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一
九
七
〇
年
代
以
降
、
社
会
主
義
へ
の
知
的
信
頼
の
低
下
に
伴
い
、
世
界
の

政
治
哲
学
は
白
由
主
義
w
社
会
主
義
か
ら
、
自
由
主
義
内
部
の
対
立
と
な
っ
て

い
っ
た
が
、
そ
れ
は
大
き
く
言
え
ば
、
F
・
ハ
イ
エ
ク
と
J
・
ロ
ー
ル
ズ
を
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
－
一

立
軸
に
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
ハ
イ
エ
ク

の
自
由
主
義
体
系
が
確
立
さ
れ
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
自
由

の
条
件
』
（
§
“
9
§
ミ
ミ
§
ミ
ト
ミ
ミ
）
に
お
い
て
で
あ
り
、
ロ
ッ
ク
、
ヒ

ユ
ー
ム
、
ス
ミ
ス
な
ど
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
古
典
白
由
主
義
を
現
代
社

会
に
適
用
可
能
な
形
で
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
エ
ク
は
晩
年
、
三

部
作
の
大
著
『
法
と
立
法
と
自
由
』
（
旨
§
ξ
芝
ミ
§
ニ
ミ
ト
§
ミ
）
を
書

き
上
げ
た
が
、
同
著
は
『
自
由
の
条
件
』
に
彫
琢
を
加
え
、
よ
り
体
系
的
よ
り

明
瞭
に
し
た
も
の
で
、
理
論
的
に
は
『
白
由
の
条
件
』
と
基
本
的
に
は
変
わ
り

は
な
い
。
一
方
ロ
ー
ル
ズ
は
、
一
九
七
一
年
に
、
そ
れ
ま
で
長
い
間
積
み
重
ね

て
き
た
思
想
を
纏
め
上
げ
て
『
正
義
論
』
（
ト
§
§
ミ
県
さ
急
星
を
公
刊
し
、

政
治
哲
学
の
み
な
ら
ず
倫
理
学
、
経
済
学
な
ど
多
く
の
分
野
の
研
究
者
達
に
大

き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。
だ
が
そ
の
後
、
同
著
に
対
す
る
批
判
も
あ
っ

て
、
ロ
ー
ル
ズ
は
更
に
思
索
を
続
け
、
一
九
九
三
年
に
、
『
政
治
的
自
由
主
義
』

（
き
ミ
“
§
、
ミ
ざ
§
豪
§
）
を
出
し
た
。
同
著
は
『
正
義
論
』
を
明
ら
か
に
修
正

し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
ハ
イ
エ
ク
自
由
主
義
と
両
立
し
得
る
部
分
も

出
て
き
た
の
だ
が
、
し
か
し
、
正
義
論
な
ど
ロ
ー
ル
ズ
の
核
心
部
分
は
手
づ
か

ず
で
あ
っ
た
の
で
、
ハ
イ
エ
ク
の
白
由
主
義
と
ロ
ー
ル
ズ
の
自
由
主
義
は
対
立

し
た
ま
ま
で
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
ハ
イ
エ
ク
が
一
九
九
三
年
に
亡
く
な
り
ロ
ー
ル
ズ
も
二
〇
〇
二
年
に

こ
の
世
を
去
っ
た
。
こ
う
し
て
世
界
の
思
想
界
は
今
や
巨
人
を
失
っ
て
、
低
迷

期
を
迎
え
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
が
、
だ
が
そ
の
中
か
ら
ハ
イ
エ
ク
や
ロ
ー
ル



鳩

ズ
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
白
ら
の
思
想
を
形
成
し
て
行
こ
う
と
し
て
い
る

者
も
い
な
い
で
は
な
い
。
そ
の
中
で
も
注
目
さ
れ
て
よ
い
の
は
、
J
・
グ
レ
イ

と
C
・
ク
カ
サ
ス
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
等
の
思
想
は
ま
だ
荒
削
り
で
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
の
彼
等
の
着
実
な
思
索
の
跡
を
見
る
と
、
今
後
の
発

展
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
グ
レ
イ
も
ク
カ
サ
ス
も

ハ
イ
エ
ク
や
ロ
ー
ル
ズ
の
研
究
を
通
し
て
、
自
ら
の
思
想
を
形
成
し
て
き
た
こ

と
で
あ
る
。
ハ
イ
ェ
ク
研
究
書
は
数
多
あ
る
け
れ
ど
も
、
グ
レ
イ
の
『
ハ
イ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
］

ク
の
自
由
論
』
（
§
象
§
卜
§
ミ
ニ
奏
ω
）
と
ク
カ
サ
ス
の
『
ハ
イ
エ
ク
と
現

代
自
由
主
義
』
（
ξ
暮
§
、
き
き
§
卜
§
§
茅
§
岩
o
。
㊤
）
は
、
そ
の
中
で
も

と
り
わ
け
評
価
が
高
い
。
ま
た
、
グ
レ
イ
は
ロ
ー
ル
ズ
に
関
す
る
論
文
を
何
本

も
書
い
て
い
る
し
、
ク
カ
サ
ス
は
P
・
ペ
テ
ィ
ッ
ト
と
『
ロ
ー
ル
ズ
ー
「
正

義
論
」
と
そ
の
批
判
者
た
ち
』
（
完
§
茸
』
§
§
ミ
県
さ
冬
§
§
き
冴
O
ミ
ぎ
一

　
　
　
一
茗
〕

H
竃
o
）
を
出
す
な
ど
ロ
ー
ル
ズ
研
究
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
等
は
、

ハ
イ
エ
ク
や
ロ
ー
ル
ズ
か
ら
学
ぶ
べ
き
は
学
び
、
批
判
す
べ
き
は
批
判
し
、
苦

し
み
な
が
ら
も
、
自
ら
の
思
想
の
形
成
に
努
め
て
き
た
の
だ
が
、
よ
う
や
く
そ

の
姿
が
見
え
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
グ
レ
イ
は
二
〇
〇
一
年
に
『
自
由
主
義

の
二
つ
の
顔
』
（
§
s
き
o
s
曳
ト
ミ
§
茅
§
）
を
出
し
、
ク
カ
サ
ス
も
こ
こ
で

取
り
上
げ
る
『
白
由
主
義
群
島
』
を
書
き
上
げ
、
世
界
に
問
う
た
の
で
あ
る
。

　
グ
レ
イ
は
、
J
・
S
ニ
ミ
ル
の
研
究
か
ら
始
め
、
ハ
イ
エ
ク
に
近
づ
い
て
行

く
の
だ
が
、
そ
の
反
合
理
主
義
の
姿
勢
は
ハ
イ
エ
ク
の
そ
れ
よ
り
も
強
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
、
次
第
に
ハ
イ
エ
ク
と
は
距
離
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
バ
ー
リ

ン
的
な
多
元
主
義
（
旦
昌
邑
ω
昌
）
を
支
持
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
が
、
白

ら
の
思
想
が
か
な
り
定
ま
っ
て
き
た
の
で
、
『
白
由
主
義
の
二
つ
の
顔
』
を
刊

行
し
た
の
で
あ
っ
た
。
一
方
の
ク
カ
サ
ス
は
、
先
ず
ハ
イ
エ
ク
を
研
究
し
、
次

に
ロ
ー
ル
ズ
研
究
に
向
か
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
何
れ
か
と
言
え
ば
、
ク

カ
サ
ス
は
、
ハ
イ
エ
ク
や
M
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
白
由
主
義
に
親
近
感
を
持

っ
て
い
た
。
だ
が
ク
カ
サ
ス
も
、
グ
レ
イ
と
は
違
っ
た
理
由
か
ら
、
文
化
的
多

元
主
義
な
ど
の
問
題
と
取
り
組
み
、
そ
の
た
め
九
〇
年
代
以
降
の
論
文
は
そ
れ

ま
で
の
と
か
な
り
様
相
を
異
に
し
て
い
く
が
、
そ
の
過
程
で
、
W
・
キ
ム
リ
ッ

カ
や
1
・
ヤ
ン
グ
な
ど
と
論
争
し
、
自
ら
の
思
想
を
練
り
上
げ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
も
っ
と
も
ク
カ
サ
ス
は
、
グ
レ
イ
の
よ
う
に
自
由
主
義
に
疑
間
を
呈
し

た
り
批
判
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
寧
ろ
、
ロ
ッ
ク
や
ヒ
ュ
ー
ム
に
始
ま

り
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
、
ア
ク
ト
ン
な
ど
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
発

展
し
て
い
っ
た
白
由
主
義
を
擁
護
し
、
そ
れ
が
現
代
世
界
で
最
も
大
き
な
問
題

で
あ
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
問
題
、
文
化
的
多
元
主
義
の
間
題
を
解
決
に
導
い
て

い
く
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
問
題
と
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
応
の

回
答
を
与
え
た
の
が
『
白
由
主
義
群
島
』
な
の
で
あ
る
。

　
白
由
主
義
は
大
き
く
言
っ
て
、
普
遍
的
自
由
主
義
と
多
元
的
白
由
主
義
の
二

つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
グ
レ
イ
も
大
体
そ
の
よ
う
に
分
類
し
て
い

る
。
そ
し
て
古
典
自
由
主
義
者
の
中
で
、
前
者
の
代
表
者
が
ロ
ッ
ク
で
あ
り
、

後
者
の
代
表
者
が
ヒ
ュ
ー
ム
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
グ
レ
イ
は
、
こ
の
二
つ
の

自
由
主
義
は
原
理
的
に
異
な
っ
た
も
の
だ
と
考
え
、
普
遍
的
自
由
主
義
を
批
判

し
、
多
元
的
自
由
主
義
を
好
意
的
に
評
価
す
る
。
そ
し
て
グ
レ
イ
は
好
意
を
寄

せ
る
後
者
の
多
元
的
自
由
主
義
を
「
平
和
的
共
存
の
自
由
主
義
」
（
亭
①

夢
①
邑
庁
昌
o
言
塞
8
巨
o
o
異
季
g
8
）
と
表
現
し
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、

グ
レ
イ
の
よ
う
に
自
由
主
義
－
少
な
く
と
も
古
典
自
由
主
義
1
を
二
つ
に



チャンドラン・クカサス『白由主義群島』岬

分
け
な
い
ク
カ
サ
ス
も
、
白
由
主
義
を
グ
レ
イ
の
多
元
的
自
由
主
義
と
同
じ
よ

う
に
、
「
平
和
的
共
存
」
を
可
能
に
す
る
原
理
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
ク
カ
サ
ス
は
、
ロ
ッ
ク
の
白
由
主
義
と
ヒ
ュ
ー
ム
の
そ
れ
と
を
区
別
せ

ず
、
双
方
と
も
多
元
的
社
会
、
従
っ
て
、
多
元
主
義
を
前
提
と
し
た
白
由
主
義

だ
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ク
カ
サ
ス
は
、
白
由
主
義
の
起
原
を
、
宗
教
戦

争
の
中
で
良
心
の
自
由
が
叫
ば
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に
求
め
、
良
心
の
白
由
の
重

