
す

る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
対
立
」
す
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
間

が
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
利
益
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、「
一
致
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
対
立
」

が
生
ま
れ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
な
の
だ
か
ら
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
点
を
い
っ
た
ん

認
め
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
条
件
を
つ
け
て
い
る
。

 

「
人
間
は
受
動
（passio

）
に
従
属
す
る
限
り
に
お
い
て
本
性
に
よ
っ
て
一
致
す
る

と
は
い
わ
れ
得
な
い
」（Eth.IV

.31.Pr.

）。

 
「
人
間
は
受
動
と
い
う
感
情
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
本
性
に
よ
っ
て
相

違
し
う
る
。
ま
た
そ
の
限
り
に
お
い
て
同
一
の
人
間
が
変
わ
り
や
す
く
か
つ
不
安
定

で
あ
る
」（Eth.IV

.33.Pr.

）。

 

「
人
間
は
受
動
と
い
う
感
情
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
相
互
に
対
立
し
う

る
」（Eth.IV

.34.Pr.
）。

く
な
る
し
、
論
点
が
若
干
逸
れ
る
の
で
そ
の
部
分
は
省
略
し
た
。
引
用
し
た
部
分
に

よ
れ
ば
、人
間
が
従
う
べ
き
も
の
は
「
自
己
の
本
性
の
法
則
」
で
あ
り
、自
己
の
「
コ

ナ
ト
ゥ
ス
」
を
超
越
し
た
規
範
な
ど
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
「
自
己
の
存
在

を
維
持
す
る
」
こ
と
が
「
徳
」
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。
さ
ら
に
ま
た
、「
幸
福
」
と

は
規
範
に
従
っ
た
報
酬
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、「
自
己
の
存
在
を
維

持
す
る
」
こ
と
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
て
「
徳
」
も
「
幸
福
」
も
結
局

は
「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
」
を
行
使
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
は
人
間
が
何
の
理
想
も
持
た
ず
に
た
だ
存
在
し
て
い
れ
ば

そ
れ
で
よ
い
と
い
う
こ
と
を
い
さ
さ
か
も
意
味
し
て
い
な
い
。す
で
に
引
用
し
た
が
、

た
ん
な
る
統
治
と
最
善
の
統
治
が
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
テ
キ
ス
ト
は
、

じ
つ
は
次
の
よ
う
な
主
張
に
先
立
た
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

 

「
権
利
を
も
っ
て
自
己
を
守
り
、
自
己
を
保
存
し
、
判
断
を
下
す
こ
と
と
、
最
善
の

仕
方
で
自
己
を
守
り
、
保
存
し
、
最
善
の
判
断
を
す
る
こ
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
」

（T
P.5.1.

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
国
家
に
つ
い
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
は
、
じ
つ
は
人
間
に
つ
い
て
主

張
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
で
は
、
人
間
が
「
最
善
の
仕
方
」
で
「
自
己

の
存
在
を
維
持
す
る
」
と
い
う
の
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
が
「
自
己
の
存
在
を
維
持
す
る
」
こ
と
は
単

独
で
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
共
同
の
権
利
」
の
中
で
の
み
可
能
な
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
す
で
に
論
じ
た
。
そ
の
中
で
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
点

は
、
人
間
が
「
共
同
の
権
利
」
を
持
つ
限
り
に
お
い
て
は
「
共
同
の
合
意
」
に
従
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
共
同
の
権
利
」
を
構
成
す
る
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す
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
お
い
て
各
々
の
人
間
が
「
自
己
に
有
益
な
も
の
」
を
求
め
つ

つ
、
そ
れ
で
も
相
互
に
「
一
致
」
す
る
と
い
う
こ
と
が
現
実
的
に
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
少
し
長
い
が
、
テ
キ
ス
ト
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
間
違
い
な
く

そ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
で
あ
る
。

 

「
人
間
が
自
己
の
存
在
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
す
べ
て
の
こ
と

に
お
い
て
一
致
し
、
す
べ
て
の
精
神
と
身
体
が
あ
た
か
も
ひ
と
つ
の
精
神
と
ひ
と
つ

の
身
体
を
構
成
し
、
す
べ
て
の
人
間
が
一
緒
に
な
っ
て
で
き
る
限
り
自
己
の
存
在

を
維
持
す
る
よ
う
努
め
、
す
べ
て
の
人
間
が
一
緒
に
な
っ
て
自
分
た
ち
の
共
通
の

利
益
を
求
め
る
こ
と
、
こ
れ
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
こ
と
は
望
み
え
な
い
」（Eth.IV

.18.

Sch.

