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一
　
習
俗
と
中
間
的
組
織

　
習
俗
と
は
何
か
。
辞
書
に
は
「
あ
る
地
域
あ
る
社
会
で
昔
か
ら
伝
は
つ
て
み

る
風
俗
や
習
慣
」
（
『
大
辞
泉
』
）
と
あ
る
が
、
定
義
と
し
て
は
、
本
論
稿
に
お

い
て
は
、
こ
れ
で
十
分
で
あ
る
。
本
論
稿
は
、
こ
の
習
俗
と
中
間
的
組
織
と
を

密
接
に
関
係
づ
け
、
更
に
こ
の
両
者
を
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
に
お
い
て

考
察
す
る
の
を
第
一
の
課
題
と
し
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
定
義
よ
り
も
関
係

の
中
で
浮
び
上
る
意
味
の
方
を
重
視
す
る
事
に
な
る
。
多
く
の
点
で
道
徳
と
重

な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
道
徳
の
具
体
的
表
現
と
看
臥
し
得
る
習
俗
と
中
間
的
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
た

織
と
の
間
に
は
支
へ
合
ふ
関
係
、
相
互
依
存
的
な
関
係
が
あ
る
。
習
俗
が
頽
れ

る
と
中
間
的
組
織
も
頽
れ
る
の
で
あ
り
、
一
方
中
間
的
組
織
が
衰
弱
さ
せ
ら
れ

る
と
習
俗
は
廃
頽
を
免
れ
な
い
と
い
ふ
や
う
な
関
係
が
あ
る
。
習
俗
の
破
壊

は
、
中
間
的
組
織
の
破
壊
に
通
じ
て
み
る
。

　
で
は
、
中
間
的
組
織
と
は
何
な
の
か
。
英
国
の
政
治
思
想
家
ジ
ョ
ン
・
グ
レ

イ
（
匂
。
ぎ
O
『
鎚
）
は
、
中
間
的
組
織
を
具
体
的
に
「
職
業
組
合
、
地
方
権
力
、

相
互
扶
助
組
合
、
安
定
し
た
家
族
」
と
把
捉
し
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
（
グ
ロ
ー

バ
ル
自
由
市
場
）
が
こ
の
ま
ま
推
し
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
と
、
中
間
的
組
織
が
破

壊
さ
れ
た
り
、
弱
体
化
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
の
は
不
可
避
で
あ
る
と
、
次
の
や

う
に
論
じ
て
み
る
。

　
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
中
期
の
英
国
が
依
存
し
て
み
た
中
間
的
社
会
組
織

（
葺
頃
日
①
α
冨
受
ω
o
o
燥
ぎ
。
陰
口
冨
餓
。
昌
ω
）
は
、
二
十
世
紀
末
に
自
由
市
場
を
再

構
築
す
る
上
で
の
障
害
と
な
っ
た
。
職
業
組
合
、
地
方
権
力
、
相
互
扶
助
組

合
、
安
定
し
た
家
族
な
ど
は
、
制
約
の
な
い
自
由
市
場
が
要
求
す
る
可
動
性

や
個
人
主
義
に
と
っ
て
は
障
害
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
市
場
が
国

民
を
支
配
す
る
力
を
制
限
す
る
か
ら
だ
。
後
期
近
代
の
文
脈
に
お
い
て
、
自



由
市
場
が
再
構
築
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
こ
れ
ら
中
間
的
組
織
の
弱
体
化
な
い

し
破
壊
は
、
避
け
ら
れ
な
い
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
英
国
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ
　

こ
れ
ら
の
組
織
の
命
運
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
習
俗
と
密
接
不
可
分
の
関
係
を
有
す
る
中
間
的
組
織
に
つ
い
て
論
ず
る
事

は
、
グ
レ
イ
の
論
述
が
示
し
て
み
る
や
う
に
、
大
き
な
拡
が
り
を
持
つ
事
に
な

る
。
つ
ま
り
、
地
球
規
模
で
人
々
に
対
す
る
支
配
力
を
強
化
す
る
と
い
ふ
特
色

を
有
す
る
現
在
進
行
中
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
い
ふ
名
の
近
代
化
へ
の
論
及
を

必
至
に
す
る
事
と
な
る
。
も
し
も
我
々
が
、
習
俗
や
中
聞
的
組
織
は
グ
ロ
ー
バ

リ
ズ
ム
を
巡
る
論
述
や
論
争
の
外
に
あ
る
と
考
へ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
頗
る

不
適
切
で
あ
る
と
い
ふ
事
に
な
ら
う
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
を
巡
る
問
題
は
、
至

る
決
定
的
に
重
要
な
意
味
に
お
い
て
、
習
俗
と
中
間
的
組
織
の
存
在
を
巡
る
問

題
と
な
る
か
ら
だ
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
習
俗
や
中
間
的
組
織
が
損
な

は
れ
る
事
な
く
存
在
し
て
み
る
か
否
か
が
、
社
会
や
国
家
の
健
全
度
、
安
定
度

　
は
か

の
早
り
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
本
論
稿
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
は
中
間
的
組
織
を
、
従
っ
て
習
俗
を
破
壊
し

た
り
弱
体
化
さ
せ
た
り
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
が
あ
る
と
い
ふ
事
を
念
頭
に

お
い
て
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
中
間
的
組
織
、
習
俗
と
の
関
係
を
取
り
上
げ
る

事
と
な
る
。

　
一
般
的
な
見
方
に
従
へ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
商
品
、
サ
ー

ヴ
ィ
ス
、
技
術
、
資
本
の
自
由
移
動
の
事
で
あ
る
が
、
こ
の
や
う
な
自
由
移
動

が
、
規
制
の
撤
廃
を
必
然
的
に
意
味
す
る
も
の
と
な
る
と
い
ふ
事
、
そ
し
て
規

制
除
去
は
、
中
間
的
組
織
を
障
害
と
し
て
弱
体
化
な
い
し
破
壊
す
る
事
を
意
味

す
る
も
の
と
な
る
と
い
ふ
事
が
ま
つ
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て

我
々
の
見
方
で
は
、
中
間
的
組
織
は
、
社
会
の
ま
と
ま
り
（
ω
o
o
芭
8
ゴ
①
－

。。

ｲ
嵩
）
を
保
障
す
る
当
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
中
間
的
組
織
が
長
期
に
亙
っ
て

非
難
と
攻
撃
の
的
に
な
り
、
や
が
て
衰
滅
さ
せ
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、

社
会
の
不
安
定
化
、
犯
罪
の
増
加
と
い
ふ
高
い
代
償
を
支
払
は
せ
る
事
態
に
繋

が
ら
ず
に
は
み
な
い
、
と
見
る
の
が
必
至
と
な
る
。
ジ
ョ
ン
・
グ
レ
イ
は
、
我

が
国
の
中
間
的
組
織
を
「
街
角
の
小
さ
な
商
店
（
ω
目
立
＝
o
o
ヨ
①
「
魯
。
場
）
」
で

代
表
さ
せ
、
商
店
街
と
言
ひ
換
へ
ら
れ
得
る
こ
の
中
間
的
組
織
が
「
ワ
シ
ン
ト

ン
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
（
米
国
の
「
民
間
」
即
ち
米
国
の
大
企
業
、
多
国
籍
企

業
、
大
金
融
機
関
の
要
望
が
、
米
国
政
府
、
議
会
、
ロ
ビ
イ
ス
ト
た
ち
に
よ
っ

て
米
国
民
の
「
総
意
」
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
も
の
）
の
激
し
い
非
難
と
攻
撃

に
曝
さ
れ
続
け
た
事
に
関
し
て
か
う
述
べ
て
み
る
。

　
日
本
の
経
済
を
社
会
の
働
き
に
埋
め
込
ん
で
み
る
相
互
連
結
（
臣
①

葺
①
『
8
目
①
＆
8
ω
o
h
夢
①
一
卑
冨
器
ω
①
8
8
0
ヨ
《
浮
讐
①
ヨ
ぴ
①
ユ
三
昌
ヨ
巴
幣

o
h
ω
o
o
一
①
ξ
）
は
、
こ
の
何
十
年
か
、
米
国
政
府
の
交
渉
者
や
多
国
籍
機
構

（
＃
雪
ω
量
け
凶
8
巴
。
「
σ
q
き
凶
N
曽
ぎ
昌
ω
）
に
よ
る
攻
撃
の
的
と
な
っ
て
き
た
。
か

う
し
た
相
互
連
結
は
保
護
主
義
の
防
波
堤
と
い
ふ
汚
名
を
着
せ
ら
れ
、
社
会

の
ま
と
ま
り
を
維
持
す
る
上
で
そ
れ
ら
が
果
た
し
て
み
る
役
割
は
理
解
さ
れ

な
い
ま
ま
で
き
た
か
、
あ
る
い
は
拒
絶
さ
れ
て
き
た
。
都
市
を
維
持
す
る
の

に
力
が
あ
る
、
社
会
的
制
度
と
し
て
の
街
角
の
商
店
の
機
能
は
、
ワ
シ
ン
ト

ン
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
は
姿
を
現
さ
な
い
の
で
あ
る
。
社
会
の
ま
と
ま
り
を

守
る
上
で
、
街
角
の
商
店
の
は
う
が
大
量
の
刑
務
所
収
容
よ
り
も
有
効
に
機
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点
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
ふ
可
能
性
は
、
奇
怪
な
も
の
と
し
て
片
付
け
ら

れ
て
し
ま
ふ
。
そ
も
そ
も
そ
の
や
う
な
可
能
性
は
考
慮
の
対
象
に
す
ら
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

な
い
の
で
あ
る
。

　
商
店
街
の
象
徴
た
る
「
街
角
の
小
さ
な
商
店
」
が
存
続
す
る
事
の
方
が
、
刑

務
所
収
容
が
大
量
に
な
る
よ
り
も
、
社
会
の
ま
と
ま
り
を
維
持
す
る
上
で
有
効

で
あ
る
と
い
ふ
事
は
、
商
店
街
の
存
続
は
公
共
の
善
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
と
い
ふ
事
だ
。
つ
ま
り
社
会
的
コ
ス
ト
が
低
く
抑
へ
ら
れ
る
と
い
ふ
事
だ
。

わ
っ
か
ば
か
り
の
効
率
性
や
利
便
性
の
高
ま
り
と
引
き
換
へ
に
、
社
会
の
不
安

定
化
、
犯
罪
の
増
加
と
い
ふ
形
で
社
会
的
混
乱
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
ふ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
こ
な

は
、
ま
さ
に
公
共
の
善
を
害
ふ
と
い
ふ
事
で
あ
り
、
中
間
的
組
織
と
し
て
の
商

店
街
の
存
在
意
義
を
公
共
の
善
の
観
点
か
ら
捉
へ
る
観
点
を
大
切
に
す
る
グ
レ

イ
は
、
一
九
九
五
年
十
二
月
十
一
日
付
『
ロ
ン
ド
ン
・
タ
イ
ム
ズ
』
か
ら
次
の

文
を
引
用
し
て
み
る
。

　
O
E
C
D
は
（
日
本
に
関
す
る
年
次
報
告
書
の
中
で
）
小
規
模
商
店
の
保

護
を
終
は
ら
せ
る
や
う
さ
ら
に
規
制
撤
廃
を
要
求
し
て
み
る
。
O
E
C
D

は
、
過
去
十
五
年
間
に
日
本
で
は
十
五
の
商
店
に
つ
き
一
つ
が
廃
業
し
た
と

勝
ち
誇
っ
た
や
う
に
満
足
感
を
表
し
て
み
る
。
小
規
模
商
店
は
か
っ
て
な
い

早
さ
で
姿
を
消
し
て
み
る
。
大
き
な
社
会
的
混
乱
と
い
ふ
犠
牲
を
払
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

わ
っ
か
ば
か
り
の
効
率
の
向
上
が
得
ら
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
事
柄
は
、
米
国
の
「
民
間
」
の
要
望

　
　
　
　
な
ま

を
比
較
的
生
の
形
で
表
は
す
「
ワ
シ
ン
ト
ン
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
の
圧
力
に
よ