要
性
を
強
調
す
る
。
確
か
に
こ
の
宗
教
上
の
良
心
の
叫
び
か
ら
、
信
教
の
自

由
、
思
想
の
自
由
・
－
…
政
治
的
自
由
へ
と
白
由
の
要
求
が
拡
大
し
て
い
っ
て
、

近
代
の
白
由
主
義
は
形
成
・
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
周
知
の
よ
う

に
、
良
心
の
白
由
を
出
発
点
と
し
て
自
由
主
義
の
社
会
理
論
を
樹
立
し
た
の
が

ロ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
の
良
心
概
念
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
密
接
に
関
係
し
て
い

た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰

を
前
提
に
し
て
い
な
い
ヒ
ュ
ー
ム
の
自
由
主
義
は
、
良
心
と
い
う
よ
り
寧
ろ
道

徳
感
覚
が
出
発
点
と
な
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
ス
ミ
ス
は
、
道
徳

感
覚
と
い
う
用
語
を
使
う
こ
と
を
好
ま
ず
、
良
心
を
使
い
、
し
か
も
良
心
の
問

題
を
そ
の
中
核
に
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
社
会
理
論
も
ロ
ッ
ク
ほ

ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
強
い
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と

が
、
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
ク
カ
サ
ス
の
説

く
自
由
主
義
は
良
心
の
白
由
を
出
発
点
と
し
、
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
ト
ク
ヴ

ィ
ル
、
ア
ク
ト
ン
・
…
：
と
発
展
し
て
き
た
白
由
主
義
で
あ
る
。
か
よ
う
な
自
由

主
義
が
現
代
世
界
の
最
も
重
大
な
問
題
を
果
た
し
て
解
き
得
る
の
か
と
い
う
問

い
に
答
え
よ
う
と
し
た
の
が
「
自
由
主
義
群
島
』
な
の
で
あ
る
。

二

　
ク
カ
サ
ス
の
白
由
主
義
は
三
つ
の
考
え
、
即
ち
、
一
、
中
核
的
価
値
を
白
由

に
置
く
、
二
、
権
力
の
分
割
を
強
調
す
る
立
憲
主
義
に
立
つ
、
三
、
K
・
ポ
パ

ー
の
用
語
を
使
え
ば
、
開
か
れ
た
社
会
（
o
肩
目
ω
o
q
o
ε
の
理
論
で
あ
る
、

か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
基
本
的
に
は
古
典
白
由
主
義
を
継
承
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
ク
カ
サ
ス
は
、
古
典
白
由
主
義
は
現
代
世
界
に
お
い
て
も
妥
当
す

る
、
と
考
え
る
。
先
ず
何
よ
り
も
、
近
代
自
由
主
義
は
宗
教
戦
争
の
中
か
ら
、

良
心
の
白
由
の
重
要
性
を
主
張
す
る
哲
学
と
し
て
生
ま
れ
た
。
そ
の
こ
と
を
最

も
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
の
が
、
ロ
ッ
ク
の
著
作
だ
が
、
そ
の
中
で
も
『
寛
容
に

関
す
る
書
簡
』
（
ト
ミ
ミ
§
§
ミ
ミ
轟
§
ξ
§
叶
“
§
）
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て

自
由
主
義
の
最
初
の
関
心
は
正
義
で
は
な
く
、
相
互
寛
容
の
体
制
（
印
『
藷
ぎ
①

o
｛
昌
鼻
冨
；
o
－
胃
註
8
）
は
如
何
に
す
れ
ば
保
障
さ
れ
得
る
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
や
マ
デ
ィ
ソ
ン
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
な
ど
が
説
い
た
立
憲
主

義
は
、
権
力
集
中
の
排
除
を
要
求
す
る
も
の
で
、
社
会
に
多
数
の
支
配
権
や
権

威
が
存
在
す
る
こ
と
を
良
い
こ
と
だ
と
考
え
る
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
、
問
柄

（
8
昌
君
ま
昌
争
旨
）
を
よ
り
好
み
、
白
国
の
長
所
に
誇
り
を
持
つ
も
の
だ
が
、

し
か
し
ま
た
他
の
国
に
対
し
て
開
か
れ
て
お
れ
ば
、
他
の
国
の
人
々
と
理
解
し

合
え
る
の
で
あ
る
。

　
自
由
主
義
が
こ
の
よ
う
に
説
か
れ
た
の
は
、
近
代
社
会
が
そ
れ
ま
で
の
社
会

と
違
っ
て
、
「
多
様
性
」
（
9
く
雪
ω
ξ
）
や
「
不
一
致
」
（
邑
ω
鍔
『
9
昌
①
昌
に

よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
社
会
だ
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
近
代
の
白
由
主
義
は

そ
う
し
た
特
徴
を
持
つ
近
代
社
会
に
対
応
す
べ
く
説
か
れ
た
社
会
理
論
、
つ
ま



り
白
由
主
義
は
ど
う
す
れ
ば
社
会
の
多
く
の
人
々
が
平
和
的
に
共
存
し
得
る
か

に
つ
い
て
の
理
論
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
白
由
主
義
は
相
互

寛
容
（
昌
算
畠
；
◎
－
彗
き
昌
）
や
平
和
的
共
存
一
肩
胃
①
巨
8
巽
茸
g
8
一
を

主
張
す
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
白
由
主
義
体
制
は
寛
容
の
体
制
な
の
で
あ

る
。
し
か
し
白
由
主
義
が
寛
容
の
規
範
を
支
持
す
る
の
は
、
白
律
性

（
嘗
8
昌
冒
く
）
を
評
価
す
る
か
ら
で
は
な
い
、
そ
う
で
は
な
く
以
下
の
よ
う
な

事
実
、
即
ち
、
人
々
は
様
々
に
考
え
、
世
界
を
違
っ
た
風
に
見
、
他
人
と
は
異

な
っ
た
生
き
方
を
す
る
と
い
う
事
実
、
の
重
要
性
を
認
識
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
ク
カ
サ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
自
由
主
義
が
寛
容
を
支
持
す
る
の

は
、
そ
れ
が
良
心
の
白
由
（
豪
雲
呉
o
｛
8
寡
9
9
8
一
を
尊
重
す
る
か
ら
で
、

良
心
の
命
ず
る
ご
と
く
人
々
が
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
、
結
社
の
白
由

（
ぎ
＆
o
旨
o
～
ω
ω
8
雲
ぎ
目
）
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
主
義
は
寛

容
を
支
持
す
る
の
で
あ
る
、
と
。
で
は
、
ク
カ
サ
ス
の
良
心
の
概
念
、
良
心
の

自
由
の
考
え
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
。
ク
カ
サ
ス
は
必
ず
し
も
詳
し
く

論
じ
て
は
な
い
が
、
そ
こ
に
は
ク
カ
サ
ス
の
ユ
ニ
ー
ク
な
議
論
が
見
ら
れ
る
。

　
上
述
し
た
よ
う
に
、
良
心
の
自
由
は
宗
教
戦
争
の
中
か
ら
叫
ば
れ
て
き
た
の

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
も
、
良
心
の
概
念
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
と
密
接

に
関
係
づ
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
た
。
B
・
ウ
ッ
チ
カ
ッ
ト
は
良
心
を
神
の
代
理

人
δ
3
。
ω
i
鶉
｛
轟
①
昌
）
、
あ
る
い
は
人
間
の
心
に
住
む
神
（
暮
①
㊦
a

匝
峯
①
≡
尾
皇
彗
自
毒
）
と
説
い
た
。
ま
た
J
・
バ
ト
ラ
ー
も
、
良
心
へ
の
服
従

は
神
へ
の
服
従
で
あ
る
、
と
論
じ
た
。
そ
し
て
ロ
ッ
ク
や
ス
ミ
ス
も
大
体
同
じ

よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
T
・
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
『
リ

ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
（
卜
§
ミ
ぎ
§
二
雷
H
）
な
ど
の
中
で
、
良
心
は
私
的
意
見
に

過
ぎ
ず
、
知
識
の
源
泉
と
し
て
の
価
値
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
平
和
協
定

よ
り
も
宗
教
対
立
を
誘
発
し
か
ね
な
い
、
と
論
じ
た
。
ま
さ
し
く
こ
こ
で
ク
カ

サ
ス
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
i
が
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
」
の
中
の
「
大
審

問
官
」
に
お
い
て
問
題
に
し
た
よ
う
な
問
い
を
発
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
ク
カ

サ
ス
は
、
何
故
に
良
心
と
い
う
言
葉
を
、
つ
ま
り
良
心
の
命
令
に
従
っ
て
行
動

で
き
る
社
会
こ
そ
善
き
社
会
だ
と
説
く
人
々
が
、
ま
た
か
よ
う
な
良
心
が
管
理

さ
れ
て
い
る
社
会
こ
そ
善
き
社
会
と
主
張
す
る
人
々
が
、
良
心
と
い
う
言
葉
、

を
選
び
用
い
る
の
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ク
カ
サ
ス
は
次
の

よ
う
に
答
え
る
。

　
先
ず
ク
カ
サ
ス
は
、
本
書
で
使
わ
れ
て
い
る
良
心
と
い
う
言
葉
が
広
い
意
味

で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
良
心
は
狭
い
意
味
で
は
、
良
心

の
命
令
を
意
識
的
に
反
省
し
そ
れ
に
服
従
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
だ

が
、
本
書
で
理
解
さ
れ
て
い
る
良
心
は
、
も
っ
と
広
い
。
即
ち
ク
カ
サ
ス
の
良

心
は
、
正
と
悪
に
つ
い
て
の
感
覚
（
陣
ω
昌
ω
①
o
～
－
嘗
；
ま
彗
o
握
）
、
何
を
な

す
べ
き
か
何
を
な
す
べ
き
で
な
い
か
に
関
す
る
感
覚
（
印
ω
彗
竃
◎
｛
幸
訂
け

○
轟
葦
o
；
長
津
昌
；
o
字
ま
自
①
）
で
、
す
べ
て
の
文
化
的
伝
統
の
中
に
い
る

人
々
は
良
心
を
持
っ
て
い
る
、
と
ク
カ
サ
ス
は
言
う
。
こ
の
感
覚
の
内
容
は
、

彼
等
の
宗
教
の
倫
理
的
教
義
の
産
物
か
も
し
れ
ぬ
し
、
彼
等
が
殆
ど
反
省
し
て

こ
な
か
っ
た
慣
習
の
産
物
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
良
心
の
起
源
が
何
で
あ

れ
、
人
々
は
適
宜
性
の
感
覚
（
印
ω
g
ω
①
o
｛
肩
o
肩
庁
ξ
）
を
有
し
て
い
る
。
そ

し
て
こ
の
感
覚
が
、
個
々
人
と
し
て
の
人
々
と
い
う
特
質
（
津
①
肩
o
肩
身
o
h

肩
o
亘
①
窒
－
邑
ま
o
富
互
を
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
良
心
と
い
う
言
葉
を

使
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
個
性
を
全
く
省
み
な
い
、
集
団
的
伝
統
の
道
徳
的
権
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威
を
強
調
す
る
善
の
概
念
（
8
昌
①
冨
昌
ω
o
＝
臣
弩
◎
e
を
支
持
し
て
い
る