）。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
い
う
こ
と
が
成
立
す
る
の
は
人
間
が
「
理
性
の
命
令
」
に
従
う

限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
理
性
の
命
令
」
に
従
っ
て
生

き
る
人
間
は
稀
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
点
は
『
エ
チ
カ
』
よ
り
も
『
政
治
論
』
の
主

張
の
方
が
鮮
明
な
の
で
『
政
治
論
』
か
ら
引
用
し
お
こ
う
。

 

「
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
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

P.2.6.

）。

　　

す
べ
て
の
人
間
が
「
理
性
の
命
令
」
あ
る
い
は
「
理
性
の
教
え
」
に
従
っ
て
「
共

　

こ
の
よ
う
に
、
人
間
が
「
受
動
」
と
い
う
状
態
に
あ
る
限
り
、「
一
致
」
よ
り
も

む
し
ろ
「
対
立
」
が
生
ま
れ
る
。
で
は
、
各
々
の
人
間
が
「
自
己
に
有
益
な
も
の
」

を
求
め
つ
つ
、
そ
れ
で
も
相
互
に
「
一
致
」
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
果
た
し
て
あ

り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
場
合
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
答
え
は
次
の
定
理
で
あ
る
。

 

「
人
間
は
理
性
の
命
令
に
従
っ
て
生
き
る
限
り
、
た
だ
そ
の
限
り
に
お
い
て
の
み
本

性
に
よ
っ
て
つ
ね
に
必
然
的
に
一
致
す
る
」（Eth.IV

.35.Pr.

）。

　

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
「
理
性
」
は
人
間
の
「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
」
を
超
越
し
た
規
範
を

命
じ
る
の
で
は
な
い
。
す
で
に
引
用
し
た
テ
キ
ス
ト
を
要
点
だ
け
も
う
一
度
参
照
す

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

）
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
理
性
」
に
従
え
ば
人
間

は「
自
己
に
有
益
な
も
の
」を
求
め
つ
つ
相
互
に「
一
致
」す
る
こ
と
が
本
性
に
か
な
っ

て
い
る
と
い
う
の
だ
。ど
う
し
て
こ
う
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
理
性
」

と
は
す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
利
益
と
な
る
も
の
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
と
ス
ピ

ノ
ザ
が
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

 

「
徳
を
目
指
す
人
に
と
っ
て
の
最
高
善
は
す
べ
て
の
人
に
共
通
で
あ
り
、
す
べ
て
の

人
が
そ
れ
を
等
し
く
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
」（Eth.IV

.36.Pr.

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
人
間
が
す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
共
通
の
利
益
を
目
指
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こ
の
と
お
り
「
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
最
大
限
に
意
図
す
る
よ
う
な
国
家
、
そ
れ
が
「
最
善
の
国
家
」
で
あ
る
。

結
果
か
ら
見
れ
ば
「
最
善
の
国
家
と
は
人
間
が
調
和
し
て
生
活
し
、
法
が
破
ら
れ
ず

に
保
た
れ
て
い
る
国
家
で
あ
る
」（T

P.5.2.

）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
べ
て
の
人

間
に
と
っ
て
有
益
な
こ
と
を
命
じ
る
法
に
は
、
強
欲
な
人
間
以
外
誰
に
も
不
満
が
あ

る
は
ず
が
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
人
間
は
調
和
し
て
生
活
し
、
法
が
破
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
。
し
か
し
、
逆
に
い
え
ば
、
国
家
が
こ
の
こ
と
を
怠
る
な
ら
ば
、
人
間
の
間
に
は

調
和
の
代
わ
り
に
不
和
が
広
ま
り
、
法
が
蔑
ろ
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
か
ら
別
の
問
い
か
け
が
生
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
最
善
の
国
家
」
は
い
か
に

し
て
実
現
さ
れ
う
る
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
問
い
か
け
を
も
と

に
し
て
『
政
治
論
』
を
読
み
直
し
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
が
こ

の
問
い
か
け
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
な

ぜ
だ
ろ
う
か
。
結
論
だ
け
先
に
い
え
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
「
最
善
の
国
家
」
と

は
実
現
さ
れ
る
べ
き
目
標
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
現
実
に
存
在
す
る
国
家
は
つ
ね

に
「
最
善
の
国
家
」
た
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
た
め
に
「
最
善
の
国
家
」

が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
の
意
味
を
問
い
詰
め
て
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
、「
倫
理
は
政
治
の
反
映
で
あ
る
」
と
い
う
本
稿
の
主
張
が
さ
ら
に
具
体
的

に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

４　

政
治
と
倫
理

　

腐
敗
し
た
国
家
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
ご
く
限
ら
れ
た
集
団
の
利
益
だ
け
を
考

慮
す
る
よ
う
な
法
が
ま
か
り
通
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
国
民
に
対
す
る
裏
切
り
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
国
家
の
権
利
と
し
て
の
統
治
権
を
構
成
し
て
い
る
の
は
多
数
者
と

