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モ
ン
テ
ス
キ
ュ
1

の
権
力
分
立
論
に

対
す
る
ロ
ッ
ク
理
論
の
関
係

思
想
系
譜
．
に
つ
い
て
の
一
つ
の
疑
問梶

原

愛亡

巳み

ま
　
え
　
が
　
き

　
　
　
権
力
分
立
論
と
密
接
に
関
連
し
て
想
起
さ
れ
る
政
治
思
想
家
は
、
　
一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ッ
ク
（
一
〇
ゴ
ロ
　
H
、
O
O
吋
Φ
”
　
H
①
ω
N
～
H
刈
O
鮮
）

　
　
と
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
（
0
冨
＝
①
ω
い
σ
9
ω
α
Φ
Q
り
Φ
。
o
ロ
α
鋤
計
9
8
口
畠
Φ
諭
し
σ
冨
住
Φ
Φ
叶
α
Φ
ζ
o
葺
Φ
ω
ρ
巳
2
”

　
　
H
①
。
。
Φ
～
H
胡
㎝
）
の
二
人
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
近
代
市
民
革
命
に
お
け
る
憲
法
制
定
に
際
し
て
「
権
力
の
分
立
」
　
（
ω
Φ
思
鑓
二
〇
ロ
o
h

　
　
b
o
毛
①
円
9
ω
ひ
B
罠
鉱
。
口
自
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℃
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＜
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貯
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暮
①
＝
自
昌
α
q
）
が
講
わ
れ
た
こ
と
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し

　
　
な
が
ら
、
憲
法
の
実
際
と
市
民
革
命
当
時
に
表
明
さ
れ
た
政
治
思
想
家
の
理
想
と
を
、
単
に
そ
の
表
現
や
用
語
の
類
似
性
か
ら
同
質
の
も

　
　
の
と
考
え
る
こ
と
は
、
少
く
と
も
実
証
的
研
究
か
ら
は
許
さ
れ
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
第
一
六
条
に
も

　．

　
　
「
権
利
の
保
障
が
確
保
せ
ら
れ
ず
、
権
力
の
分
立
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
社
会
は
、
憲
法
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
」
　
（
日
。
巳
Φ
ω
o
。
蚕
Φ

，
論

　
　
α
動
口
ω
一
再
ρ
信
Φ
＝
Φ
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σ
Q
鋤
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α
8
ぱ
の
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．
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ω
け
℃
器
四
ω
ω
ロ
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ρ
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一
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ω
ひ
b
旨
旨
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。
ロ
α
Φ
ω
b
O
口
く
。
ヰ
ω
覧
昌
．
山
O
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α
Φ
8
昌
ω
江
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4ム
費冊 説

讐
δ
P
4
と
謳
わ
れ
、
立
憲
政
治
の
基
礎
は
、
立
法
、
行
政
、
司
法
の
三
権
分
立
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
し
、
又
、
　
そ
の
理
論
的
根
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

は
、
一
般
に
ロ
ッ
ク
お
よ
び
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
権
力
分
立
論
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
と
り
わ
け
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
を
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
思
想
的
ま
た
は
憲
法
制
定
上
の
祖
述
者
と
し
て
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
彼
の
政

治
思
想
な
い
し
理
論
が
近
代
の
市
民
革
命
に
極
め
て
進
歩
的
な
役
割
を
果
し
或
は
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
立
憲
政
治
な

い
し
立
憲
主
義
の
源
泉
と
み
な
す
こ
と
に
は
何
ん
ら
の
疑
い
も
起
ら
な
い
の
で
あ
．
ろ
う
か
。

　
こ
の
こ
と
は
、
筆
者
が
目
下
の
研
究
対
象
と
し
て
い
る
「
絶
対
主
義
と
近
代
思
想
」
に
つ
い
て
も
常
に
問
題
と
な
る
し
、
ま
た
問
題
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
で
筆
者
が
言
及
し
よ
う
と
す
る
、
　
一
八
世
・
紀
フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
著
名
な
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
定
説
が
何
ん
ら
の
疑
問
も
起
さ
れ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
繰
り
謡
え
さ
れ
て
い
る
の
を
見

