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ｌ

・

は

じ

め

に

こ
こ
に
お
さ
め
た
文
章
は
、
一
九
八
二
年
十
月
か
ら

一
九
八
四
年
六
月
ま
で
、
私
の
個
人
誌

「
道
」
に
、

「
も

の
の
見
方

・
考
え
方
―
オ

エ
ス
さ
ま
の
見
方
に
つ
い
て
―
」

と
い
う
題
で
連
載
し
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
後
、

連
載
が
中
断
さ
れ
、
未
完
成
の
ま
ま
で
、
い
わ
ば
覚
え
書
き
と
し
て
あ

っ
た
も
の
を
、
今
回

・
左
京
教
会
出
版

部
が
小
冊
子
と
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

こ
の
覚
え
書
き
に
於
て
、
皆
さ
ま
と
ご

一
緒
に
考
え
た
い
と
思

っ
た
こ
と
は
、
新
約
聖
書
が
示
す
イ

エ
ス
さ

ま
の
生
き
ざ
ま

の
よ

っ
て
出
て
来
る
根
源
に
、
私
た
ち
が
目
を
向
け
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

中
国
の
こ
と
わ
ざ
に
、

「
指
が
月
を
さ
す
と
き
、
指
を
見
る
者
は
馬
鹿
だ
」
、
と
い
う
の
が
あ
る
そ
う
で
す
。

つ
ま
り
、
大
切
な
こ
と
は
指
を
見
る
の
で
は
な
く
、
指
が
さ
し
示
す
月
を
見
る
こ
と
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

私
た
ち
は
、
そ
の
月
を
見
ず
し
て
、
指
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

こ
こ
で
指
と
い
う
こ
と
を
、
イ

エ
ス
さ
ま
の

一
つ
一
つ
の
言
葉
や
行
い
と
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
、
イ

ェ

ス
さ
ま
の
言
葉
や
行
い
ぞ
れ
自
体
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
言
葉
や
行
い
が
さ
し
示
す
も
の
、

指
す
こ
と。
を
し

っ
か
り
と
見
な
く
で
は
な
ら
ぬ
と
思
い
ま
す
。

「
聞
く
耳
あ
る
も
の
は
聞
く
が
よ
い
』
と
か
、

「
目
が
あ

っ
て
も
見
え
な
い
の
か
」

（
マ
ル
コ
四

・
九
、
八

。
一
八
）
な
ど
と
イ
エ
ス
さ
ま
は
た
び
た
び
申
さ



れ
ま
し
た
が
、
人
々
が
言
葉
や
行
い
の
よ

っ
て
出
て
来
る
根
源
、
言
葉
や
行
い
が
さ
し
示
す
そ
の
こ
と
に
耳
を

傾
け
、
日
を
向
け
る
こ
と
を
願
わ
れ
た
の
で
す
。

さ
ら
に
、
先
の
中
国
の
こ
と
わ
ざ
に
於
け
る
指
と
は
、
聖
書
に
於
て
は
、

「
じ
る
し
」
と
い
う
こ
と
に
当
て

は
め
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
イ

エ
ス
さ
ま
が
、
さ
ま
ざ
ま
な

「
じ
る
し
」

つ
ま
り
、　
一
般
的
に
自
然
法
則
を
破

る
よ
う
な
奇
蹟
を
行

っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
奇
蹟
そ
の
も
の
に
と
ら
わ
れ
て
い
て
は
、
そ
こ
か
ら
は
何
も

生
れ
て
は
来
ま
せ
ん
。

「
じ
る
し
」
と
は
、
言
う
な
ら
ば

「
月
を
さ
す
指
」
で
あ

っ
て
、

「
じ
る
し
」
が
さ
し

示
す
も
の
、

「
じ
る
し
」
が
よ
っ
て
出
て
来
た
根
源
に
目
や
耳
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の
と
き
、

人
は
そ
こ
に
、
神
の
限
り
な
い
力
と
愛
と
を
見
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
、

「
じ
る
し
は
信
仰

に
於
て
、
そ
の
じ
る
た
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
場
合
に
は
、
正
し
く
信
仰
と
結
び

つ
く
。
信
仰
を
離
れ
独
立
の

意
義
を
獲
得
す
る
と
き
、
そ
れ
は
信
仰

へ
の
妨
げ
と
な
る
。

（
マ
タ
イ

一
二

・
三
八
―
）
」
―
関
根
正
雄
―
と

い
う
の
は
全
く
そ
の
通
り
だ
と
言
え
ま
す
。

加
え
て
、　
ヨ
↑
不
福
音
書

一
四
章

一
一
節
以
下
を
見
る
と
き
、
イ
エ
ス
さ
ま
が
、
私
た
ち
に
ご
自
分

の
言
動

の
ど
こ
に
目
を

つ
け
て
ほ
し
い
と
願

っ
て
お
ら
れ
た
か
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
即
ち
、

「
わ
た
し
が
父

（神
）

に
お
り
、
父

（神
）
が
わ
た
し
に
お
ら
れ
る
こ
と
を
信
じ
な
さ
い
。
も
し
そ
れ
が
信
じ
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
わ

ざ
そ
の
も
の
に
よ

っ
て
信
じ
な
さ
い
」
と
中
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
、、
わ
ざ
そ
の
も
の
が
さ
し
示
す
こ
と
を

を
見
て
下
さ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

“
明
ｔ
●
１
■
〓
ァ
ー
ヽ

，
，

　

　

，

電



わ
た
し
た
ち
は
日
常
、
桂
ゴ
に

「
枷
」
の
世
界
に
生
き
て
い
ま
す
。

「
券
」
の
世
界
と
は
、
自
分
は
自
分
に

よ

っ
て
自
分
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
自
我
を
絶
対
と
す
る
世
界
で
あ

っ
て
、
自
分
以
上
の
も
の
を
認
め
ず
、
た

と
え
認
め

た
と
し
て
も
、
自
分
の
た
め
に
認
め
る
と
い
う
自
分
中
心
性
か
ら

一
歩
も
出
な
い
の
が

「
我
」
で
あ

り
ま
す
。

し
か
し
、
イ

エ
ス
さ
ま
は
、
そ
の
よ
う
な

「
我
」
に
立

っ
て
言
動
は
な
さ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
つ
も
、
自

分
と
い
う
存
在
の
根
抵
に
絶
対
的
主
体
で
あ
る
と
同
時
に
絶
対
的
他
者
で
あ
る
超
越
者
、　
つ
ま
り
、
恵
む
も
の

と
し
て
の
神
さ
ま
の
働
き
、
神
さ
ま
の
ご
支
配
を
確
実
に
知
り
、
か
つ
見
て
お
い
で
に
な
り
、
そ
こ
に
立
ち
、

そ
こ
か
ら
言
動
さ
れ
、

そ
の
言
動
に
よ

っ
て

「
我
」
を
越
え
て
あ
る
と
こ
ろ
の
永
遠
的
な
恵
む
命
、　
つ
ま
り
、

真
実
を
お
示
し
に
な
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
小
さ
な
文
章
が
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
私
た
ち
の

「
我
」
を
超
え
た
そ
の
底
に
厳
と
し
て
働
く
神
さ
ま

の
恵
な
命
に
、
わ
た
し
た
ち
の
眼
が
少
し
で
も
聞
け
ら
れ
加
え
て
、
そ
の
恵
む
命
に
あ
ず
か
る

一
助
と
な
れ
ば

ま
こ
と
に
幸

い
で
あ
り
ま
す
。

尚
、
上
の
文
章
を
書
く
に
あ
た

っ
て
、
そ
の
お
り
お
り
に
読
書
し
た
本
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
多
く
を
教
え
ら

れ
、
ま
た
、
と
き
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
本
の
中
で
書
か
れ
た
文
章
を
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
用
い
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
今
は
、　
ハ
ッ
キ
リ
と
記
憶
に
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
の
本

の
著
書
に
心
よ

り
感
謝
し
ま
す
。
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一

世
間
に
は
、
も
の
を
見
る
に
、
い
ろ
い
ろ
な
見
方

・
考
え
方
が
あ
る
。

し
か
し
、
今
の
世
の
人
々
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

「
科
学
的
」
な
見
方

・
考
え
方
を
す
る
こ
と
が
、
も

っ
と

も
正
し
い
と
信
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「科
学
的
」
に
見
る

ｏ
考
え
る
と
は
、
も
の
を
対
象
化
し
て
私
が
見
る
と
い
う
こ
と
で
、
別
な
言
い
方
を
す

る
と
、
私
と
い
う
主
観
の
立
場
か
ら
そ
れ
と
い
う
対
象
化
さ
れ
た
客
観
を
い
ろ
い
ろ
分
析
し
、
客
観
に
あ
る

「法
則
」
を
見
い
出
し
、
そ
の
も
の
を
説
明
す
る
と
い
う
見
方
、
考
え
方
で
あ
る
。

そ
し
て
、
見
出
し
た

「法
則
」
に
従

っ
て
も
の
ご
と
を
構
成
す
る
こ
と
を

「
技
術
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
近
代
化
」
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
る
が
、

「
近
代
化
」
と
は

「
科
学
的
」
な
も
の
の
見
方

・
考
え
方

に
よ

っ
て
生
れ
た
と
こ
ろ
の

「
技
術
文
明
」
が
、
わ
た
し
た
ち
の
生
活
の
只
中
に
入
り
支
配
す
る
こ
と
を
言
う

の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
人
間
が
自
己
の
主
観
で
、
自
己
以
外
の
客
観
を
対
象
化
し
て
そ
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
と
り
だ
し

自
由
に
そ
の
技
術
で
科
学
的
に
あ
や
つ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
自
信
、
自
負
と
い
う
こ
と
が
ほ
か
な
ら
ぬ

「
近
代
的
自
我
の
自
覚
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
人
間
は
自
か
ら
の
理
性
の
灯
火
を
高
く
か
か
げ
て
自
然
科
学

の
分
野
は
言
う
に
お
よ
ば
ず
、
人
文

科
学

・
社
会
科
学
の
分
野
で
も
多
く
の
成
果
を
生
み
だ
し
て
来
た
こ
と
は
人
々
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
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て
、
こ
れ
ら
の
生
み
の
親
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
近
代

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ

っ
て
、
そ
の
点
で
は
ョ
ー
ロ
ッ
パ

文
明
に
対
し
て
は
感
謝
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
今
日

「
近
代
化
」
と
い
う
こ
と
に
多
く
の
疑
間
が
な
げ
か
け
ら
れ
、
不
信
の
声
が
世
界
の
あ
ち

こ
ち
で

一
般
化
す
る
よ
う
に
な

っ
て
来
た
。

「
近
代
化
は
人
間
を
本
当
に
幸
福
に
し
て
く
れ
る
の
か
」

「
近
代
化
は
人
間
を

一
見
幸
福
に
し
て
く
れ
そ
う
に
見
え
た
が
、
そ
の
実
不
幸
に
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

「
近
代
化
と
い
う
こ
と
の
中
に
、
何
か
根
本
的
に
大
切
な

一
事
が
忘
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」

こ
う
し
た
疑
間
は
、
そ
の
実
近
代

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
人
間
に
教
え
与
え
た
と
こ
ろ
の

「
近
代
的
自
我
の
自
覚
」

そ
の
も
の
へ
の
疑
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

人
間
が

「
進
歩
」
と
い
う
概
念
を
も

っ
た
の
は

「
近
代
的
自
我
の
自
覚
」
と
同
時
で
あ

っ
た
。
と
い
う
こ
と

は
、
近
代
化

へ
の
疑
間
は

「
進
歩
」

へ
の
緊
問
だ
と
言
え
る
。

人
々
が

「
近
代
的
自
我
」
に
自
信
を
も
ち
自
負
し
て
進
歩
に
ひ
た

っ
て
い
た
と
き
、
す
で
に
近
代
的
自
我
の

思
想
の
中
に

「
病
」
を
見
て
い
た
人
が
い
た
。
そ
れ
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
あ
り
、　
ニ
ー

チ
ェ
な
ど
で
あ
る
ｃ

マ
ル
ク
ス
も
そ
の

一
人
で
あ

っ
た
。

近
代
的
自
我
の
自
覚
と
は
自
立
の
思
想
で
あ
る
。
人
間
が
人
間
自
身
の
能
力
を
他
の
い
ず
れ
に
勝

っ
て
正
し

か
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い
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
思
想
で
あ
る
。

人
間
自
身
を
主
観
の
立
場
に
す
え
て
、
す
べ
て
を
客
観
的
対
象
と
し
て
分
析
的
に
見
た
り
、
考
え
た
り
す
る

方
法
は
、
は
た
し
て
正
し
く
確
か
な
の
だ
ろ
う
か
。

二

人
間
自
身
を
主
観
の
立
場
に
す
え
て
、
す
べ
て
を
客
観
的
対
象
と
し
て
分
析
的
に
見
た
り
考
え
た
り
す
る
方

法
に
於
て
、
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
大
切
な

一
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
対
象
化
さ
れ
な
い
主
体
自
身
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
我
と
い
う
主
観
で
す
べ
て
を
見
、
考
え
て
行
く
と
き
、
我
自
身
を
見
お
と
し
て
し
ま
う
。

も
う
少
し
く
わ
し
く
言
う
と
、
近
代
的
自
我
の
自
覚
に
於
て
忘
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
自
我
を
中
心
に
す

え
て
し
ま
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
我
自
身
を
自
我
の
相
に
於
て
問
題
に
し
よ
う
と
し
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

自
我
自
身
を
自
我
の
相
に
於
て
問
題
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
中
世
的
な
自
我
の
認
識
に
於
て
も
同
じ
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
神
に
よ
る
他
律
の
下
に
あ
る
こ
と
が
自
我
の
在
り
方
の
最
も
正
し
い
在
り
方
だ
と
考
え
信
じ

て
疑
わ
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
を
証
明
す
る
。

こ
の
こ
と
は
、
先
述
の
ご
と
く
近
代
的
な
自
我
の
自
律
に
於
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

要
す
る
に
、
中
世
的
他
律
で
あ
れ
、
近
代
的
な
自
律
で
あ
れ
、
自
我
自
身
を
自
我
の
相
に
於
て
問
題
に
す
る
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こ
と
を
忘
れ
て
し
ま