通
の
利
益
」
を
求
め
る
こ
と
が
、
結
局
は
「
自
己
の
存
在
を
維
持
す
る
」
た
め
の

最
善
の
方
策
で
あ
る
と
『
エ
チ
カ
』
は
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「
生
を
向
上
さ
せ

る
」
た
め
に
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
人
間
が
現
実
的
に
理
性
に
従
っ

て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
え
ば
、
こ
の
点
は
明
確
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
で

は
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
い
っ
た
い
何
が
い
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
か
。『
エ
チ
カ
』
だ
け
を

読
む
限
り
、こ
の
問
い
か
け
に
対
す
る
答
え
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

『
政
治
論
』
を
視
野
に
入
れ
る
な
ら
事
情
は
異
な
る
。
人
間
が
た
だ
自
分
だ
け
の
判

断
で
「
理
性
の
命
令
」
に
従
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
国
家
が
そ
れ
を
命
じ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
話
は
別
で
あ
る
。
す
で
に
考
察
し

た
よ
う
に
、
国
民
は
国
家
の
命
じ
る
こ
と
す
な
わ
ち
法
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら

で
あ
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
倫
理
学
的
考
察
の
目
的
は
「
生
を
向
上
さ
せ
る
」
と
い
う
表
現
の

意
味
を
明
確
に
し
た
上
で
、
そ
の
た
め
に
国
家
が
命
じ
る
べ
き
法
と
は
い
か
な
る
法

で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。そ
の
答
え
は
す
で
に
明
白
で
あ
ろ
う
。

国
家
が
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
「
理
性
の
命
令
」
に
適
っ
た
法
な
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、国
民
に
と
っ
て
の
「
共
通
の
利
益
」
を
も
た
ら
す
よ
う
な
法
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
法
に
従
う
限
り
に
お
い
て
、
国
民
は
真
の
意
味
で
「
一
致
」
す
る
で
あ

ろ
う
。

 

「
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.

）。



倫
理
と
国
家
　
ス
ピ
ノ
ザ
『
政
治
論
』
に
お
け
る
「
最
善
の
国
家
」

一
一

し
て
の
国
民
一
人
一
人
の
権
利
な
の
だ
か
ら
。
た
だ
、
そ
れ
が
法
で
あ
る
限
り
国
民

は
そ
れ
に
従
う
ほ
か
な
い
。
し
か
し
、
決
し
て
自
発
的
に
従
う
の
で
は
な
い
。
国
民

は
法
に
従
う
「
恒
常
的
意
志
」（T

P.2.19.

）
を
持
た
ず
、
た
だ
仕
方
な
く
法
に
従
っ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
ん
な
国
民
に
は
た
し
て
「
生
を
向
上
さ
せ
る
」
こ
と
へ
の

意
志
が
あ
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
高
い
倫
理
性
が
あ
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ

う
か
。

　

し
か
し
、
こ
の
点
を
追
求
す
る
こ
と
が
さ
し
当
り
の
問
題
で
は
な
い
。
こ
こ
で
考

え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
国
家
の
権
利
が
多
数
者
の
力
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
し
て
こ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
る
か
と
い
う
点

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
論
理
を
見
直
し
て
み
る
と
次
の
点
に
気
づ
く
。
国

民
が
調
和
し
て
生
活
し
、
一
緒
に
な
っ
て
法
を
守
る
た
め
に
は
、
国
家
が
理
性
に
も

と
づ
き
国
民
共
通
の
利
益
に
な
る
よ
う
な
こ
と
を
命
じ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
論
理

に
よ
れ
ば
、
国
民
に
「
精
神
の
一
致
」
を
も
た
ら
す
の
は
国
家
で
あ
り
、
国
民
の
自

発
的
な
意
志
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
国
家
が
国
民
全
体
の
利
益
を
何
よ
り
も
優
先
し

て
政
治
を
行
う
よ
う
、
国
民
が
一
緒
に
な
っ
て
要
請
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
国
民
の
あ
い
だ
に
す
で
に
理
性
に

も
と
づ
く
「
精
神
の
一
致
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
国
民
が
自
分
た
ち
の
「
精
神
の
一
致
」
を
確
か
め
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
、
国
家
の
法
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

す
る
と
、
国
民
に
「
精
神
の
一
致
」
を
も
た
ら
し
う
る
よ
う
に
国
家
が
機
能
す
る
こ

と
を
保
証
す
る
も
の
は
い
っ
た
い
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
か
け
は
、「
最

善
の
国
家
」
は
い
か
に
し
て
実
現
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
か
け
に
帰
着
す
る
。
と

こ
ろ
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
答
え
を
出
そ
う
と
し
て
い
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
こ
に
答
え
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
逆
説
的
に
も
、

こ
の
点
を
鮮
明
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
「
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
の
本
質
で
あ
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

実
際
、
こ
の
論
理
の
帰
結
が
上
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ス
ピ
ノ
ザ
自
身