い
だ
す
。
　
た
と
え
ば
、
　
『
法
の
精
神
』
　
（
U
①
ピ
．
Φ
ω
蔑
搾
α
Φ
ω
一
〇
一
ω
｝
ド
置
○
。
）
に
述
べ
ら
れ
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
権
力
分
立
論
が
、
あ

た
か
も
そ
の
後
の
憲
法
制
度
と
し
て
発
展
を
み
た
三
権
分
立
主
義
と
同
質
の
も
の
で
あ
る
か
の
如
き
非
実
証
的
．
無
批
判
な
理
解
な
ど
、

意
外
に
筆
者
の
し
ば
し
ば
遭
遇
す
る
間
題
で
あ
る
。

　
限
ら
れ
た
紙
数
で
は
あ
る
が
、
筆
者
は
最
近
の
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
研
究
に
拠
り
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
間
題
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試

み
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
研
究
を
推
進
す
る
た
め
の
一
助
と
し
た
い
。

一
　
問
題
の
所
在

と
く
に
佐
竹
覧
氏
の
見
解
を
論
拠
と
し
て
一

　
権
力
分
立
論
か
ら
す
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
理
論
の
評
価
は
、
従
来
の
政
治
学
説
史
な
い
し
政
治
思
想
史
に
お
い
て
も
異
論
の
な
い
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
前
に
も
述
べ
た
如
く
、
問
題
は
そ
の
評
価
の
「
方
法
」
に
あ
る
。
　
「
た
と
え
ば
、
三
盃
分
立
論
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
そ

の
典
型
を
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
、
そ
の
原
型
を
ロ
ッ
ク
に
も
と
め
る
の
が
西
洋
政
治
学
説
史
の
通
説
と
さ
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
ロ
ッ
ク
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は
『
市
民
政
府
論
』
に
お
い
て
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
『
法
の
精
神
』
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
政
治
制
度
と
し
て
の
権
力
分
立
論
の
重
要

　
　
性
と
具
体
策
と
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
か
れ
ら
は
、
共
に
旧
レ
ジ
ー
ム
に
批
判
の
眼
を
む
け
、
か
れ
ら
の
政
治
思
想
、
な
か
ん
ず
く
、

　
　
権
力
分
立
論
や
政
治
的
自
由
の
理
念
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
観
点
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
る
側
面
を
も
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら

　
　
の
現
象
面
の
み
に
基
い
て
考
察
す
る
限
り
、
ロ
ッ
ク
の
権
力
分
立
論
が
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
と
す
る
学
説
が
定
説
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｝
）

　
　
し
て
支
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
、
な
ん
ら
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
」

　
　
　
　
「
し
か
る
に
、
両
者
の
思
想
・
根
本
原
理
、
歴
史
的
役
割
な
ど
を
具
体
的
文
献
に
基
い
て
克
明
に
観
察
す
る
な
ら
ば
、
右
の
定
説
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
　
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
、
若
干
の
疑
念
を
差
し
挾
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
」
ま
た
「
権
力
分
立
論
か
ら
み
て
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
ロ
ッ
ク
と

　
　
は
た
し
か
に
代
表
的
地
位
を
占
め
て
い
る
。
学
者
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
ロ
ッ
ク
を
権
力
分
立
論
の
創
案
者
と
み
な
し
、
あ
る
い
は
モ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
う

　
　
テ
ス
キ
ュ
ー
こ
そ
そ
の
名
に
黒
い
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
し
か
し
、
よ
ほ
ど
吟
味
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。
」

　
　
　
右
の
引
用
文
か
ら
も
明
ら
か
な
如
く
、
鼓
近
の
具
体
的
・
実
証
的
諸
研
究
は
、
い
ず
れ
も
、
従
来
の
固
定
観
念
化
さ
れ
た
通
説
に
対
し

　
　
て
疑
念
を
差
し
挾
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
　
「
な
ん
と
な
れ
ば
、
文
献
資
料
の
検
討
の
結
果
、
少
く
と
も
次
の
よ
う
な
興
味
あ
る
事

　
　
実
な
ら
び
に
問
題
が
提
示
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
」
と
、
主
張
さ
れ
る
佐
竹
寛
氏
の
見
解
を
み
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
余
程
は
っ
き
り
し
て

　
　
・
く
る
。

　
　
　
「
す
な
わ
ち
、
日
ロ
ッ
ク
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
は
、
　
人
間
的
に
も
思
想
的
に
も
か
な
り
相
容
れ
な
い
要
望
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、