っ
た
結
果
、
人
間
存
在
の
根
抵
、
又
は
存
在

一
般
の
根
抵
を
正
し
く
自
覚
す
る
に
至
ら
な

か

っ
た
と
言
え
る
。

で
は
、
自
我
自
身
を
自
我
の
相
に
於
て
問
題
に
す
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
こ
そ
、
イ
エ
ス
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
問
う
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
イ
エ
ス
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
目
を
向
け
る
前
に
、
今

一
つ
ハ
ッ
キ
リ
と
さ
せ
て
お
か
ね
ば

な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
自
己
が
自
己
を
対
象
化
し
て
分
析
的
又
は
反
省
的
に
見
た
り
、
考
え
た
り
す
る
態
度
を
も
近
代
的

自
我

の

「自
覚
」
に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
己
が
自
分
自
身
を
深
く
内
省
し
反
省
に
至
る
と
い
う
態
度
は
、　
一
見
謙
虚
な
態
度
の
如
く
に
見
え
る
が
、

そ
の
実
そ
の
態
度
は
、
は
な
は
だ
し
い

「
我
」
の
態
度

・
自
律
の
態
度
の
何
も
の
で
も
な
い
。

自
己
が
自
己
自
身
を
対
象
化
し
て
考
え
、
見
る
限
り
、
や
は
り
自
己
を
主
観
の
立
場
に
す
え
て
、
自
己
自
身

を
客
観
的
対
象
と
化
し
て
い
る
。
や
は
り
、
こ
の
態
度
も
近
代
的
自
律
、
又
は
自
立
の
態
度
の
何
も
の
で
も
な

い
。さ

ら
に
、
今

一
つ
ハ
ッ
キ
リ
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
自
己
を
主
観
の
立
場
に
立
て
ず
、
神

を
主
と
し
て
立
て
、
神
の
前
で
の
自
己
を
神
に
あ

っ
て
内
省
し
反
省
す
る
立
場
は
、
自
己
を
主
と
せ
ず
、　
一
見

信
仰
深
い
宗
教
的
な
謙
虚
に
見
え
る
が
、
そ
の
実
、
そ
の
態
度
は
中
世
的
な
他
律
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
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中
世
的
他
律
は
、
神
を
対
象
化
し
、
そ
の
対
象
化
し
た
神
の
下
に
あ
る
こ
と
を
最
も
正
し
い
自
己
の
在
り
方

と
し
て
自
己
を
と
ら
え
る
。

し
か
し
、
対
象
化
さ
れ
た
神
は
、
も
は
や
神
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
対
象
化
と
は
自
己
に
と

っ
て
客
観
的

存
在
で
あ
り
、
神
は
自
己
に
と

っ
て
客
観
的
存
在
、　
つ
ま
り
主
観

・
客
観
の
関
係
の
中
で
は
と
ら
え
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

三

「
主
観
主
義
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
が
自
己
の
主
観
に
於
て
す
べ
て
を
対
象
的
に

「
客
観
化

し
て
し
ま
う
こ
と
を
言
う
。
こ
の
場
合
の
客
観
化
と
は
、
自
己
の
考
え
、
思
い
の
枠
組
の
中

へ
す
べ
て
の
対
象

を
は
め
込
ん
で
客
観
と
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

主
観
主
義
の
恐
ろ
し
さ
は
、
す
べ
て
を
自
我
に
と

っ
て
都
合
の
よ
い
よ
う
に
、
即
ち
自
我
に
と

っ
て
の
効
用

の
た
め
に
、
そ
れ
ら
を
仕
立
て
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
正
に
科
学
で
あ
り
、
技
術
と
い
わ
れ

る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
主
観
主
義
に
立

つ
自
我
こ
そ
近
代
的
な
自
我
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
主
観
主
義
的
な
自
我
は
近
代
に
於
て
現
わ
れ
て
来
た
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
、
す

で
に
人
間
そ
の
も
の
の
中
に
存
在
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
非
本
来
的
人
間
性
で
な
か

っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
の
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で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
主
観
主
義
的
自
我
こ
そ
、
そ
の
実
そ
れ
は

エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
は
か
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。

す
べ
て
を
自
己
の
効
用
の
た
め
に
客
観
化
す
る
。
す
べ
て
を
自
己
の
効
用
の
た
め
に
仕
立
て
あ
げ
る
科
学
技

術
は
、
世
界
を
狭
め
た
の
み
で
な
く
、
均

一
化

し
、
さ
ら
に
自
然
を
破
壊
し
、
今
や
す
べ
て
の
存
在
そ
の
も
の

に
危
機
を
招
来
せ
し
め
て
し
ま

っ
た
。

資
本
主
義

の
精
神
が
本
来
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
現
実
の
資
本
主
義
体
制
は
主
観

主
義
に
も
と
ず
く
科
学
技
術
を
用
い
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
て
推
進
さ
れ
て
来
た
こ
と
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。

そ
の
結
果
政
治
的
に
は
植
民
地
獲
得
の
た
め
の
争
い
が
世
界
戦
争
と
な

っ
て
生
じ
、
現
在
も
姿
を
変
え
て
は
い

て
も
存
在
し

つ
づ
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
科
学
技
術
と
そ
の
思
想
に
支
え
ら
れ
て
高
度
に
発
達
し
た
資
本
主
義
の
成
立
は
、
世
界
や
人
間

の
均

一
化
、　
つ
ま
り

一
体
化
と
平
均
化
を
も
た
ら
し
、
す
べ
て
の
人
間
が
同
じ
も
の
を
食
べ
、
同
じ
も
の
を
身

に
ま
と
い
、
同
じ
考
え
を
も
ち
、
同
じ
よ
う
な
与
え
ら
れ
た
欲
望
の
処
理
の
し
か
た
を
す
る
大
衆
と
な

っ
て
し

ま
っ
た
。

大
衆
化
と
は
集
団
の
機
構
化
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
個
人
は
機
構
全
体
が
ど
の
よ
う
な
方
向
に
向

っ
て
い
る
か
は
間
わ
ず
、
た
だ
与
え
ら
れ
た
目
前
の
仕
事
を
自
か
ら
部
品
と
し
て
よ
く
動
い
て
い
れ
ば
よ
い
こ

と
に
な
る
。
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機
構
の
中
の

一
部
品
と
―
ノ
て
平
均
化
さ
れ
物
量
化
さ
れ
て
、
全
く
人
間
疎
外
さ
れ
て
し
ま

っ
た
人
間
が
自
分

自
身
の
存
在
に
不
安
を
覚
え
危
機
を
感
ず
る
の
は
当
然
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
考
え
て
み
る
と
こ
う
し
た
不
安
と
危
機
を
人
間
に
も
た
ら
し
た
の
は
、
ほ
か
で
も
な
く
人
間
自
身

な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
反
省
し
て
ゆ
く
と
き
す
で
に
述

べ
て
来
た
ご
と
く

「
主
観
主
義
」
的
な
考
え

方
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
ず
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
問
題
は
、
い
か
に
し
て
こ
の
主
観
主
義
的
な
考
え
方
を
克
服
し
得
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
主
観
主
義
が
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
結
果
だ
と
す
れ
ば
、
本
当
の
問
題
は

エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
克
服
こ
そ

一
大
事
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
イ
エ
ス
さ
ま
の
考
え
方
見
方
を
深
く
問
う
根
本
的
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。

四

近
代
的
自
我
の
自
覚
に
於
て
忘
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
自
我
を
中
心
に
す
え
て
し
ま
う
こ
と
に
よ

っ
て
、

自．
我．
自．
身．
を。
自．
我．
の．
相．
―こ．
於。
て．
問．
題．
―こ．
し。
よ。
う。
と。
し。
な。
力ゝ。

，
た。
こ
と
で
あ
る
。
と
先
に
言

っ
た
が
、
そ
れ
は
直

接
の
自
我
定
立
が
問
題
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
我
自
身
を
自
我
以
外
の

一
切
か
ら
切
り
離
し

て
自
我
自
身
で
あ
り
う
る
と
い
う
在
り
方
で
あ
る
。
こ
の
主
観
主
義
的
態
度
こ
そ

エ
ゴ
イ
ズ
ム
そ
の
も
の
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら

「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
は
自
我
自
身
を
神
と
の
関
係
か
ら
、
ま
た
他
人
格
と
の
関
係
か
ら
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切
り
離
し
、
自
我
に
好
ま
し
い
自
己
の
姿
を
自
分
で
設
定
し
て
、
こ
の
よ
う
な
自
己
を
実
現
す
る
と
と
も
に
他

者
に
も
押
し

つ
け
る
働
き
の
全
体
の
こ
と
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。

自
我
に
好
ま
し
い
自
己
の
姿
を
自
分
で
設
定
し
て
、
そ
の
よ
う
な
自
己
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
自
己
同

一
性

の
ふ
る
ま
い
は
理
想
主
義
と
な

っ
て
現
れ
て
く
る
。

つ
ま
り
、
自
分
が
望
ま
し
い
と
考
え
、
思
い
、
願
う
自
己

を
自
分
の
対
象
と
し
て
立
て
、
そ
れ
に
向

っ
て
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
努
力
す
る
。
と
き
と
し
て
、
そ
の

望
ま
し
い
も
の
が
神
と
し
て
虚
構
さ
れ
宗
教
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
結
局
自
我
が
自
我
に
恋
を
し
、
自
我
が
自
我

を
対
象
化
し
て
礼
拝
を
し
て
い
る

一
種
の
自
我
愛
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
他
者
に
も
強
要
さ
れ
る
と

き
水
平
化

・
均

一
化
が
生
じ
る
。

勿
論
、
こ
う
し
た
自
我
実
現
の
過
程
で
多
く
の
文
化
的
価
値
が
生
み
出
さ
れ
て
来
る
し
事
実
生
み
出
さ
れ
て

来
た
。
し
か
し
、
人
間
が
人
間
と
し
て
在
る
べ
き
在
り
よ
う
か
ら
、
そ
れ
を
見
る
と
き
人
間
の
在
る
べ
き
在
り

よ
う
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
在
り
よ
う
の
構
造
に

一
歩
早
く
気
ず
い
た

一
人
が

先
に
名
を
上
げ
た

ニ
ー
チ

ェ
で
あ

っ
た
こ
と
は
知
る
人
は
知

っ
て
い
る
。

結
局
、
そ
こ
で
全
く
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
自
我
自
身
を
直
接
定
立
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
我
の

相
で
自
我
を
問
う
こ
と
を
し
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
自
我
否
定
な
き
自

己
定
立
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
反
省
し
て
来
て
明
確
に
な

っ
た

一
つ
の
こ
と
は
、
近
代
的
自
我

・
主
観
主
義

・
エ
ゴ
イ
ズ
ム
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と
言
わ
れ
る
そ
れ
ら
が
、
そ
れ
自
身
も

つ
問
題
は
自
己
否
定
を
過
ず
し
て
直
接
に
自
己
定
立
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を

一
口
に
言
う
と

「自
己
は
自
我
の
み
に
よ

っ
て
自
己
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
在
り
方
は
完
全
な
る

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
自
我
は
自
我
自
身
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
第

一
次
、
第
二
次
の
世
界
大
戦
を
体
験
し
、
さ
ら
に
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
以
後
最
近
の
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
を
め
ぐ

っ
て
起

っ
て
い
る
数
々
の
出
来
事
に
於
て
、
い
よ
い
よ
従
来

人
々
が
よ
り
か
か
り
、
信
じ
て
来
た
価
値
体
系
の
指
導
原
理
と
し
て
の
人
間
理
性
に
対
す
る
不
信

・
不
安

・
崩

壊
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
り
終
末
論
が
台
頭
し
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
現
象
が

一
層
明
確
化
し

つ
つ
あ
る
。　
一
方
そ
れ

を
受
け
て
先
述
の
如
き
、
そ
の
実
自
我
自
身
に
よ
る
虚
構
に
し
か
す
ぎ
な
い
神
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
れ

へ
の
自

己
同

一
化
に
よ

っ
て

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
の
救
済
を
求
め
る
あ
わ
れ
な
る
人
々
と
憑
か
な
る
宗
教
と
が
満
ち
満
ち

て
い
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
は
人
間
の
救
い
は
な
い
。

五

イ
エ
ス
さ
ま
は
、
い
か
な
る
意
味
に
於
て
も
主
観
主
義
に
は
た
た
れ
な
い
。
否
、
む
し
ろ
、
主
観
主
義
こ
そ

人
間
を
非
人
間
化
し
、
人
間
を
そ
の
根
底
か
ら
崩
壊
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
、
そ
の
よ
う

な
自
我
を
捨
て
、
そ
の
よ
う
な
自
我
に
死
ぬ
こ
と
を
提
示
さ
れ
る
。
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「自
分
を
捨
て
…
…
…
わ
た
し
に
従

っ
て
来
な
さ
い
」

（
マ
ル
コ
８

●
３４
他
）

「
一
粒
の
麦
が
地
に
お
ち
て
死
な
な
け
れ
ば
…
…
…
」

（
ヨ
ハ
ネ
ー２

・
２４
）

イ
エ
ス
さ
ま
は
、
死
ぬ
こ
と
が
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
捨
て
る
こ
と
が
得
る
こ
と
だ
と
申
さ
れ
る
。

「
こ
こ
ろ
の
貧
し
い
人
は
さ
い
わ
い
で
あ
る
」

（
マ
タ
イ
５

●
３
）
と
も
申
さ
れ
る
。

し
か
し
、
人
は
主
観
主
義
的
自
己
に
死
ね
ば

一
切
は
無
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。
自
己
自
身
が
生
き
る
道
は

自
我
を
強
め
、
拡
大
さ
せ
、
延
伸
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
自
己
は
保
持
出
来
る
と
信
じ
て
疑
う
こ
と
を
知

らヽ
な
い
。

そ
の
意
味
で
主
観
主
義
的
自
己
に
生
き
る
こ
と
は
、
常
に

″
思
い
わ
ず
ら
い
ヽ

の
生
で
あ
る
と
い
え
る
。
な

ぜ
な
ら
、
い
つ
も
関
心
は
自
我
自
身
に
つ
い
て
で
あ
り
、　
い
か
に
し
て
自
我
を
強
め
、
拡
大
さ
せ
、
延
伸
さ
せ

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
我
の
生
を
充
実
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
自
我

以
外
の

一
切
を
客
観
化
し
道
具
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
主
観
主
義
的
自
己
の
生
き
方
は
、　
つ
ま

る
と
こ
ろ

″
エ
ゴ
イ
ズ
ム
ヽ
の
生
き
方
な
の
で
あ
る
。

イ
エ
ス
さ
ま
は
、
パ
リ
サ
イ
人
た
ち
の
律
法
主
義
的
宗
教
を
強
く
批
判
さ
れ
た
。
そ
れ
は
彼
ら
が
神
に
従
う