っ
て
、
我
が
国
の
中
間
的
組
織
が
破
壊
さ
れ
る
か
弱
体
化
さ
せ
ら
れ
る
と
い
ふ

事
、
そ
の
破
壊
や
弱
体
化
は
我
が
国
の
習
俗
の
破
壊
や
弱
体
化
に
通
じ
て
み
る

と
い
ふ
事
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
我
が
国
が
我
が
国
で
な
く
な
る
事
に
通
じ
て
み

る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
グ
レ
イ
は
か
う
言
っ
て
み
る
。

　
ワ
シ
ン
ト
ン
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
日
本
に
対
す
る
要
求
に
は
、
小
規
模
商

店
の
廃
業
だ
け
で
は
な
い
。
貯
蓄
率
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
、
完
全
雇
用
文
化

を
放
棄
す
る
こ
と
、
市
場
個
人
主
義
を
採
用
す
る
こ
と
な
ど
が
含
ま
れ
る
。

全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
ワ
シ
ン
ト
ン
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
要
求
は
日
本
に
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
る
り

本
で
あ
る
こ
と
を
止
め
よ
と
要
求
し
て
み
る
に
等
し
い
。

　
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
致
命
的
な
欠
陥
は
、
中
間
的
組
織
を
至
る
所
で
破
壊
す

る
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
、
と
こ
こ
で
は
っ
き
り
述
べ
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
中
間
的
組
織
の
破
壊
は
、
社
会
が
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
の

中
に
埋
め
込
ま
れ
る
と
い
ふ
現
在
進
行
中
の
事
態
に
直
結
し
て
み
る
と
い
ふ
事

も
し
っ
か
り
頭
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
の
中

に
社
会
が
沈
み
込
む
と
は
、
個
人
が
単
な
る
消
費
者
に
化
せ
ら
れ
、
グ
ロ
ー
バ

ル
自
由
市
場
に
ち
か
に
曝
さ
れ
、
市
場
の
直
接
的
な
支
配
を
受
け
る
と
い
ふ
事

な
の
だ
。
消
費
者
が
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
に
ち
か
に
隷
従
す
る
存
在
に
な
る

と
い
ふ
事
な
の
だ
。
一
面
か
ら
言
ふ
と
、
そ
れ
は
、
個
人
が
中
間
的
組
織
に
固

有
の
非
契
約
的
諸
関
係
と
い
ふ
保
護
を
剥
奪
さ
れ
、
契
約
的
諸
関
係
に
よ
っ
て

の
み
果
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
る
と
い
ふ
事
だ
。
契
約
的
諸
関
係
で
が
ん
じ
が
ら
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

め
に
さ
れ
、
ア
ト
ム
の
や
う
に
浮
遊
す
る
消
費
者
が
普
遍
的
な
「
主
権
者
」
と

呼
ば
れ
る
事
ほ
ど
空
し
い
事
は
な
い
。
中
間
的
組
織
を
破
壊
さ
れ
、
非
契
約
的

弓
関
係
と
い
ふ
保
護
を
奪
は
れ
、
「
主
権
者
」
と
も
て
は
や
さ
れ
、
グ
ロ
ー
バ

ル
自
由
市
場
の
支
配
を
ち
か
に
受
け
る
や
う
に
な
っ
て
み
る
消
費
者
は
、
寧

ろ
、
市
場
か
ら
救
済
さ
れ
る
事
を
必
死
に
求
め
て
み
る
存
在
と
看
倣
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
（
と
り
わ
け
、
単
な
る
消
費
者
と
な
っ
た
子
供
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル

自
由
市
場
の
直
接
的
支
配
か
ら
緊
急
に
救
助
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
。
恐

ら
く
さ
う
い
ふ
観
点
か
ら
、
ジ
ョ
ン
・
グ
レ
イ
は
、
次
の
や
う
に
発
言
す
る
の

で
あ
る
。

　
通
常
の
状
態
で
は
、
市
場
は
社
会
生
活
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
み
る
。
市

場
は
中
間
に
存
在
す
る
機
関
に
よ
っ
て
制
限
を
受
け
、
社
会
的
通
念
や
暗
黙

の
了
解
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
中
間
的
な
機
関
の
中
で
は
、
労
働

組
合
と
職
業
協
会
が
個
人
と
市
場
の
力
の
間
に
立
つ
存
在
と
し
て
長
い
間
中

心
的
な
も
の
だ
っ
た
。
自
由
市
場
の
構
築
は
、
こ
れ
ら
の
社
会
組
織
を
弱
体

化
さ
せ
る
か
破
壊
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
れ
ら
は
普
遍
的
な
消
費
者

の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
特
定
の
生
産
者
の
利
益
と
し
て
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
中
間
的
組
織
、
中
間
的
機
関
の
破
壊
は
、
普
遍
の
特
殊
に
対
す
る
勝
利
を
含

意
し
て
み
る
と
見
る
事
が
出
来
る
が
、
こ
の
場
合
、
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
を

原
理
主
義
的
に
肯
定
し
、
こ
れ
と
一
体
と
な
っ
て
み
る
の
が
「
民
間
」
で
あ
る

と
い
ふ
認
識
が
必
要
と
な
ら
う
。
「
民
間
」
、
即
ち
多
国
籍
企
業
、
国
内
外
の
大

金
融
機
関
、
大
企
業
は
、
普
遍
の
側
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
一
方
社
会
は
特
殊
の

側
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
中
間
的
組
織
、
中
間
的
機

関
が
破
壊
さ
れ
た
り
、
損
傷
を
受
け
た
り
す
る
の
が
容
易
に
な
る
。
特
殊
に
対

す
る
普
遍
の
こ
の
や
う
な
勝
利
は
、
具
体
的
に
は
家
族
の
弱
体
化
、
或
い
は
崩

壊
、
凶
悪
犯
罪
の
増
加
、
そ
し
て
、
グ
レ
イ
の
句
を
用
み
る
と
、
「
高
水
準
の

雇
用
流
動
性
、
賃
金
の
下
方
弾
力
性
、
雇
用
者
に
と
っ
て
の
低
コ
ス
ト
な
ど
を

特
徴
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
労
働
市
場
」
の
現
出
と
い
ふ
事
態
に
帰
結
す
る
。

　
普
遍
の
特
殊
に
対
す
る
勝
利
は
、
自
然
の
秩
序
の
転
倒
を
意
味
し
て
み
る
。

ま
つ
特
殊
が
あ
り
、
特
殊
か
ら
の
抽
出
と
い
ふ
形
で
普
遍
が
存
在
す
る
と
い
ふ

の
が
自
然
の
秩
序
と
い
ふ
も
の
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
の
体
現
す
る

普
遍
が
、
中
間
的
組
織
、
中
間
的
な
も
の
の
存
在
根
拠
た
る
特
殊
に
先
立
つ
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
び
つ

合
に
は
、
そ
れ
は
限
り
な
く
歪
な
作
用
を
す
る
よ
り
他
は
な
い
。
つ
ま
り
社
会

を
、
そ
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
お
い
て
傷
つ
け
る
や
う
な
作
用
を
す
る
よ

り
他
は
な
い
。
社
会
に
対
す
る
殿
損
は
、
中
間
的
で
あ
る
事
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
、
社
会
の
基
本
的
構
造
に
資
す
る
も
の
と
な
っ
て
み
る
制
度
や
組
織
や
習
俗

を
傷
つ
け
る
と
い
ふ
形
で
具
体
的
に
現
は
れ
る
や
う
に
な
る
。
地
域
や
家
族
や

伝
統
や
階
級
文
化
（
習
俗
と
重
な
る
と
こ
ろ
の
あ
る
文
化
）
と
い
っ
た
中
間
的

な
も
の
が
、
特
殊
（
例
へ
ば
服
従
、
体
面
）
を
存
在
根
拠
と
し
て
み
る
事
に
関

し
て
、
グ
レ
イ
は
か
う
述
べ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
を
原
理
と
す
る
政
策

は
「
十
九
世
紀
に
自
由
市
場
を
支
へ
た
社
会
秩
序
の
最
後
の
名
残
を
解
体
し

た
。
伝
統
的
な
家
族
だ
け
で
な
く
、
自
由
市
場
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も

の
だ
っ
た
服
従
と
体
面
と
い
ふ
階
級
文
化
も
大
体
に
お
い
て
押
し
流
さ
れ
て
し

　
　
　
　
　

ま
っ
た
」
。
階
級
文
化
は
分
化
の
度
合
ひ
が
低
く
、
そ
の
限
り
で
ま
さ
に
特
殊
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を
存
在
根
拠
と
す
る
中
間
的
な
も
の
だ
が
、
普
遍
主
義
に
他
な
ら
ぬ
グ
ロ
ー
バ

リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
は
、
階
級
文
化
に
限
ら
ず
、
一
般
に
「
社
会
的
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
と
い
ふ
伝
統
的
な
機
能
」
や
基
礎
的
な
医
療
や
基
礎
的
教
育
や
犯
罪
か
ら

の
保
護
な
ど
も
中
間
的
な
も
の
、
と
規
定
さ
れ
得
る
が
ゆ
ゑ
に
、
し
ば
し
ば
二

義
的
な
も
の
と
常
総
さ
れ
、
か
く
し
て
、
自
由
市
場
が
普
遍
主
義
の
標
徴
た
る

無
制
約
の
力
を
振
る
ふ
条
件
が
整
ふ
事
と
な
る
。
グ
レ
イ
が
引
き
合
ひ
に
出
す

「
最
近
の
社
会
学
的
評
価
」
に
基
づ
い
て
社
会
を
眺
め
る
と
、
躾
が
軽
視
な
い

し
無
視
さ
れ
、
専
門
的
教
育
の
み
が
重
ん
じ
ら
れ
、
「
家
族
や
地
域
社
会
と
い

ふ
伝
統
的
な
絆
の
弱
体
化
が
進
み
、
公
立
の
初
等
・
中
学
学
校
が
担
っ
て
き
た

子
供
を
対
象
と
し
た
社
会
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
ふ
伝
統
的
な
機
能
が
、
競
争

的
で
社
会
を
分
断
さ
せ
る
や
う
な
知
識
と
技
能
の
取
得
へ
と
最
終
的
な
変
貌
を

　
　
　
　
ハ
フ
ロ

遂
げ
て
み
る
」
と
い
ふ
の
が
事
実
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
り
、
こ
の
や

う
な
事
実
を
踏
ま
へ
て
、
グ
レ
イ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
の
体
現
す
る
普

遍
主
義
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
が
律
せ
ら
れ
る
事
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
世
論

は
、
敵
意
や
疑
念
を
抱
き
、
抵
抗
す
る
に
至
っ
て
み
る
と
、
次
の
や
う
に
書
い

て
み
る
。

　
イ
ギ
リ
ス
の
世
論
は
（
中
略
）
現
実
の
社
会
に
無
制
約
の
市
場
が
無
制
約

の
力
を
振
る
ふ
こ
と
に
対
し
て
敵
意
を
持
っ
て
る
る
。
世
論
は
、
い
く
つ
か

の
も
の
一
基
礎
的
な
医
療
、
教
育
、
犯
罪
か
ら
の
保
護
な
ど
一
が
、
市
民

で
あ
る
こ
と
の
印
と
し
て
す
べ
て
の
人
に
供
与
さ
せ
る
こ
と
を
望
ん
で
み

る
。
水
道
の
や
う
な
公
益
事
業
の
民
営
化
を
疑
念
を
持
っ
て
見
て
を
り
、
高

齢
者
の
介
護
の
や
う
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
が
さ
ら
に
市
場
化
さ
れ
る
こ
と
に
は

　
　
　
　
　
ハ
ど
り

抵
抗
し
て
み
る
。

　
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
が
金
科
玉
条
と
し
て
み
る
規
制
撤
廃
と
一
体
の
「
民
営

化
」
（
「
規
制
緩
和
」
と
同
様
に
国
民
を
惑
は
す
訳
語
で
、
「
大
企
業
に
よ
る
私

有
」
と
で
も
訳
し
た
方
が
適
切
で
あ
ら
う
）
に
よ
っ
て
弱
体
化
さ
せ
ら
れ
る
か

破
壊
さ
れ
る
中
間
的
な
も
の
の
意
義
に
つ
い
て
考
へ
る
上
で
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ

ー
（
ζ
o
算
。
ω
ρ
巳
①
ロ
）
の
述
べ
て
み
る
事
は
、
大
い
に
参
考
に
な
る
。
モ
ン
テ

ス
キ
ュ
ー
は
、
中
間
的
組
織
、
一
般
に
中
間
的
な
も
の
が
、
政
治
や
法
律
の
領

域
に
お
い
て
、
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
語
る
の
だ
が
、
我
々
は
、

経
済
の
領
域
に
お
い
て
も
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
と
い
ふ
推
論
に
容
易
に
導
か

れ
る
。

　
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
中
間
的
な
も
の
、
中
間
的
組
織
を
法
律
・
政
治
の
領
域

で
ど
れ
ほ
ど
重
視
し
て
み
た
か
を
見
て
み
よ
う
。
法
律
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

に
よ
れ
ば
、
そ
の
国
の
風
土
、
習
俗
、
宗
教
と
い
っ
た
特
殊
性
を
帯
び
た
中
間

物
、
即
ち
「
寒
い
と
か
、
暑
い
と
か
、
あ
る
い
は
温
か
い
と
か
の
気
候
」
や

「
住
民
の
宗
教
」
や
習
俗
と
い
っ
た
中
間
物
に
（
「
真
理
」
に
で
は
な
く
）
「
相

関
的
」
で
あ
る
事
を
必
須
の
条
件
と
し
て
み
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
法
律
は
「
人

民
に
固
有
の
も
の
」
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
法
律
が
「
人
民
に
固
有
」
で
あ
る

と
い
ふ
事
は
、
法
律
の
目
的
と
さ
へ
な
る
。
法
律
が
中
間
的
な
も
の
に
相
関
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
り

で
あ
る
事
が
「
法
の
精
神
⑤
。
。
U
葺
ユ
①
巴
。
凶
ω
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
形
成
す
る
」

と
も
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
法
の
目
的
は
こ
の
や
う
な
「
法
の
精
神
」
の

形
成
を
抜
き
に
し
て
は
、
語
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
法
の
精
神
」
が
し

っ
か
り
形
成
さ
せ
て
み
る
と
こ
ろ
に
、
歪
な
法
、
即
ち
社
会
破
壊
的
な
法
の
存
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在
す
る
余
地
は
な
い
と
我
々
は
容
易
に
推
論
し
得
る
。

　
民
主
政
体
に
お
け
る
政
治
に
し
て
も
、
そ
れ
が
歪
に
な
ら
ず
に
、
つ
ま
り
社

会
破
壊
的
に
な
ら
ず
に
営
ま
れ
る
た
め
に
は
、
人
民
に
い
き
な
り
「
相
関
的
」

に
な
る
の
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
の
中
間
的
組
織
が
人
民
と
政
治
と
の
間
に
置

か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
民
は
「
人
材
を
識
別
す
る
」
生
得
の
能
力
は
持

っ
て
る
る
が
、
洗
練
さ
れ
て
る
な
い
感
情
や
情
念
に
支
配
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
い
つ
で
も
動
き
が
激
し
す
ぎ
た
り
鈍
す
ぎ
た
り
す
る
も
の
で
あ

〔
り
〕
」
、
い
ま
熱
狂
し
た
か
と
思
ふ
と
、
次
の
瞬
間
は
、
無
関
心
に
陥
っ
た
り

す
る
と
い
っ
た
具
合
で
、
「
自
分
の
力
で
事
務
を
処
理
す
る
〔
政
治
を
営
む
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
リ
リ

に
は
適
し
て
み
な
い
」
。

　
政
治
の
領
域
に
お
け
る
中
間
的
組
織
の
機
能
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
政
治
に
お

い
て
は
主
と
し
て
元
老
院
に
よ
っ
て
、
君
主
政
に
お
い
て
は
主
と
し
て
貴
族
に

よ
っ
て
果
た
さ
れ
て
み
た
と
考
察
す
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
元
老
院
や
貴
族

（
貴
族
団
体
）
と
い
っ
た
や
う
な
中
間
的
組
織
を
欠
い
た
共
和
国
に
お
い
て
は
、

「
徒
党
を
組
ん
で
争
ふ
こ
と
」
が
中
間
組
織
的
機
能
に
相
当
す
る
と
考
へ
、
次

の
や
う
に
含
蓄
あ
る
論
述
を
行
ふ
。

　
共
和
国
の
不
幸
は
徒
党
を
組
ん
で
争
ふ
こ
と
が
も
は
や
な
く
な
る
と
き
で

あ
り
、
こ
れ
は
人
民
が
金
銭
で
買
収
さ
れ
た
と
き
に
生
ず
る
。
人
民
は
平
静

に
な
り
、
金
銭
に
愛
着
を
感
ず
る
が
、
も
は
や
公
務
に
は
愛
着
を
感
じ
な

い
。
統
治
に
つ
い
て
も
統
治
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

心
が
な
く
、
人
民
は
静
か
に
自
分
の
給
料
を
待
つ
だ
け
で
あ
る
。

　
「
徒
党
」
（
今
の
言
葉
で
は
政
党
）
と
い
ふ
一
種
の
中
間
的
組
織
を
奪
は
れ
る

と
、
人
民
か
ら
活
力
や
公
務
に
対
す
る
愛
着
や
統
治
へ
の
関
心
が
失
は
れ
、
金

銭
や
給
料
へ
の
関
心
が
、
残
さ
れ
た
唯
一
の
関
心
と
い
ふ
事
に
な
る
。

　
「
自
分
の
権
威
の
い
く
ら
か
の
部
分
を
委
託
す
べ
き
人
々
に
つ
い
て
素
晴
ら

し
い
選
び
方
を
す
る
」
人
民
の
存
在
価
値
は
、
中
間
的
組
織
（
「
顧
問
会
議
」

「
元
老
院
」
一
般
に
会
議
）
を
成
立
さ
せ
る
そ
の
卓
れ
た
能
力
の
中
に
存
す
る
。

人
民
の
権
威
を
委
託
さ
れ
た
人
々
、
中
間
的
組
織
を
構
成
す
る
人
々
（
「
職
務

執
行
者
（
日
一
昌
一
ω
一
「
①
ω
）
」
「
役
人
（
ヨ
薗
σ
q
互
『
緯
ω
）
」
）
を
投
票
に
よ
っ
て
選
び
、

そ
の
選
ば
れ
た
人
々
に
政
治
の
実
際
の
営
み
を
担
っ
て
も
ら
ふ
と
い
ふ
事
の
意

義
は
、
中
間
的
組
織
が
作
ら
れ
、
そ
れ
が
機
能
す
る
と
い
ふ
ま
さ
に
そ
の
一
点

に
存
す
る
の
だ
。
人
民
が
、
逼
る
個
別
的
な
政
策
の
即
時
的
な
実
現
を
目
的
と

し
て
で
は
な
く
、
自
分
達
に
好
ま
し
い
と
思
は
れ
る
中
間
的
組
織
を
成
立
さ
せ

る
の
を
目
的
と
し
て
、
投
票
の
権
利
を
行
使
す
る
と
こ
ろ
に
、
民
主
政
体
の
要

諦
が
あ
る
。
「
な
ん
ら
か
の
間
接
的
な
方
途
で
（
聖
母
ρ
信
①
一
ρ
ロ
①
＜
o
δ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
り

ぎ
巳
『
①
9
①
）
人
民
を
そ
の
絶
滅
状
態
か
ら
脱
出
さ
せ
る
」
と
い
ふ
表
現
を
用
み

る
時
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
暗
示
し
て
み
る
の
は
、
人
民
は
中
間
的
組
織
無
し

で
は
、
絶
滅
状
態
に
陥
る
よ
り
他
は
な
い
と
い
ふ
事
だ
。

　
「
人
民
は
君
主
と
同
様
、
い
や
む
し
ろ
君
主
以
上
に
、
顧
問
会
議
な
い
し
元

老
院
に
指
導
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
信
頼
を
お
く
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ビ

め
に
は
、
人
民
が
そ
の
議
員
を
選
出
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
自
分

た
ち
が
選
出
し
た
が
ゆ
ゑ
に
信
頼
を
お
く
事
の
出
来
る
顧
問
会
議
や
元
老
院
、

一
般
に
会
議
と
い
ふ
名
の
中
間
的
組
織
に
、
人
民
は
、
政
治
の
実
際
の
営
み
を

託
す
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
や
う
に
代
議
制
の
意
義
を
、
中
間
的
組
織
が
活
か
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
認

め
て
み
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
凡
そ
中
間
的
組
織
は
君
主
政
体
、
共
和
政
体

い
つ
れ
の
政
体
に
と
っ
て
も
、
死
活
的
に
重
要
で
あ
る
と
い
ふ
事
を
繰
り
返
し

語
っ
て
み
る
。
例
へ
ば
、
君
主
政
体
に
お
け
る
中
間
的
組
織
は
、
貴
族
、
領

主
、
聖
職
者
、
特
権
あ
る
都
市
（
権
威
あ
る
地
域
共
同
体
）
で
あ
っ
て
、
こ
れ

ら
の
中
間
的
組
織
が
消
滅
す
る
と
、
「
民
衆
国
家
か
、
さ
も
な
く
ば
専
制
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
セ
レ

が
出
現
す
る
で
あ
ら
う
」
と
述
べ
る
時
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
中
間
的
組
織

無
し
で
人
民
が
ち
か
に
君
公
の
支
配
を
受
け
る
や
う
に
な
る
と
し
た
ら
、
人
民

は
君
公
の
「
気
ま
ぐ
れ
な
意
志
」
に
左
右
さ
れ
る
存
在
に
成
り
果
て
る
と
考
へ

て
る
る
。
実
際
、
さ
う
い
ふ
事
は
専
制
政
体
下
で
は
常
住
坐
臥
起
っ
て
る
る
の

で
あ
り
、
中
間
的
組
織
が
存
在
し
な
い
事
こ
そ
が
、
専
制
政
治
の
特
質
で
あ

り
、
こ
の
政
体
の
下
で
、
人
民
は
専
制
君
主
の
恣
意
的
権
力
、
気
紛
れ
の
意
思

に
翻
弄
さ
れ
る
よ
り
他
は
な
い
。
「
人
間
の
本
性
に
恐
る
べ
き
害
悪
を
引
き
起

こ
す
」
の
が
専
制
政
治
で
あ
り
、
従
っ
て
「
専
制
政
治
を
制
限
す
る
も
の
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ロ

悪
で
さ
へ
善
な
の
で
あ
る
」
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
言
ふ
時
の
「
悪
」
を
我
々

は
有
り
と
あ
ら
ゆ
る
中
間
的
権
力
（
8
の
O
o
ロ
＜
9
「
巴
三
①
§
σ
岳
曽
冨
ω
）
と
解
し

て
も
よ
さ
さ
う
で
あ
る
。

　
君
主
政
体
に
お
い
て
は
、
「
基
本
的
な
諸
法
律
は
、
権
力
が
そ
こ
を
通
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
り

流
れ
る
た
め
の
中
間
の
水
路
（
o
き
鍵
×
ヨ
。
網
①
霧
）
を
必
然
的
に
想
定
す
る
」

と
言
ふ
時
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
権
力
に
裏
づ
け
ら
れ
た
「
基
本
的
な
諸
法

律
」
が
、
社
会
破
壊
的
に
な
ら
ず
に
効
力
を
帯
び
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
「
中

間
の
水
路
」
、
即
ち
そ
の
国
の
固
有
性
を
帯
び
た
貴
族
、
領
主
、
聖
職
者
、
都

市
が
存
在
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
、
と
考
へ
て
る
る
。
「
中
間
の
水
路
」
を
殊

の
ほ
か
重
視
す
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
を
批
判
し
て
、
「
イ
ギ
リ

ス
人
は
、
自
由
を
助
長
す
る
た
め
に
彼
ら
の
君
主
政
を
構
成
し
て
み
た
中
間
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ガ
リ

諸
権
力
（
δ
ω
薯
一
ω
ω
き
。
①
ω
一
三
華
箋
σ
島
陰
『
①
ω
）
の
す
べ
て
を
取
り
除
い
た
」
と

正
確
さ
に
欠
け
る
発
言
を
し
て
み
る
が
、
我
々
に
と
っ
て
こ
の
発
言
が
大
切
だ

と
思
は
れ
る
の
は
、
現
下
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
批
判
に
適
用
さ
れ
得
る
か
ら