　
　
早
し
た
が
っ
て
、
後
者
は
、
前
者
の
政
治
理
論
を
原
理
的
に
も
受
け
容
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
日
ま
た
し
た
が

　
　
っ
て
、
右
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
、
当
然
、
従
来
の
権
力
分
立
論
に
つ
い
て
の
定
説
の
再
検
討
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
、
四
つ
ま
り
、
モ
ン

説　
　
テ
ス
キ
ュ
ー
の
三
権
分
立
論
は
、
ロ
ッ
ク
の
権
力
分
立
論
を
継
承
し
た
も
の
で
は
な
く
、
た
と
え
、
両
者
の
用
い
て
い
る
表
現
な
い
し
夕

論　
　
ー
ム
に
類
似
的
な
も
の
が
見
ら
れ
る
に
し
て
も
、
両
者
の
権
力
分
立
論
は
、
目
的
的
に
も
、
内
容
的
に
も
本
質
的
に
異
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
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ら
　
　

　
　
全
く
別
個
の
生
誕
事
由
を
も
つ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」

説　
　
　
ロ
ッ
ク
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
比
較
政
治
思
想
史
的
方
法
に
よ
っ
て
克
明
に
検
討
さ
れ
る
佐
竹
寛
氏
の
か
か
る
閥
題
提
起
は
、
従
来
の

論　
　
固
定
観
念
化
し
て
い
る
通
説
に
対
し
て
波
紋
を
喚
び
起
す
一
石
が
投
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
云
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
右
の
よ
う
な
佐
竹
氏
の

　
　
問
題
提
起
は
従
来
の
通
説
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
批
判
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
　
「
両
者
の
人
的
な
い
し
具
体
的
関
連
に

　
　
つ
い
て
」
検
討
さ
れ
る
。
　
「
か
り
に
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
ロ
ッ
ク
か
ら
な
ん
ら
か
の
思
想
的
影
響
を
蒙
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ま

　
　
ず
一
休
ど
の
よ
う
な
経
過
で
影
響
を
う
け
る
よ
う
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
の
究
明
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
．
な
わ
ち
、
両
者
の

　
　
人
的
な
い
し
具
体
的
関
連
に
つ
い
て
の
級
密
な
研
究
が
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
筆
者
の
寡
聞
の
た
め
か
、
従
来
、

　
　
こ
の
点
に
つ
い
て
の
独
立
し
た
研
究
は
全
く
み
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
、
ロ
ッ
ク
こ
と
に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
関
す
る
諸
伝
記
を
通
読
し
て

　
　
み
て
も
、
両
者
の
関
連
に
つ
い
て
は
全
然
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
定
説
は
、
ま
だ
充
分
に
確
立
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

　
　
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
．
ろ
う
。
」
つ
づ
い
て
佐
竹
氏
は
「
両
者
の
思
想
的
関
連
に
つ
い
て
」
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る

　
　
が
、
　
「
こ
の
よ
う
な
両
者
の
同
パ
体
的
関
連
の
不
明
確
性
は
、
い
き
お
い
両
者
の
理
論
的
関
連
に
つ
い
て
の
見
解
に
混
乱
を
惹
き
起
さ
ざ
る

　
　
を
え
な
い
。
こ
の
混
乱
ぶ
り
に
つ
い
て
は
、
目
下
『
法
の
精
神
』
の
定
本
を
継
続
発
表
中
の
ラ
・
グ
レ
ッ
セ
ィ
教
授
も
適
切
に
指
摘
し
て

　
　
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
従
来
一
般
に
は
、
実
証
的
き
め
手
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ッ
ク
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
両
者
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　

　
　
に
は
密
接
な
理
論
的
関
連
の
あ
る
こ
と
を
自
明
の
前
提
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
」

　
　
　
こ
こ
で
佐
竹
氏
は
、
両
者
間
に
特
に
関
連
あ
り
と
さ
れ
て
き
た
三
権
分
立
論
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
代
表
的
学
説

　
　
を
ガ
フ
六
朝
・
O
o
ロ
σ
q
『
に
、
求
め
、
　
「
つ
ま
り
、
ガ
フ
に
よ
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
の
権
力
分
立
論
は
、
理
論
的
に
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
三