と
は
律
法
を
守
る
こ
と
で
あ
り
、
律
法
を
守
る
こ
と
は
神
の
前
に
自
我
を
正
し
く
生
か
す
こ
と
だ
。
と
信
じ
た

か
ら
で
あ
り
、
正
に
こ
れ
こ
そ
律
法
を
道
具
化
し
、
客
観
化
し
て
自
我
を
強
め
、
自
我
を
拡
大
さ
せ
、
延
伸
さ

せ
よ
う
と
す
る
自
我
に
つ
い
て
の
思
い
わ
ず
ら
い
で
あ
り
、　
■
コ
イ
ズ
ム
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
得
な
い
の
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で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ど
れ
ほ
ど
敬
虔
の
仮
面
を

つ
け
て
神
の
名
を
呼
ば
う
と
、
そ
れ
は
偽
善
以
外
の
何
も
の
で

も
な
い
の
で
あ
る
。

「
偽
善
な
る
律
法
学
者
、
パ
リ
サ
イ
人
た
ち
よ
。
あ
な
た
が
た
は
、
わ
ざ
わ
い
で
あ
る
。
あ
な
た
が
た
は
自

く
塗

っ
た
墓
に
似
て
い
る
。
外
側
は
美
し
く
見
え
る
が
、
内
側
は
死
人
の
骨
や
、
あ
ら
ゆ
る
不
潔
な
も
の
で

一

ぱ
い
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
あ
な
た
が
た
も
、
外
側
は
人
に
正
し
く
見
え
る
が
、
内
側
は
偽
善
と
不
法
と
で
い

っ
ぱ
い
で
あ
る
」

（
マ
タ
イ
６

●
２７

・
２８
）

「
ま
た
祈
る
と
き
、
偽
善
者
た
ち
の
よ
う
に
す
る
な
。
彼
ら
は
人
に
見
せ
よ
う
と
し
て
、
会
堂
や
大
通
り
の

つ
じ

つ
じ
に
立

っ
て
祈
る
こ
と
を
好
む
」

（
マ
タ
イ
６

●
５
）

右
の
よ
う
な
イ
エ
ス
さ
ま
の
言
葉
を
あ
げ
れ
ば
他
に
い
く
ら
も
あ
る
ｃ
要
す
る
に
彼
ら
が
、
い
か
な
る
敬
虔

の
仮
面
を
身
に
つ
け
神
を
口
に
し
、
祈
り
を
口
に
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
自
我
を
強
め
、
自
我
を
拡
大
さ
せ
、

延
伸
さ
せ
る
こ
と
に
す
べ
て
の
関
心
が
そ
そ
が
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
思
い
わ
ず
ら
い
以
外
の
何
も
の
で
な
い

の
で
あ
る
。

し
か
し
、

つ
い
ぞ
彼
ら
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
盲
目
で
あ
り
、
自
か
ら
は
神
の
正
義
に
生
き
て
い
る
と
信
じ

て
疑
わ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
主
観
主
義
の
実
態
な
の
で
あ
る
。
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ユハ

自
我
が
自
己
の
底
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
自
我
の
崩
壊
は
自
己
の
崩
壊
だ
と
信
じ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、

自
我
に
自
己
自
身
が
止
ま
り
、
自
我
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
、
さ
ら
に
自
我
を
拡
大
さ
せ
延
伸
さ
せ
強
め
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
よ
り
確
実
に
自
己
自
身
を
確
立
せ
し
め
ら
れ
る
と
思
い
込
ん
で
来
た
の
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
近

代
的
自
我
で
あ

つ
た
。

し
か
し
、
イ
エ
ス
さ
ま
は
、
自
我
が
自
己
の
底
で
は
な
い
の
だ
、
と
申
さ
れ
る
。

で
は
、
イ
エ
ス
さ
ま
は
、
何
を
自
己
の
底
だ
と
人
に
示
さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
神
の
支
配
だ
と
示

さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
具
体
的
に
山
上
の
教
え
で
語

っ
て
い
ら
れ
る
。

「
だ
か
ら
、
わ
た
し
は
言
う
。
何
を
食
べ
よ
う
か
と
命
の
こ
と
を
心
配
し
た
り
、
ま
た
何
を
着
よ
う
か
と
体

の
こ
と
を
心
配
す
る
な
。
…
…
…
空
の
鳥
を
見
て
ご
ら
ん
。
ま
か
ず
、
刈
ら
ず
、
倉
に
し
ま
い
こ
む
こ
と
も
し

な
い
の
に
、
天
の
父
上
は
そ
れ
を
養

っ
て
く
だ
さ
る
の
で
あ
る
。
…
…
…
あ
な
た
た
ち
の
う
ち
の
だ
れ
か
が
、

心
配
し
て
寿
命
を

一
寸
で
も
延
ば
す
こ
と
が
出
来
る
の
か
。
…
…
…
野
の
花
の
育

つ
の
を
、
よ
く
見
て
ご
ら
ん
。

…
…
…
し
か
し
わ
た
し
は
言
う
…
…
…
き
ょ
う
は
花
咲
き
、
あ
す
は
炉
に
投
げ
込
ま
れ
る
野
の
草
で
さ
え
、
神

は
こ
ん
な
に
装

っ
て
く
だ
さ
る
か
ら
に
は
、
ま
し
て
あ
な
た
達
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
信
仰
の
小

さ
い
人
た
ち
よ
／
…
…
心
配
す
る
な
…
…
…
あ
な
た
達
の
天
の
父
上
は
、
そ
れ
が
皆
あ
な
た
達
に
必
要
な
こ
と

を
よ
く
ご
承
知
で
あ
る
。
あ
な
た
達
は
何
よ
り
も
、
御
国

（神
の
支
配
）
と
神
に
義
と
さ
れ
る
こ
と

（神
の
支
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配
が
現
に
あ
り
、
脚
下
に
あ
る
こ
と
の
確
認
）
を
求
め
よ
。

だ
か
ら
、
あ
し
た
の
こ
と
を
心
配
す
る
な
。

あ
し
た
は
あ
し
た
が
自
分
で

（神
の
支
配
そ
れ
自
身
が
）
心
配
す
る
。　
一
日
の
苦
労
は
そ
の
日
の
分
で
沢
山
で

あ
る
。」
―

マ
タ
イ
福
音
書
６
章
２５
１
３４

１
１
塚
本
虎
二
訳

（岩
波
文
庫
）
但
し

（　
）
は
松
下
記

―

こ
の
よ
う
に
イ
エ
ス
さ
ま
は
、
自
己
の
底
が
神
の
支
配
だ
と
示
さ
れ
る
が
、
そ
の
底
で
あ
る
神
の
支
配
は
、

自
己
の
み
な
ら
ず
、
存
在
者

一
般
の
底
で
あ
る
と
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は

「自
己
は
自
我
の
み
に
よ
っ
て
自
己
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
が
根
底
か
ら
破
ら
れ
否
定
さ
れ
て
い

る
、
と
同
時
に

「鳥
は
鳥
自
身
に
よ

っ
て
鳥
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
も

「
花
は
花
自
身
に
よ

っ
て
花
で
あ
る
」

と
い
う
認
識
も
破
ら
れ
否
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
よ
く
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
た
だ
の
否
定
で
は
な
く
、

「
人
を
人

へ
と
現
成
せ
し
め

る
の
は
神
の
支
配
で
あ
る
」
、

「
鳥
を
鳥

へ
と
現
成
せ
し
め
る
の
は
神
の
支
配
で
あ
る
」
、

「
花
を
花

へ
と
現

成
せ
じ
め
る
の
は
神
の
支
配
で
あ
る
」
と
い
う
事
実
が
示
さ
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。

と
考
え
る
と
、
神
の
支
配
か
ら
近
代
的
自
我
を
見
る
と
き
、
自
己
の
底
に
自
我
を
見
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、

有
り
も
し
な
い
も
の
を
有
り
と
す
る
よ
う
な
も
の
だ
と
言
え
る
。
実
は
自
我
な
ど
無
い
の
で
あ
る
。
自
己
を
自

己
た
ら
し
め
る
自
我
な
ど
無
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
有
り
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
さ
ら
に
有
り
も
し

な
い
も
の
を
拡
大
、
延
伸
さ
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
愚
か
が
あ
り
、
聖
書
の
い
う
罪
が
あ
る
の
で
あ

る
。
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七

イ
エ
ス
さ
ま
は
申
さ
れ
ま
す
。

「
あ
な
た
は
髪
の
毛

一
本
を
、
白
く
も
黒
く
も
出
来
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。

あ
な
た
た
ち
は
た
だ
は

っ
き
り

″
は
い
ヽ
と
か

″
い
い
え
ヽ
と
だ
け
言
え
。
こ
れ
以
上
は
悪
魔
が
言
わ
せ
る
の

で
あ
る
。」

（
マ
タ
イ
５

●
３６

・
３７
）
と
ｏ

あ
る
も
の
を
あ
り
と
言
い
、
な
い
も
の
を
な
い
と
い
う
こ
と
は
正
し
い
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
わ
た
し
た

ち
が
人
間
と
し
て
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
あ
る
も
の
を
あ
り
と
素
直
に
認
め
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
従
う
と

こ
ろ
の

″
は
い
ヽ
と
い
う
態
度

・
生
活

。
生
き
方
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
な
い
も
の
を
な
い
と
素
直
に
認
め
、
受

け
い
れ
る
と
こ
ろ
の

″
い
い
え
ヽ
と
い
う
態
度

。
生
活

・
生
き
方
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
自
我
と
は
、
正
に
自
ら
の
我
を
た
て
て
、
あ
る
も
の
を
あ
る
と
せ
ず
、

・加
え
て
な
い
も
の
を
あ

る
と
し
、
そ
れ
を
絶
対
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
も
他
人
も
そ
れ
に
よ

っ
て
し
ば

っ
て
し
ま
お
う
と
す
る
。

つ
ま
り
、
自
我
が
自
己
の
底
、
即
ち
自
我
が
自
己
の
究
極

の
主
体
だ
と
考
え
信
じ
て
疑
は
な
い
。

す
べ
て
が
自
我
か
ら
は
じ
ま
る
と
い
う
認
識
そ
の
も
の
に
対
し
て
、
イ

エ
ス
さ
ま
は
悪
魔
的
な
誤
り
を
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

「
た
だ
今

″
見
え
る

ヽ
と
い
う
か
ら
、
あ
な
た
た
ち
の
罪
は
い
つ
ま
で
も
な
く

な
ら
な
い
己

（
ヨ
ハ
ネ
９

●
４‐
）
と
自
我
に
立

つ
人
々
に
中
さ
れ
る
。

自
我
を
自
己
の
究
極
の
主
体
だ
と
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
自
我
自
身
を
自
我
の
相
に
於
て
問
題
と
し
て
間
う

こ
と
は
な
い
。
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し
か
し
、
自
己
の
底
が
神
の
支
配
だ
と
い
う
こ
と
に
開
眼
せ
し
め
ら
れ
る
と
き
、
自
我
そ
の
も
の
が
、
そ
の

実
自
我
そ
の
も
の
に
よ

っ
て
つ
く
ら
れ
た
主
観
で
あ
り
、
幻
想
に
し
か
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
ず
く

の
で
あ
る
。

イ
エ
ス
さ
ま
が
語
り
示
さ
れ
る
神
の
支
配
と
は
、
い
の
ち
の
い
と
な
み
そ
の
も
の
の
世
界
で
あ
り
現
実
な
の

で
あ
る
。
だ
か
ら

″
空
の
鳥
を
見
よ

ヽ
″

野
の
花
を
見
よ

ヽ
と
申
さ
れ
る
。

い
の
ち
の
い
と
な
み
の
世
界
は
、　
″

は
い
ヽ
ヶ

い
い
え

ヽ
の
世
界
で
あ
り
、
正
に
自
己
と
は
、
こ
の
い
の
ち

の
い
と
な
み
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
自
我
は
そ
こ
に
根
ざ
し
て
成
り
立

っ
て
来
る
と
き
、
本
来
的
自
我
と
な
る
。

（し
か
し
、

こ
の
場
合
の
自
我
と
は
、
自
我
で
あ

っ
て
自
我
で
な
い
自
我
だ
と
言
え
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
後

述
す
る
。
）

人
間
は
自
我
に
固
執
す
る
。
す
べ
て
を
自
我
に
よ
っ
て
か
か
え
込
み
、
自
我
か
ら
何
で
も
産
み
出
す

ｏ
す
べ

て
の
科
学

・
技
術

・
宗
教

。
芸
術

・
政
治
も
経
済
も
哲
学
も
…
…
…

一
切
を
産
む
。
宗
教
を
律
法
化
し
、
よ
り

強
固
な
宗
教
を

つ
く
り
あ
げ
た
の
が
パ
リ
サ
イ
人
達
で
あ

っ
た
。

神
を
自
我
に
よ
り
か
か
え
込
み
、
宗
教
と
し
て
律
法
化
し
、
そ
れ
に
生
き
る
こ
と
を
命
に
生
き
る
と
し
た
人

々
に
向

っ
て
イ

エ
ス
さ
ま
は
次
の
よ
う
に
申
さ
れ
た
。

「
命
を
保
と
う
と
す
る
者
は
、
命
を
失
い
、
命
を
失
う
も
の
は
生
き
な
が
ら
え
る
。」
（
ル
カ
ー７

・
３２
）
と
ｏ

自
我
が
自
己
の
底
で
は
な
い
の
だ
。
自
己
の
底
は
神
の
支
配
に
あ
り
、
神

の
支
配
の
い
と
な
み
と
し
て
は
じ
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め
か
ら
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
我
は
そ
の
事
実
に
覚
む
る
と
こ
ろ
に
生
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

八

自
我
が
自
己
の
底
で
は
な
い
の
だ
、
と
私
が
言
う
と
き
、
ど
う
し
て
も
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
私