伝
統
に
お
い
て
さ
え
、
そ
の
同
じ
道
徳
的
確
信
を
共
有
し
て
い
る
人
々
も
、
そ

の
確
信
の
感
覚
を
個
々
に
（
巨
畠
く
竃
§
ξ
）
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
々

は
個
々
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
も
し
適
切
な
環
境
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、
そ

の
集
団
か
ら
離
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
良
心
の
概
念
は
人
問
本
性
の
こ
の
側

面
を
捉
え
て
い
る
の
だ
、
と
ク
カ
サ
ス
は
い
う
の
で
あ
る
。
良
心
を
こ
の
よ
う

に
捉
え
る
の
も
、
ど
ん
な
人
々
も
、
従
っ
て
物
事
を
反
省
し
な
い
人
々
や
順
応

主
義
者
も
、
道
徳
的
生
活
を
し
て
お
り
誠
実
さ
を
有
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
順
応
も
習
慣
と
い
う
理
由
さ
え
も
、
人
々
を
あ
る

程
度
の
個
人
性
（
ぎ
邑
く
巨
畠
－
身
）
を
認
め
得
る
誠
実
さ
を
持
っ
て
い
る
こ
と

を
確
認
す
る
に
十
分
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
以

下
の
よ
う
に
書
い
た
時
、
心
中
に
抱
い
て
い
た
こ
と
だ
、
と
ク
カ
サ
ス
は
い

う
。
「
人
間
の
理
性
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
わ
れ
わ
れ
の
意

見
や
生
活
様
式
の
中
に
略
同
じ
強
さ
で
溶
け
込
ん
で
い
る
染
料
の
よ
う
な
も
の

で
あ
り
、
材
料
も
無
限
で
あ
り
、
多
様
性
も
無
限
で
あ
る
。
」
9
…

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
ク
カ
サ
ス
の
良
心
論
は
、
そ
れ
ほ
ど
詳
し
く
は
展
開
さ

れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
ユ
ニ
ー
ク
で
重
要
な
議
論
が
見
ら
れ
る
。

そ
れ
は
良
心
が
、
道
徳
感
覚
と
略
同
じ
も
の
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
っ
ま
り
そ
こ
に
は
、
ロ
ッ
ク
な
ど
の
良
心
論
と
ヒ
ュ
ー
ム
な
ど
の
道

徳
感
覚
論
と
が
、
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
な
ど
の
良
心

は
、
ク
カ
サ
ス
の
い
う
狭
い
意
味
で
の
そ
れ
で
、
し
か
も
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰

や
教
義
と
結
び
つ
い
て
い
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム

は
良
心
と
道
徳
感
覚
を
同
じ
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
て
、
良
心
と
い
う
言
葉
を

余
り
用
い
ず
、
専
ら
道
徳
感
覚
を
使
い
、
そ
れ
を
原
理
（
旦
昌
亘
①
）
と
し
て

人
間
行
為
を
理
解
し
た
。
人
間
行
為
の
動
機
を
議
論
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
ク

カ
サ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
人
間
の
動
機
の
申
で
最
も
重
要
な
源

泉
は
、
原
理
－
あ
る
い
は
、
も
つ
と
よ
い
言
葉
を
使
え
ば
、
良
心
、
で
あ

る
。
…
…
こ
の
動
機
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
を
－
紛
れ
も
な
く
　
　
人
間
的
に
す

る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
人
問
は
適
宜
性
の
感
覚
、
あ
る
い
は

も
っ
と
広
く
い
え
ば
、
人
間
の
行
為
を
支
配
し
て
い
る
道
徳
感
覚
を
持
っ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
冒
童
、
と
。
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
、
良
心
と

ヒ
ュ
ー
ム
の
道
徳
感
覚
が
大
体
同
じ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

ス
ミ
ス
は
遣
徳
感
覚
と
い
う
言
葉
に
違
和
感
を
覚
え
て
い
た
が
、
ク
カ
サ
ス

は
、
ス
ミ
ス
の
適
宜
性
の
感
覚
と
ヒ
ュ
ー
ム
の
道
徳
感
覚
を
略
同
じ
も
の
と

　
　
　
　
　
＾
4
」

理
解
し
て
い
る
。

　
後
者
の
適
宜
性
の
感
覚
と
道
徳
感
覚
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
の
適
否
は
別
と

し
て
、
良
心
と
い
う
言
葉
が
道
徳
感
覚
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の

は
、
何
も
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
で
は
な
く
、
ロ
ッ
ク
の
晩
年
ま
で
遡
る
こ
と
が

で
き
る
。
即
ち
、
ロ
ッ
ク
は
晩
年
、
T
・
バ
ー
ネ
ッ
ト
と
論
争
し
た
が
、
そ
の

論
争
の
中
で
、
バ
ー
ネ
ッ
ト
は
ロ
ッ
ク
の
良
心
を
自
然
的
良
心
（
；
巨
§
－

8
易
9
彗
8
一
と
解
釈
し
、
そ
れ
は
感
覚
で
あ
り
、
善
と
悪
を
区
別
す
る
感
覚

だ
と
し
た
た
め
、
バ
ー
ネ
ッ
ト
は
遣
徳
感
覚
と
い
う
言
葉
の
創
作
者
と
も
い
わ

れ
て
い
る
。
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
ロ
ッ
ク
の
良
心
解
釈
が
正
し
い
か
否
か
は
と
も
か

く
、
善
・
悪
を
区
別
す
る
感
覚
と
い
う
意
味
で
の
道
徳
感
覚
と
い
う
言
葉
が
、

シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
以
後
使
わ
れ
、
道
徳
感
覚
学
派
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

ヒ
ュ
ー
ム
も
そ
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
ヒ
ユ
ー



ム
は
良
心
と
道
徳
感
覚
を
略
同
じ
意
味
で
用
い
、
専
ら
道
徳
感
覚
を
使
っ
た
。

問
題
は
何
故
そ
う
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ッ

ク
の
良
心
は
キ
リ
ス
ト
教
と
密
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
良
心
が
キ
リ
ス

ト
教
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
は
、
人
間
が
神
に
な
る
こ
と
だ
と
し
て
、
ロ
ッ

ク
は
そ
の
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
。
ロ
ッ
ク
は
近
代
社
会
が
多
元
的
な
社
会
だ
と

認
識
し
て
い
た
の
で
、
自
由
主
義
を
展
開
し
た
が
、
そ
の
根
底
に
キ
リ
ス
ト
教

の
普
遍
主
義
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
白
由
主
義
は
普
遍
的
自
由
主
義
の
外
貌
を

示
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
社
会
が
ま
す
ま
す
多
元
化
し
て
い
く
と
、
自

由
主
義
も
そ
の
中
に
非
キ
リ
ス
ト
教
圏
の
こ
と
を
組
み
入
れ
て
い
く
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
多
元
的
自
由
主
義
は
そ
の
よ
う
な
要
請
に
答

え
る
も
の
だ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
ロ
ッ
ク
以
後
、
良
心
の
概
念
も
キ

リ
ス
ト
教
的
色
彩
を
弱
め
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
遭
徳
感
覚
と
略
同
じ
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
5
一

意
味
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
道
徳
感
覚
は
非
キ
リ
ス
ト
教
圏
に
も
通
用
し
得

る
概
念
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
日
本
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
現
在
、
日
本
で
は
8
冨
o
庁
篶
①
は

良
心
と
訳
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
8
易
9
彗
8
と
良
心
と
は
意
味
が
ま
る
で

異
な
る
。
g
；
ユ
彗
8
は
読
ん
で
字
の
ご
と
く
共
知
（
o
昌
H
共
に
十

ω
9
昌
8
H
知
る
こ
と
）
と
い
う
意
味
だ
が
、
良
心
は
も
と
も
と
儒
教
系
の
言

葉
で
あ
っ
て
、
『
孟
子
」
に
出
て
い
て
、
仁
義
の
心
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
江
戸
時
代
の
儒
学
者
・
伊
藤
仁
斎
な
ど
は
、
「
孟
子
の
学
は
、
仁
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
－

の
良
心
を
存
す
る
を
以
て
本
と
為
」
、
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
儒
教
的

な
意
味
の
良
心
か
ら
は
、
良
心
の
呵
責
と
か
良
心
の
白
由
と
か
は
出
て
こ
な

い
。
良
心
が
共
知
の
意
味
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
良
心
の
呵
責
と
い
っ
た
こ
と
と

か
、
良
心
の
自
由
と
い
つ
た
問
題
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
恥
が
良
心
の
呵
責
に

か
な
り
近
い
意
味
の
言
葉
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
恥
に
は
良
心
に
あ
る
厳
し
さ
が

欠
け
て
い
る
。
幕
末
・
明
治
初
期
に
活
躍
し
た
儒
教
系
の
知
識
人
が

8
冨
〇
一
昌
8
を
良
心
と
訳
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
8
富
q
雪
8
が
西
洋
に
お
い

て
極
め
て
重
要
な
一
一
一
日
葉
だ
と
思
い
、
儒
教
で
も
重
要
な
良
心
と
い
う
言
葉
を

8
姜
q
彗
s
の
訳
語
と
し
て
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
本
来
の
o
旨
－

ω
9
彗
8
と
儒
教
で
い
う
良
心
と
は
意
味
が
非
常
に
違
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

西
洋
に
お
い
て
も
ロ
ッ
ク
以
後
、
良
心
は
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
色
彩
を
薄
め
て

い
き
、
善
・
悪
の
区
別
の
感
覚
と
い
っ
た
意
味
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
し
、
日
本

で
も
儒
教
が
衰
退
し
て
い
っ
た
こ
と
も
あ
つ
た
の
で
、
道
徳
感
覚
と
い
う
意
味

で
良
心
を
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
日
本
で
は
大
西

祝
以
後
、
良
心
は
大
体
そ
う
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

三

　
ク
カ
サ
ス
の
議
論
は
良
心
の
白
由
か
ら
結
社
の
自
由
へ
と
い
く
。
そ
し
て
ク

カ
サ
ス
は
、
良
心
の
自
由
と
結
社
の
白
由
を
不
可
分
の
も
の
と
捉
え
る
。
良
心

の
白
由
は
結
社
の
自
由
を
伴
っ
て
、
は
じ
め
て
制
度
的
に
保
障
さ
れ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
良
心
の
白
由
と
結
社
の
自
由
が
法
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
社
会

が
自
由
社
会
だ
、
と
ク
カ
サ
ス
は
言
っ
て
い
る
。
だ
が
何
故
、
良
心
の
白
由
は

結
社
の
白
由
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
保
障
さ
れ
得
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も

ク
カ
サ
ス
は
詳
し
く
は
論
じ
て
は
い
な
い
。
確
か
に
ク
カ
サ
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
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教
の
い
う
良
心
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
人
間
の
道
徳
的

行
為
を
導
く
光
で
あ
り
、
個
人
の
内
的
生
活
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
源
泉
だ
と
さ