で
あ
る
。
我
が
国
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
推
進
者
達
が
、
規
制
撤
廃
を
第
一
義

的
に
重
視
す
る
事
は
社
会
（
共
同
体
）
の
存
続
に
と
っ
て
不
可
欠
の
中
間
的
組

織
を
破
壊
、
或
い
は
弱
体
化
さ
せ
る
と
い
ふ
効
果
を
持
つ
、
と
こ
こ
で
言
っ
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
実
際
、
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
の
際
立
つ
た
特
徴
は
、
規
制
撤
廃
の
名
に
お

い
て
、
市
場
と
個
人
と
の
間
に
あ
る
中
間
的
組
織
を
廃
絶
に
追
ひ
込
む
働
き
を

す
る
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
個
人
が
、
市
場
、
即
ち
専
制

君
主
に
も
等
し
い
地
位
を
獲
得
し
た
市
場
の
直
接
的
な
支
配
を
受
け
、
市
場
の

気
紛
れ
に
翻
弄
さ
れ
る
可
能
性
が
著
し
く
高
ま
る
次
第
と
な
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル

自
由
市
場
に
よ
る
専
制
と
い
ふ
表
現
が
当
を
得
て
み
る
所
以
で
あ
る
。

二
　
中
間
的
組
織
が
在
る
と
い
ふ
事

　
中
間
的
組
織
、
中
間
的
権
力
の
存
在
意
義
は
、
子
供
達
の
生
態
を
考
察
の
対

象
に
す
る
事
に
よ
っ
て
か
な
り
明
瞭
に
把
握
出
来
る
や
う
に
な
る
。
子
供
達

が
、
家
族
や
地
域
共
同
体
、
そ
の
共
同
体
の
中
に
息
づ
く
習
俗
（
躾
は
習
俗
の

一
部
で
あ
る
）
や
学
校
と
い
っ
た
中
間
的
組
織
の
課
す
る
拘
束
か
ら
離
脱
し
、

普
遍
的
な
も
の
、
「
真
理
」
の
体
現
者
を
借
称
す
る
も
の
に
ち
か
に
支
配
さ
れ
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る
と
い
ふ
事
が
生
じ
得
る
事
を
我
々
は
先
づ
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
や
う
な
認
識
の
重
要
性
に
気
づ
い
て
み
る
者
の
眼
に
明
瞭
に
映
じ
る
の
は
、

い
ま
、
子
供
達
が
、
普
遍
性
や
「
真
理
」
や
無
謬
性
を
誇
示
し
て
み
る
が
ゆ
ゑ

に
気
紛
れ
を
免
れ
得
な
い
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
の
専
制
下
に
入
る
危
険
に
絶

え
ず
曝
さ
れ
て
み
る
と
い
ふ
事
実
で
あ
る
。
既
に
こ
の
専
制
下
に
入
り
、
気
紛

れ
を
本
質
と
す
る
こ
の
市
場
の
直
接
的
な
影
響
を
受
け
、
単
な
る
「
消
費
者
」

に
成
り
果
て
て
み
る
子
供
は
多
数
に
の
ぼ
っ
て
み
る
。
そ
の
標
徴
の
一
つ
は
、

子
供
が
メ
デ
ィ
ア
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
ひ
ん
ぱ
ん
に
登
場
す
る
や
う
に
な
っ
て

み
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。

　
子
供
の
こ
の
や
う
な
生
態
の
含
意
す
る
も
の
を
捉
へ
る
た
め
に
、
我
々
は

「
単
一
の
、
全
世
界
に
行
き
渡
る
自
由
市
場
」
に
い
ま
一
度
考
察
を
及
ぼ
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ジ
ョ
ン
・
グ
レ
イ
は
、
「
単
一
の
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場

は
、
普
遍
的
文
明
と
い
ふ
啓
蒙
思
想
的
企
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
啓
蒙
思
想
的
企

て
の
最
終
的
形
態
に
な
る
も
の
と
思
は
れ
る
」
と
述
べ
、
更
に
、
「
単
一
の
、

全
世
界
に
行
き
渡
る
自
由
市
場
」
と
い
ふ
の
は
、
「
決
し
て
実
現
す
る
こ
と
の

で
き
な
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
。
そ
れ
を
追
ひ
求
め
る
こ
と
は
、
す
で
に
大
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ロ

模
な
社
会
的
混
乱
と
、
経
済
的
・
社
会
的
不
安
定
を
生
じ
さ
せ
て
み
る
」
と
述

べ
て
み
る
が
、
こ
の
発
言
は
我
々
を
大
い
に
啓
発
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
グ
ロ

ー
バ
ル
自
由
市
場
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
り
、
そ
れ
は
決
し
て
実
現
さ
れ
得
な
い

と
い
ふ
の
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
と
い
ふ
理
念
は
、
カ
ン
ト
（
一
ヨ
∋
螢
昌
信
2

囚
⇔
巨
）
の
用
語
を
用
み
る
と
、
構
成
的
（
ぎ
昌
ω
捧
＆
〈
）
原
理
に
基
づ
い
て
現

実
化
可
能
の
理
念
と
し
て
追
ひ
求
め
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
た
だ
統
制
的

（
「
£
巳
匿
く
）
理
念
と
し
て
、
即
ち
現
実
化
の
対
象
に
は
凡
そ
な
り
得
な
い
が
、

現
実
化
の
対
象
に
な
り
得
る
か
の
や
う
に
我
々
に
思
考
せ
し
め
る
事
に
よ
っ

て
、
我
々
の
思
考
に
整
序
を
も
た
ら
す
働
き
を
す
る
理
念
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
、
と
い
ふ
事
を
意
味
し
て
み
よ
う
。
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
は
、

統
制
的
原
理
に
基
づ
く
理
念
に
と
ど
ま
り
続
け
る
べ
き
で
あ
り
、
現
在
行
は
れ

て
る
る
や
う
に
、
横
…
成
的
理
念
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
不
適

切
で
あ
ら
う
。
然
る
に
、
現
実
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
は
、
構
成
的
原

理
に
基
づ
く
理
念
と
化
し
て
み
る
の
で
あ
り
、
理
念
の
こ
の
や
う
な
構
成
的
使

用
は
、
T
・
S
・
エ
リ
オ
ッ
ト
に
倣
っ
て
言
へ
ば
、
単
一
の
、
世
界
共
通
の
文

化
（
「
普
遍
的
文
明
」
）
を
築
く
と
い
ふ
試
み
、
即
ち
人
類
か
ら
人
間
性
が
剥
奪

さ
れ
る
の
を
条
件
と
し
て
は
じ
め
て
、
考
へ
ら
れ
得
る
底
の
試
み
は
、
実
現
可

能
で
あ
り
、
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
見
方
を
根
抵
に
蔵
し
て
み

る
。
そ
し
て
単
一
の
世
界
共
通
の
普
遍
的
文
化
の
現
実
化
が
前
提
に
な
っ
て
、

グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
と
い
ふ
理
念
の
現
実
化
が
目
指
さ
れ
る
と
い
ふ
事
は
、

あ
ら
ゆ
る
国
、
地
域
に
お
い
て
、
人
々
は
、
自
ら
に
固
有
の
、
特
殊
性
を
帯
び

た
、
非
近
代
的
な
も
の
、
習
俗
を
は
じ
め
と
す
る
非
近
代
的
な
も
の
と
相
互
依

存
の
関
係
に
あ
る
中
間
的
組
織
や
中
間
的
権
力
を
弱
体
化
や
破
壊
に
委
ね
ざ
る

を
得
な
く
な
る
と
い
ふ
事
で
あ
り
、
こ
の
や
う
な
事
の
成
り
行
き
は
規
制
撤
廃

を
通
じ
て
具
体
的
な
表
現
を
既
に
得
て
み
る
。
一
方
、
規
制
撤
廃
は
、
実
際
に

は
、
新
た
な
ル
ー
ル
づ
く
り
、
即
ち
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
と
一
体
化
し
て
み

る
「
民
間
」
に
と
っ
て
（
社
会
に
と
っ
て
で
は
な
く
）
有
利
な
ル
ー
ル
づ
く
り

を
意
味
せ
ず
に
は
お
か
な
い
場
合
が
あ
ま
り
に
も
多
い
か
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
自

由
市
場
、
即
ち
単
一
の
世
界
共
通
の
市
場
の
実
現
を
目
指
す
動
き
は
、
「
民
間
」

に
よ
る
社
会
の
侵
食
を
更
に
深
め
る
働
き
を
す
る
と
い
ふ
事
に
な
ら
う
。
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グ
レ
イ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
が
「
も
た
ら
す
苦
し
み
は
共
産
主
義
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
り

そ
れ
と
匹
敵
す
る
も
の
に
な
る
」
と
言
ひ
切
っ
て
み
る
が
、
そ
の
苦
し
み
は
、

子
供
達
が
最
も
生
々
し
い
形
で
表
現
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
み
る
。

　
二
十
世
紀
中
葉
に
活
躍
し
た
英
国
の
小
説
家
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル

（
O
①
o
「
σ
q
①
O
ヨ
。
ε
の
『
一
九
八
四
年
』
（
」
≦
ミ
ミ
“
§
肉
惹
竜
－
き
ミ
）
に
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
の
実
現
と
い
ふ
無
謀
極
ま
る
啓
蒙
主
義
的
企
て
の
過
程

で
生
じ
る
中
間
的
組
織
の
弱
体
化
な
い
し
破
壊
と
い
ふ
状
況
、
い
ま
我
々
が
現

実
に
経
験
し
つ
つ
あ
る
状
況
を
不
気
味
に
照
ら
し
出
す
描
写
が
置
か
れ
て
み

る
。
『
一
九
八
四
年
』
で
描
か
れ
る
専
制
政
治
の
も
と
で
は
、
家
族
と
い
ふ
中

間
的
組
織
は
、
有
名
無
実
と
化
し
て
み
て
、
今
日
、
親
や
教
師
や
一
般
に
大
人

の
言
に
は
服
す
る
事
を
し
な
い
多
く
の
子
供
達
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
や

そ
れ
と
一
体
を
成
す
メ
デ
ィ
ア
や
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
言
に
は
唯
々
諾
々
と
服
す

る
の
に
ち
や
う
ど
似
て
、
党
、
即
ち
、
気
紛
れ
を
本
質
と
し
な
が
ら
、
無
謬
性

と
「
真
理
」
の
独
占
と
を
原
理
主
義
的
に
誇
示
し
、
専
制
と
抑
圧
を
事
と
す
る

党
の
指
令
や
指
示
や
暗
示
に
は
子
供
達
は
絶
対
的
に
服
し
て
み
る
。
こ
れ
は
家

族
を
は
じ
め
と
す
る
中
間
的
組
織
が
破
壊
さ
れ
る
事
の
必
然
的
帰
結
で
あ
り
、

か
く
し
て
、
党
の
直
接
的
な
支
配
下
に
あ
る
子
供
達
が
、
親
を
劣
悪
者
、
或
い

は
犯
罪
者
と
見
立
て
る
の
が
い
と
も
容
易
に
な
っ
て
み
る
。
親
に
劣
悪
性
と
犯

　
　
　
へ

罪
性
－
反
量
的
性
向
一
を
嗅
ぎ
つ
け
る
と
、
子
供
が
親
を
反
党
分
子
と
し
て

即
刻
党
に
通
報
す
る
シ
ス
テ
ム
が
完
壁
に
出
来
上
っ
て
み
る
。
「
三
十
歳
を
過

ぎ
た
大
人
が
、
自
分
の
子
供
に
恐
怖
を
覚
え
る
の
は
、
殆
ど
通
常
の
事
と
な
つ

　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
の
の

て
る
る
」
。
党
の
「
教
育
」
の
成
果
を
子
供
の
言
動
に
見
届
け
て
恐
怖
に
肯
く

『一

續
ｪ
四
年
』
の
親
達
は
、
今
日
、
自
由
市
場
と
メ
デ
ィ
ア
と
コ
マ
ー
シ
ャ

ル
の
「
教
育
」
の
成
果
を
子
供
の
言
動
に
見
て
取
っ
て
、
恐
怖
に
乏
く
親
達
と

不
気
味
に
重
な
り
合
ふ
、
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
一
九
八
四
年
』
の