が
認
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
理
性
に
も
と
づ
く
「
精
神
の
一
致
」
は
国
民
の

側
か
ら
自
発
的
に
起
こ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
国
家
の
側
が
そ
れ
を
作
り
出
す
と
は

限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
次
の
テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 

「
人
間
は
、
我
々
が
述
べ
た
よ
う
に
、
理
性
よ
り
も
感
情
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
の
だ

か
ら
、
民
衆
が
お
の
ず
か
ら
一
致
し
、
あ
た
か
も
ひ
と
つ
の
精
神
に
よ
っ
て
導
か
れ

よ
う
と
欲
す
る
の
は
、
理
性
の
導
き
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、（
第
三
章
の
九
節
で
我
々

が
述
べ
た
よ
う
に
）
共
通
の
希
望
や
、
共
通
の
恐
怖
や
、
何
ら
か
の
共
通
の
損
害
に

復
讐
し
よ
う
と
す
る
欲
望
な
ど
の
、
共
通
の
感
情
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

帰
結
す
る
」（T

P.6.1.

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
人
間
に
は
確
か
に
集
団
に
ま
と
ま
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
も
の

の
、
そ
れ
は
理
性
に
も
と
づ
く
「
精
神
の
一
致
」
で
は
な
く
、「
希
望
」「
恐
怖
」「
復

讐
心
」
の
よ
う
な
感
情
に
よ
っ
て
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
人
間

に
と
っ
て
共
通
の
利
益
と
な
る
よ
う
な
も
の
を
追
求
す
る
と
い
う
自
発
的
な
意
志
な

ど
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
次
の
テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

「
も
し
人
間
の
本
性
が
、
人
々
に
と
っ
て
最
も
有
益
な
も
の
を
最
も
求
め
さ
せ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
調
和
と
信
義
を
保
つ
た
め
に
何
の
方
策
も
必
要
で
は
な
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い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
間
本
性
が
そ
う
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
な
の
だ
か

ら
、
す
べ
て
の
人
間
が
、
統
治
す
る
者
も
さ
れ
る
者
も
、
欲
し
よ
う
と
欲
し
ま
い
と
、

公
共
の
福
祉
に
役
立
つ
こ
と
を
な
す
よ
う
に
、
す
べ
か
ら
く
国
家
の
制
度
が
整
え
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
人
間
が
、
自
発
的
で
あ
れ
、
力
に

よ
っ
て
で
あ
れ
、
必
要
に
迫
ら
れ
て
で
あ
れ
、
と
も
か
く
理
性
の
命
令
に
よ
っ
て
生

活
し
う
る
よ
う
に
国
家
の
制
度
が
整
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と

が
成
立
す
る
の
は
、
公
共
の
福
祉
に
関
わ
る
ど
ん
な
こ
と
も
、
あ
る
人
間
の
信
義
に

完
全
に
任
せ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
国
事
が
整
備
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
で
あ

る
」（T

P.6.3.

）。

　

人
間
本
性
は
す
べ
て
の
人
間
に
共
通
し
て
有
益
な
も
の
を
追
求
す
る
よ
う
に
は

な
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
統
治
者
に
そ
れ
を
求
め
て
も
無
駄
で
あ
る
。
統
治

者
だ
け
は
別
で
あ
る
と
考
え
る
い
か
な
る
理
由
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
国

家
を
統
治
す
る
権
利
を
持
つ
者
は
、
そ
の
立
場
を
利
用
し
て
自
分
た
ち
に
都
合
の
よ

い
こ
と
を
行
う
で
あ
ろ
う
。
誰
か
強
靭
な
意
志
と
高
潔
な
倫
理
観
を
持
っ
た
人
間
が

万
人
の
利
益
を
考
慮
し
、「
最
善
の
国
家
」
を
作
り
出
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し

て
も
、
そ
ん
な
も
の
は
た
ん
な
る
幻
想
に
す
ぎ
な
い
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
最
善
の
国
家
」
に
つ
い
て
考
え
直
し
て
み

る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
最
善
の
国
家
」
と
い

い
な
が
ら
、そ
れ
を
実
現
す
る
手
段
に
つ
い
て
語
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
こ
と
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
最
善
の
国
家
」
を
何
か
実
現
す
べ
き
目
標
と
し
て
掲

げ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ス

ピ
ノ
ザ
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
こ
と
と
い
え
ば
、「
す
べ
て
の
人
間
」
が
そ
の
動
機

は
と
も
か
く
「
理
性
の
命
令
に
よ
っ
て
生
活
し
う
る
よ
う
に
国
家
の
制
度
が
整
え
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
み
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
い
っ
た
い
何
を
意
図
し
て
「
最
善
の
国
家
」
に
つ
い
て

語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
が
真
の
問
題
で
あ
る
。
直
前
に
引
用
し
た
二
つ