れ
る
。

　
キ
リ
ス
ト
教
の
良
心
が
そ
う
し
た
意
味
の
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
何

故
、
ル
タ
ー
な
ど
に
よ
っ
て
良
心
の
白
由
が
叫
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

か
。
そ
れ
は
、
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
い
て
、
良
心
は
個
別
知
と
さ
れ

普
遍
知
で
あ
る
ω
着
后
冨
多
の
支
配
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
か
ら
で
、
そ
こ
に

ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
良
心
の
概
念
を
乱
用
す
る
隙
が
与
え
ら
れ
て
い

　
　
　
　
＾
7
〕

た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
良
心
の
過
誤
と
い
う
こ
と
で
良
心
の
概
念
の
乱

用
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ク
カ
サ
ス
は
こ
の
問
題
の
重
大
さ
を
十
分
認
識
し

て
い
た
。
こ
の
問
題
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
ま

で
の
神
学
者
達
を
悩
ま
せ
て
き
た
の
だ
、
と
ク
カ
サ
ス
は
言
っ
て
い
る
。
し
か

し
こ
れ
以
上
論
ぜ
ず
、
ク
カ
サ
ス
は
直
ち
に
二
つ
の
結
論
を
導
い
て
い
る
。

一
、
誤
れ
る
良
心
に
も
拘
束
力
が
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
良
心
に
反
し
て
行
動
す

る
こ
と
は
悪
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
二
、
た
と
え
他
の
人
々
の

良
心
が
誤
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
他
の
人
々
の
良
心
に
暴
力
を
加
え
て
は
な
ら

な
い
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
パ
ウ
ロ
も
P
・
べ
ー
ル
も
こ
れ

ら
二
つ
の
結
論
を
擁
護
し
て
い
る
、
と
い
う
。
例
え
ば
、
べ
ー
ル
は
こ
う
言
っ

て
い
る
。
「
真
理
は
私
の
側
に
あ
る
の
で
、
私
の
暴
力
は
善
行
だ
と
い
う
人
が

い
る
。
だ
が
、
こ
う
い
う
人
は
誤
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
人
の
暴
力
は
罪

を
犯
し
て
い
る
。
」
一
〇
．
曇

　
こ
の
よ
う
に
良
心
と
い
う
も
の
が
基
本
的
に
重
要
な
価
値
で
あ
る
が
、
し
か

し
人
々
の
良
心
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
、
良
心
を
め
ぐ
っ
て

様
々
な
問
題
が
起
こ
る
。
そ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い

か
だ
が
、
ク
カ
サ
ス
は
そ
れ
ぞ
れ
の
良
心
に
任
せ
る
以
外
に
方
法
は
な
い
、
と

言
う
。
異
端
と
か
不
道
徳
と
い
っ
た
理
由
で
、
良
心
的
信
念
を
異
に
す
る
人
々

を
迫
害
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
人
々
に
良
心
に
反
し

て
行
動
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
良
心
を
尊
重
し
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
良
心
の
自
由
が
尊
重
さ
れ
る
に
は
結
社
の
白
由
が
要

請
さ
れ
る
。
良
心
の
白
由
の
尊
重
は
、
良
心
に
従
う
限
り
一
緒
に
や
つ
て
い
く

こ
と
が
で
き
な
い
者
達
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
人
々
の
自
由
に
委
ね
る
こ
と
を
、

要
請
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
結
社
の
自
由
は
結
社
に
参
加
す
る
自
由
と

し
て
で
は
な
く
、
結
社
を
脱
退
す
る
自
由
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

同
じ
こ
と
だ
が
、
結
社
の
白
由
を
尊
重
す
る
こ
と
は
良
心
の
自
由
の
尊
重
を
意

味
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
近
代
の
よ
う
な
多
元
的
社
会
に
お
い
て
は
、
善
い
社
会
は
人
々
が
自
由
に
結

社
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
杜
会
で
あ
る
。
か
よ
う
な
社
会
で
は
、
誰
も
自
分
が

拒
否
す
る
結
社
で
生
き
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
な
い
し
、
白
分
が
服
従
し
た
く
な

い
結
社
か
ら
自
由
に
脱
退
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
善
い
社
会
は
、
ど
の
集

団
も
た
と
え
対
立
す
る
集
団
で
あ
っ
て
も
他
の
集
団
に
対
し
て
、
寛
容
な
態
度

で
対
応
し
得
る
社
会
で
あ
る
。
白
由
社
会
は
白
分
の
所
属
す
る
団
体
、
共
同

体
、
企
業
な
ど
か
ら
白
由
に
脱
退
で
き
る
こ
と
を
、
個
々
人
に
認
め
て
い
る
社

会
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
自
分
が
悪
い
と
考
え
て
い
る
方
法
で
生
き
る
こ

と
や
、
ま
た
道
徳
的
に
従
う
こ
と
の
で
き
な
い
実
践
に
参
加
す
る
こ
と
な
ど

を
、
人
々
に
求
め
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
々
は
良
心
が
命
ず

る
よ
う
に
生
き
る
べ
き
で
、
良
心
に
背
く
よ
う
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。
特
定



叫

の
個
人
が
意
見
を
異
に
す
る
集
団
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
、
他

の
方
法
や
実
践
を
道
徳
的
に
受
け
入
れ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
ど
ん
な
妥
協
も
見

出
せ
な
い
時
に
は
、
一
方
が
他
方
に
従
う
べ
き
だ
と
い
つ
て
も
、
対
立
は
解
決

で
き
な
い
の
で
、
そ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
双
方
が
相
手
と
の
関
係
を
白
由
に

解
消
す
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
何
れ
も
自
ら
望
む
条
件
で
結
社
に
止
ま
る

こ
と
を
他
方
に
強
要
す
る
権
利
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
何
れ
も
他
方
に
、

止
ま
る
よ
う
強
要
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
基
準
の
正
し
さ
一
ユ
的
ま
完
ω
ω
）

に
訴
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
論
争
を
引
き
起
こ
す
の
は
実
に

そ
の
基
準
の
正
し
さ
に
関
し
て
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ク
カ
サ
ス
は
、
社
会

的
公
正
で
さ
え
そ
の
基
準
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
言
う
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
後
に
述
べ
る
。

　
更
に
白
由
社
会
は
、
必
ず
し
も
自
主
的
な
結
社
で
な
い
ま
た
実
践
を
大
い
に

異
に
す
る
集
団
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
成
っ
て
い
る
。
結
社
は
そ
の
メ
ン
パ
ー

が
結
社
の
条
件
を
合
法
的
と
認
識
し
て
い
る
限
り
、
メ
ン
バ
ー
に
対
し
て
権
威

（
彗
庄
昌
ξ
）
を
も
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
こ
う
し
た
認
識
も
、
個
人
が
集
団

や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
脱
退
す
る
権
利
を
持
た
な
い
な
ら
ば
、
意
味
は
な
い
。
こ

の
権
利
こ
そ
、
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
権
利
で
あ
り
、
個
人
の
唯
一
の
基
本
的

権
利
で
あ
っ
て
、
他
の
諸
権
利
は
こ
の
権
利
か
ら
派
生
し
た
も
の
か
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
言

論
の
自
由
と
い
っ
た
他
の
自
由
が
重
要
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な

い
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
自
由
は
、
結
社
の
白
由
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
り
、

あ
る
い
は
結
社
の
白
由
に
従
属
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
意
味
で
は
重
要
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
権
利
の
考
え
は
結
社
に
対
し
て
、
特
定
の
結
社
で

あ
る
こ
と
や
個
人
的
自
由
を
尊
重
す
る
結
社
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
っ

た
こ
と
を
要
求
し
な
い
。
実
際
に
結
社
の
中
に
は
反
自
由
主
義
的
な
も
の
も
存

在
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
結
社
の
メ
ン
バ
ー
が
、
結
社
の
条
件
に
従
い
生

き
続
け
る
こ
と
を
望
む
な
ら
ば
、
外
部
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
は
、
そ
の
権
利
の

下
で
メ
ン
バ
ー
が
活
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
た
め
に
介
入
す
る
権
利
な
ど
な

い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
い
か
な
る
基
本
的
権
利

も
与
え
な
い
。
結
社
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
基
礎
は
メ
ン
バ
ー
た
ち
の
黙
認

（
胃
君
げ
ω
o
8
8
）
に
あ
る
。
結
社
の
メ
ン
バ
ー
に
は
結
社
を
脱
退
す
る
権
利

が
あ
る
。
メ
ン
バ
ー
が
脱
退
す
る
こ
と
で
結
社
が
崩
壊
す
る
こ
と
が
あ
っ
て

も
、
メ
ン
バ
ー
は
誰
も
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
権
利
を
持
っ
て
い
る
。
自
由
社

会
は
基
本
的
に
は
結
社
の
自
由
に
よ
つ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
社
会
な
の
で
あ

る
。　

そ
し
て
ク
カ
サ
ス
は
、
結
社
か
ら
の
脱
退
以
上
の
権
利
を
メ
ン
バ
ー
に
与
え

る
こ
と
を
要
求
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
結
社
に
異
議
を
唱
え
る
者
の
良
心
が

問
題
な
だ
け
で
な
く
、
多
数
派
の
人
々
の
良
心
的
信
念
も
重
要
だ
か
ら
で
あ

る
。
多
数
派
の
人
々
も
、
少
数
派
の
人
々
が
行
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は

悪
い
こ
と
で
あ
り
、
白
分
た
ち
に
は
結
社
を
安
定
さ
せ
維
持
し
て
い
く
義
務
が

あ
る
、
と
良
心
的
に
信
じ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
良
心

を
め
ぐ
っ
て
二
つ
の
対
立
し
て
い
る
主
張
が
あ
る
時
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い

か
。
こ
れ
に
対
す
る
回
答
は
、
各
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
道
を
歩
ん
で
よ
い
権
利
を

持
つ
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
か
と
ク
カ
サ
ス
は
言
う
。
分
裂
の

条
件
は
基
本
的
権
利
の
問
題
と
し
て
は
解
決
さ
れ
得
な
い
。
何
故
な
ら
基
本
的

な
権
利
の
問
題
は
論
争
中
で
あ
り
未
解
決
だ
か
ら
で
あ
る
。
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も
し
、
結
社
の
自
由
が
自
由
社
会
に
と
っ
て
基
本
的
に
重
要
も
の
で
あ
る
な

ら
ば
、
多
種
多
様
な
結
社
が
存
在
す
る
こ
と
が
、
社
会
の
自
由
を
示
す
適
切
な

指
標
で
あ
ろ
う
。
人
々
の
道
徳
的
考
え
が
非
常
に
違
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
集

団
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
法
の
適
用
範
囲
な
ど
に
多
様
性
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
か
よ
う
な
多
様
性
が
欠
如
し
て
い
る
社
会
は
、
結
社
の
白
由
に
対
し
て
不

寛
容
で
不
自
由
な
社
会
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
旧

ソ
連
は
不
白
由
な
社
会
を
象
徴
的
に
示
す
例
で
あ
っ
た
。
ソ
連
で
は
、
結
杜
の

自
由
は
保
障
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
し
、
国
家
が
定
め
た
遣
徳
規
範
か
ら
逃
れ
る