の

一
つ
の
体
験
が
あ
る
。

そ
れ
は
今
か
ら
七
年
ほ
ど
前
、
即
ち

一
九
七
六
年
の
秋
だ

っ
た
と
お
も
う
。
当
時
新
築
に
な

っ
た
教
会
の
二

階
の
奥
の
部
室
で
、
わ
た
し
は
坐
し
て
読
書
し
て
い
た
が
、
少
し

つ
か
れ
た
の
で
庭
の
方
の
窓
に
頭
を
向
け
て

う
わ
む
き
に
よ
こ
に
な

っ
た
。
そ
の
と
き
、
ち
ょ
う
ど
頭
上
な
な
め
に
あ
る
窓
に
目
を
や

っ
た
と
き
、
庭
に
植

っ
て
あ
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
シ
ー
ザ
ー
の
本
の
こ
ず
え
が
、
そ
の
背
影
に
広
が
る
大
空
と
共
に
、
自
然
に
見
え
た
。
た

し
か
青
く
す
ん
だ
大
空
に
は
秋
特
有
の
小
さ
な
雲
が
、
二

・
三
浮
か
ん
で
い
た
と
思
う
。
わ
た
し
は
何
お
も
う

で
も
な
く
眺
め
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
時
突
然
わ
た
し
自
身
に

一
つ
の
出
来
ご
と
が
起

っ
た
。
正
し
く
は
、
起

っ
た
と
い
う
の
は
後
か
ら
自
覚
し
た
こ
と
な
の
だ
が
。
と
に
か
く
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
シ
ー
ザ
ー
と
、
そ
れ
を
眺
め
て

い
る
わ
た
し
自
身
と
が

一
つ
と
な

っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
雲
と
も

一
体
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
否
、
ヒ

マ
ラ
ヤ
シ
ー
ザ
ー
も
、
わ
た
し
も
、
雲
も
な
く

一
つ
に
な

っ
た
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
、
ど
れ

ほ
ど
の
時
間
で
あ

っ
た
か
は
、
全
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
気
が

つ
い
た
と
き
、
わ
た
し
は
お
の
ず
と

一
人
ご
と

の
よ
う
に
つ
ぶ
や
い
て
い
た
。

「
あ
あ
、
今
ま
で
ぼ
く
は
ま
ち
が

っ
て
い
た
。
ま
ち
が

っ
て
い
た
。」
と
。
そ
れ
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は
、
正
に
わ
た
し
に
と

っ
て
は
、
深
い
深
い
、
く
い
あ
ら
た
め
の
言
葉
で
あ

っ
た
。

一
体
、
わ
た
し
は
何
が
ま
ち
が

っ
て
い
た
の
か
。
そ
れ
は
、
今
ま
で
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
シ
ー
ザ
ー
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
シ

ー
ザ
ー
。
雲
は
雲
。
わ
た
し
は
わ
た
し
と
思
い
込
み
、
全
く
疑
う
こ
と
は
な
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
は
ヒ
マ

ラ
ヤ
シ
ー
ザ
ー
も
雲
も
わ
た
し
も

一
つ
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
存
在
の
真
実
だ

っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
。
そ

の
真
実
に
全
く
盲
日
で
あ

っ
た
と
い
う
、
ま
ち
が
い
に
気
ず
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
は
こ
の
体
験
と
い
う
か
、
発
見
と
い
う
か
、
そ
れ
は
わ
た
し
の
内
深
く
に
秘
め
て
、
ほ
と
ん
ど

だ
れ
に
も
語
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

そ
の
後

一
年
ほ
ど
た

っ
て
、
禅
者
の
鈴
木
大
拙
が
杉
と
の

一
体
と
な
る
体
験
を
し
た
話
し
な
ど
知
る
に
及
ん

で
、
あ
れ
が
禅
で
い
う
悟
り
の
体
験
と
い
う
も
の
の

一
つ
で
あ

っ
た
の
か
と
知
る
よ
う
に
な

っ
た
。

と
に
か
く
、
三
階
で
の
体
験
以
後
、
新
約
聖
書
の
イ
エ
ス
さ
ま
の
語
る
と
こ
ろ
が
以
前
よ
り
素
直
に
受
け
い

れ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ま
で
今

一
つ
ハ
ッ
キ
リ
と
し
な
か

っ
た
道
元
や
臨
済
の
言
う
と
こ

ろ
の
根
本
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
ま
た
、
八
木
誠

一
の
見
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
何
の
わ
だ
か
ま
り
も

な
く
共
感
出
来
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
し
て
、
青
年
時
代
に
読
ん
で
全
く
歯
が
た
た
な
か

っ
た
西
田
哲
学
が
提

示
し
て
い
る
世
界
も
ま
が
り
な
り
に
わ
か
る
よ
う
に
な

っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、　
一
体
全
体

わ
た
し
は
何
を
見

た

の
だ
ろ
う
か
、

そ
の
後
じ
ょ
じ
ょ
に
明
確
に
な

っ
て

来
た
こ
と
は
、
先
述
の
ご
と
く
自
我
は
自
己
の
底
で
は
な
く
、
自
我
は
幻
想
で
あ
り
、
自
己
と
は
根
源
的
な
い
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の
ち
の
い
と
な
み
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
イ
エ
ス
さ
ま
が
そ
の
生
涯
に

於
て
提
示
し
た
こ
と
は
、
ほ
か
で
も
な
く
こ
の
存
在
の
根
源
的
な
い
の
ち
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
見
え

て
来
た
の
だ
。

九

イ
エ
ス
さ
ま
の
言
動
は
、
い
つ
も
私
た
ち
の
常
識
の
尺
度
を
超
え
て
い
る
。

例
え
ば
、

「
さ
て
、

イ
エ
ス
の
母
と
兄
弟
た
ち
が
来

て
、
外
に
立

っ
て
い
て
イ
エ
ス
を
呼
ば
せ
た
。
大
勢
の

人
が
イ
エ
ス
の
ま
わ
り
に
座

っ
て
い
た
が
、
彼
に
言
う

「
そ
れ
、
母
上
と
兄
弟
姉
妹
方
が
、
外
で
あ
な
た
を
た

ず
ね
て
お
ら
れ
ま
す
。」
イ
エ
ス
は

「
わ
た
し
の
母
兄
弟
と
は
だ
れ
の
こ
と
だ
」
と
答
え
て
、
自
分
の
ま
わ
り
を

と
り
ま
い
て
坐

っ
て
い
る
人
々
を
見
ま
わ
し
な
が
ら
言
わ
れ
る

「
こ
こ
に
い
る
の
が
、
わ
た
し
の
母
、
わ
た
し

の
兄
弟
だ
。
神
の
御
心
を
行
う
者
、
そ
れ
が
わ
た
し
の
兄
弟
、
姉
妹
、
母
で
あ
る
。」
（
マ
ル
コ
３

・
３‐
‐
３５
）

こ
の
場
合
、
イ
エ
ス
さ
ま
は

「
自
分
の
母
、
自
分
の
兄
弟
」
と
い
う
、
常
識
的
な
肉
の
つ
な
が
り
を
超
え
て

い
る
。

こ
こ
で
イ
エ
ス
さ
ま
は
、
年
老
い
た
女
を
す
べ
て
自
分
の
母
の
よ
う
に
思

っ
て
愛
し
敬
い
な
さ
い
。
又
は
、

若
い
男
女
を
自
分
の
兄
弟
姉
妹
の
よ
う
に
思

っ
て
、
愛
し
か
か
わ
り
な
さ
い
。
と
言

っ
て
い
ら
れ
る
の
で
は
な

い
。
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つ
ま
り
、
自
分
の
母
で
な
い
け
れ
ど
も
母
の
よ
う
に
、
自
分
の
兄
弟
姉
妹
で
は
な
い
け
れ
ど
も
兄
弟
姉
妹
の

よ
う
に
思

っ
て
、
愛
し
交
わ
り
な
さ
い
と
言

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
自
我
が
生
み
出
し
、　
つ
く
り

出
す
理
想
と
し
て
の
自
我
の
倫
理
的
努
力
で
あ
り
、
自
我
の
道
徳
的
努
力
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
、

自
我
は
少
し
も
滅
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
は
自
我
よ
り
発
し
、
自
我
の
理
想
を
自
己
の
在
る

べ
き
姿
と
し
て
語
り
自
我
に
よ
り
自
己
を
確
立
せ
し
め
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
こ
そ
律
法
主
義
的
生
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
こ
れ
は
し
ょ
せ
ん
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
変
形
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
於
て
そ
れ
は
、
常
に
偽
善
を
含
ん
で
い

る
。
イ
エ
ス
さ
ま
が
、
律
法
主
義
に
生
き
る
人
々
を
偽
善
と
呼
ば
れ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

（
マ
タ
イ
２３

・
１
１

‐２
）
も
し
、
偽
善
を
含
ん
で
い
な
い
と
言
う
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
自
我
に
よ
る
努
力
を
為
し
て
み
る
が
よ
い
。

必
ず
最
後
に
は
行
き
ず
ま
る
に
ち
が
い
な
い
。
常
識
の
実
体
は
、
い
つ
も
こ
の
程
度
の
も
の
な
の
だ
。

先
の
イ
エ
ス
さ
ま
の
言
葉
は
、
自
我
か
ら
発
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

で
は
、
イ

エ
ス
さ
ま
の
言
葉
や
行
動
は
ど
こ
か
ら
発
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ほ
か
で
も
な
い
、
自

我
を
超
え
た
、
存
在
の
根
源
的
な
い
の
ち
の
い
と
な
み
そ
の
も
の
か
ら
、

つ
ま
り
神
か
ら
発
し
て
い
る
の
だ
。

母
も
兄
弟
も
未
だ
分
別
さ
れ
て
い
な
い
、
い
の
ち
の
い
と
な
み
そ
の
も
の
か
ら
言
葉
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

自
我
の
い
と
な
み
は
、
自
分
の
母
、
自
分
の
兄
弟
、
従

っ
て
、
他
人
の
母
、
他
人
の
兄
弟
と
い
う
自
我
の
分

別
知
に
よ

っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
自
我
の
分
別
知
に
よ

っ
て
、
自
分
の
母
と
他
人
の
母

と
が
結
び
合
さ
れ
、
自
我
の
分
別
知
に
よ

っ
て
、
自
分
の
兄
弟
と
他
人
の
兄
弟
と
が
結
び
合
さ
れ
る
。
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し
か
し
、
い
の
ち
の
根
源
に
立

つ
と
き
、
母
も
兄
弟
も
な
い
、
自
も
他
も
な
い
。
そ
こ
で
は
、
自
は
他
で
あ

り
、
他
は
自
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
男
も
女
も
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
人
も

ユ
ダ
ヤ
人
も
な
い
。

（ガ
ラ

テ
ヤ
３

●
２８
）

自
我
を
超
え
て
、
自
己
を
成
り
立
た
せ
る
い
の
ち
の
根
源
が
あ
り
、
自
己
を
自
己
た
ら
し
め
る

一
で
あ
る
。

い
の
ち
の
い
と
な
み
が
先
ず
、
す
べ
て
に
先
だ
っ
て
あ
る
。
イ
エ
ス
さ
ま
は
こ
こ
に
立
ち
、
こ
こ
か
ら
記
摯
と

な
り
、
言
葉
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

十

自
我
と
は
、
意
識
さ
れ
た
自
分
で
あ
る
と
共
に
、
意
識
の
主
体
と
し
て
の
我
で
あ
る
。
自
分
は
自
分
で
あ
る

と
保
全
す
る
の
も
、
こ
の
秘
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
人
は
自
我
の
崩
壊
を
最
も
恐
れ
る
。
自
我
の
崩
壊
は
、
自
分

が
自
分
で
あ
る
こ
と
を
失
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
だ
。
ど
う
あ

っ
て
も
、
自
我
は
崩
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
自
我
は

自
己
保
全
の
た
め
に

一
切
の
努
力
を
す
る
。

「
我
」
と
言
わ
れ
る
も
の
の
す
さ
ま
じ
さ
は
、
こ
こ
か
ら
出
て
来

Ｚつ
。し

か
し
、
イ
エ
ス
さ
ま
は
、
自
我
の
崩
壊
は
死
で
は
な
く
、
真
実
の
生
だ
と
申
さ
れ
る
。

「
こ
の
世
で
、
自

分
の
生
命
を
憎
む
者
は
、
そ
れ
を
保

っ
て
永
遠
の
命
に
至
る
」

（
ヨ
ハ
ネ
ー２

・
２５
）
即
ち
、
自
我
を
す
て
る
道

は
、
自
我
を
救
う
道
だ
と
申
さ
れ
る
。

「
こ
こ
ろ
の
貧
し
い
人
は
さ
い
わ
い
で
あ
る
。
天
国
は
彼
ら
の
も
の
で
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あ
る
」
と
は
、
正
に
こ
の
事
実
を
最
も
美
し
く
言
葉
し
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
姦
淫
を
し
て
神

の
律
法
を
犯
し
た
女
が
い
た
。

（
ヨ
ハ
ネ
８

・
３
１
）
人
々
は
、
彼
女
を
神
の
正
義

の
名
に
よ

っ
て
石
打
ち
の
刑
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
イ
エ
ス
さ
ま
の
前
に
連
れ
て
来
た
。

「
さ
あ
、
ど
う
す
る
」

し
か
し
イ
エ
ス
さ
ま
は
沈
黙
す
る
の
み
で
あ
る
。

人
々
は
、

「
さ
あ
、
ど
う
す
る
」

と
執
拗
に
イ
エ
ス
さ
ま
に
迫
る
。

し
ば
ら
く
し
て
、
イ
エ
ス
さ
ま
は
、
や
お
ら
立
ち
上
ら
れ
た
。　
一
し

ゅ
ん
深
い
静
じ
ゃ
く
が
そ
の
場
を
走

っ
た
。

人
々
の
全
身
が
イ
エ
ス
さ
ま
を
凝
視
し
た
。
そ
の
時
イ
エ
ス
さ
ま
は
言
葉
さ
れ
た
。

「
あ
な
た
が
た
の
中
で
罪
の
な
い
者
が
、
ま
ず
こ
の
女
に
石
を
投
げ

つ
け
る
が
よ
い
」

（
ヨ
ハ
ネ
８

●
７
）

正
に
こ
の
言
葉
は

「
杭
の
よ
う
に
大
地
に
ぐ
さ
り
と
垂
直
に
突
き
さ
さ
り
、
そ
こ
を
通
ろ
う
に
も
、
容
易
に

通
れ
な
い
、
通
る
こ
と
を
許
さ
な
い
言
葉

」
で
あ
る
。
ま
た

「
人
に
、
そ
こ
に
立
ち
止
る
こ
と
を
要
求
し
、
解

決
が
つ
か
ね
ば
、
そ
こ
を
絶
対
に
通
り
越
し
て
行
く
こ
と
が
出
来
ぬ
」
言
葉
で
あ
る
。

こ
の
イ
エ
ス
さ
ま
の
言
葉
は
、
人
々
の
自
我
を

つ
き
ぬ
け
、
自
我
を
支
え
て
い
る
真
実
の
自
己
を
打
ち
、
真

実
の
自
己
を
呼
び
さ
ま
す
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
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「
こ
れ
を
聞
く
と
、
彼
ら
は
年
寄
か
ら
始
め
て
、
ひ
と
り
び
と
り
出
て
行