世
界
に
お
い
て
も
、
中
間
的
組
織
の
破
壊
な
い
し
は
弱
体
化
と
い
ふ
意
味
で
の

規
制
撤
廃
（
因
み
に
「
規
制
緩
和
」
と
か
「
規
制
改
革
」
な
ど
と
い
ふ
訳
語

は
、
繰
り
返
す
や
う
だ
が
、
国
民
を
哺
着
す
る
も
の
で
あ
る
。
ユ
①
「
①
σ
q
巳
巴
9

の
塵
①
は
「
除
去
」
を
意
味
し
て
み
る
か
ら
で
あ
る
）
を
通
じ
て
、
「
殆
ど
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

て
の
子
供
が
、
今
日
、
恐
怖
す
べ
き
存
在
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
ふ
専
制
政
治

下
の
現
象
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
と
い
ふ
名
の
経
済
的
専
制
下
の
現
象
と

完
全
に
重
な
り
合
ふ
。
「
母
親
の
灰
色
が
か
っ
た
顔
に
浮
ぶ
無
力
感
に
う
ち
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

し
が
れ
た
恐
怖
の
表
情
」
と
い
ふ
『
一
九
八
四
年
』
の
中
の
表
情
は
、
今
日
、

我
が
国
の
数
多
く
の
母
親
の
顔
に
浮
ぶ
表
情
で
も
あ
る
だ
ら
う
。

　
子
供
達
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
の
発
信
す
る
命
令
や
指
図
や
合
図
に
頗

る
従
順
で
あ
る
と
い
ふ
事
は
、
子
供
達
が
、
単
に
家
族
と
い
ふ
中
間
的
組
織
か

ら
発
せ
ら
れ
る
言
葉
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
共
同
体
の
大
人
達
、
学

校
の
教
師
や
同
輩
の
声
に
対
し
て
も
耳
を
閉
ざ
す
や
う
に
な
る
と
い
ふ
事
を
も

意
味
し
て
み
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
の
発
す
る
声
を
「
真
理
」
に
等
し
い

声
と
し
て
受
け
取
る
や
う
に
慣
ら
さ
れ
て
み
る
子
供
達
が
、
例
へ
ば
会
津
藩
の

　
　
　
　
　
　
　
じ
ふ

藩
校
日
新
館
の
「
什
の
掟
」
、
即
ち
＝
、
年
長
者
の
言
ふ
こ
と
に
背
い
て
は

な
り
ま
せ
ぬ
／
二
、
年
長
者
に
は
御
辞
儀
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
／
三
、

虚
言
を
言
ふ
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
／
四
、
卑
怯
な
振
舞
を
し
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
／

五
、
弱
い
も
の
を
い
ぢ
め
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
／
六
、
戸
外
で
物
を
食
べ
て
は
な

り
ま
せ
ぬ
／
七
、
戸
外
で
婦
人
と
言
葉
を
交
し
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
」
を
「
真

理
」
と
は
無
縁
の
言
葉
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
に
無
理
解
と
軽
蔑
を
示
す
の
が
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自
然
の
事
と
な
る
。

　
実
際
、
か
う
い
ふ
「
掟
」
が
子
供
達
に
受
け
容
れ
ら
れ
、
守
ら
れ
る
と
し
た

ら
、
そ
れ
は
「
真
理
」
ゆ
ゑ
に
で
は
な
く
、
「
真
ら
し
さ
」
ゆ
ゑ
に
評
価
さ
れ

る
場
合
に
限
ら
れ
る
だ
ら
う
。
そ
し
て
「
真
理
」
に
対
し
て
「
真
ら
し
さ
」
を

評
価
し
擁
護
す
る
と
い
ふ
の
は
、
確
か
に
ヴ
イ
ー
コ
（
O
一
㊤
コ
P
ぴ
9
一
一
一
ω
け
餌
く
一
〇
〇
）

が
言
っ
て
み
る
や
う
に
共
通
感
覚
（
常
識
）
の
評
価
と
擁
護
を
意
味
す
る
の
だ

ら
う
。
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
か
う
い
ふ
評
価
や
擁
護
は
、
習
俗
や
道
徳

の
評
価
や
擁
護
に
も
繋
が
る
と
い
ふ
事
、
そ
し
て
さ
う
い
ふ
評
価
や
擁
護
は
、

中
間
的
組
織
の
存
在
意
義
が
認
め
ら
れ
て
み
な
け
れ
ば
生
じ
や
う
が
な
い
し
、

解
さ
れ
や
う
も
な
い
と
付
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
中
間
組
織
、
一
般
に
中
間
的
な
も
の
の
存
在
意
義
を
認
め
な
い
と

い
ふ
の
は
啓
蒙
思
想
の
本
質
を
成
し
て
み
て
、
現
に
デ
カ
ル
ト
（
閃
①
⇔
σ

∪
①
ω
o
霞
8
ω
）
は
、
か
の
有
名
な
『
方
法
序
説
』
（
b
蝋
題
ミ
δ
魯
ミ
ミ
ミ
ぎ
§
）

で
、
こ
の
本
質
の
表
出
と
看
倣
さ
れ
得
る
や
う
な
発
言
を
行
っ
て
み
る
。
＝

人
の
建
築
家
が
請
け
負
っ
て
作
り
あ
げ
た
建
物
は
、
何
人
も
の
建
築
家
が
、
も

と
も
と
別
の
目
的
で
建
て
ら
れ
て
み
た
古
い
壁
を
生
か
し
な
が
ら
修
復
に
つ
と

め
た
建
物
よ
り
も
、
壮
麗
で
整
然
と
し
て
み
る
。
同
じ
く
、
は
じ
め
は
城
壁
の

あ
る
村
落
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
が
時
と
と
も
に
大
都
市
に
発
達
し
て
い
っ
た
古

い
町
は
、
一
人
の
技
師
が
思
ひ
通
り
に
平
原
に
線
引
き
し
た
規
則
正
し
い
城
塞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ロ

都
市
に
く
ら
べ
る
と
、
ふ
つ
う
ひ
ど
く
不
揃
ひ
だ
」
と
言
ふ
時
、
デ
カ
ル
ト

は
、
い
か
な
る
媒
体
も
置
か
ず
に
、
「
真
理
」
に
ち
か
に
向
き
合
っ
て
「
思
ひ

通
り
に
」
事
を
為
す
個
人
は
、
こ
れ
と
は
別
種
の
個
人
、
即
ち
理
性
や
論
理
で

は
な
く
想
像
力
や
直
観
の
働
き
を
喚
び
起
こ
す
媒
体
、
即
ち
中
間
的
な
も
の
、

「
古
い
壁
」
や
漸
進
的
に
発
達
を
遂
げ
る
「
城
壁
の
あ
る
村
落
」
や
「
古
い
町
」

を
可
能
な
限
り
活
か
す
の
を
旨
と
す
る
個
人
よ
り
も
は
る
か
に
優
れ
て
み
て
、

ま
っ
た
う
で
あ
る
と
い
ふ
見
方
を
表
出
し
て
み
る
。
換
言
す
る
と
、
デ
カ
ル
ト

に
よ
れ
ば
、
習
俗
や
伝
統
や
文
化
や
歴
史
を
宿
し
て
み
る
と
い
ふ
一
点
で
、
つ

ね
に
古
さ
と
非
近
代
性
を
刻
印
さ
れ
て
み
る
中
間
的
な
も
の
を
重
ん
ず
る
人
間

は
、
「
真
理
」
と
ち
か
に
向
き
合
ひ
、
理
性
に
全
幅
の
信
頼
を
置
く
人
間
よ
り

も
劣
位
に
あ
る
と
い
ふ
事
に
な
る
。
な
に
し
ろ
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
「
わ
れ

わ
れ
の
判
断
力
が
、
生
ま
れ
た
瞬
間
か
ら
理
性
を
完
全
に
働
か
せ
、
理
性
の
み

に
よ
っ
て
導
か
れ
て
み
た
場
合
ほ
ど
に
純
粋
で
堅
固
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
不

　
　
　
　
ま
け

可
能
に
近
い
」
の
で
あ
る
。
「
理
性
を
完
全
に
働
か
せ
、
理
性
の
み
に
よ
っ
て

導
か
れ
る
」
と
は
、
理
性
と
自
己
と
の
間
に
中
間
的
な
も
の
を
一
切
介
在
さ
せ

ず
に
、
理
性
に
直
接
的
に
支
配
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
事
だ
。
「
建

物
が
こ
こ
に
大
き
い
の
、
あ
そ
こ
に
小
さ
い
の
と
立
ち
並
ん
で
、
通
り
が
曲
が

り
く
ね
っ
た
高
低
の
多
い
も
の
に
な
っ
て
」
み
る
な
ど
と
い
ふ
の
は
、
「
理
性

を
具
へ
た
人
間
の
意
志
」
の
産
物
で
は
な
く
て
偶
然
の
産
物
で
あ
る
が
ゆ
ゑ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゐ
　

評
価
に
値
し
な
い
と
考
へ
て
る
た
デ
カ
ル
ト
は
、
法
律
に
し
て
も
、
理
性
を
完

全
に
働
か
せ
得
る
人
が
、
た
だ
一
人
遅
創
案
し
た
法
律
の
方
が
、
複
数
の
人
々

の
よ
っ
て
作
ら
れ
た
法
律
よ
り
も
評
価
に
値
す
る
と
考
へ
て
る
た
。
複
数
の
人

間
が
法
律
の
創
案
に
携
っ
た
場
合
に
は
、
理
性
の
完
全
・
純
粋
な
行
使
を
阻
む

働
き
を
す
る
中
間
的
な
も
の
の
入
り
込
む
余
地
が
あ
る
と
い
ふ
事
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。

　
中
間
的
な
も
の
の
廃
絶
を
目
指
し
、
真
理
や
理
性
へ
の
直
接
的
・
絶
対
的
な

依
拠
を
原
理
と
す
る
方
法
を
通
じ
て
産
出
さ
れ
る
も
の
を
「
第
一
真
理
」
と
呼
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ぶ
ヴ
イ
ー
コ
は
、
こ
の
「
第
一
真
理
」
に
コ
一
次
的
真
理
」
を
対
置
し
て
、
次

の
や
う
な
意
味
の
事
を
述
べ
る
。
「
真
ら
し
い
も
の
」
と
も
称
さ
れ
得
る
「
二

次
的
真
理
」
を
虚
偽
と
し
て
「
知
性
か
ら
追
放
」
す
る
「
第
一
真
理
」
主
義
の

不
都
合
は
、
「
共
通
感
覚
（
常
識
）
」
を
追
放
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
「
二
次
的

真
理
」
や
「
真
ら
し
い
も
の
」
や
「
共
通
感
覚
」
は
、
中
間
物
で
あ
る
が
、
中

間
物
と
い
っ
て
も
「
ほ
と
ん
ど
一
般
的
に
真
理
で
あ
り
、
き
は
め
て
ま
れ
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
り

か
虚
偽
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
。
中
間
的
な
も
の
の
存
在
意
義
を
認
め
ず
、

「
第
一
真
理
」
へ
の
直
接
的
依
拠
を
唯
一
の
要
事
と
し
て
青
年
た
ち
に
教
へ
込

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

む
と
、
青
年
た
ち
は
「
窒
息
さ
せ
ら
せ
〔
る
〕
」
と
考
へ
て
る
る
。
ヴ
ィ
ー
コ

の
論
述
に
お
い
て
殊
の
ほ
か
我
々
の
注
意
を
惹
く
の
は
、
中
間
的
な
も
の

（「

�
沒
I
真
理
」
）
が
「
第
一
真
理
」
に
先
立
つ
と
い
ふ
見
方
で
あ
る
。
「
二
次

的
真
理
」
は
「
第
一
真
理
」
の
単
な
る
添
へ
物
、
取
る
に
足
ら
ぬ
派
生
物
で
は

な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
二
次
的
真
理
」
、
そ
し
て
そ
れ
と
一
体
を
成
し
て
み

る
「
真
ら
し
い
も
の
」
や
「
共
通
感
覚
」
こ
そ
が
根
源
な
の
で
あ
る
、
と
い
ふ

見
方
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ー
コ
に
よ
れ
ば
、
記
憶
力
や
、
そ
れ
と
「
確
実
に
ほ
と
ん