こ
と
は
困
難
で
危
険
で
す
ら
あ
つ
た
。
ソ
連
も
多
く
の
結
社
か
ら
な
っ
て
い
た

け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
結
社
は
中
央
国
家
の
法
的
・
道
徳
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か

ら
逃
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
白
由
な
結
社
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
結
社

は
、
バ
レ
ー
劇
団
か
ら
独
立
共
和
国
に
い
た
る
ま
で
、
国
家
の
細
胞
あ
る
い
は

部
局
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
自
由
社
会
に
お
け
る
よ
う
な
自
由
な
結
社
で
は

な
く
、
不
自
由
な
社
会
の
組
織
単
位
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ソ
連
の
よ
う
な
社
会
と
金
く
対
照
的
な
の
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
描
い
た
十
九

世
紀
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
い
う
社
会
で
あ
っ
た
。
当
時
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

は
、
独
立
し
た
活
気
の
あ
る
多
種
多
様
な
結
社
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
社

会
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
が
集
権
化
の
傾
向
を
蔵
し

て
い
る
こ
と
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
警
戒
の
目
を
持
っ
て
い
た
が
。
し
か
し
そ
れ

は
と
も
か
く
、
重
要
な
こ
と
は
、
結
社
の
白
由
が
以
下
の
よ
う
な
法
秩
序
、
即

ち
、
諸
結
社
を
そ
の
秩
序
の
中
に
従
属
さ
せ
、
中
央
が
定
め
た
道
徳
基
準
に
従

っ
て
そ
れ
ら
結
社
に
命
令
を
下
す
よ
う
な
法
秩
序
、
と
は
両
立
し
得
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
基
準
が
、
民
主
的
に
で
あ
れ
社
会
の
中
の
結
社
の

要
求
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
も
そ
う
で
あ
る
。
か
か
る
理

由
か
ら
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
多
様
性
を
中
央
の
法
的
・
政
治
的
制
度
に
よ
っ

て
構
築
さ
れ
る
べ
き
何
か
と
見
る
白
由
主
義
理
論
と
は
相
容
れ
な
い
。
ま
た
そ

れ
は
、
結
社
の
自
由
や
良
心
の
白
由
を
社
会
的
公
正
に
基
づ
く
時
に
強
め
ら
れ

る
と
す
る
ロ
ー
ル
ズ
の
議
論
と
も
、
そ
し
て
、
社
会
を
違
っ
た
法
適
用
地
域
の

チ
ェ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ド
に
変
え
る
原
理
に
は
何
か
具
合
の
悪
い
こ
と
が
あ
る
と
い

う
ド
ウ
ォ
ー
キ
ン
の
議
論
と
も
、
相
容
れ
な
い
。
ク
カ
サ
ス
に
よ
れ
ば
、
善
い

杜
会
、
従
っ
て
自
由
杜
会
は
単
一
の
社
会
的
公
正
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
支
配

さ
れ
て
い
る
社
会
で
は
な
い
。

　
そ
こ
で
次
に
、
ロ
ー
ル
ズ
や
ド
ウ
ォ
ー
キ
ン
の
白
由
主
義
理
論
に
対
す
る
ク

カ
サ
ス
の
批
判
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
上
述
し
た
よ
う
に
、
ク
カ
サ
ス
は
初
め
ハ
イ
エ
ク
に
従
っ
て
古
典
自
由
主
義

の
研
究
を
し
た
が
、
そ
の
後
ロ
ー
ル
ズ
研
究
に
向
か
い
、
ペ
テ
ィ
ッ
ト
と
共
著

『
ロ
ー
ル
ズ
』
を
出
し
、
ロ
ー
ル
ズ
研
究
者
と
し
て
も
認
め
ら
れ
、
今
年
（
二

〇
〇
一
二
年
）
刊
行
さ
れ
た
さ
ぎ
き
ミ
汽
Q
ミ
§
、
套
吻
“
ω
§
§
詩
ミ
ト
§
き
轟

き
ミ
“
§
－
§
§
吻
患
ぎ
～
＜
O
－
」
一
ぎ
目
ま
島
①
）
の
編
集
を
し
自
ら
「
総
序
」

（
0
9
①
冨
；
巨
；
旨
9
昌
一
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
「
総
序
」
の
冒
頭
の
と
こ

ろ
で
ク
カ
サ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
著
作
に
対
す
る
批

評
・
分
析
は
多
種
多
様
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ロ
ー
ル
ズ
の
思
想
は
一
つ
の
考
え

に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
1
・
バ
ー
リ
ン
は
思
想
家
を
二
つ
の



兆

型
、
即
ち
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
型
と
狐
型
に
分
け
た
。
狐
は
多
く
の
こ
と
を
知
っ
て
い

る
が
、
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
は
大
き
な
こ
と
を
一
つ
知
っ
て
い
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
ハ
リ

ネ
ズ
ミ
型
の
思
想
家
と
も
い
っ
て
よ
く
、
正
義
の
理
論
が
ロ
ー
ル
ズ
の
一
つ
の

大
き
な
考
え
な
の
で
あ
る
。
正
義
は
ロ
ー
ル
ズ
に
と
っ
て
優
越
的
で
不
可
侵
の

徳
で
あ
っ
た
、
と
。
こ
の
よ
う
な
ク
カ
サ
ス
の
ロ
ー
ル
ズ
理
解
は
本
書
で
も
貫

か
れ
て
い
て
、
ク
カ
サ
ス
は
ロ
ー
ル
ズ
の
正
に
そ
の
一
つ
の
大
き
な
考
え
を
白

身
の
自
由
主
義
の
立
場
か
ら
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

　
ク
カ
サ
ス
の
ロ
ー
ル
ズ
批
判
は
早
く
も
「
序
文
」
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
ロ

ー
ル
ズ
が
一
九
七
一
年
に
、
「
正
義
が
社
会
制
度
の
第
一
の
徳
で
あ
る
」
と
宣

言
す
る
や
、
そ
の
後
の
政
治
哲
学
は
そ
の
進
む
べ
き
遣
が
定
ま
っ
た
か
の
よ
う

で
あ
っ
た
。
R
・
ノ
ー
ジ
ッ
ク
も
「
政
治
哲
学
者
は
今
や
、
ロ
ー
ル
ズ
理
論
の

内
部
で
作
業
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
そ
の
理
由
を
説
明

す
る
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
一
P
ご
、
と
説
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。
以
後
、

多
く
の
政
治
哲
学
者
た
ち
は
ロ
ー
ル
ズ
的
枠
組
み
の
中
で
考
え
、
何
が
正
義

か
、
何
が
権
利
、
義
務
、
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
か
と
い
っ
た
こ
と
を
政
治
哲

学
の
主
要
問
題
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
だ
が
ク
カ
サ
ス
は
そ
の
よ
う
な
ロ
ー

ル
ズ
的
枠
組
み
を
採
ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
自
由
社
会
の
基
礎
条
件
は
多
様

性
（
巳
く
實
巴
q
）
に
あ
る
、
議
論
の
出
発
に
閉
じ
ら
れ
た
社
会
（
o
－
o
ω
＆

ω
o
q
①
膏
）
を
置
く
べ
き
で
な
い
、
政
治
哲
学
の
最
大
の
問
題
は
正
義
や
権
利
の

問
題
で
は
な
く
権
威
や
権
力
の
問
題
で
あ
る
…
…
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に

つ
い
て
以
下
、
今
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

　
道
徳
的
・
文
化
的
に
多
様
な
現
代
の
世
界
に
お
い
て
、
最
も
争
わ
れ
て
い
る

テ
ー
マ
は
正
義
で
あ
る
が
、
国
家
、
集
団
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
が
違
え
ば
正
義
の

概
念
も
異
な
る
。
こ
の
よ
う
な
多
様
な
世
界
で
問
題
と
な
る
の
は
、
ど
う
す
れ

ば
人
々
は
自
由
に
共
存
し
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
す
る
一
つ
の
答
え
が
、
ロ
ー
ル
ズ
が
行
っ
て
い
る
よ
う
に
、
で

き
れ
ば
普
遍
的
な
、
そ
う
で
な
く
と
も
広
範
な
合
意
を
獲
得
で
き
る
正
義
の
概

念
を
明
確
に
す
る
こ
と
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
議
論
に

は
様
々
な
難
点
が
あ
る
。

　
『
正
義
論
」
の
中
で
ロ
ー
ル
ズ
が
説
い
た
の
は
正
義
の
二
原
理
で
あ
っ
た
。

公
正
な
社
会
で
は
、
一
、
自
由
は
白
由
の
た
め
に
の
み
侵
害
で
き
る
、
二
、
不

平
等
は
社
会
の
中
の
最
も
不
利
な
人
々
が
優
先
さ
れ
る
場
合
に
の
み
正
当
化
さ

れ
る
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
正
義
の
二
原
理
を
正
当
化
す
る

た
め
に
は
、
あ
る
特
定
の
善
き
生
活
が
他
の
も
の
よ
り
も
優
越
し
て
い
る
、
と

い
う
主
張
に
訴
え
る
こ
と
な
く
進
め
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
結

果
、
こ
の
議
論
は
す
べ
て
が
正
義
の
二
原
理
の
下
で
多
種
多
様
な
生
活
様
式
や

社
会
形
態
を
調
節
す
る
制
度
を
必
要
と
し
た
。
こ
の
正
義
の
二
原
理
が
も
っ
と

も
ら
し
く
田
山
え
る
の
は
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
偏
向
を
適
切
に
抑
制
す
る
原
初

状
態
の
中
で
選
択
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
時
、
わ
れ
わ
れ
の
判
断
を
収
飲
さ

せ
る
原
理
だ
と
い
う
主
張
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
政
治
哲
学
に

お
い
て
は
、
寛
容
の
主
張
は
全
く
そ
の
正
義
の
二
原
理
に
基
づ
い
て
い
て
、
い

か
な
る
実
践
の
寛
容
性
も
究
極
的
に
は
、
正
義
の
概
念
と
の
両
立
可
能
性
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
こ

の
よ
う
な
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
が
個
人
の
自
律
性
を
基
本
的
価
値
と
し
て
支
持
す

る
正
義
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
実
践
の
寛

容
性
の
問
題
が
生
じ
る
時
に
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
社
会
の
共
通
観
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点
の
核
心
に
あ
る
自
律
性
へ
の
関
与
と
整
合
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
、

こ
れ
で
あ
る
。

　
ロ
ー
ル
ズ
が
そ
の
後
、
こ
の
理
論
の
修
正
・
再
解
釈
に
努
め
て
き
た
の
は
、

実
に
こ
の
こ
と
を
認
識
し
た
か
ら
だ
っ
た
、
と
ク
カ
サ
ス
は
言
う
。
自
律
性
と

い
つ
た
実
質
的
価
値
と
関
わ
り
を
持
つ
正
義
の
概
念
は
、
社
会
の
あ
る
集
団
の

支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
恐
れ
て
、
ロ
ー
ル
ズ
は
正
義
の
原
理