っ
た
」

（
ョ
ハ
ネ
８

・
８
）

人
々
は
、
は
じ
め
て
自
我
を

つ
き
ぬ
け
、
己
れ
の
存
在
の
根
底
で
あ
る
自
己
に
と
ど
き
、
ひ
び
く
言
葉
を
聞

い
た
の
で
あ
る
。

人
は
日
常
、
自
我
で
言
葉
を
聞
き
、
自
我
よ
り
言
葉
を
発
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
人
の
日
常
は
自
我
と
白
我

の
ぶ

つ
か
り
合
い
の
連
続
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ど
こ
ま
で
行

っ
て
も
平
行
を
保

っ
て
、
決
し
て
交
わ
る
こ
と
が

な
い
。
時
と
し
て
交
わ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
相
互
に
自
我
の
利
益
が
得
ら
れ
、
自
我
が
拡
大
さ
れ
、

自
我
が
よ
り
強
く
さ
れ
る
時
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
交
わ
り
で
は
な
い
。
だ
か
ら
イ
エ
ス
さ
ま
は
中
さ
れ
る
。

「
兄
弟
だ
け
に
あ
い
さ
つ
を
し
た
か
ら
と
て
、
な
ん
の
す
ぐ
れ
た
事
を
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な

こ
と
は
だ
れ
で
も
し
て
い
る
で
は
な
い
か
」

（
マ
タ
イ
５

●
４７
）
と
ｏ

自
我
を

つ
き
ぬ
け
、
自
己
の
底
に
至
る
言
葉
と
は
ど
ん
な
言
葉
な
の
だ
ろ
う
か
。

一
一

自
我
を

つ
き
ぬ
け
自
己
の
底
に
至
る
言
葉
と
は
、
自
我
か
ら
発
し
た
言
葉
で
は
な
い
。
自
我
か
ら
発
し
た
言

葉
と
は
、
有
か
ら
発
し
た
言
葉
で
あ
り
、
二
元
相
対
か
ら
発
し
た
言
葉
で
あ
る
。

自
我
を

つ
き
ぬ
け
自
己
の
底
に
至
る
言
葉
と
は
、
有
無
を
超
え
た
無
か
ら
発
し
た
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
無

心
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は

「
幼
子
の
心
」

（
マ
タ
イ
ー８

・
３

●
４
）
の
言
葉
で
あ
る
。
全
く
執
わ
れ
か
ら
開
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放
さ
れ
た
自
由
自
在
な
る
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
か
ぎ
り
な
く
広
が
る
言
葉
で
あ
る
。
ア
ル
ハ
で
あ
り

オ
メ
ガ
で
ぁ
る
言
葉
で
あ
る
。

（詩
１９

。
１
１
４
）

「
罪
な
き
者
、
先
ず
、
こ
の
女
に
石
を
な
げ

つ
け
る
が
よ
い
」

（
ヨ
ハ
ネ
８

ｏ
７
）
こ
れ
を
、
自
我
が
自
我

に
対
し
て
自
我
の
反
省
を
、
う
な
が
す
言
葉
と
し
て
受
け
と
る
な
ら
ば
、
未
だ
そ
の
者
は
自
我
に
と
ら
わ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
ま
や
か
し
で
あ
る
。
だ
い
た
い
、
反
省
と
は
そ
も
そ
も
ま
や
か
し
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

そ
れ
は
自
我
が
自
我
に
向

っ
て
、
自
我
を
告
発
す
る
作
業
で
あ
る
か
ら
だ
。
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
馴
れ
合
い

の
反
省
で
あ

っ
て
、
最
後
に
は
合
理
化
し
理
く

つ
を

つ
け
て
平
然
と
し
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
、
さ
も
な

け
れ
ば
、
同
じ
反
省
を

一
年
中
口
に
し
て
、
結
局
す
ま
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

「
神
さ
ま
お
ゆ
る
し
下
さ

い
。」
と

一
言
祈
れ
ば
、
い
つ
も
す
べ
て
は
す
む
と
い
う
類
い
の
も
の
で
あ
る
。

「
こ
れ
を
聞
く
と
、
彼
ら
は
年
寄
か
ら
始
め
て
、
ひ
と
り
び
と
り
出
て
行

っ
た
」
と
あ
る
。

「
罪
な
き
者
、

先
ず
、
こ
の
女
に
石
を
な
げ

つ
け
る
が
よ
い
」
と
い
う
。
そ
の
言
葉
自
体
は
自
我
か
ら
発
し
た
も
の
で
な
く
て

も
、
そ
れ
を
受
け
と
る
も
の
が
、
自
我
で
受
け
取

っ
て
し
ま

っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
起

っ
た
の
だ
。

彼
ら
は
、　
一
瞬
自
我
に
よ
る
反
省
で
ひ
る
ん
だ
が
、

「
今
日
の
と
こ
ろ
は
、
ひ
と
ま
ず
引
き
あ
げ
よ
う
」
と
、

ま
す
ま
す
敵
意
と
闘
志
を
燃
や
し

つ
つ
去

っ
て
行

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
自
我
の
中
で
い

く
ら
か
き
消
し
、
払
い
の
け
て
も
、
い
つ
ま
で
も
よ
み
が
え

っ
て
来
た
で
あ
ろ
う
言
葉
を
、
彼
ら
は
聞
い
て
し

ま

っ
た
の
で
あ
る
。
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自
我
を

つ
き
ぬ
け
自
己
の
底
に
至
る
言
葉
は
、
自
我
が
ど
れ
は
ど
自
分
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
合
理
化
し
て

も
、
決
し
て
完
全
に
払
い
の
け
る
こ
と
が
出
来
ぬ
言
葉
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
す
で
に
自
己
の

一
部
と

し
て
始
め
よ
り
あ

っ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
り

つ
づ
け
る
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
真
実
と
は
こ
の
事
実
を

い
う
の
で
あ
る
。

イ
エ
ス
さ
ま
の
言
葉
は
、
こ
の
真
実
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。

「
イ
エ
ス
さ
ま
そ
の
も
の
が
そ
の
真
実
の
言
葉

ロ
ゴ

ス
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち
、　
ヨ
↑
不
か

「
言
葉
は
肉
体
と
な

っ
た
」
と
言
い
、
そ
れ
は

「
初
め
か
ら

あ

っ
た
」

（
ョ
ハ
ネ
ー

・
１
１
５

●
１４
）
と
言
う
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

一
体
、
イ
エ
ス
様
が
語
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
、
か
の
山
上
の
教
え
の
言
葉
が
、
な
ぜ
世
の
人
々
の
こ
こ
ろ
を

と
ら
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ほ
か
で
も
な
い
、
自
我
を
超
え
て
自
己
に
ひ
び
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

自
我
の
産
物
と
し
て
の
主
義
を
説
い
て
い
る
の
で
も
な
い
し
、
自
我
に
よ
る
主
張
で
も
な
い
。
哲
学
で
も
宗
教

で
も
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
言
葉
で
は
勿
論
な
い
。
そ
れ
は
事
実
な
の
で
あ
る
。
真
実
の
言
葉

（
ロ
ゴ

ス
）
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
二

払
い
の
け
て
も
払
い
の
け
て
も
、
そ
の
ひ
び
き
が
い
つ
ま
で
も
残
る
言
葉
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
自
我
に
よ

っ

て
否
定
で
き
な
い
言
葉
が
あ
る
。
例
え
ば

「
人
を
さ
ば
く
な
」

（
マ
タ
イ
７

●
１
）
と
言
わ
れ
る
イ
エ
ス
さ
ま
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の
言
葉
も
そ
の

一
つ
で
あ
る
。
イ
エ
ス
さ
ま
は
、
こ
の
言
葉
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
申
さ
れ
る
。

「
自
分
が
さ
ば
か
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
あ
な
た
が
た
が
さ
ば
く
そ
の
さ
ば
き
で
自
分
も
さ
ば
か
れ
、
あ
な

た
が
た
の
量
る
そ
の
は
か
り
で
、
自
分
に
も
量
り
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
、
兄
弟
の
目
に
あ
る
ち
り
を

見
な
が
ら
、
自
分
の
目
に
あ
る
梁
を
認
め
な
い
の
か
。
自
分
の
目
に
は
梁
が
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
兄
弟
に
む

か

っ
て
、
あ
な
た
の
目
か
ら
ち
り
を
取
ら
せ
て
く
だ
さ
い
、
と
言
え
よ
う
か
。
偽
善
者
よ
、
ま
ず
自
分
の
日
か

ら
梁
を
取
り
の
け
る
が
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
は

っ
き
り
見
え
る
よ
う
に
な

っ
て
、
兄
弟
の
目
か
ら
ち
り
を
取

り
の
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」

（
マ
タ
イ
７

●
１
１
５
）

こ
の
イ
エ
ス
さ
ま
の
言
葉
に
対
し
て
、
自
我
は
分
別
知
に
よ

っ
て
、
何
と
で
も
反
論
出
来
る
。
し
か
し
、
反

論
し
て
も
反
論
し
て
も
尚
反
論
じ
切
れ
な
い
も
の
が
、
自
分
の
内
に
残
る
。
自
分
の
内
に
残
る
と
は
ど
う
い
う

こ
と
な
の
か
。
そ
れ
は
、
そ
の
言
葉
が
自
我
を

つ
き
ぬ
け
て
自
己
の
底
に
達
し
、
自
己
が
共
鳴
し
、
そ
の
ひ
び

き
が
自
我
を
突
き
上
げ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
は
本
来
、
自
己
に
あ
る
も
の
し
か
共
鳴
し
な
い
。
イ
エ
ス

さ
ま
の
言
葉
に
自
己
が
共
鳴
し
た
の
は
、
イ
エ
ス
さ
ま
の
言
葉
が
自
我
か
ら
で
な
く
、
自
己
の
底
よ
り
発
し
た

も
の
だ
か
ら
だ
。
真
実
が
真
実
に
共
鳴
し
、
愛
が
愛
に
共
鳴
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
真
実
の
自
己
よ
り
発
し

た
言
葉
は
真
実
の
自
己
に
共
鳴
す
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
真
実
が
不
真
実
に
な
じ
ま
ず
、
愛
が
愛
な
き
も
の
に
な

じ
ま
ぬ
ご
と
く
、
真
実
の
自
己
は
自
我
に
な
じ
ま
な
い
。

「
人
を
さ
ば
く
な
」
と
い
う
言
葉
は
、
す
で
に
真
実
の
自
己
に
あ

っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
、
語
ら
ず
、
言
わ
ず

-25-



と
も
、
す
で
に
天
地
に
ひ
び
き
、
地
の
は
て
に
ま
で
及
ん
で
い
た
の
だ
。
否
、
も

っ
と
厳
密
に
言
え
ば

「
人
を

さ
ば
く
な
」
と
い
う
こ
と
は
無
い
し
、
さ
ば
く
人
も
、
さ
ば
か
れ
る
人
も
、
も
と
も
と
無
い
の
だ
。

「
人
を
さ
ば
く
」
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
自
我
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に

（真
実
の
）
自
己
は

自
我
に
な
じ
ま
ず
、
自
我
を
突
き
上
げ
自
我
の
非
本
来
性
を
告
発
す
る
と
き
、

「
人
を
さ
ば
く
な
」
と
自
我
に

は
聞
こ
え
る
の
で
あ
る
。

さ
ば
く
も
の
が
い
て
、
人
が
さ
ば
か
れ
る
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
、
さ
ば
く
も
の
に
さ
ば
か
れ
な
い
た
め

に
、

「
人
を
さ
ば
か
な
い
」
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
二
元
相
対
か
ら
発
し
た
言
動
、
自
我
の
言
動
で
あ
る
。

さ
ば
く
も
の
な
ど
、
も
と
も
と
、
ど
こ
に
も
い
な
い
の
だ
。
さ
ば
く
も
の
を

つ
く
り
出
す
の
は
自
我
で
あ
る
。

自
我
を

つ
き
ぬ
け
て
自
己
の
底
、　
つ
ま
り
真
実

の
自
己
に
立

つ
と
き
、
自
我
の
ゆ
が
み
が
現
成
し
て
来
る
。
と

同
時
に
、
自
我
の
ゆ
が
み
が
無
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
無
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
は
、
そ
の
幻
想
性
が
明
ら
か
と
な

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
太
陽
の
明
り
の
も
と
で
は
、
電
球
の
光
り
が
無
化
さ
れ
、
月
の
光
り
、
星
の

光
り
が
、
そ
の
実
、
月
や
星
固
有
の
光
り
で
な
く
、
た
だ
月
の
光
り
星
の
光
り
を
見
る
も
の
の
幻
想
に
す
ぎ
な

い
の
と
同
じ
で
あ
る
。

一
一二

「
人
を
さ
ば
く
な
」

（
マ
タ
イ
７

●
１
）

「
悪
人
に
手
向
う
な
」

（
マ
タ
イ
５

●
３９
）
ま
た

「
敵
を
愛
せ
座
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（
マ
タ
イ
５

●
４４
）
さ
ら
に

「
情
欲
を
い
だ
い
て
女
を
見
る
な
」

（
マ
タ
イ
５

●
２８
）

「
兄
弟
に
対
し
て
怒
る

な
」

（
マ
タ
イ
５

●
２２
）
と
い
う
、
こ
れ
ら

一
連
の
イ
エ
ス
さ
ま
の
言
葉
は
、
自
我
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
は
自
我
か
ら
の
発
語
と
し
て
受
け
と
り
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
と
き
、
こ
れ
ら
の