ど
同
じ
で
あ
る
」
想
像
力
も
「
二
次
的
真
理
」
の
一
部
を
成
す
の
で
あ
り
、
根

源
的
な
記
憶
力
や
想
像
力
の
傍
に
置
か
れ
る
と
「
ク
リ
テ
イ
カ
」
即
ち
「
第
一

真
理
」
を
提
供
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
有
益
な
道
具
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

よ
り
他
は
な
い
。
例
へ
ば
か
う
い
ふ
風
に
述
べ
ら
れ
て
み
る
。
「
想
像
力
、
記

憶
力
、
あ
る
い
は
両
者
が
関
係
す
る
諸
技
芸
、
た
と
へ
ば
絵
画
術
、
詩
作
術
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ン
ゲ
ニ
ウ
ム

弁
論
術
、
法
学
の
や
う
な
も
の
へ
の
才
能
〔
「
遠
く
離
れ
た
相
異
な
つ
て
み
る

事
物
に
お
い
て
類
似
的
関
係
を
見
る
能
力
」
「
類
似
物
の
最
も
遠
く
離
れ
た
部

分
が
互
ひ
に
集
ま
り
結
び
つ
く
中
間
的
な
る
も
の
〔
媒
辞
〕
の
下
に
身
を
委
ね

る
」
能
力
〕
は
何
ら
虚
弱
に
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
し
、
ま
た
す
べ
て
の
学
芸

の
共
通
の
道
具
で
あ
る
ク
リ
テ
イ
カ
が
そ
の
い
つ
れ
に
と
っ
て
も
障
害
で
あ
っ

　
　
　
　
　
ハ
　
　

て
は
な
ら
な
い
」
。

　
ヴ
ィ
ー
コ
は
中
間
的
な
も
の
の
一
つ
と
し
て
「
中
名
辞
」
を
取
り
上
げ
る

が
、
ヴ
イ
ー
コ
に
よ
れ
ば
「
中
名
辞
〔
論
点
、
論
拠
〕
発
見
の
学
科
」
即
ち

「
ト
ピ
カ
」
は
、
「
ク
リ
テ
イ
カ
」
に
先
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
ト
ピ
カ
」
が

根
源
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
ク
リ
テ
イ
カ
」
さ
へ
あ
れ
ば
、
「
ト
ピ
カ
」
無

し
で
も
「
真
ら
し
い
も
の
」
は
見
出
せ
る
と
す
る
ク
リ
テ
イ
カ
主
義
の
不
都
合

に
つ
い
て
か
う
述
べ
る
。

　
今
日
に
お
い
て
ク
リ
テ
イ
カ
の
み
が
も
て
は
や
さ
れ
て
る
る
。
ト
ピ
カ
は

先
に
置
か
れ
る
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
る
る
。
再
び
、

不
都
合
を
と
も
な
っ
て
で
あ
る
。
と
い
ふ
の
は
、
ち
や
う
ど
論
点
の
発
見

が
、
本
性
か
ら
し
て
、
そ
の
真
理
性
の
判
断
に
先
立
つ
や
う
に
、
ト
ピ
カ
は

教
授
に
お
い
て
、
ク
リ
テ
イ
カ
に
先
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ

が
実
際
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
同
時
代
人
は
そ
れ
を
遠
ざ
け
て
を
り
、
何
の
利

益
も
な
い
も
の
と
見
な
し
て
み
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
の
主
張
す
る
と
こ
ろ

で
は
、
人
々
が
ク
リ
テ
イ
カ
主
義
者
で
あ
れ
ば
、
あ
る
事
物
に
つ
い
て
、
そ

の
中
に
ど
ん
な
真
理
が
存
在
す
る
の
か
を
見
い
だ
せ
る
や
う
に
教
へ
れ
ば
十

分
で
あ
り
、
ま
た
ト
ピ
カ
を
何
ら
教
へ
な
く
て
も
、
真
理
の
同
じ
規
準
そ
の

も
の
に
よ
っ
て
、
周
囲
の
真
ら
し
い
も
の
ご
と
を
見
て
と
る
と
い
ふ
の
で
あ

ハ
　
　

る
。
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ヴ
イ
ー
コ
が
、
弁
論
術
に
触
れ
て
、
「
二
次
的
真
理
に
つ
い
て
詳
述
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
聴
衆
に
ひ
そ
か
に
一
次
的
真
理
の
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
の
で
あ

　
　
　る

」
と
言
ふ
時
、
ヴ
イ
ー
コ
は
、
二
次
的
真
理
（
中
間
的
な
も
の
）
が
一
次
的

真
理
に
先
立
つ
と
い
ふ
、
そ
の
順
序
の
認
識
の
大
切
さ
を
読
者
に
強
く
印
象
づ

け
よ
う
と
し
て
み
る
。
「
二
次
的
真
理
」
か
ら
「
第
一
真
理
」
へ
の
道
は
確
実

に
通
じ
て
み
る
、
と
言
は
う
と
し
て
る
る
。
こ
の
順
序
を
間
違
へ
て
、
「
真
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

〔「

謌
齔
^
理
」
或
い
は
「
一
次
的
真
理
」
〕
が
学
問
の
唯
一
の
目
的
」
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
り

か
ら
「
も
っ
ぱ
ら
真
理
の
み
に
気
を
配
る
」
に
如
く
は
な
い
な
ど
と
考
へ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ロ

「
共
通
感
覚
を
磨
き
」
「
真
ら
し
く
見
え
る
も
の
に
従
ふ
」
と
い
ふ
事
を
含
意
す

る
二
次
的
真
理
を
等
閑
に
付
し
、
「
実
生
活
の
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
」
の
や
う

な
二
次
的
真
理
は
、
突
き
除
け
て
も
構
は
な
い
、
い
つ
れ
時
至
れ
ば
自
然
に
身

に
つ
く
筈
だ
な
ど
と
考
へ
て
る
る
と
、
真
理
へ
の
道
そ
の
も
の
を
見
失
っ
て
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
び
つ

ま
ふ
事
に
な
る
。
つ
ま
り
、
真
理
に
関
し
て
独
善
的
で
歪
な
考
へ
方
を
す
る

か
、
真
理
に
「
無
頓
着
」
（
無
関
心
）
に
な
る
か
、
い
つ
れ
か
の
方
向
を
辿
る

事
に
な
る
。
二
次
的
真
理
（
中
間
的
な
も
の
）
が
、
「
さ
ま
ざ
ま
な
紆
余
曲
折

と
不
確
実
」
に
満
ち
て
ゐ
、
「
回
り
道
」
の
性
質
を
帯
び
て
み
る
や
う
に
見
え

よ
う
と
も
、
「
二
次
的
真
理
」
が
「
第
一
真
理
」
に
先
立
つ
と
い
ふ
事
、
「
二
次

的
真
理
」
が
根
源
で
あ
る
と
い
ふ
認
識
が
ヴ
ィ
ー
コ
の
内
部
で
揺
ら
ぐ
事
は
片

時
も
な
い
。
ヴ
ィ
ー
コ
の
発
言
に
耳
を
澄
ま
す
事
に
し
よ
う
。

　
一
般
的
真
理
〔
「
第
一
真
理
」
〕
か
ら
ま
っ
す
ぐ
に
も
ろ
も
ろ
の
個
別
的
真

理
〔
「
二
次
的
真
理
」
〕
に
降
り
て
ゆ
か
う
と
す
る
、
学
識
は
あ
る
が
賢
慮
を

欠
い
て
み
る
者
た
ち
は
、
実
生
活
の
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
を
何
が
何
で
も
ま

っ
す
ぐ
に
突
き
進
ん
で
ゆ
か
う
と
し
て
、
道
そ
の
も
の
を
打
ち
壊
し
て
し
ま

ふ
。
と
こ
ろ
が
、
実
生
活
に
お
い
て
行
ふ
べ
き
こ
と
が
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
紆

余
曲
折
と
不
確
実
を
経
て
永
遠
の
真
理
を
目
指
す
知
恵
の
あ
る
人
々
は
、
ま

っ
す
ぐ
に
進
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
回
り
道
を
し
、
そ
し
て
、
時
が
経
つ

に
つ
れ
て
お
の
つ
と
利
益
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
で
あ
ら
う
や
う
な
う
ま
い

　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

考
へ
を
案
出
す
る
。

　
見
ら
れ
る
通
り
、
ヴ
ィ
ー
コ
は
「
第
一
真
理
」
の
み
を
重
視
す
る
「
学
識
あ

る
」
人
々
の
姿
勢
を
「
ま
っ
す
ぐ
に
突
き
進
む
」
と
い
ふ
比
喩
で
表
は
し
、
中

間
的
な
も
の
（
「
二
次
的
真
理
」
）
を
重
ん
ず
る
「
賢
慮
」
あ
る
人
々
の
姿
勢
を

「
さ
ま
ざ
ま
な
紆
余
曲
折
と
不
確
実
を
経
る
」
と
い
ふ
比
喩
で
表
は
し
て
み
る
。

「
回
り
道
を
す
る
」
事
を
も
含
意
す
る
後
者
の
姿
勢
を
し
っ
か
り
と
取
っ
た
上

で
、
「
永
遠
の
真
理
〔
「
第
一
真
理
」
〕
を
目
指
す
」
姿
勢
に
移
っ
た
時
に
、
は

じ
め
て
「
お
の
ず
と
利
益
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
で
あ
ら
う
や
う
な
う
ま
い
考

へ
」
が
湧
出
す
る
事
と
な
る
、
と
ヴ
ィ
ー
コ
は
言
っ
て
み
る
。
一
方
、
「
回
り

道
を
す
る
」
事
が
第
一
に
置
か
れ
る
事
の
意
義
に
思
ひ
及
ぶ
事
の
な
い
人
々

は
、
そ
も
そ
も
「
共
通
感
覚
を
磨
い
て
を
ら
ず
、
ま
た
真
ら
し
く
見
え
る
も
の

に
従
っ
て
き
た
こ
と
も
一
度
と
し
て
な
く
、
も
つ
ば
ら
真
理
〔
「
第
一
真
理
」
〕

だ
け
で
満
足
し
て
み
る
の
で
、
そ
の
真
理
に
つ
い
て
次
に
は
人
々
は
共
通
に
何

を
感
じ
と
っ
て
み
る
の
か
と
い
ふ
こ
と
に
は
、
い
は
ん
や
、
そ
れ
が
は
た
し
て

人
々
に
も
真
理
と
見
え
て
み
る
の
で
あ
ら
う
か
と
い
っ
た
や
う
な
こ
と
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
っ
た
く
無
頓
着
」
と
い
ふ
始
末
と
な
る
。
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三
　
「
第
一
真
理
」
の
専
制

　
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
核
心
部
分
に
あ
る
「
第
一
真
理
」
重
視
の
姿
勢
、
即
ち

利
潤
追
求
を
「
第
一
真
理
」
と
し
、
こ
の
「
真
理
」
と
人
々
と
の
間
に
介
在
す

る
一
切
を
規
制
（
障
害
）
と
看
贅
し
て
、
こ
れ
を
撤
廃
す
る
の
を
最
重
要
視
す

る
姿
勢
が
、
学
問
・
教
育
の
場
に
も
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
に
至
っ
て
み
る
と

い
ふ
の
は
、
注
目
す
べ
き
事
で
あ
る
。
い
ま
「
深
刻
な
影
響
」
と
言
っ
た
の

は
、
学
問
・
教
育
の
分
野
に
お
け
る
人
文
科
学
の
弱
体
化
な
い
し
周
縁
化
は
、

学
問
・
教
育
の
本
来
の
在
り
方
を
歪
に
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
に
、
そ
れ

．
を
正
統
的
な
趨
勢
と
し
て
認
め
る
見
方
が
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
み
る
か
ら
で

あ
る
。
学
問
・
教
育
の
場
に
お
け
る
人
文
科
学
は
、
国
家
・
社
会
に
お
け
る
中

間
的
組
織
、
中
間
的
権
威
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
文
科
学
の
衰
退
な
い

し
消
滅
が
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
下
に
お
け
る
中
間
的
組
織
・
中
間
的
権