の
テ
キ
ス
ト
は
『
政
治
論
』
第
六
章
の
冒
頭
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
第
五
章
ま
で
の

権
利
関
係
の
論
理
と
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
こ
の
章
か
ら
は
君
主
制
、
貴
族
制
、
民
主

制
の
順
に
政
体
論
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。こ
こ
で
は
そ
の
内
容
を
取
り
扱
わ
な
い
が
、

当
時
の
オ
ラ
ン
ダ
の
議
会
制
度
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
つ
ま
り
、

そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
現
実
の
国
家
の
制
度
設
計
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の

制
度
設
計
に
あ
た
っ
て
の
モ
デ
ル
は
何
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
参
照
す
る
の
は
ス
パ
ル
タ

や
ロ
ー
マ
な
ど
の
か
つ
て
現
実
に
存
在
し
た
国
家
で
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
む
し
ろ
、

ス
ピ
ノ
ザ
自
身
が
『
政
治
論
』
に
お
い
て
理
論
的
に
構
築
し
た
「
最
善
の
国
家
」
が

モ
デ
ル
で
あ
る
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
最
善
の
国
家
」
に
関

す
る
議
論
に
お
い
て
、
現
実
の
国
家
の
制
度
設
計
の
た
め
の
モ
デ
ル
を
提
案
し
た
と

解
釈
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
最
善
の
国
家
」
に
お
い
て
人
間
は
「
生
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
努

め
る
」
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
述
べ
て
い
た
。「
最
善
の
国
家
」
は
現
実
に
存
在
す
る
も
の

で
は
な
い
と
い
う
解
釈
に
よ
れ
ば
、「
生
の
向
上
」
と
い
う
倫
理
的
な
主
題
は
ど
う

解
釈
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
上
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
重
要
な
こ
と
は
「
最
善
の
国

家
」
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
国
家
を
モ
デ
ル
に
し
た
制
度
を
現
実
に
構

築
す
る
意
志
で
あ
る
。
本
稿
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
倫
理
が
政
治
の
反
映
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
意
志
を
持
つ
国
民
は
す
で
に
「
生
の
向
上
」
へ
向
か
っ

て
い
る
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
そ
の
意
志
を
持
っ
て
い
る
と
い
え

な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
解
釈
を
も
と
に
し
て
『
エ
チ
カ
』
を
読
み
直
す
と
興
味
深
い
点
が
浮
か
び
上
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一
三

が
る
。
問
題
の
テ
キ
ス
ト
は
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
の
序
文
に
出
て
く
る
「
人
間
本
性

の
型
（exam

plar

）」（Eth.IV
.Praef.

）
で
あ
る
。「
人
間
本
性
の
型
」
と
は
現
実

に
存
在
す
る
各
々
の
人
間
の
生
が
そ
れ
を
も
と
に
評
価
さ
れ
る
基
準
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
々
の
人
間
が
自
己
の

生
を
本
当
に
生
き
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
現
実
の
生
を
超
越
し
た
規
範
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
規
範
を
も
と
に
現
実
の
生

を
評
価
す
る
こ
と
は
、
現
実
の
生
を
欠
如
と
し
て
否
定
的
に
認
識
す
る
こ
と
に
し
か

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
人
間
本
性
の
型
」
と
は
各
々
の
人
間
が

そ
れ
自
身
の
存
在
を
ど
れ
ほ
ど
向
上
さ
せ
て
い
る
か
を
自
覚
す
る
た
め
の
基
準
で
あ

り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
規
範
と
は
性
格
が
異
な
っ
て
い
る
。

 

「
そ
れ
ゆ
え
私
は
以
下
に
お
い
て
、
善
と
は
わ
れ
わ
れ
が
提
案
す
る
人
間
本
性
の
型

に
わ
れ
わ
れ
が
ま
す
ま
す
近
づ
く
手
段
に
な
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
確
実
に
知
る
も

の
の
こ
と
と
解
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
反
対
に
、
悪
と
は
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
型
を
思

い
起
こ
す
の
を
妨
げ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
確
実
に
知
る
も
の
の
こ
と
と
解
す
る
で

あ
ろ
う
。
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
.Praef.