を
、
社
会
の
中
の
様
々
な
集
団
の
「
重
な
り
合
う
合
意
」
（
O
亮
二
遣
旦
畠

8
易
雪
ω
畠
）
に
従
う
こ
と
を
命
じ
、
安
定
性
と
社
会
的
統
一
の
保
持
に
役
立

つ
原
理
と
し
て
、
提
起
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
正
義
は
強
要
す

る
も
の
で
は
な
い
、
何
故
な
ら
、
そ
の
原
理
は
自
律
性
に
依
存
す
る
も
の
で
は

な
く
、
多
様
な
実
質
的
遣
徳
の
受
容
可
能
性
を
通
し
て
合
意
を
形
成
す
る
こ
と

を
期
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
ロ
ー
ル
ズ
の
い
う
政
治
的
自
由
主
義
で

あ
る
。
だ
が
ク
カ
サ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
政
治
的
自
由
主
義
は
次
の
点
で
問
題

が
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
や
ミ
ル
の
包
括
的
自
由
主
義
と
は
違
っ
て
、

白
律
性
や
個
人
性
と
い
っ
た
価
値
を
強
要
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
社
会
の
多
く

の
集
団
の
価
値
と
抵
触
す
る
か
も
し
れ
な
い
包
括
的
な
道
徳
理
念
へ
の
依
存
を

放
棄
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
政
治
的
自
由
主
義
が
そ

れ
ら
の
価
値
と
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
包
括
的
な
道
徳
的
立
場
が
強

要
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
現
代
世
界
に
批
判
的
で
現

代
世
界
か
ら
離
れ
て
生
活
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
子

供
達
の
教
育
問
題
に
つ
い
て
の
ロ
ー
ル
ズ
の
議
論
に
お
い
て
見
ら
れ
る
、
と
ク

カ
サ
ス
は
言
う
。

　
更
に
ク
カ
サ
ス
は
、
ロ
ー
ル
ズ
が
政
治
的
社
会
（
筥
豪
9
；
9
庁
ξ
）
を
過

大
評
価
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
ロ
ー
ル
ズ
が
共
同
体
主
義
者
と
は
違
っ

て
、
社
会
的
多
元
主
義
の
重
要
性
を
認
識
し
て
き
た
こ
と
は
正
し
い
。
だ
が
ロ

ー
ル
ズ
は
政
治
的
社
会
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
な
い
と
考
え
、
社
会
秩
序
の
基

本
問
題
は
政
治
的
社
会
の
内
部
で
の
み
取
り
組
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
当

然
の
こ
と
と
す
る
。
政
治
的
社
会
は
多
く
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
の
一
つ
で
は

な
く
、
他
の
す
べ
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
従
属
さ
せ
る
秩
序
な
の
で
あ
る
。
ロ

ー
ル
ズ
の
理
論
は
次
の
よ
う
な
仮
定
か
ら
、
即
ち
、
正
義
の
す
べ
て
の
問
題

は
、
単
一
の
閉
じ
ら
れ
た
政
治
的
社
会
の
中
で
定
式
化
さ
れ
解
決
さ
れ
る
べ
き

だ
、
と
い
う
仮
説
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
確
か
に
多
元
主
義
は
認
識
さ
れ
て
は

い
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
の
多
元
主
義
の
質
は
政
治
的
社
会
の
道
徳
的
基
準

へ
の
従
属
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
。
結
局
、
そ
の
多
元
主
義
は
ロ
ー
ル
ズ

の
白
由
主
義
に
よ
っ
て
極
め
て
強
固
に
擁
護
さ
れ
て
い
る
価
値
、
即
ち
、
政
治

的
秩
序
の
安
定
性
（
ω
冨
巨
尋
）
と
社
会
的
統
一
（
ω
o
o
巨
…
尋
）
、
に
従
属
す

る
こ
と
に
な
る
。

　
ロ
ー
ル
ズ
は
『
正
義
論
』
の
中
で
、
杜
会
的
統
一
が
保
障
さ
れ
る
時
に
最
高

の
善
が
達
成
さ
れ
る
、
と
説
い
て
い
る
。
ま
た
そ
こ
で
は
、
多
様
性
も
閉
じ
ら

れ
た
社
会
で
議
論
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
ロ
ー
ル
ズ
は
、
宗
教

的
統
一
が
個
人
の
目
的
や
目
標
を
従
属
さ
せ
る
目
的
だ
と
い
う
考
え
を
拒
否
す

る
が
、
政
治
的
秩
序
の
概
念
に
お
い
て
は
、
個
人
や
結
社
の
計
画
を
よ
り
大
き

な
連
合
の
中
で
服
従
さ
せ
る
上
位
の
計
画
が
存
在
す
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
正

義
の
原
理
の
集
合
的
実
現
が
そ
れ
自
体
「
善
と
し
て
経
験
」
さ
れ
得
る
何
か
と

し
て
提
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
政
治
的
白
由
主
義
』
で
も
、
社
会
の

安
定
性
と
統
一
を
保
障
す
る
こ
と
が
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
政
治
哲
学
の
任



”

務
だ
、
と
説
い
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
ロ
ー
ル
ズ
の
白
由
主
義
理
論
に

お
い
て
は
、
社
会
の
安
定
性
と
統
一
は
多
様
性
を
抑
圧
し
運
動
の
自
由
を
制
限

し
不
平
を
窒
息
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
達
成
さ
れ
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
、
と
ク
カ
サ
ス
は
ロ
ー
ル
ズ
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
で
ク
カ
サ
ス

の
ロ
ー
ル
ズ
批
判
を
終
わ
り
、
以
下
、
彼
の
ド
ウ
ォ
ー
キ
ン
批
判
を
極
く
簡
単

に
見
て
お
こ
う
。

　
ク
カ
サ
ス
は
、
法
に
お
け
る
チ
ェ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ド
的
解
決
に
対
す
る
ド
ウ
ォ

ー
キ
ン
の
批
判
を
取
り
上
げ
る
。
チ
ェ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ド
的
解
決
は
法
適
用
地
域

が
違
え
ば
判
決
も
異
な
る
と
い
う
道
徳
的
問
題
が
起
こ
る
。
し
か
し
法
の
違
い

は
、
ド
ウ
ォ
ー
キ
ン
に
と
っ
て
は
、
問
題
が
基
本
的
原
理
の
問
題
で
な
い
場
合

に
の
み
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
政
治
的
社
会
は
チ
ェ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ド
的

解
決
に
敵
対
す
る
よ
う
な
斉
一
性
（
巨
品
ユ
亘
を
有
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
何

故
な
ら
、
政
治
的
杜
会
は
妥
協
で
き
な
い
正
義
と
公
正
と
い
う
理
念
に
よ
っ
て

支
配
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
ド
ウ
ォ
ー
キ
ン
は
考
え
る
。
斉
一
性
は
正
義
や

公
正
と
並
ん
で
重
要
な
価
値
で
あ
る
。
チ
ェ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ド
的
解
決
は
斉
一
性

の
原
理
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
が
ク
カ
サ
ス
に
よ
れ

ば
、
多
様
な
自
由
社
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
チ
エ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ド
的
解
決
こ
そ

が
ど
ん
な
政
治
的
社
会
に
も
見
ら
れ
る
基
本
的
な
道
徳
問
題
を
め
ぐ
る
不
一
致

の
問
題
へ
の
原
理
的
解
決
な
の
で
あ
る
。

　
ク
カ
サ
ス
の
自
由
主
義
の
政
治
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
ド
ウ
ォ
ー
キ
ン
の
斉
一

性
や
よ
く
秩
序
づ
け
ら
れ
た
社
会
と
い
っ
た
理
念
に
暗
に
見
ら
れ
る
種
類
の
社

会
的
統
一
の
追
及
は
首
肯
で
き
な
い
企
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
権
力
を
使
用

し
多
様
性
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
達
成
で
き
る
目
的
で
あ
る
。
も
し

こ
れ
が
回
避
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
倫

理
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
な
い
構
成
物
と
見
傲
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
も
し
か
よ
う
な
考
え
が
、
文
化
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
自
由
主
義
的

社
会
秩
序
に
占
め
る
位
置
に
対
し
て
持
つ
意
味
を
よ
り
詳
細
に
見
る
な
ら
ば
、

こ
の
こ
と
の
持
つ
意
味
を
正
確
に
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
ク
カ
サ
ス
は
言

・
つ
。

　
そ
こ
で
次
に
ク
カ
サ
ス
は
キ
ム
リ
ッ
カ
批
判
に
向
か
う
の
で
あ
る
。

五

　
W
・
キ
ム
リ
ッ
カ
は
カ
ナ
ダ
の
政
治
哲
学
者
で
、
一
九
九
五
年
に
出
し
た

『
多
文
化
時
代
の
市
民
権
－
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
利
と
自
由
主
義
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
8
一

一
§
ミ
§
§
§
－
Q
淳
§
㎞
ぎ
貴
㌧
ζ
ざ
§
｝
§
§
Q
曳
ミ
｝
§
‡
q
完
慧
冴
）
は
世

界
的
に
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、
現
代
世
界
の
最
も
重
大
な

問
題
で
あ
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
問
題
を
積
極
的
に
取
り
込
み
、
独
白
の
白
由
主

義
理
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
と
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ

集
団
と
の
間
に
平
等
を
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
内
に
自
由
を
要
求
す
る
白
由
主

義
で
あ
る
。
こ
の
自
由
主
義
は
、
集
団
間
に
公
正
を
推
し
進
め
る
た
め
の
対
外

的
保
護
に
つ
い
て
は
認
め
る
が
、
伝
統
的
な
権
威
や
実
践
を
疑
い
修
正
し
よ
う

と
す
る
集
団
メ
ン
バ
ー
の
権
利
を
制
限
す
る
と
い
っ
た
集
団
内
の
制
約

（
睾
①
冒
巴
『
①
ω
ま
g
昌
ω
）
に
つ
い
て
は
拒
否
す
る
。
だ
が
ク
カ
サ
ス
は
こ
の
よ

う
な
キ
ム
リ
ッ
カ
の
自
由
主
義
に
対
し
て
批
判
を
加
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
に
も
キ
ム
リ
ッ
カ
の
自
由
主
義
理
論
に
対
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
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批
判
が
あ
っ
た
。
即
ち
、
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、
一
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
ど
の
よ
う

な
主
張
が
自
由
主
義
の
原
理
と
整
合
的
か
、
二
、
自
由
主
義
原
理
の
一
部
ま
た

全
部
を
受
け
入
れ
な
い
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
同
原
理
を
強
要
す
べ
き
か
、
と
い
う

二
つ
の
問
題
を
区
別
せ
ず
に
論
じ
て
い
る
、
と
。
こ
れ
に
対
し
て
キ
ム
リ
ッ
カ

は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
一
に
対
し
て
は
、
市
民
権
を
制
約
す
る
い
か
な
る
集

団
差
別
的
権
利
も
自
由
主
義
原
理
と
は
整
合
し
な
い
、
二
に
対
し
て
は
、
白
由

主
義
原
理
を
共
有
し
な
い
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
同
原
理
を
強
要
す
る
こ
と
は
で
き