言
葉
は
忽
ち
倫
理
や
道
徳
的
当
為

（為
す
べ
き
こ
と
、
あ
る
べ
き
こ
と
）
と
し
て
受
け
と
ら
れ
理
解
さ
れ
て
し

ま
う
。
自
我
は
い
つ
も
こ
の
よ
う
に
し
て

―
―

自
我
同

一
性
に
於
て

―
―
自
我
を
定
立
し
よ
う
と
す
る
の
だ
。

つ
ま
り
、
自
我
が
自
己
の
理
想
像
と
し
て
そ
れ
を
立
て
、
そ
の
よ
う
な
自
我
実
現
に
努
力
す
る
。
こ
れ
が

一
般

的
な
倫
理
や
道
徳
の
内
容
で
あ
り
実
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
し
ょ
せ
ん
自
我
の
幻
想
に
し
か
す
ぎ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
自
我
は
決
し
て
自
我
に
よ

っ
て
自
我
で
あ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
我
の
底
は
真
実
の
自

己
な
の
だ
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
教
の
多
く
は
、
こ
れ
ら
の
イ
エ
ス
さ
ま
の
言
葉
を
倫
理
と
し
て
受
け

と

っ
た
。
そ
の
場
合
そ
れ
は
人
間
の
罪
深
さ
を
教
え
示
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
人
は
自
分
の
罪
深
さ
を
自
覚
せ
し

め
ら
れ
、
罪
の
ゆ
る
し
の
た
め
の
イ
エ
ス

・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
　
罪
の
十
字
架
に
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
る
た
め
で

あ
る

（
ロ
マ
３

ｏ
２０
１
２６
）
と
い
う
の
だ
。
こ
れ
は
パ
ウ
ロ
か
ら
ル
タ
ー
や
ル
タ
派
に
つ
が
れ
て
来
た
。
し
か

し
、
当
の
イ
エ
ス
さ
ま
は
そ
ん
な
こ
と
は
言

っ
て
お
ら
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
受
け
と
り
理
解
す
る
の
は
律
法

主
義
的
で
あ
り
百
点
主
義
的
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
百
点
主
義
に
つ
い
て
少
し
説
明
を
し
て
お
こ
う
。
百
点
主
義
と
は
端
的
に
言
え
ば
、
百
点
を
と
れ
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ば
合
格
し
、
そ
れ
以
下
の
点
数
で
は
不
合
格
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
神
の
律
法
を
完
全
に
守
れ
ば
救
わ

れ
て
神
の
国
に
入
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
律
法
を
守
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
、
救
わ
れ
ず
神
の
国
に
入
る
こ

と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
、
百
点
主
義
と
は
律
法
主
義
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
我
の

努
力
で
自
己
を
立
て
よ
う
と
す
る
自
我
同

一
性
に
も
と
ず
く
自
我
実
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
イ
エ
ス

さ
ま
は
、
自
我
に
よ
っ
て
自
己
を
立
て
よ
う
と
す
る
自
我
絶
対
化
を
問
題
と
さ
れ
る
の
だ
。
イ
エ
ス
さ
ま
は
決

し
て
、
人
が
百
点
を
と
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
問
題
な
の
だ
と
は
申
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
百
点
を
と
ら
ね

ば
合
格
し
な
い
。
救
わ
れ
な
い
と
考
え
る
そ
の
百
点
主
義

・
律
法
主
義
そ
の
も
の
が
問
題
な
の
だ
と
言
わ
れ
る
。

百
点
を
と

っ
て
自
己
を
救
お
う
と
す
る
自
我
そ
の
も
の
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
人
は
そ
の
努
力
に
よ

っ
て
百
点
を
と
る
こ
と
が
出
来
な
い
四
十
点
の
存
在
で
あ
る
。
あ
と
六
十

点
不
足
し
て
い
る
ゆ
え
に
不
合
格
、　
つ
ま
り
救
わ
れ
な
い
存
在
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
神
が
イ
エ
ス
に
於
て
四
十

点
の
人
に
代

っ
て
、
不
足
分
の
六
十
点
を
補
い
神
の
前
で
人
を
百
点
と
し
て
下
さ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
神
に

人
を
合
格
者
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
イ
エ
ス
さ
ま
の
十
字
架
の
贖
罪
理
解
だ
と
す
れ

ば
、
そ
れ
も
結
局
は
百
点
主
義
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
神
は
相
変
ら
ず
百
点
を
人
に
求
め
、
人
は
百
点
の
合
格

点
を
イ
エ
ス
の
贖
罪
死
を
利
用
し
て
自
我
実
現
し
よ
う
と
す
る
立
場
は
、
や
は
り
百
点
主
義

・
律
法
主
義
な
の

で
あ
る
。
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一
四

先
に
も
述
べ
た
ご
と
く
イ
エ
ス
さ
ま
が
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
百
点
を
と
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
百
点
を
と

っ
て
自
己
を
立
て
よ
う
と
す
る
自
我
の
在
り
よ
う
が
、
そ
も
そ
も
問
題
で
あ
る
と
言
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

実
は
、
イ
エ
ス
さ
ま
は
も
と
も
と
百
点
主
義
、
即
ち
律
法
主
義
な
ど

一
言
も
語

っ
て
は
い
ら
れ
な
い
。
百
点

主
義

・
律
法
主
義
は
ど
こ
ま
で
も
自
我
が
産
み
出
す
も
の
な
の
だ
。
と
イ
エ
ス
さ
ま
は
申
さ
れ
る
。

「
今
あ
な

た
が
た
が
　
見
え
る
　
と
言
い
張
る
と
こ
ろ
に
、
あ
な
た
が
た
の
罪
が
あ
る
」

（
ヨ
ハ
ネ
９

●
４‐
）

自
我
が
何
か
を
し
な
け
れ
ば
と
は
か
ら
う
以
前
に
、
す
で
に
先
ず
神

の
愛
が
神
の
恵
み
が
事
実
と
し
て
、
す

べ
て
の
も
の
に
及
ん
で
い
る
と
指
示
さ
れ
る
。

「
天
の
父
は
、
悪
い
者
の
上
に
も
良
い
者
の
上
に
も
太
陽
を
の

ぼ
ら
せ
、
正
し
い
者
に
も
正
し
く
な
い
者
に
も
雨
を
降
ら
し
て
下
さ
る
」

（
マ
タ
イ
５

●
４５
）
０
百
点
主
義

・

律
法
主
義
に
よ

っ
て
自
我
は
実
現
さ
れ
自
己
は
立

つ
の
で
は
な
く
、
す
で
に
及
ん
で
い
る
神
の
恵
み
、
神
の
愛

に
よ

っ
て
自
我
は
正
し
く
実
現
さ
れ
、
自
己
は
立

つ
の
だ
と
申
さ
れ
る
。
だ
か
ら

「
思
い
わ
ず
ら
う
な
」
と
語

ら
れ
る
。
自
我
に
よ
り
自
己
を
立
て
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ

「
思
い
わ
ず
ら
い
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

「空
の
鳥
を
見
よ
」

「
野
の
花
を
見
よ
」

「
人
の
背
丈
」

「
人
の
頭
の
毛
」
に
、
人
の

「
思
い
わ
ず
ら
い
」
に

先
ん
じ
て
、
す
で
に
神
の
恵
み
と
し
て
の
命
の
支
配
が
事
実
と
し
て
及
ん
で
お
り
、
人
に
と

っ
て

一
大
事
は

「先
ず
、
こ
の
神
の
支
配
の
事
実
に
覚
め
る
こ
と
だ
」
と
イ
エ
ス
さ
ま
は
、
全
身
こ
れ
指
と
化
し
て
指
摘
さ
れ
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る
。

（
マ
タ
イ
６

●
２５
‐
３３
）

自
己
は
自
己
の
底
で
あ
る
神
の
支
配
に
よ

っ
て
、
す
で
に
そ
の
は
じ
め
か
ら
立

っ
て
お
り
、
今
も
立
ち
、
今

後
も
永
遠
に
立
ち

つ
づ
け
終
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
立
ち

つ
づ
け
る
事
実
を

「
永
遠
の
命
」

「
キ
リ

ス
ト
」

「
ロ
ゴ
ス
」

「真
実
の
自
己
」

「
本
来
の
自
己
」

「
無
相
の
自
己
」

「
絶
対
無
」

「
光
り
」

「
真
人
」

各
人
の
成
立
の
根
底
に
本
来
平
等
に
存
す
る

「
原
事
実
」

（
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
の
原
事
実
）
、

「
般
若
即
非
」
の

事
実
、

「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」
の
事
実
、

「
即
非
的
自
己
同

一
」
の
事
実
、

「純
粋
直
観
」
の
事
実
、
「統

合
」
と
し
て
の

「
場
」
の
事
実
…
…
…
等
々
と

一
般
に
言
葉
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
事

実
の
全
き
具
現
者
と
し
て
、
そ
の
も
の
を
生
き
ら
れ
た
イ
エ
ス
さ
ま
は
、
そ
の
事
実
を

「
わ
た
し
」
と
申
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

「
わ
た
し
は
命
で
あ
る
」
と
言
い
、

「
わ
た
し
は
真
理
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
さ
ら
に

「
わ
た
し
は
は
じ
め
で
あ
り
お
わ
り
で
あ
る
」

「
わ
た
し
を
見
た
者
は
神
を
見
た
の
で
あ
る
」

「
わ
た
し
に
お
れ
」
と
も
申
さ
れ
る
。

右
の
事
実
に
開
眼
す
る
と
き
、
そ
こ
で
は
自
我
は
無
化
さ
れ
消
滅
す
る
。
自
分
も
な
く
他
人
も
な
い
、
は
じ

め
も
な
く
お
わ
り
も
な
い
、
創
造
も
な
く
終
末
も
な
い
、
汚
れ
た
人
も
な
く
清
い
人
も
な
い
、
罪
人
も
な
く
義

人
も
な
い
、
神
殿
も
な
く
律
法
も
な
い
、
敵
も
な
く
味
方
も
な
い
、
死
も
な
く
生
も
な
い
、
得
る
も
な
く
捨
て

る
も
な
い
、
動
物
も
な
く
植
物
も
な
い
、
海
も
な
く
陸
も
な
い
。

こ
の
事
実
に
直
接
す
る
イ
エ
ス
さ
ま
は
、
そ
れ
故
に

「
一
日
の
苦
労
は
そ
の
日

一
日
で
十
分
だ
」

（
マ
タ
イ
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５

・
誕
）
と
申
さ
れ
る
。

一
五

事
実
と
し
て
の
神
の
恵
み
の
支
配
は
、　
一
切
の
は
か
ら
い
を

つ
き
ぬ
け
た

「
お
の
ず
か
ら
」
の
事
実
な
の
で

あ
る
。

イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た

「神
の
国

（神
の
お
恵
み
の
支
配
）
は
、
あ
る
人
が
地
に
種
を
ま
く
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
夜
昼
、
寝
起
き
し
て
い
る
間
に
、
種
は
芽
を
出
し
て
育

っ
て
行
く
が
、
ど
う
し
て
そ
う
な
る
の
か
、
そ
の

人
は
知
ら
な
い
。
地
は
お
の
ず
か
ら
実
を
結
ば
せ
る
も
の
で
、
初
め
は
芽
、　
つ
ぎ
に
種
、　
つ
ぎ
に
種
の
中
に
ゆ

た
か
な
実
が
で
き
る
」

（
マ
ル
コ
４

・
２６
‐
”
）
ｏ
お
の
ず
か
ら
の
事
実
と
は
、
自
ず
か
ら
然
る
事
実
な
の
だ
。

ま
た
神
が
然
ら
し
む
る
事
実
と
い
う
意
味
で
、
天
の
然
ら
し
む
る
天
然
な
の
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
、
イ
エ
ス

さ
ま
は
天
然
自
然
を
生
き
、
か

つ
証
示
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
イ
ェ
ス
さ
ま
が
全
身
で
語
り
示
す
神
の
支

配
の
事
実
と
は
、
天
然
の
事
実
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
、
人
は
天
然
自
然
の
事
実
の
前
に
立

つ
と
き
、　
一

切
の
は
か
ら
い
を
す
て
て

「
た
だ
、
し
か
し
、
し
か
り
、
否
、
否
」
と
立

つ
以
外
に
立
ち
よ
う
が
な
い
の
で
あ

る
。
そ
し
て

「
そ
れ
以
上
に
出
る
こ
と
は
、
悪
か
ら
来
る
こ
と
」
に
な
る
の
だ

（
マ
タ
イ
５

ｏ
３７
）
と
い
う
こ

と
に
覚
め
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
リ
イ
エ
ス
さ
ま
が
自
い
色
を
白
い
と
言
い
、
黒
い
色
を
黒
い
と
、
そ
の
事
実
に

即
し
て
語
ら
れ
示
さ
れ
る
素
直
さ
、
清
さ
、
心
の
ま
ず
し
さ
、
矛
和
さ
は
、
そ
の
ま
ま

「
敵
を
愛
し
ま
し
ょ
う
」
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と
い
う
言
葉
と
な
る
の
だ
。
そ
れ
は
ほ
か
で
も
な
く
、
天
然
自
然

の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で

「
自
然
」
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
お
こ
う
。

「
自
然
」
と
い
う
と
き
決

っ
て
言
わ
れ
る
こ
と
は
、
西
洋
に
於
け
る
自
然
と
東
洋
に
於
け
る
自
然
と
は
異
な

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
ど
う
異
な
る
の
か
と
い
う
と
、
西
洋
に
於
け
る
自
然
と
は
、
自
己
に
対
す
る

客
体
的

。
対
象
的
な
る
も
の
を
指
し
て
言
う
の
に
対
し
て
、
特
に
日
本
に
於
け
る
自
然
と
は
古
来
、
西
洋
に
於

け
る
よ
う
に
客
観
的
対
象
的
な
自
然
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
か

っ
た
。

（大
野
晋
氏
）
日
本
人
に
と

っ
て
自

然
と
は
、

「
自
然
と
い
う
も
の
を
客
体
的
総
称
名
詞
と
し
て
立
て
て
花
鳥
山
水
を
そ
の
中
に

一
括
す
る
か
わ
り

に
、
自
然
の
ひ
と
こ
ま
ひ
と
こ
ま
を
、
い
わ
ば
自
己
の
主
観
的
情
熊
性
の
面
に
反
映
さ
せ
て

″
自
然
さ
ヽ
と
い

う
情
感
に
於
て
み
ず
か
ら
の
心
で
そ
れ
を
感
じ
と

っ
て
き
た
」
と
木
村
敏
氏
が
言
う
の
は
な
る
ほ
ど
と
う
な
ず

け
る
。

自
然
と
は
、
日
本
人
に
と

っ
て
は
先
に
も
述
べ
た
ご
と
く
自
ず
か
ら
然
ら
し
む
る
と
い
う
情
熊
性
で
あ
る
が

自
然
と
は

一
方
に
於
て
、
辞
ダ
然
ら
し
む
る
と
も
読
む
。
そ
れ
は

「
お
の
ず
か
ら
の
も
の
」
を
自
分
の
方
に
引

き
よ
せ
、
自
覚
的
に
然
ら
し
む
る
こ
と
を
自
ダ
然
ら
し
む
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
と
て
も
大
切
な
こ
と
に
気
ず
く
の
で
あ
る
。
即
ち
イ
エ
ス
さ
ま
が
語
ら
れ
る
言
葉
は
時
と
し
て