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
各
々
の
人
間
が
自
己
に
と
っ
て
真
の
善
と
は
何
か
、
あ
る
い
は
悪

と
は
何
か
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
欠
如
を
克
服
す
る
の
で
は
な
く
真
に
自
己

の
存
在
を
生
き
る
た
め
に
何
が
必
要
か
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
「
人
間
本
性
の
型
」

の
機
能
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
は
す
で
に
『
知
性
改
善
論
』
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う

点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
一
貫
し
た
思
想
で
あ

る
こ
と
が
そ
こ
か
ら
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

 

「
人
間
は
自
分
の
本
性
よ
り
も
は
る
か
に
強
い
何
ら
か
の
人
間
本
性
を
考
え
、
同
時

に
そ
の
よ
う
な
本
性
を
獲
得
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
を
何
ら
認
め
な
い
の
で
、
こ

の
完
全
性
へ
自
分
を
導
く
手
段
を
求
め
る
よ
う
に
駆
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
到
達

す
る
手
段
と
な
り
う
る
も
の
す
べ
て
が
真
の
善
と
呼
ば
れ
る
」（T

IE.13

）。

　

で
は
、
人
間
は
ど
う
す
れ
ば
「
人
間
本
性
の
型
」
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
か
け
に
対
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
答
え
は
、
じ
つ
は
す
で
に
引
用

し
た
テ
キ
ス
ト
の
中
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
す
べ
て
の
人
間
が
一
緒
に
な
っ
て
で

き
る
限
り
自
己
の
存
在
を
維
持
す
る
よ
う
努
め
、
す
べ
て
の
人
間
が
一
緒
に
な
っ
て

自
分
た
ち
の
共
通
の
利
益
を
求
め
る
こ
と
」（Eth.IV

.18.Sch.

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

『
知
性
改
善
論
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
上
記
の
引
用
に
続
け
て
、
ス
ピ
ノ
ザ

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
最
高
の
善
と
は
、
も
し
で
き
れ
ば
他

の
人
間
た
ち
と
と
も
に
こ
の
よ
う
な
本
性
を
享
受
す
る
こ
と
に
至
る
こ
と
で
あ
る
」

（T
IE.13

）。

　

各
々
の
人
間
が
真
に
自
己
の
存
在
を
生
き
る
と
い
う
倫
理
的
な
課
題
は
、
他
の
人

間
た
ち
と
と
も
に
共
通
の
善
を
求
め
る
こ
と
を
通
し
て
追
求
さ
れ
る
と
、
ス
ピ
ノ
ザ

は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
、「
最
善
の
国
家
」
を
モ
デ
ル
に
し
て
活

動
す
る
意
志
を
持
つ
こ
と
は
、
自
己
の
存
在
を
真
に
生
き
る
意
志
を
持
つ
こ
と
に
通

底
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
繰
り
返
す
が
、
前
者
の
政
治
的
な
意
志
が
後
者
の
倫

理
的
な
意
志
に
反
映
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
そ
の
逆
で
は
な
い
と
い
う
点
が
重
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一
四

要
で
あ
る
。「
生
を
向
上
さ
せ
る
」
こ
と
そ
れ
自
体
は
個
人
的
な
問
題
だ
が
、
そ
れ

は
「
最
善
の
国
家
」
へ
の
意
志
を
持
つ
こ
と
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

人
間
が
国
家
と
は
無
関
係
に
自
分
の
生
の
み
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
あ

る
。

お
わ
り
に

　

直
前
に
述
べ
た
主
張
を
こ
こ
で
あ
え
て
命
題
と
し
て
定
式
化
す
る
と
、「
人
間
が

善
き
生
を
求
め
る
こ
と
は
、
善
き
国
家
を
求
め
る
こ
と
に
通
底
す
る
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
善
き
国
家
を
求
め
る
意
志
が
善
き
生
を
求
め
る
意
志
に

反
映
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
前
者
は
政
治
的
な
意
志
で
あ
り
、
後

者
は
倫
理
的
な
意
志
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
相
互
に
無
関
係
な
二
つ
の
領
域
は
人
間

の
生
に
お
い
て
通
底
し
て
い
る
と
い
う
哲
学
的
直
観
が
、『
エ
チ
カ
』
と
『
政
治
論
』

と
い
う
二
つ
の
著
作
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
以
上
が
結
論
で
あ
る
。
こ
の
結
論
が
含

意
す
る
と
思
わ
れ
る
ふ
た
つ
の
論
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
す

る
。

　

第
一
の
点
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
思
想
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ

の
政
治
思
想
を
自
由
主
義
と
し
て
規
定
し
よ
う
と
す
る
解
釈
は
数
多
い  （
３
） 

。
し
か

し
な
が
ら
、
各
々
の
解
釈
者
が
自
由
主
義
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る

内
容
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
検
討
は
他
の
機
会
に
譲
り
、

こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
む
し
ろ
、本
稿
の
結
論
と
直
接
に
関
係
の
あ
る
解
釈
と
し
て
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
思
想
を
一
種
の
共
和
主
義
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
解
釈
の

み
に
簡
単
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

　

共
和
主
義
の
本
質
的
な
主
張
は
「
自
由
な
国
家
に
お
い
て
人
間
は
自
由
で
あ
る
」

（Steinberg 2008 : 240

）
と
い
う
形
に
定
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は

人
間
の
存
在
が
国
家
の
存
在
に
連
動
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
由
な
国
家
に
帰
属
す