る
、
と
。
し
か
し
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、
集
団
は
完
全
で
は
な
い
が
か
な
り
大
き
な

権
威
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
対
し
て
承
認
な
く
行
い
た
い
こ
と
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
一
一
一
日
う
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
譲
歩
で
あ
る
が
、
こ
の
譲
歩

と
集
団
内
の
制
約
は
擁
護
で
き
な
い
と
い
う
主
張
と
は
ど
う
も
シ
ッ
ク
リ
と
符

合
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
ク
カ
サ
ス
は
疑
う
。
ま
た
キ
ム
リ
ッ
カ

は
、
国
家
の
中
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
介
入
し
よ
う
と
す
る
政

府
に
は
厳
し
い
制
限
が
課
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
白
律

性
を
強
調
す
る
キ
ム
リ
ッ
カ
の
白
由
主
義
原
理
が
こ
こ
で
ど
の
よ
う
に
働
い
て

い
る
か
を
見
る
の
は
難
し
い
、
と
ク
カ
サ
ス
は
疑
問
を
呈
す
る
。
要
す
る
に
キ

ム
リ
ッ
カ
の
立
場
は
暖
昧
な
の
で
あ
る
。

　
ク
カ
サ
ス
に
よ
れ
ば
、
キ
ム
リ
ッ
カ
の
白
由
主
義
理
論
も
ロ
ー
ル
ズ
の
そ
れ

と
同
じ
よ
う
に
整
合
的
で
な
い
。
キ
ム
リ
ッ
カ
は
ロ
ー
ル
ズ
を
批
判
す
る
け
れ

ど
も
、
ロ
ー
ル
ズ
は
一
九
八
○
年
代
半
ば
以
降
、
結
局
は
党
派
的
根
拠
に
基
づ

く
自
由
主
義
の
擁
護
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
理
由
か
ら
自
律
性
の
考
え
に

距
離
を
お
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
ロ
ー
ル
ズ
は
W
・
ガ
ル
ス
ト
ン
や
C
・

ラ
ー
モ
ァ
な
ど
の
政
治
的
自
由
主
義
者
と
同
様
に
、
集
団
の
メ
ン
バ
ー
は
集
団

の
目
的
を
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
人
々
に
さ
え
訴
え
る
よ
う
な

形
で
、
白
由
主
義
を
擁
護
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
カ
ン
ト
や
ミ

ル
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
自
律
性
と
か
個
人
性
と
い
っ
た
価
値
へ
の
関
与
に

依
存
す
る
「
包
括
的
」
自
由
主
義
を
拒
ん
だ
の
で
あ
る
。
だ
が
キ
ム
リ
ッ
カ

は
、
こ
の
よ
う
な
ロ
ー
ル
ズ
の
戦
略
は
非
自
由
主
義
的
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
問

題
に
対
し
何
も
解
決
法
を
提
供
し
て
い
な
い
、
と
批
判
す
る
。
何
故
な
ら
、
こ

の
問
題
に
対
す
る
ロ
ー
ル
ズ
の
反
応
は
、
単
に
個
人
の
権
利
を
強
要
す
る
こ
と

で
、
し
か
も
そ
れ
を
包
括
的
白
由
主
義
と
い
う
よ
り
「
政
治
的
」
自
由
主
義
に

基
づ
い
て
そ
う
す
べ
き
だ
、
と
い
う
の
だ
か
ら
。
反
自
由
主
義
的
集
団
に
よ
っ

て
メ
ン
バ
ー
に
課
さ
れ
る
集
団
内
の
制
約
が
個
人
の
権
利
よ
り
優
越
す
る
こ
と

を
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
白
由
主
義
は
、
ミ
ル
や
カ
ン
ト
の
白
由

主
義
が
反
自
由
主
義
的
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
主
張
に
対
し
て
敵
対
的
で
あ
つ
た

の
と
同
じ
く
、
敵
対
的
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
理
論
が
包
括
的
で
な
い
と
い
う
こ

と
が
、
そ
の
理
論
を
反
白
由
主
義
的
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
要
求
に
対
し
て
よ
り

共
感
的
に
し
て
い
る
、
と
キ
ム
リ
ッ
カ
は
批
判
し
て
い
る
。

　
要
す
る
に
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、
政
治
的
自
由
主
義
を
拒
否
し
て
包
括
的
白
由
主

義
に
回
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
は
解
決
さ
れ
得
る
、
と
主
張
す
る
の

で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
の
核
心
に
は
、
個
人
の
自
律
性
、
従
っ
て

ま
た
、
個
人
が
白
分
の
目
的
を
形
成
・
修
正
す
る
能
力
が
基
本
的
価
値
で
あ
っ

て
尊
重
・
保
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
へ
の
強
い
コ
ミ
ッ
ト
が
あ

る
。
だ
が
ロ
ー
ル
ズ
は
『
政
治
的
自
由
主
義
』
で
戦
略
を
変
え
、
自
律
性
を
一

般
的
価
値
と
し
て
よ
り
寧
ろ
政
治
的
文
脈
に
お
い
て
の
み
認
め
る
こ
と
に
し

た
。
だ
が
市
民
権
の
優
越
性
擁
護
論
を
掘
り
崩
す
こ
と
な
く
、
個
人
の
自
律
性



抑

と
い
う
一
般
的
価
値
に
訴
え
る
こ
と
を
回
避
で
き
る
と
仮
定
す
る
こ
と
は
誤
り

で
あ
る
、
い
や
、
個
人
の
白
律
性
へ
の
伝
統
的
な
自
由
主
義
的
信
念
を
採
用

し
、
そ
し
て
実
質
的
な
市
民
権
を
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
文
化
の
メ
ン
バ
ー
に
賦
与
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
キ
ム
リ
ッ
カ
は
ロ
ー
ル
ズ
を
批
判
す
る
。

　
こ
こ
で
キ
ム
リ
ッ
カ
は
全
く
正
し
く
ロ
ー
ル
ズ
理
論
の
抱
え
る
重
大
な
問
題

を
指
摘
し
て
い
る
、
と
ク
カ
サ
ス
は
言
う
。
も
し
政
治
的
白
由
主
義
が
包
括
的

白
由
主
義
と
同
じ
よ
う
な
命
令
を
発
す
る
の
な
ら
ば
、
何
故
ロ
ー
ル
ズ
は
政
治

的
自
由
主
義
へ
と
撤
退
す
る
の
か
。
し
か
し
キ
ム
リ
ッ
カ
の
反
応
も
奇
妙
で
あ

っ
て
等
し
く
首
尾
一
貫
し
な
い
立
場
に
導
か
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
キ
ム
リ
ッ

カ
は
、
一
方
で
包
括
的
白
由
主
義
と
自
律
性
へ
の
関
与
を
採
る
よ
う
促
し
て
い

な
が
ら
、
他
方
で
白
由
主
義
を
強
要
し
な
い
よ
う
提
案
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
だ
が
、
人
は
包
括
的
自
由
主
義
者
に
な
る
か
、
政
治
的
白
由
主
義
者
に
な

る
か
、
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
ク
カ
サ
ス
は
言
う
。

　
ど
う
し
て
キ
ム
リ
ッ
カ
は
こ
の
問
題
を
見
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
は
自

由
主
義
的
国
家
主
義
（
亭
①
邑
畠
ま
墨
房
昌
）
と
し
て
の
キ
ム
リ
ッ
カ
の
議
論

の
本
質
ま
で
い
く
。
キ
ム
リ
ッ
カ
に
と
っ
て
、
ロ
ー
ル
ズ
の
戦
略
が
失
敗
し
た

理
由
の
一
部
は
、
政
治
的
自
由
主
義
が
共
同
体
主
義
と
協
調
し
よ
う
と
し
て
い

た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
キ
ム
リ
ッ
カ
白
身
の
考
え
は
、
わ
れ
わ
れ
は
特
定

の
社
会
集
団
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
主
張
す
る
限
り
共
同
体
主
義
に
似
て

い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
強
い
愛
着
の
範
囲
の
問
題
は
共
同
体
主
義
と
は
違
っ
て

い
る
。
共
同
体
主
義
者
達
は
、
共
有
さ
れ
て
い
る
善
の
概
念
に
よ
っ
て
定
義
さ

れ
る
集
団
を
探
し
、
そ
し
て
共
通
善
の
政
治
学
を
推
し
進
め
る
こ
と
を
求
め

る
。
だ
が
彼
等
は
ま
た
、
共
通
善
の
政
治
学
が
国
家
レ
ベ
ル
に
は
適
用
で
き
な

い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
国
民
は
共
同
主
義
者
達
と
共
通
の
も
の
を
十
分
共
有

し
て
は
い
な
い
。
共
同
体
主
義
の
政
治
学
は
ロ
ー
カ
ル
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
の

み
存
在
し
得
る
。
し
か
し
キ
ム
リ
ッ
カ
が
擁
護
す
る
白
由
主
義
は
、
人
々
は
伝

統
的
な
生
活
様
式
に
背
を
向
け
そ
れ
を
疑
う
こ
と
が
で
き
、
人
々
に
そ
う
す
る

法
的
権
利
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
能
力
を
高
め
る
社
会
的
条
件
が
与
え
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、
国
家
よ
り

下
位
の
レ
ベ
ル
で
の
共
同
体
主
義
の
政
治
学
を
拒
否
す
る
が
、
そ
の
政
治
学
に

と
っ
て
国
家
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
不
適
切
な
も
の
と
す
る
正
に
そ
の
こ
と

－
そ
れ
が
共
有
さ
れ
た
価
値
に
依
存
し
て
は
い
な
い
と
い
う
事
実
－
が
そ

れ
を
自
由
主
義
的
政
治
学
の
基
礎
と
し
て
全
く
適
切
な
も
の
と
す
る
、
と
考
え

る
。
即
ち
、
国
家
文
化
は
、
特
定
の
価
値
あ
る
い
は
信
念
を
疑
い
修
正
す
る
能

力
を
制
限
す
る
こ
と
な
く
、
国
民
に
対
し
て
有
意
味
な
選
択
の
文
脈
を
提
供
す

る
、
と
キ
ム
リ
ッ
カ
は
言
う
の
で
あ
る
。
ク
カ
サ
ス
は
、
こ
れ
こ
そ
が
キ
ム
リ

ッ
カ
の
白
由
主
義
理
論
や
政
治
的
世
界
に
つ
い
て
の
考
え
を
理
解
す
る
上
で
の

鍵
に
な
る
、
と
言
う
。

　
ク
カ
サ
ス
に
よ
れ
ば
、
キ
ム
リ
ッ
カ
の
い
う
国
家
は
、
個
人
の
自
律
性
を
尊

重
・
保
護
す
る
が
、
自
分
達
の
伝
統
・
価
値
・
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
疑
い
修
正

す
る
自
由
を
持
っ
て
い
る
人
々
か
ら
な
る
「
閉
じ
ら
れ
た
社
会
」
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
白
由
主
義
的
国
家
は
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
正
義
に
よ
っ
て
支