威
の
弱
体
化
な
い
し
破
壊
と
軌
を
一
つ
に
し
て
る
る
と
い
ふ
事
の
意
味
合
ひ
に

関
し
て
「
学
識
あ
る
」
人
々
が
無
知
あ
る
い
は
ひ
ど
く
鈍
感
で
あ
る
と
い
ふ
の

は
、
彼
等
が
啓
蒙
思
想
に
特
有
の
「
『
第
一
真
理
』
の
専
制
」
に
知
ら
ず
知
ら

ず
の
う
ち
に
侵
さ
れ
て
み
る
と
い
ふ
事
を
意
味
し
て
み
る
で
あ
ら
う
。

　
「
『
第
一
真
理
』
の
専
制
」
が
、
啓
蒙
思
想
の
源
流
を
成
し
て
み
る
『
方
法
序

説
』
で
、
肯
定
的
に
語
ら
れ
て
み
る
の
を
こ
こ
で
我
々
は
思
ひ
起
す
べ
き
で
あ

ら
う
。
デ
カ
ル
ト
は
実
際
、
か
う
言
っ
た
の
で
あ
る
。
「
同
一
の
こ
と
が
ら
に

つ
い
て
真
理
は
一
つ
し
か
あ
り
え
な
い
の
に
、
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ

る
違
っ
た
意
見
が
い
く
ら
で
も
あ
る
の
を
考
へ
あ
は
せ
て
、
わ
た
し
は
、
真
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ソ

し
く
見
え
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
は
、
い
ち
わ
う
虚
偽
と
み
な
し
た
」
と
。
「
い

ち
わ
う
」
は
、
弱
語
強
意
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
哲
学
（
ス
コ
ラ
哲
学
）
を
も

「
二
次
的
真
理
」
に
属
す
る
と
看
倣
し
て
み
た
の
で
、
哲
学
と
い
ふ
頗
る
脆
弱

な
基
盤
の
上
に
堅
固
な
学
問
、
即
ち
「
第
一
真
理
」
を
旨
と
す
る
学
問
は
打
ち

樹
て
ら
れ
得
な
い
と
信
じ
て
み
た
。
そ
こ
で
デ
カ
ル
ト
、
即
ち
「
真
と
偽
を
区

別
す
る
こ
と
を
学
び
た
い
と
い
ふ
、
何
よ
り
も
強
い
願
望
を
た
え
ず
抱
い
て
ゐ

ホ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
　
ロ

た
」
デ
カ
ル
ト
が
、
「
他
の
人
び
と
の
習
慣
を
考
察
す
る
」
事
に
よ
っ
て
は
、

確
信
出
来
る
ほ
ど
の
も
の
は
殆
ど
得
ら
れ
な
い
と
い
ふ
の
を
前
提
と
し
て
、

「
前
例
と
習
慣
だ
け
で
納
得
し
て
き
た
こ
と
を
、
あ
ま
り
堅
く
信
じ
て
は
い
け

な
い
と
学
〔
び
〕
」
、
「
わ
れ
わ
れ
の
自
然
〔
生
ま
れ
な
が
ら
〕
の
光
を
さ
へ
ぎ

り
、
理
に
し
た
が
ふ
力
を
弱
め
る
お
そ
れ
の
あ
る
、
た
く
さ
ん
の
誤
り
か
ら
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ん
だ
ん
に
解
放
さ
れ
〔
る
〕
」
、
即
ち
理
性
を
妨
げ
る
一
切
（
中
間
的
な
も
の

「
二
次
的
真
理
」
「
真
ら
し
く
見
え
る
も
の
」
）
か
ら
解
放
さ
れ
る
事
こ
そ
が
、

学
問
の
肝
腎
要
の
部
分
で
あ
る
と
信
じ
た
と
こ
ろ
に
何
の
不
思
議
も
な
い
。
デ

カ
ル
ト
は
い
は
ば
「
第
一
真
理
」
の
専
制
を
信
じ
て
み
た
の
だ
。
こ
の
「
専

制
」
と
、
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
を
支
へ
る
市
場
原
理
主
義
と
は
中
間
的
な
も

の
の
排
除
と
い
ふ
一
点
で
共
通
す
る
の
で
あ
る
。

　
デ
カ
ル
ト
が
「
習
俗
」
と
い
ふ
名
の
「
二
次
的
真
理
」
、
即
ち
「
真
ら
し
く

見
え
る
も
の
」
へ
の
嫌
悪
と
否
定
の
姿
勢
を
露
に
す
る
の
と
は
対
照
的
に
、
モ

ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
習
俗
重
視
の
姿
勢
を
鮮
明
に
打
ち
出
す
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ

ー
が
古
代
ロ
ー
マ
の
「
元
老
院
」
の
存
在
意
義
を
強
調
す
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

「
元
老
院
」
そ
れ
自
身
が
「
習
俗
の
規
準
と
な
る
や
う
な
恒
常
的
な
団
体
」
「
習

　
　
　
　
　
ロ

俗
の
保
管
所
」
（
δ
隼
曾
黛
q
o
の
3
8
霞
ω
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
昔
の
諸
制
度
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

結
び
つ
き
」
、
「
昔
の
習
慣
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
大
き
な
利
益
を
得
る
術
を
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教
へ
る
習
俗
が
、
徳
と
緊
密
な
関
係
を
有
し
て
み
る
事
を
、
「
元
老
院
」

在
に
結
び
つ
け
て
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
か
う
述
べ
て
み
る
。

の
存

　
〔
習
俗
の
〕
腐
敗
し
た
人
民
が
偉
大
な
事
業
を
な
し
と
げ
る
こ
と
は
稀
で

あ
り
、
社
会
を
確
立
し
た
り
都
市
を
建
設
し
た
り
、
法
律
を
制
定
し
た
り
す

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
単
純
で
厳
格
な
習
俗
を
も
つ
て

み
た
人
民
は
大
部
分
の
制
度
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
昔
の
格
率
を

人
々
に
想
ひ
起
こ
さ
せ
る
こ
と
、
こ
れ
が
通
例
は
彼
ら
を
徳
に
導
く
こ
と
に

　
　
　
　
　
お
け

な
る
の
で
あ
る
。

　
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
興
味
深
い
事
に
、
音
楽
は
習
俗
の
保
持
に
決
定
的
に

重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
考
へ
た
が
、
そ
れ
は
、
音
楽
が
「
中
間
物
」
と
看
倣

さ
れ
得
る
か
ら
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
〔
音
楽
〕
は
、
人
間
を
堅
強
に
す
る
肉
体
の
鍛
錬
と
、
人
間
を
世
間

知
ら
ず
に
す
る
思
弁
的
学
問
〔
「
第
一
真
理
」
の
修
得
に
終
始
す
る
学
問
〕

と
の
中
間
物
（
き
巨
＝
㊦
二
）
で
あ
る
。
音
楽
が
徳
を
鼓
吹
し
た
と
は
言
へ

な
い
。
そ
れ
は
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
音
楽
は
制
度
の

残
忍
さ
の
効
果
を
抑
制
し
、
音
楽
が
な
け
れ
ば
魂
が
教
育
の
中
で
も
つ
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぢ

は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
よ
う
な
役
割
を
魂
に
与
へ
た
の
で
あ
る
。

　
「
制
度
の
残
虐
さ
の
効
果
を
抑
制
」
す
る
「
中
間
物
」
た
る
音
楽
は
、
魂
に
、

そ
れ
が
教
育
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
役
割
を
果
た
す
や
う
に
仕
向
け
る
、
と
言

ふ
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
、
も
し
も
我
々
の
時
代
の
音
楽
、
即
ち
「
中
間
物
」
で

は
凡
そ
な
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
と
一
体
と
な
っ
て
習
俗
破
壊
の
役
割
を

演
じ
、
栄
え
て
み
る
ロ
ッ
ク
な
る
音
楽
を
聴
い
た
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
「
制
度

の
残
忍
さ
」
の
抑
制
効
果
で
は
な
く
、
「
制
度
の
残
忍
さ
」
を
強
め
る
効
果
、

そ
し
て
教
育
に
お
い
て
魂
が
果
す
べ
き
役
割
を
否
定
す
る
や
う
な
効
果
を
見
出

し
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
が
諸
悪
の
根
源
で
あ
る

所
以
は
諸
々
の
「
中
間
物
」
を
弱
体
化
さ
せ
た
り
破
壊
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
に

あ
る
、
と
確
信
し
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
「
中
間
物
」
の
意
義
に
鈍
感
な
の
は
、
単
に
ロ
ッ
ク
に
打
ち
興
ず
る
若
者
達

だ
け
で
は
な
い
。
「
学
識
あ
る
」
人
々
も
ま
た
「
中
間
物
」
の
弱
体
化
な
い
し

破
壊
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
的
確
に
把
握
し
得
な
い
と
い
ふ
の
が
、
グ
ロ
ー
バ

ル
自
由
市
場
の
時
代
の
大
い
な
る
特
徴
と
言
へ
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
習
俗
は
、
「
制
度
の
残
忍
さ
」
を
抑
制
す
る
の
を
本
質
と
す
る

「
中
間
物
」
と
一
体
を
成
し
て
み
る
が
ゆ
ゑ
に
擁
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考

へ
て
る
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
と
っ
て
、
「
中
間
物
」
の
評
価
と
習
俗
の
評
価

は
、
殆
ど
同
一
事
で
あ
っ
た
し
、
習
俗
の
体
現
が
、
「
神
々
の
模
像
と
し
て
姿

を
現
は
す
」
と
言
へ
る
ほ
ど
意
義
深
い
も
の
と
な
る
場
合
の
あ
る
事
を
語
っ
て

み
る
。
「
習
俗
の
規
準
と
な
る
や
う
な
恒
常
的
な
団
体
」
た
る
「
元
老
院
」
、
即

ち
「
年
齢
、
徳
、
謹
厳
、
仕
事
が
就
任
資
格
と
な
る
元
老
院
」
の
存
在
の
意
義

に
触
れ
て
、
か
う
言
っ
て
み
る
。
「
元
老
院
議
員
は
人
民
の
眼
前
に
神
々
の
模

像
と
し
て
姿
を
現
は
し
て
情
操
を
養
ひ
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
家
族
の
中
に
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ら
う
」
と
。
そ
し
て
習
俗
、
即
ち
「
二
次
的
真
理
」
に
属

し
、
「
中
間
物
」
と
切
り
離
さ
れ
得
ぬ
関
係
に
あ
る
習
俗
が
維
持
さ
れ
る
と
し
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た
ら
、
若
者
の
老
人
に
対
す
る
徹
底
的
な
服
従
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
と
述
べ

る
時
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
間
接
的
に
語
っ
て
み
る
の
は
、
習
俗
の
排
除
は
、

老
齢
者
の
排
除
を
意
味
す
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
そ
し
て
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

は
、
習
俗
の
排
除
と
抑
制
の
利
か
な
く
な
っ
た
若
者
の
存
在
と
の
間
に
は
、
必

然
的
な
連
関
が
あ
る
事
を
我
々
に
想
ひ
起
こ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
次
の
や
う

な
発
言
を
行
っ
て
み
る
。

　
習
俗
を
維
持
す
る
の
に
、
若
者
を
老
人
に
徹
底
的
に
服
従
さ
せ
る
こ
と
に

ま
さ
る
も
の
は
な
い
。
若
者
は
老
人
に
配
慮
す
る
や
う
に
な
り
、
老
人
は
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ソ

分
自
身
に
配
慮
す
る
や
う
に
な
り
、
双
方
と
も
に
抑
制
さ
せ
る
で
あ
ら
う
。

　
さ
ら
に
、
父
の
権
威
も
習
俗
を
維
持
す
る
に
は
極
め
て
有
効
で
あ
る
。

（
中
略
）
共
和
国
に
お
い
て
は
、
他
の
諸
政
体
に
お
け
る
ほ
ど
の
抑
止
的
な
力

は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
法
律
は
そ
れ
に
代
る
べ
き
も
の
を
見
出
さ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
い

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
律
は
父
の
権
力
に
よ
っ
て
そ
れ
を
実
現
し
て
み
る
。