る
こ
と
な
し
に
人
間
は
自
由
で
あ
り
え
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る  （
４
） 

。
一
見
す
る

と
、
本
稿
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
と
一
致
す
る
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

本
稿
の
解
釈
は
こ
れ
と
は
微
妙
に
食
い
違
う
。
相
違
点
を
簡
潔
に
述
べ
れ
ば
、
ス
ピ

ノ
ザ
は
政
治
と
倫
理
を
別
々
の
領
域
に
区
分
し
た
上
で
、
国
家
に
お
け
る
人
間
の
生

の
次
元
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
通
底
し
て
い
る
と
い
う
点
に
着
目
し
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
の
関
係
を
前
提
し
て
議
論
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
本
稿
の
立

場
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
第
二
の
点
と
し
て
、
そ
も
そ
も
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
政
治
と
倫
理
の
関
係

を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
解
釈
上
の
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
。
こ

の
点
に
関
し
て
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
政
治
の
問
題
を
倫
理
の
問
題
か
ら
切
り
離
し
た
と

す
る
説
が
現
在
有
力
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

例
え
ば
、
浅
野
俊
哉
は
倫
理
が
政
治
に
根
拠
を
与
え
る
と
い
う
形
で
こ
の
両
者
を

一
体
化
す
る
と
い
う
発
想
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
ま
で
の
西
欧

の
政
治
思
想
を
支
配
し
て
き
た
と
指
摘
し
た
上
で
、
こ
の
伝
統
を
破
壊
し
た
の
が
マ

キ
ア
ヴ
ェ
リ
で
あ
る
と
述
べ
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
路
線
を
さ
ら
に
徹
底
さ
せ
た
の
が

ス
ピ
ノ
ザ
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。「
ス
ピ
ノ
ザ
は
主
著
『
エ
チ
カ
』
の
み
な
ら
ず
、

晩
年
の
『
神
学
・
政
治
論
』
や
『
国
家
論
〔
政
治
論
〕』
に
お
い
て
も
、
政
治
に
対

し
て
倫
理
が
根
拠
を
与
え
る
こ
と
を
断
固
と
し
て
拒
否
し
続
け
た
」（
浅
野 1997

：

103
）。
し
か
し
な
が
ら
、
浅
野
の
主
張
は
こ
れ
に
止
ま
ら
な
い
。
浅
野
は
さ
ら
に
進

ん
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
固
有
の
意
味
で
の
倫
理
学
は
存
在
せ
ず
、
む
し
ろ
倫

理
の
問
題
で
さ
え
価
値
の
観
点
か
ら
で
な
く
権
力
の
観
点
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
と
指

摘
し
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
倫
理
の
問
題
も
広
義
の
政
治
の
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一
五

問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。「
極
端
に
言
え
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
の
全

思
想
体
系
の
中
で
、
と
り
わ
け
『
エ
チ
カ
』
の
中
で
は
、
一
度
も＜

倫
理＞

を
語
る

こ
と
は
な
か
っ
た
、
む
し
ろ
常
に
彼
は＜

政
治＞

を
語
っ
て
い
た
、
と
す
ら
言
え
る

の
で
あ
る
」（
浅
野 1997

：104

）。

　

ま
た
、ス
ピ
ノ
ザ
が
政
治
を
倫
理
か
ら
切
り
離
し
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、

上
野
修
も
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
浅
野
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
倫
理
が
政
治

に
根
拠
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
倫
理
の
延
長
線
上
に
政
治
を
位
置
づ
け
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
発
想
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
否
定
し
て
い
る
と
上
野
は
述

べ
て
い
る
。「
エ
チ
カ
、
す
な
わ
ち
幾
何
学
的
秩
序
に
お
い
て
論
証
さ
れ
た
倫
理
の

課
題
は
「
自
由
な
人
間
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
う
る
か
を
厳
密
な
論
証
に
よ
っ

て
示
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
理
の
延
長
線
上
に
政
治
的
な
も
の
は
出
て
こ
な
い
」

（
上
野 2009

：103

）。
上
野
が
浅
野
と
異
な
る
の
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
倫
理
と
政
治
を

切
り
離
し
た
ま
ま
に
し
て
い
る
と
上
野
が
考
え
る
点
に
お
い
て
で
あ
る
。「
国
家
の

論
理
か
ら
す
れ
ば
市
民
は
自
己
の
権
利
の
も
と
に
は
な
く
国
家
の
権
利
の
も
と
に
あ

る
。
だ
が
理
性
に
導
か
れ
る
人
間
は
た
と
え
国
家
の
法
に
服
し
て
い
て
も
判
断
に
お

い
て
自
由
で
あ
り
、
自
己
の
権
利
の
も
と
に
あ
る
。
二
つ
を
媒
介
す
る
必
要
な
ど
な

い
」（
上
野 2009

：103

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
論
に
関
し
て
代
表
的
な
二
人
の
論
者
の
見
解
は