一
見

命
令
の
よ
う
に
聞
え
る
。
例
え
ば

「
情
欲
を
い
だ
い
て
女
を
見
る
者
は
す
で
に
姦
淫
を
し
た
の
で
あ
る
」

（
マ

タ
イ
５

●
２８
）
と
い
う
言
葉
な
ど

「
情
欲
を
い
だ
い
て
女
を
見
る
な
」
と
命
令
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
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し
か
し
イ
エ
ス
さ
ま
は
命
令
な
ど
全
く
し
て
い
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
は
、
人
間
と
人
間
と
の
自
然
な
事
実
と
し

て
の
か
か
わ
り
の
基
本
を
示
し
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一　
工（

人
は
、
人
と
の
関
わ
り
に
於
て
人
た
り
得
る
、
自
分
は
他
人
と
の
関
わ
り
に
於
て
自
分
た
り
得
る
よ
う
に
す

で
に
在
る
の
で
あ
り
、
在
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
従

っ
て
、
男
は
女
を
情
欲
す
る
た
め
に
の
み
関
わ
る
の

で
な
く
、
ま
た
女
は
男
を
情
欲
す
る
た
め
に
の
み
関
わ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
以
前
に
男
と
女
と
の
関
わ
り
も

人
が
人
と
成
る
た
め
に
は
、
人
と
の
関
わ
り
に
於
て
成
る
の
だ
と
い
う
創
造
に
於
け
る
自
然
の
事
実

―
―
神
の

然
ら
し
め
る
と
こ
ろ
を
お
の
ず
か
ら
然
る

―
―
が
厳
と
し
て
定
め
と
し
て
あ
る
の
だ
。
そ
の
根
源
的
定
め
を
無

視
し
て
、
情
欲
と
い
う
情
動
の
み
で
男
と
女
と
が
見
限
る
こ
と
は
、
人
が
本
当
に
人
、
ま
た
は
自
分
が
本
当
に

自
分
と
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
イ
エ
ス
さ
ま
は
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
イ
エ
ス
さ

ま
は
、
人
が
人
と
な
る
根
本
的
事
実
、
そ
れ
は
男
性
と
女
性
と
が
分
れ
る
以
前

の
事
実
を
見
て
、
そ
の
事
実
に

立

っ
て
そ
こ
か
ら
言
葉
さ
れ
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
人
が
情
欲
を
も

つ
こ
と
が
悪
い
と
か
善
い
と
か

を
語

っ
て
い
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。

イ
エ
ス
さ
ま
が
ど
こ
に
立

っ
て
言
葉
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、　
一
層
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
助
け

と
な
る
の
は
、
旧
約
聖
書
創
世
記
の
祭
司
典
に
よ
る
、
人
間
創
造
の
記
事
で
あ
る
っ

（創
世
記
２

●
１８
‐
２５
）
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そ
れ
に
よ
る
と
、
ア
ダ
ム

（男
）
に
対
し
て
エ
バ

（女
）
が
つ
く
ら
れ
た
事
情
は
、

「
人
が
ひ
と
り
で
い
る
の

は
よ
く
な
い
。
彼
の
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い
助
け
手
」
と
し
て

「
ア
ダ
ム
の
あ
ば
ら
の

一
つ
を
と

っ
て
つ
く
ら
れ

た
」
と
あ
る
。

つ
ま
り
、

エ
バ

（女
）
は
本
来
ア
ダ
ム

（男
）
で
あ
り
、
ア
ダ
ム

（男
）
は
本
来

エ
バ

（女
）

な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
ダ
ム

（男
）
即
ち

「
わ
た
し
」
は

エ
バ

「
女
」
で
あ
る

「
あ
な
た
」
に
出
会
う
と
き
、

「
こ
れ
こ
そ
、　
つ
い
に
わ
た
し
の
骨
の
骨
、
わ
た
し
の
肉
の
肉
」
と
歓
喜
の
声
を
上
げ
る
。
こ
れ
は
、
ア
ダ
ム

が
ア
ダ
ム
に
な

っ
た
喜
こ
び
で
あ
り
、
わ
た
し
が
わ
た
し
に
成

っ
た
喜
こ
び
な
の
で
あ
る
。

人
は
も
と
も
と

「
わ
た
し
」
だ
け
で

「
わ
た
し
」
な
の
で
は
な
い
。

「
わ
た
し
」
は

「
あ
な
た
」
と
の
出
会

い
に
よ
っ
て

「
わ
た
し
」
と
成
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
人
は

「
わ
た
し
に
よ

っ
て
、
わ
た
し
は
わ
た
し
な
の
だ
」

と
思
い
込
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
自
我
の
世
界
の
何
も
の
で
も
な
い
。

「
わ
た
し
は
、
わ
た
し
に
よ

っ
て
わ
た
し

な
の
だ
」
と
い
う
思
い
込
み
は
、　
ニ
コ
イ
ズ
ム
の
元
凶
で
あ
る
。
こ
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
思
い
込
み
の
上
に
立

っ

て
い
る
人
間
が
、
ど
れ
ほ
ど
の
科
学
、
技
術
、
芸
術
、
文
化
を
築
き
あ
げ
よ
う
と
も

一
切
は
む
な
し
い
。
ま
た

こ
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
基
に
し
て
、
ど
れ
は
ど
の
思
想
を
生
み
、
政
治
の
理
想
や
道
徳
倫
理
が
説
か
れ
よ
う
と
も
、

し
ょ
せ
ん
は
悲
し
い
夢
で
あ
る
。

「
わ
た
し
は
わ
た
し
で
あ

っ
て
、
わ
た
し
以
外
の
何
者
で
も
な
い
」
と
人
が
自
己
同

一
性
に
立

っ
て
人
と
相

対
す
る
と
き
、
人
と
人
と
は
永
久
に
交
わ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は

「
わ
た
し
」
は
永
久
に

「
わ
た
し
」
に
成

る
こ
と
は
出
来
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

「
わ
た
し
」
は

「
あ
な
た
」
に
出
会

っ
て

「
わ
た
し
」
に
成
る
と
同
時
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に
、

「
あ
な
た
」
も

「
あ
な
た
」
に
成
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
創
世
記
祭
司
典
の
ア
ダ
ム

（男
）
よ
リ

エ
バ
（女
）

が
つ
く
ら
れ
た
物
語
り
は
、
こ
の
人
間
存
在
の
事
実
性

・
真
実
性
即
ち
、
創
造
に
於
け
る
人
間
の
自
然
を
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

一
七

わ
た
し
た
ち
は

一
般
に

「
わ
た
し
」
に
対
す
る
者
を

「
あ
な
た
」
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
当
の

「
あ
な

た
」
か
ら

「
わ
た
し
」
に
対
す
る
と
き
、

「
あ
な
た
」
が

「
わ
た
し
」
と
な
り
、

「
わ
た
し
」
は

「
あ
な
た
」

と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
当
り
前
の
よ
う
で
あ

っ
て
実
は
当
り
前
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
当
の
人
は
本
質
的
に
少

し
も
変

っ
て
は
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
あ
な
た
」
と
な

っ
た
り

「
わ
た
し
」
と
な

っ
た
り
す
る
。

一
体
、
わ
た
し
は

「
わ
た
し
」
な
の
か

「
あ
な
た
」
な
の
か
、
ど
ち
ら
が
本
当
の
わ
た
し
な
の
だ
ろ
う
か
と

考
え
て
み
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
実
は

「
わ
た
し
」
も
わ
た
し
で
あ
り
、

「
あ
な
た
」
も
わ
た
し
な
の
で
あ

る
。
そ
う
す
る
と
、
わ
た
し
は

「
わ
た
し
あ
な
た
」
な
の
だ
。
即
ち
わ
た
し
は

「
わ
た
し
」
で
あ
り

つ
つ
即

「
あ
な
た
」
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
た
し
は

「
あ
な
た
」
で
あ
り

つ
つ
即

「
わ
た
し
」
な
の
で
あ
る
。
更
に
、

次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
出
来
る
。

「
わ
た
し
は
わ
た
し
で
な
い
か
ら
わ
た
し
な
の
だ
」
と
。
即
ち
、
も
と
も

と

「
わ
た
し
は
わ
た
し
に
よ

っ
て
わ
た
し
な
の
だ
」
と
い
う
こ
と
に
留
ま

っ
て
い
る
限
り
そ
れ
は
幻
想
や
観
念

の
わ
た
し
で
あ

っ
て
、
事
実
と
し
て
の
わ
た
し
は
そ
こ
に
は
な
い
。
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わ
た
し
は
い
つ
も

「
わ
た
し
」
即

「
あ
な
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
事
実
と
し
て
在
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
「わ

た
し
」
と

「
あ
な
た
」
は

「多
」
で
な
く
、
そ
れ
は
本
来

「
一
」
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

「
わ
た
し
は
わ
た
し

に
よ

っ
て
わ
た
し
で
あ
る
」
と
い
い
は
る
と
こ
ろ
で
は
、
わ
た
し
は
絶
対
に
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち

自
我
が
減
す
る
と
き
真
実
の
自
己
が
現
成
す
る
の
だ
。
人
間
の
創
造
に
於
け
る
自
然
は

「
一
」
だ

っ
た
の
で
あ

る
。
先
の
創
世
記
の
ア
ダ
ム
と
エ
パ
の
物
語
り
は
、
こ
の
人
間
存
在
の
根
源
的
事
実
に
つ
い
て

「
そ
れ
で
人
は

そ
の
父
母
を
離
れ
て
、
女
と
結
び
合
い

一
体
と
な
る
。
人
と
そ
の
妻
と
は
、
ふ
た
り
と
も
裸
で
あ

っ
た
が
恥
ず

か
し
い
と
は
思
わ
な
か

っ
た
」

（
２

●
２４

・
２５
）
と
語

つ
て
い
る
。
こ
れ
は
人
間
存
在
の

「
一
」
の
事
実
、
「創

造
に
於
け
る
人
間
の
自
然
」
を
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で

「
情
欲
を
い
だ
い
て
女
を
見
る
者
は
姦
淫
を
し
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
先
に
あ
げ
た
イ
エ

ス
さ
ま
の
言
葉
に
も
ど
ろ
う
。
結
局
こ
の
イ
エ
ス
さ
ま
の
言
葉
は

「
創
造
に
於
け
る
人
間
の
自
然
」
即
ち

「
ご

か
ら
言
葉
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
わ
た
し
」
に
対
し
て

「
あ
な
た
」
、

「
男
」
に
対
し
て

「
女
」
と
い
う

か
か
わ
り
方
で
な
く
、
も

っ
と
根
源
的
な
わ
た
し
に
於
て

「
あ
な
た
」
を
見

「
女
」
を
見
よ
、
と
い
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
時
、

「
わ
た
し
」
と

「
あ
な
た
」
と
の
正
し
い
関
係
が
生
ま
れ
、

「
男
」
と

「
女
」
と
の
正
し

い
関
係
も
生
れ
る
し
、

「
わ
た
し
」
は

「
わ
た
し
」
と
な
り
、　
一，あ
な
た
」
は

「
あ
な
た
」
と
な
り
、

「
男
」

は

「
男
」
と
な
り
、

「
女
」
は

「
女
」
と
な
る
の
だ
、
と
イ
エ
ス
さ
ま
は
言
わ
れ
る
。

し
か
し
、

「
わ
た
し
は
わ
た
し
に
よ

っ
て
わ
た
し
だ
」
と
い
う
自
我
に
生
き
る
者
に
は
、
イ
エ
ス
さ
ま
の
言
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葉
が
指
し
示
す
真
実
も
、
そ
の
言
葉
が
出
て
来
る
根
源
的
事
実
、
即
ち
キ
リ
ス
ト
も

ロ
ゴ
ス
も
見
え
な
い
。
こ

れ

「
見
て
も
見
ず
、
聞
い
て
も
聞
か
ず
悟
ら
な
い
」

（
マ
タ
イ
ー３

・
‐３
）
と
イ
エ
ス
さ
ま
が
申
さ
れ
る
ゆ
え
ん

で
あ
る
。

一
八

わ
た
し
は
わ
た
し
に
よ

っ
て
わ
た
し
な
の
で
は
な
い
。
個
は
そ
れ
自
身
に
於
て
個
で
あ
り
得
な
い
。
個
は
多

に
於
て
個
で
あ
り
、
多
は
個
に
於
て
多
な
の
だ
。
例
え
ば
、
１
２
３
４
５
…
…
と
数
字
を
並
べ
、
そ
れ
を
と
な

え
て
み
る
と
よ
い
。
そ
の
と
き
、
１
は
２
、
２
は
２
以
前
２
以
後
、
３
は
３
以
前
３
以
後
…
…
の
数
字
と
の
関

係
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
数
字
で
あ
り
得
る
の
で
あ

っ
て
、
決
し
て
数
字
そ
れ
自
身
そ
れ
ぞ
れ
が
他
の
数
字
と

関
係
な
く
完
全
に
、
そ
れ
自
身
で
独
立
し
て
い
な
い
し
、
あ
り
よ
う
が
な
い
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
抽
象

で
あ
り
観
念
で
あ

っ
て
、
決
し
て
実
在
で
は
な
い
と
言
え
る
。

以
上
の
こ
と
は
音
楽
に
於
て
も
言
え
る
。　
一
つ
の
音
楽
の
流
れ
は
、
音
の
多
数
の
流
れ
で
あ
る
が
、
し
か
し

必
ず

一
つ
の
音
は
、
そ
の
音
の
前
の
音
と
次
に
来
る
べ
き
音
と
の
間
で
音
と
し
て
成
り
立

っ
て
お
り
、
そ
の
よ

う
に
し
て
成
り
立

っ
て
い
る
多
と
し
て
の
音
の
流
れ
が
、
音
楽
な
の
で
あ
る
。

一
つ
の
音
が
、
そ
れ
自
身
他
の
音
と
全
く
関
係
な
く
、
個
々
に

一
音
は

一
音
で

一
音
な
の
だ
と
い
う
音
の
集

り
は
、
決
し
て
音
楽
と
は
な
ら
な
い
。
又
実
際
そ
こ
に
は

一
音
す
ら
も
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、　
〓
日
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は
全
音
の
中
で
の