配
さ
れ
て
い
る
国
家
で
あ
り
、
よ
り
特
定
し
て
言
え
ば
、
「
修
正
さ
れ
た
型
の

公
平
と
し
て
の
正
義
の
原
理
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
国
家
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
修
正
は
、
基
本
的
自
由
・
所
得
・
富
と
い
っ
た
他
の
ロ
ー
ル
ズ
的
な

基
本
財
と
同
様
に
、
個
々
人
が
必
要
な
「
文
化
」
を
加
え
る
こ
と
の
中
に
あ
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る
。
だ
が
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、
「
文
化
的
差
異
」
を
重
大
な
も
の
と
し
て
考
え
る

こ
と
を
許
さ
な
い
、
こ
と
で
は
譲
歩
す
る
こ
と
を
し
な
い
。
も
し
文
化
的
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
が
自
由
主
義
的
国
家
と
同
じ
基
礎
を
持
つ
も
の
と
し
て
見
傲
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
結
局
、
自
由
主
義
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
か
、
そ
れ
を
作
り
変
え
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
の
何
れ
か
で
あ

る
。
も
し
白
由
主
義
が
自
由
主
義
的
な
正
義
の
原
理
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い

る
国
家
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
白
由
主
義
国
家
は
文
化
的

差
異
を
大
目
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
、
白

由
主
義
的
な
国
家
が
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
文
化
的
権
利
な
る
も
の
は
持
つ
に

値
す
る
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
キ
ム
リ
ッ
カ
の
い
う
よ
う
な
自
由
主
義

的
国
家
は
白
由
主
義
的
な
正
義
論
を
受
け
入
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
だ
け
に
寛
容

に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
だ
、
と
ク
カ
サ
ス
は
言
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
ク
カ
サ
ス
の
キ
ム
リ
ッ
カ
批
判
だ
が
、
そ
こ
に
は
ク
カ
サ
ス
の
鋭
い

眼
光
が
見
ら
れ
る
。

　
紙
幅
が
残
り
少
な
く
な
っ
た
の
で
、
最
後
に
ク
カ
サ
ス
の
描
く
自
由
主
義
群

島
に
つ
い
て
簡
単
に
記
し
て
お
こ
う
。
二
十
世
紀
は
理
性
の
世
紀
と
し
て
出
発

し
た
に
も
拘
ら
ず
、
世
界
の
多
く
の
国
で
強
制
労
働
収
容
所
群
島
（
；
①

管
－
潟
彗
o
巨
肩
－
晶
o
）
が
現
れ
た
。
も
っ
と
も
そ
う
し
た
現
象
は
、
二
十
一
世

紀
に
な
っ
て
も
完
全
に
は
な
く
な
っ
て
は
い
な
い
し
、
そ
れ
が
再
ぴ
現
れ
る
可

能
性
も
否
定
し
き
れ
な
い
。
自
由
主
義
群
島
は
強
制
労
働
収
容
所
群
島
に
対
抗

し
て
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
、
ク
カ
サ
ス
に
と
っ
て
の
善
き
社
会
で
あ
り
理
想

的
な
白
由
主
義
社
会
で
あ
る
。
善
き
社
会
に
つ
い
て
の
ク
カ
サ
ス
の
概
念
は
、

正
義
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
る
社
会
的
統
一
と
し
て
の
社
会
で
は
な
く
、
あ
る
礼

節
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
多
く
の
結
社
か
ら
な
る
緩
や
か
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
と
し
て
の
社
会
の
概
念
で
あ
る
。
善
き
社
会
が
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
れ

ば
、
国
家
は
単
一
の
道
徳
観
念
を
持
つ
結
杜
の
一
形
態
と
は
見
倣
さ
れ
な
い
。

国
家
は
、
争
っ
て
政
治
権
力
を
求
め
る
集
団
間
の
歴
史
的
取
り
決
め
の
産
物
で

あ
り
、
権
威
の
正
統
性
を
求
め
る
が
、
そ
の
正
統
性
は
正
義
と
何
の
関
係
も
有

さ
な
い
。
ク
カ
サ
ス
が
白
由
主
義
群
島
と
い
う
比
楡
で
言
お
う
と
し
て
い
る
の

は
、
社
会
の
メ
ン
バ
ー
が
そ
の
広
い
空
問
の
中
を
動
き
得
る
程
度
に
制
限
を
受

け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
社
会
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
例
え
自
分
が
選
ん

で
行
っ
た
す
べ
て
の
所
で
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
と
も
、
白
分
が
従
い
得
な
い
所

を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
で
は
制
約
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
社
会

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
世
界
で
は
、
人
々
は
そ
れ
を
作
り
変
え
よ
う
と
す
る
の

で
、
そ
の
光
景
は
常
に
変
化
し
て
い
る
。
だ
が
同
時
に
ま
た
、
安
定
も
見
ら
れ

る
。
何
人
も
完
全
な
所
、
最
善
の
場
所
を
探
す
た
め
に
動
く
こ
と
は
し
な
い
か

ら
で
あ
る
。

　
か
つ
て
プ
ラ
ト
ン
は
国
家
を
船
に
楡
え
た
。
し
か
し
そ
の
比
楡
は
、
そ
の
社

会
理
解
の
核
心
に
社
会
的
統
一
と
階
層
的
秩
序
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し

て
ク
カ
サ
ス
の
比
瞼
は
、
多
く
の
異
な
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
な
る
群
島
と

し
て
の
社
会
で
あ
る
。
白
由
主
義
群
島
は
、
単
一
の
権
威
が
創
造
し
た
も
の
で

も
な
い
し
、
そ
の
権
威
の
統
制
の
対
象
で
も
な
く
、
い
か
な
る
単
一
の
権
力
も

届
か
な
い
法
の
下
で
、
多
く
の
権
威
が
機
能
し
て
い
る
よ
う
な
秩
序
で
あ
る
。
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ク
カ
サ
ス
の
社
会
主
義
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
．
．
↓
5
o
；
膏
巴
o
昌
片
冨
2
o
↓
一
〇
冨

o
｛
o
o
o
o
邑
8
目
、
、
ら
ミ
ミ
き
き
｝
怠
喜
§
軋
き
－
｝
Q
き
§
§
ぎ
ぎ
き
8
一
を
参
照
。

　
邦
訳
が
あ
る
。
『
ハ
イ
エ
ク
の
白
由
論
」
一
照
屋
佳
男
・
古
賀
勝
次
郎
訳
、
行
人

社
一
。

　
邦
訳
が
あ
る
。
『
ロ
ー
ル
ス
　
「
正
義
論
」
と
そ
の
批
判
者
た
ち
」
一
山
田
八
千

子
・
嶋
津
格
訳
、
勤
草
書
房
）
。
尚
、
同
邦
訳
書
に
は
同
書
に
つ
い
て
の
両
訳
者
に

よ
る
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　
ク
カ
サ
ス
の
D
・
ヒ
ュ
ー
ム
や
A
・
ス
ミ
ス
な
ど
に
関
す
る
議
論
は
、
．
．
向
お
巨
邑
長

窒
O
邑
く
彗
庁
ξ
、
、
L
§
ミ
事
§
｝
§
言
§
軋
き
｝
｝
｛
き
§
軋
§
§
二
竈
ト
も
参
照
。

　
十
九
世
紀
末
以
降
の
白
由
主
義
者
の
中
で
、
良
心
の
白
由
を
中
心
に
据
え
て
自
由

主
義
を
論
じ
た
最
も
重
要
な
思
想
家
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
ア
ク
ト
ン
で
あ
る
が
、

ク
カ
サ
ス
は
ア
ク
ト
ン
の
良
心
論
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
ア
ク
ト
ン
の
良
心

論
に
つ
い
て
は
、
ρ
向
。
勺
田
竃
彗
賢
一
ト
q
§
げ
、
o
－
蓬
s
－
き
き
吻
喜
雪
一
ト
曽
ト
s
富
富
ぎ

皇
①
≦
医
長
零
窃
ω
し
旨
ω
、
9
串
ヲ
ガ
佐
々
木
毅
「
ア
ク
ト
ン
と
良
心
の
白
由
主
義
」

一
『
政
治
思
想
研
究
』
創
刊
号
、
平
成
十
二
年
一
な
ど
参
照
。
例
え
ば
、
ア
ク
ト
ン
は

次
の
よ
う
に
言
つ
て
い
る
。
「
自
由
主
義
は
究
極
的
に
は
良
心
の
観
念
に
基
づ
い
て

い
る
。
人
間
は
内
面
の
光
に
よ
っ
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
人
間
の
声
よ
り

も
神
の
声
を
選
好
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
一
ρ
両
．
霊
彗
曽
戸
§
O
洋
O
■
窒
一
、

と
。
こ
の
よ
う
に
ア
ク
ト
ン
の
良
心
論
も
、
ロ
ッ
ク
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
キ
リ

ス
ト
教
と
密
接
に
関
係
し
て
い
た
。

　
『
伊
藤
仁
斎
集
」
（
『
日
本
の
思
想
」
十
一
、
筑
摩
書
房
）
、
一
二
四
一
頁
。
勿
論
、
良

心
と
い
う
言
葉
は
儒
学
者
の
み
が
使
っ
た
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
国
学
者
の
鈴
木

雅
之
は
『
撞
賢
木
」
の
中
で
、
良
心
を
「
や
ま
と
こ
こ
ろ
」
と
い
う
意
味
で
用
い
て

い
る
。
ま
た
、
金
子
晴
勇
『
恥
と
良
心
」
一
教
文
館
、
昭
和
六
十
年
一
も
参
照
。
更

に
、
カ
ン
ト
研
究
者
の
石
川
文
康
も
、
日
本
語
の
良
心
に
は
8
舅
q
昌
8
の
原
義
が

「
反
映
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
結
果
わ
が
国
で
は
、
い
ま
だ
に
真
の
良
心
の
概
念
が

定
着
し
て
い
な
い
よ
う
」
だ
が
、
8
冨
⊆
彗
亮
と
良
心
と
は
「
似
て
も
似
つ
か
な

い
」
言
葉
だ
、
と
一
言
っ
て
い
る
（
『
良
心
論
」
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
平
成
十
一
一
一

年
。
八
－
九
貞
一
。

　
金
子
晴
勇
『
ル
タ
ー
の
人
間
学
』
（
創
文
社
、
昭
和
五
十
年
一
参
照
。
ま
た
、
拙

稿
「
D
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
経
験
論
的
人
間
学
の
研
究
一
二
十
六
一
」
（
『
早
稲
田
社
会
科

一
8
一

学
総
合
研
究
』
第
四
巻
第
二
号
、
平
成
十
五
年
十
一
月
一
参
照
。

　
邦
訳
が
あ
る
。
『
多
文
化
時
代
の
市
民
権
－
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
利
と
白
由
主
義
』

一
角
田
猛
之
・
石
山
文
彦
・
山
崎
康
仕
監
訳
、
晃
洋
書
房
一
。
尚
、
同
邦
訳
書
に
は
同

書
に
つ
い
て
の
「
訳
者
解
説
」
一
石
山
文
彦
）
が
付
さ
れ
て
い
る
。