　
ロ
ー
マ
で
は
、
父
は
そ
の
子
に
対
し
て
生
殺
与
奪
の
権
利
を
も
つ
て
み
た

（
〉
閑
。
目
ρ
一
Φ
ω
9
お
の
⇔
〈
巴
⑦
昌
什
号
。
謬
⊆
①
≦
①
卑
9
ヨ
。
簿
ω
⊆
二
2
「
ω

窪
富
葺
ω
．
）
。
ス
パ
ル
タ
で
は
、
い
つ
れ
の
父
も
他
人
の
子
を
懲
戒
す
る
権
利

　
　
　
　
　
ゑ
り

を
も
っ
て
み
た
。

　
習
俗
は
道
徳
の
基
礎
で
あ
る
。
礼
儀
作
法
を
も
含
む
習
俗
が
衰
退
す
れ
ば
道

徳
も
衰
退
す
る
。
そ
れ
を
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
か
う
表
現
す
る
の
で
あ
る
。

「
礼
儀
作
法
を
守
ら
な
い
者
は
、
共
に
生
活
す
る
べ
き
浮
す
べ
て
に
衝
撃
を
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　

へ
、
い
か
な
る
善
を
も
な
し
え
な
く
な
る
ほ
ど
に
信
用
を
失
ふ
で
あ
ら
う
」

と
。　

習
俗
の
確
立
さ
れ
て
る
る
時
代
は
、
道
徳
の
レ
ベ
ル
の
高
い
時
代
で
あ
る
。

ラ
ン
ケ
（
冨
o
O
o
包
く
8
詔
莫
①
）
は
、
「
以
前
の
時
代
が
往
々
に
し
て
後
の
時

代
よ
り
も
は
る
か
に
道
徳
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
歴
史
が
わ
れ
わ
れ
に
教

　
　
　
お
　

へ
て
み
る
」
と
言
っ
て
み
る
が
、
過
去
の
時
代
の
道
徳
の
高
さ
を
保
障
し
て
み

る
の
は
習
俗
で
あ
る
か
ら
、
も
し
も
我
々
が
習
俗
を
正
当
に
評
価
す
る
術
を
身

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
つ
け
て
み
な
い
と
し
た
ら
、
我
々
の
眼
に
過
去
の
時
代
の
道
徳
の
高
さ
が
入

る
事
は
、
凡
そ
な
い
と
い
ふ
事
に
な
ら
う
し
、
過
去
に
学
ぶ
術
も
我
々
は
知
ら

な
い
と
い
ふ
事
に
な
ら
う
。

　
そ
し
て
習
俗
と
「
中
間
的
な
も
の
」
と
は
、
前
に
言
っ
た
や
う
に
、
一
体
を

成
し
て
み
る
か
ら
中
間
的
組
織
、
中
間
的
権
力
が
弱
体
化
な
い
し
破
壊
さ
れ
る

と
こ
ろ
に
、
習
俗
の
存
在
す
る
余
地
は
な
い
と
い
ふ
事
に
な
ら
う
。
中
間
的
な

も
の
が
地
を
掃
っ
て
し
ま
っ
て
み
る
専
制
政
体
に
習
俗
が
存
在
し
な
い
と
い
ふ

事
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
名
誉
」
も
「
徳
」
も
存
在
し
な
い
と

い
ふ
事
を
意
味
す
る
。
専
制
政
体
に
「
恐
怖
」
は
存
在
す
る
。
「
恐
怖
」
は
い

は
ば
ス
ト
レ
ー
ト
に
人
民
に
作
用
す
る
の
で
あ
り
、
「
恐
怖
」
こ
そ
が
専
制
政

体
の
バ
ネ
で
あ
る
と
い
ふ
事
に
な
る
。

　
翻
っ
て
考
へ
て
み
る
と
、
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
の
専
制
下
に
あ
る
政
体

は
、
利
潤
追
求
を
バ
ネ
に
し
て
み
る
。
利
潤
追
求
は
、
リ
ス
ク
と
流
動
性
を
主

要
な
要
素
と
し
て
み
る
点
で
、
共
和
政
体
の
バ
ネ
た
る
「
徳
」
、
「
自
分
の
た
め

よ
り
も
国
家
自
身
の
た
め
に
国
家
を
愛
〔
す
る
〕
」
と
い
ふ
形
で
表
現
さ
れ
る
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徳
や
君
主
政
体
の
バ
ネ
た
る
「
名
誉
」
に
で
は
な
く
、
専
制
政
体
の
バ
ネ
た
る

「
恐
怖
」
に
寧
ろ
近
い
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
専
制

下
の
政
体
は
、
専
制
政
体
に
似
て
み
る
と
言
へ
る
。

　
利
潤
追
求
と
い
ふ
バ
ネ
は
、
「
改
革
」
を
旗
印
に
し
て
み
る
の
で
あ
り
、

我
々
の
眼
に
、
「
改
革
」
が
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
の
直
接
的
支
配
下
に
す
す

ん
で
入
っ
て
み
る
「
民
間
」
の
利
潤
追
求
に
と
っ
て
、
頗
る
好
都
合
な
ル
ー
ル

づ
く
り
に
繋
が
っ
て
み
る
と
い
ふ
事
が
否
定
し
難
い
も
の
と
し
て
映
る
。
新
た

な
ル
ー
ル
づ
く
り
が
目
指
さ
れ
る
過
程
で
、
習
俗
や
中
間
的
な
も
の
が
障
害
、

或
い
は
抑
圧
的
な
も
の
と
し
て
槍
玉
に
挙
げ
ら
れ
、
排
除
さ
れ
る
の
を
我
々
は

幾
度
も
目
に
し
て
み
る
。

　
ダ
ニ
エ
ル
・
ベ
ル
（
】
）
卑
巳
色
0
6
巴
）
は
、
一
九
一
〇
年
代
、
二
〇
年
代
の
ア

メ
リ
カ
で
、
「
小
さ
な
町
の
生
活
」
（
の
ヨ
㊤
一
一
1
け
O
を
昌
一
一
h
①
）
が
抑
圧
的
な
障
害
物

で
あ
る
と
し
て
知
識
人
・
文
学
者
達
の
激
し
い
攻
撃
に
曝
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の

伝
統
的
価
値
観
崩
壊
の
淵
源
が
形
成
さ
れ
た
と
い
ふ
意
味
の
事
を
語
っ
た
事
が

　
　
ハ
み
り

あ
る
が
、
そ
し
て
さ
う
い
ふ
価
値
観
崩
壊
の
淵
源
は
、
た
し
か
に
シ
ャ
ー
ウ
ッ

ド
・
ア
ン
ダ
ー
ス
ン
（
ω
げ
①
ヨ
o
o
q
匿
α
①
「
ω
o
昌
）
の
小
説
『
オ
ハ
イ
オ
州
ワ
イ

ン
ズ
バ
ー
グ
』
（
§
ミ
防
ミ
蓉
O
ミ
。
）
に
明
瞭
に
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

我
々
に
と
っ
て
大
事
な
一
点
は
、
異
国
の
遠
い
過
去
の
こ
の
や
う
な
現
象
が
、

グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
専
制
下
の
我
が
国
に
お
い
て
、
商
店
街
が
辿
ら
せ
ら
れ

た
、
或
い
は
現
に
辿
ら
せ
ら
れ
て
る
る
衰
退
の
過
程
と
似
て
み
る
と
い
ふ
事
で

あ
る
。
相
違
点
は
、
我
々
の
場
合
は
、
社
会
生
活
者
と
し
て
の
我
々
の
存
在
が

予
め
頗
る
説
得
力
の
あ
る
仕
方
で
消
費
者
と
規
定
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
グ

ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
の
直
接
的
支
配
下
に
入
る
道
が
整
へ
ら
れ
、
消
費
者
を
抑

圧
す
る
商
店
街
と
い
ふ
言
説
が
威
力
を
発
揮
す
る
の
が
容
易
に
な
っ
た
と
い
ふ

と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
論
述
の
要
約
と
し
て
言
へ
る
事
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場

は
、
「
第
一
真
理
」
の
如
き
地
位
を
獲
得
し
て
み
る
と
い
ふ
事
、
「
第
一
真
理
」

の
直
接
的
支
配
は
、
単
に
家
族
や
商
店
街
の
や
う
な
中
間
的
組
織
の
弱
体
化
な

い
し
破
壊
の
形
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
学
問
・
教
育
の
領
域
に
お
い
て
も
、

「
二
次
的
真
理
」
た
る
人
文
科
学
の
周
縁
化
な
い
し
排
除
の
形
で
及
ん
で
み
る

と
い
ふ
事
、
そ
し
て
一
般
に
中
間
物
の
排
除
は
本
源
の
排
除
を
意
味
し
て
み
る

と
い
ふ
事
で
あ
る
。

　
中
間
物
の
排
除
を
本
質
と
す
る
専
制
政
治
に
つ
い
て
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
発

し
た
言
葉
即
ち
「
専
制
政
治
は
人
間
の
本
性
に
恐
る
べ
き
害
悪
を
引
き
起
こ
す

か
ら
、
専
制
政
治
を
制
限
す
る
も
の
な
ら
悪
で
さ
へ
善
な
の
で
あ
る
」
に
倣
っ

て
、
我
々
は
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
は
、
人
間
の
本
性
に
恐
る
べ
き
害
悪
を
引

き
起
こ
す
か
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
自
由
市
場
を
制
限
す
る
も
の
な
ら
悪
で
さ
へ
善

な
の
で
あ
る
、
と
言
ふ
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
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0
）
　
同
書
四
三
頁
。

（
3
1
）
　
同
書
五
七
頁
。

（
3
2
）
　
同
書
五
七
頁
。

（
3
3
）
　
同
書
六
一
頁
。

（
3
4
）
　
同
書
六
〇
頁
。

（
3
5
）
　
同
書
六
｝
頁
。

（
3
6
）
　
雷
雨
u
o
ω
o
畳
①
ω
『
方
法
序
説
』
前
掲
書
一
六
頁
。

（
3
7
）
　
同
書
一
八
頁
。

（
3
8
）
　
同
書
一
八
頁
。

（
3
9
）
　
同
書
一
八
頁
。

（
4
0
）
　
ζ
o
暮
①
ω
ρ
三
〇
F
b
こ
喜
ミ
魯
防
、
ミ
3
0
，
ユ
f
，
嵩
↑
『
法
の
精
神
』
（
上
）
前
掲

　
　
書
一
一
七
頁
。

（
4
1
）
　
量
阜
も
’
旨
α
●
同
書
＝
九
頁
。

（
4
2
）
　
害
罫
も
P
一
置
占
胡
・
同
書
一
一
八
頁
。

（
4
3
）
　
子
準
も
」
謡
冒
同
書
一
一
入
頁
。

（
艇
）
　
写
凶
畠
．
も
」
象
・
同
書
一
〇
三
頁
。

（
4
5
）
　
量
ユ
●
も
」
謡
．
同
書
一
一
八
頁
。

（
4
6
）
　
ぎ
準
も
．
嵩
9
同
書
一
二
〇
頁
。

（
4
7
）
　
量
ユ
’
も
」
刈
⑤
同
書
一
二
〇
頁
。

（
弼
）
　
量
自
．
も
」
刈
O
・
同
書
一
二
〇
頁
。

（
4
9
）
　
罎
ユ
．
も
」
累
．
同
書
八
九
頁
。

（
5
0
）
　
冨
o
O
o
匡
〈
8
憲
島
ρ
S
ミ
ミ
馬
導
も
き
§
魯
、
醤
§
馬
越
隷
O
恥
象
ミ
ミ
ミ
『
世
界
史
概

　
　
観
－
近
世
史
の
諸
時
代
』
鈴
木
高
成
・
相
原
信
作
訳
、
岩
波
文
庫
、
四
二
頁
。

（
5
1
）
O
畦
9
b
」
。
戸
§
恥
G
ミ
ミ
ミ
9
ミ
ミ
§
嵩
§
物
ミ
§
§
、
馬
§
b
鼠
。
じ
d
8
δ
（
〉

　
　
∪
三
。
。
一
8
0
h
＝
9
壱
興
O
o
一
嵩
旨
ω
勺
ロ
三
一
ω
冨
諺
）
昌
雪
9
月
≦
o
昌
け
凶
。
穿
〉
昌
三
く
①
「
器
蔓

　
　
国
集
鉱
o
P
お
㊤
ρ
冒
．
謹
●