一
音
で
も
あ
る
の
だ
。

一
音
が
成
就
す
る
と
は
、
多
音

の
中
で
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、　
三
日
が
成
就
す
る

と
は
、
多
音
を
全
部
背
負

っ
て
、
ま
た
多
音
を
全
部
含
ん
で

一
音
は
成
就
す
る
の
だ
と
言
え
る
。
さ
ら
に
今

一

歩
ふ
み
込
ん
で
み
る
と
、　
三
日
が
成
就
す
る
と
は
、
出
て
来
た
多
音
を
全
部
含
ん
で
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
出

る
べ
き
で
出
な
か

っ
た
音
を
す
べ
て
含
ん
で

一
古
は
成
就
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
だ
か
ら
、　
豆
口
を
聞
く
と

は
全
て
の
音
を
聞
く
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
は

生
存
在
を
聞
く
こ
と
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
こ
こ
に
、
音
楽
の

普
遍
性
と
永
遠
性
と
が
あ
り
、
音
楽
家
は
す
べ
か
ら
く
、
こ
の
よ
う
な

一
音
を
成
就
せ
し
め
よ
う
と
、
た
ず
ね

求
め
る
の
だ
と
思
う
。
そ
し
て
名
曲
と
は
、
そ
の
よ
う
な

一
音
が
成
就
さ
れ
て
い
る
も
の
に
近
い
も
の
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。

右
の
よ
う
に
、
１
も
１
で
あ
り
、
２
も
１
で
あ
り
、

１０
も
１
で
あ
り
、

‐００
も
１
で
あ
り
…
…
す
べ
て
は
実
は

１
な
の
で
あ
る
。
ま
た

一
音
は
全
音
な
の
で
あ
る
。
即
ち

「
一
即
多
」
で
あ
り

「
多
即

一
」
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
創
造
に
於
け
る
自
然
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

ロ
ゴ

ス
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
イ
エ
ス

さ
ま
は
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
自
覚
的
な
具
現
者
で
あ
り
、
従

っ
て
キ
リ
ス
ト
を
生
き
た
主
体
者
で
あ
る
。

し
か
し
、
人
は
創
造
に
於
け
る
自
然
を
、
そ
れ
と
し
て
受
け
入
れ
ず
、
１
の
み
に
、
２
の
み
に
、
３
の
み
に

執
ら
わ
れ
、
相
互
に
自
己
主
張
を
し
て
止
ま
な
い
。
創
造
に
於
け
る
自
然
は
極
め
て
不
自
然
な
こ
と
と

な

っ
て
乱
れ
る
。
こ
れ
が
ほ
か
で
も
な
く
罪
で
あ
る
と
同
時
に
罪
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
創
造
に
於
け
る
自
然
が
神
な
の
で
は
な
い
。
創
造
に
於
け
る
自
然
は
創
造
に
於
け
る
在
り
方
な

の
で
あ
る
。
そ
の
在
り
方
が
在
る
こ
と
の
究
極
の
根
源
が
神
な
の
で
あ
り
、
従

っ
て
そ
の
神
の
在
り
方
に
対
す

る
関
係
を
創
造
に
於
け
る
自
然
と
言

っ
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
罪
と
は
在
り
方
を
受
け
入
れ
な
い
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
は
神
に
対
す
る
罪
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
九

先
に
、
創
造
に
於
け
る
自
然
と
は
、
創
造
に
於
け
る
在
り
方
の
定
め
な
の
で
あ
り
、
そ
の
在
り
方
の
定
め
が

あ
る
と
い
う
こ
と
の
究
極
の
根
源
―
そ
れ
が
創
造
に
と
い
う
こ
と
で
あ
る
―
が
神
な
の
で
あ
る
、
と
言

っ
た
。

従

っ
て
神
と
は
、
創
造
者
で
あ
る
と
同
時
に
恵
む
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
定
め

が
あ
る
と
い

，
こ
と
は
、
人
の

一
切
の
は
か
ら
い
を
超
え
、
た
だ
与
え
ら
れ
て
あ
る
以
外

の
何
も
の
で
も
な
い

か
ら
で
あ
る
。

こ
の
創
造
に
於
て
恵
む
も
の
の
現
実
を
、
イ
エ
ス
さ
ま
は

「
天
の
父
は
、
悪
い
者
の
上
に
も
良
い
者
の
上
に

も
、
太
陽
を
の
ぼ
ら
せ
、
正
し
い
者
に
も
正
し
く
な
い
者
に
も
雨
を
降
ら
し
て
下
さ
る
」

（
マ
タ
イ
５

●
４５
）

と
語

っ
て
い
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
創
造
に
於
け
る
自
然
と
し
て
の
定
め
に
、
人
が
自
覚
的
に
従
順
で
あ
る
こ
と
を

「
義
」
と
聖

書
は
言

っ
て
い
る
。
即
ち
、
義
と
は
旧
約
聖
書
に
於
て
は

一
般
に

「
あ
る
べ
き
さ
ま
」
で
あ
り
、
新
約
聖
書
に
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於
て
は

一
般
に

「御
旨
に
従
う
」
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
創
造
に
於
け
る
自
然
と
し
て
の
定
め
に
、
人
が
自
覚
的
に
従
順
に
な
る
こ
と
は
、
人
の
は

か
ら
い
に
よ
る
の
で
な
く
、
そ
の
自
覚

へ
人
を
導
い
て
ゆ
く
も
の
の
働
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
聖
書
は

「聖
霊
」

と
言

っ
て
い
る
。

「
聖
霊
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
だ
れ
で
も

″
イ
エ
ス
は
主
で
あ
る

ヽ
と
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
」

（
コ
リ
ン
ト
第

一
の
手
紙
１２

ｏ
３
）
と
パ
ウ
ロ
は
言
い
、
イ
エ
ス
さ
ま
も

「聖
霊
に
よ

っ
て
私
の
わ
ぎ
を
為
し

て
い
る
」

（
マ
タ
イ
ー２

・
２８
）
と
中
さ
れ
て
い
る
。
聖
霊

に
よ

っ
て
こ
そ
創
造
に
於
け
る
自
然
の
定
め
が
人
々

の
う
え
に
あ
ら
わ
と
な
る
の
で
あ

っ
て
、
決
し
て
人
の
計
い
努
力
に
よ

っ
て
で
は
な
い
。

（
ロ
マ
８

●
９
１
Ｈ

●
８

・
１４
‐
‐７

・
‐４

・
‐６
１
‐８
）

結
局
イ
エ
ス
さ
ま
は
、
神

・
ロ
ゴ

ス
・
を
聖
霊
に
於
て
現
わ
し
生
き
た
方
だ
と
言
え
る
。

つ
ま
り
、
イ
エ
ス

さ
ま
は
、
聖
霊
に
於
て
、
神
の
御
旨
に
従
い
自
然
の
定
め
な
る

ロ
ゴ

ス
を
生
き
た
方
だ
と
言
え
る
。

「
わ
た
し

を
見
た
者
は
父

（神
）
を
見
た
の
で
あ
る
」

（
ヨ
ハ
ネ
ー４

・
９
）
と
言
わ
れ
、
さ
ら
に

「
わ
た
し
が
あ
な
た
が

た
に
話
し
て
い
る
言
葉
は
、
自
分
か
ら
話
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
父
が
わ
た
し
の
う
ち
に
お
ら
れ
て
、
み
わ

ざ
を
な
さ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
」

（
ヨ
ハ
ネ
ー４

・
‐０
）

イ
エ
ス
さ
ま
は
、
創
造
に
於
け
る
自
然
と
し
て
定
め
を
聖
霊

に
よ

っ
て
示
し
、
人
が
そ
の
定
め
を
聖
霊
に
よ

っ
て
自
己
の
深
み
で
自
覚
せ
じ
め
ら
れ
る
こ
と
を
願
わ
れ
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
定
め
に
自
覚
的
に
従

順
で
あ
る
と
き
、
人
は
義
人
と
な
る
。
義
人
と
な
る
と
は
、
真
の
主
体
的
な
人
と
な
る
こ
と
、
真
人
と
な
る
こ
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と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
人
々
は
自
我
に
よ
る
自
己
完
結
を
願

っ
て
生
き
る
こ
と
に
余
念
が
な
く
、
そ
の
う
え
に
文
化
を
き

づ
く
こ
と
に
よ

っ
て
幸

い
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
営
み
は

一
切
虚
し
い
。

大
切
な

一
事
は
、
自
己
完
結
的
な
自
我
が
、
聖
霊
に
於
い
て
破
ら
れ
、
創
造
に
於
け
る
自
然
の
定
め
の
う
え

に
自
我
が
生
れ
変
り
立

つ
と
き
全
世
界
は

一
変
し
新
し
く
な
る
の
だ
。

二
十

イ
エ
ス
さ
ま
は
、
自
我
が
悪
い
と
言

っ
て
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
自
己
完
結
的
な
自
我
の
在
り
方
は
、
人
間

と
し
て
本
来
的
在
り
方
で
は
な
い
。
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
ヨ
↑
不
９

●
４‐
）
問
題
は
自
我
の
在
り
方
な

の
で
あ

っ
て
、
自
我
を
捨
て
る
こ
と
で
は
な
い
。

人
が
本
来
的
自
己
に
日
覚
る
と
き
、
自
己
宅
結
的
な
自
我
は
お
の
ず
と
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。

「
わ
た
し
の

羊
は
、
わ
た
し
の
声
に
聞
き
従
う
」

（
ヨ
ハ
ネ
ー０

・
２７
）
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち

「
わ
た
し
」
の
声
に

目
覚
め
た
者
は
、
自
己
完
結
的
自
我
が
消
滅
し

「
わ
た
し
の
羊
」
と
な
り

「
わ
た
し
」
に
従
う
自
我
に
な
る
。

自
己
完
結
的
自
我
と
は
自
己
絶
対
化
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
生
れ
る
知
情
意

。
つ
ま
り
分
別
知
が
人
に
思
い
わ

ず
ら
い
を
生
み
、　
■
コ
イ
ズ
ム
を
生
み
出
す
、
ま
た
父
、
母
、
子
、
兄
弟
、
姉
妹
、
他
人
な
ど
と
分
別
す
る
。

し
か
し
イ

エ
ス
さ
ま
は
申
さ
れ
る
。

「
だ
れ
で
も
、
父
母
妻
子
、
兄
弟
姉
妹
、
さ
ら
に
自
分
の
命
ま
で
も
捨
て
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て
わ
た
し
の
も
と
に
来
る
の
で
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
の
弟
子
と
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
、
（
ル
カ
ー４

・
２６
）

エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
思
い
わ
ず
ら
い
な
ど
の
分
別
は
、
自
我
を
自
我
た
ら
し
め
保
た
し
め
る
自
我
の
財
産
な
の
で

あ
る
。
そ
の
財
産
を
捨
て
切
ら
な
け
れ
ば
、
自
我
は
本
来
的
自
我
に
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

「
自
分
の
財
産

を
こ
と
ご
と
く
捨
て
切
る
者
で
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
の
弟
子
と
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
」

（
ル
カ
ー４

・
３３
）

「
自
分
の
命
を
救
お
う
と
思
う
者
は
そ
れ
を
失
い
、
わ
た
し
の
た
め
に
自
分
の
命
を
失
う
者
は
、
そ
れ
を
救
う
」

（
ル
カ
９

●
２４
）

自
己
完
結
的
自
我
は
真
実
の
自
己
に
出
会
い
目
覚
め
る
と
き
、
自
然
に
消
滅
し
て
本
来
的
自
我
に
な
る
。
再

度
言
う
が
、
自
我
が
消
滅
す
る
の
で
は
な
い
、
自
己
完
結
的
自
我
が
本
来
的
自
我
に
成
る
の
で
あ
る
。
正
気
の

日
我
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
ル
カ
９

ｏ
２６
‐
３４
）
正
気
の
自
我
に
な
る
と
き
人
は
本
来
的
生
に
立

つ
の
で
あ
る
．

こ
こ
で
再
び
、
わ
た
し
の
体
験
の

一
つ
を
語
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
は
四
年
前
の
七
月
も
十
日
の
こ

と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ま
で
自
分
の
真
底
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
罪
の
向
う
側
に
突
然
ヒ
コ
イ
と
出
て
し
ま

っ
た

の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
そ
う
な

っ
た
の
か
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
結
果
は
罪
が
私
の
中
か
ら
全
く
消
え
て
無
く

な

っ
た
の
で
あ
る
。

か

つ
て
、
イ
エ
ス
さ
ま
の
十
字
架
の
ぼ
暴
ぃに

接
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
罪
か
ら
救
わ
れ
た
と
い
う
体
験
を
も

っ

て
い
た
が
、
そ
れ
と
は
異
る

一
層
深
い
自
然
な
開
放
感
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
リ
イ
エ
ス
さ
ま
の
贖
罪
を
信
じ
た

と
き
の
開
放
感
は
未
だ
不
徹
底
だ

っ
た
と
感
じ
る
よ
う
な
開
放
感
な
の
で
あ
る
。
罪
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
信
じ
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よ
ろ
こ
び

つ
つ
も
尚
未
だ
、
罪
人
に
も
か
か
わ
ら
ず
罪
か
ら
開
放
さ
れ
た
と
信
じ
る
信
仰
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が

信
じ
る
信
仰
に
よ
る
の
で
な
く
、
水ヽ
遠
の
過
去
よ
り
永
遠
の
未
来
に
至
る
ま
で
、
罪
と
は
全
く
関
係
な
く
、
全

き
自
由
な
私
が
そ
こ
に
あ

っ
た
、
と
い
う
真
実
の
自
己
の
姿
の
発
見
で
あ
り
覚
で
あ

っ
た
の
だ
。
わ
た
し
は
、

は
じ
め
か
ら
救
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
救
わ
れ
な
い
自
己
な
ど
、
は
じ
め
か
ら
無
か

っ
た
の
だ
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
救
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
罪
人
な
る
自
己
が
あ
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
こ
と
が
、
自
我
の
な
せ
る
幻
想
に
し

か
す
ぎ
な
か

っ
た
の
だ
と
い
う
自
己
の
自
覚
で
あ
る
。
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