基
本
的
な
部
分
で
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
筆
者
も
同
意
見
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ス
ピ
ノ
ザ
が
政
治
を
倫
理
か
ら
切
り
離
し
た
と
す
る
点
に
異
論
は
な
い
。
問
題
は
そ

の
先
に
あ
る
。
は
た
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
浅
野
の
い
う
よ
う
に
す
べ
て
を
政
治
的
に
思

考
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
上
野
の
い
う
よ
う
に
政
治

と
倫
理
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
浅
野
の
論
理
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
す
べ
て
が
政
治
的
に
語
ら
れ
る
と

考
え
る
こ
と
で
、
政
治
を
倫
理
的
な
も
の
か
ら
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の

論
理
は
明
ら
か
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
か
ら
倫
理
固
有
の
領
域
を
消
し
て
し
ま
う
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
も
倫
理
固
有
の
領
域
は
間
違
い
な
く
存
在
し
て

い
る
。
上
野
の
い
う
よ
う
に
、「
自
由
な
人
間
」
が
語
ら
れ
う
る
領
域
は
倫
理
を
お

い
て
ほ
か
に
な
い
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
地
点
か
ら
本
稿
の
解
釈
を
再
考
す
る
と
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
第
一
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
す
べ
て
を
政
治
的
に
語
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
浅
野
自
身
も
そ
れ
が
「
極
端
」
な
主
張
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
。
し
か
し

第
二
に
、
政
治
と
倫
理
が
ま
っ
た
く
独
立
し
て
相
互
に
接
点
を
持
た
な
い
と
も
断
定

で
き
な
い
。
上
野
の
い
う
よ
う
に
、
倫
理
は
も
っ
ぱ
ら
「
自
由
な
人
間
」
に
つ
い
て

語
る
の
だ
が
、『
エ
チ
カ
』
に
お
け
る
「
自
由
な
人
間
」
と
は
先
に
言
及
し
た
「
人

間
本
性
の
型
」
と
い
う
形
で
概
念
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
「
自
由
な
人
間
」
は
概
念
と
し
て
は
倫
理
学
の
論
証
の
対
象
な
の
だ
が
、
現
実

に
存
在
す
る
個
々
人
が
そ
れ
に
近
づ
く
た
め
に
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
共
通
の
利

益
」
を
求
め
る
欲
望
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
欲
望
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
り
う
る
か
と
い
う
点
は
も
は
や
倫
理
学
の
中
で
は
語
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
人
間
が
「
共
通
の
利
益
」
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
考
え
る
に

は
国
家
に
お
け
る
人
間
の
権
利
と
い
う
観
点
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、「
生
を
向
上
さ
せ
る
」
と
い
う
個
人
的
な
問
題
は
、
個
々

人
が
現
実
に
そ
れ
を
実
行
し
よ
う
と
す
れ
ば
「
最
善
の
国
家
」
と
い
う
個
人
を
超
え

た
問
題
に
関
わ
っ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
政
治
と
倫
理
は
通

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

Eth : E
thica O

rdine G
eom

etrico D
em

onstrata, 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
：Praef.  

定
理
：Pr.  

注
解
：Sch.

T
IE

 

：T
ractatus de Intellectus E

m
endatione, G

ephardt (E
d.) 1972, Spinoza 

O
pera II

＊
参
照
テ
キ
ス
ト
は
節
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
表
記
す
る
。

T
P : T

ractatus Politicus, 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
。

注

 

（
１
）
少
な
く
と
も
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
は
、
と
い
う
注
釈
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の

も
「
民
主
的
な
国
家
に
お
い
て
人
間
は
最
も
自
由
な
仕
方
で
生
き
る
可
能
性
を
持
っ

て
い
る
と
い
う
見
解
は
十
七
世
紀
の
著
者
た
ち
の
間
で
は
例
外
的
な
も
の
で
あ
り
、

ス
ピ
ノ
ザ
は
ま
さ
に
こ
の
見
解
を
擁
護
す
る
点
で
知
ら
れ
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
の
少
数

の
著
者
た
ち
の
中
で
最
も
有
名
な
人
物
だ
っ
た
」（Jam

es 2008 : 128

）
か
ら
で
あ

る
。

 

（
２
）  

「
民
衆
」
も
「
多
数
者
」
も
原
文
で
は m

ultitudo 

で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
用
語

を
文
脈
に
応
じ
て
訳
し
分
け
て
い
る
。

  （
３
）
代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
以
下
を
参
照
。Feuer 1987, Sm

ith 1997

 

（
４
）
共
和
主
義
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
以
下
を
参
照
。Pttit 1997.

ま
た
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
論
を
共
和
主
義
の
一
つ
と
見
る
研
究
と
し
て
は
以
下
を
参
照
。
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