　
　
重
富
立
論
に
つ
な
が
り
、
歴
史
的
に
は
ア
メ
リ
カ
の
政
治
制
度
に
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
そ
し
て
大
体
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
図
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　

　
　
が
、
・
そ
の
後
の
多
く
の
政
治
学
説
史
な
い
し
思
想
史
の
概
説
書
に
定
説
と
し
て
採
り
入
れ
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
凋
知
の
ご
と
く
で
あ
る
」
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と
述
べ
ら
れ
た
あ
と
、
　
「
し
か
し
な
が
ら
、
は
た
し
て
こ
の
よ
う
な
定
説
は
本
当
に
歴
史
的
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ

る
い
は
両
者
の
権
力
分
立
論
の
単
な
る
表
現
的
類
似
性
か
ら
遡
源
的
推
測
に
よ
っ
て
割
り
だ
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
吠
．
」
と
再
び
業
間
を
提
示
さ
れ
・
ご
の
点
に
関
し
て
は
・
ま
だ
ま
だ
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
ら
れ
る
。

　
右
に
述
べ
た
佐
竹
氏
の
疑
問
と
同
じ
よ
う
な
観
点
か
ら
初
歩
的
研
究
に
着
手
し
た
筆
者
は
、
ま
ず
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
政
治
思
想
に
つ

い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
よ
り
、
従
来
の
定
説
が
実
は
無
批
判
的
に
固
定
観
念
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
気
附
く
に

到
っ
た
の
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
定
説
は
、
こ
れ
も
同
じ
く
市
民
革
命
の
不
確
実
な
歴
史
的
儒
述
を
鵜
呑
み
に
し
て
い
た
た

め
、
専
制
政
治
な
い
し
絶
対
主
．
義
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
な
ん
で
も
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
」
な
も
の
と
単
純
に
理
解
し
た
こ
と
に
起
因

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
革
命
の
進
行
す
る
諸
段
階
を
無
視
し
て
、
た
と
え
ば
市
民
革
命
の
う
ち
で
も
典
型
的
と
称
さ
れ
る

フ
ラ
ン
ス
革
命
を
い
わ
ゆ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
一
般
と
混
同
す
る
点
に
、
反
専
制
政
治
な
い
し
反
絶
対
主
義
を
近
代
的
．
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的

な
も
の
と
同
視
す
る
非
実
証
的
見
解
が
生
じ
て
、
そ
れ
を
無
批
判
的
に
受
け
と
め
る
態
度
が
形
成
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
戦
後
の
我
国
に
お
い
て
は
、
市
民
革
命
に
つ
い
て
の
充
実
せ
る
研
究
に
よ
り
、
ま
た
同
時
に
絶
対
主
義
の
綿
密
な
分

析
と
只
言
っ
て
、
最
近
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
序
幕
が
ま
ず
絶
対
王
政
に
対
す
る
貴
族
の
．
反
抗
i
冨
幻
曾
。
一
三
6
づ
舘
δ
8
。
鎚
仲
〒

ρ
⊆
Φ
（
O
●
目
Φ
胤
Φ
げ
く
『
①
）
”
い
鋤
勾
Φ
＜
○
一
気
ニ
。
昌
罫
〇
三
一
冨
貯
Φ
（
》
．
切
。
げ
。
巳
）
－
か
ら
始
め
ら
れ
た
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
る
に
到
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
絶
対
王
政
の
も
と
で
没
落
し
つ
つ
あ
る
法
服
貴
族
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
政
治
思
想
を
、
そ
の
権
力
．
分
立
論
に
つ
い
て
考
察
す

る
場
合
に
も
、
た
だ
現
象
面
の
み
か
ら
理
解
す
る
の
で
は
本
質
を
見
誤
る
の
で
あ
る
。
．
た
と
え
ば
、
マ
チ
エ
（
諺
。
　
ζ
国
酔
げ
凶
Φ
N
）
も
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
現
今
の
註
釈
家
た
ち
の
誤
謬
は
（
な
ぜ
な
ら
以
前
の
註
釈
家
た
ち
は
そ
の
点
で
間
違
っ
て
い
な
い
）
、
彼
等
が
一

八
世
紀
の
歴
史
を
謂
う
な
れ
ば
《
終
極
論
的
精
神
》
と
で
も
い
う
べ
き
考
え
方
で
学
ん
だ
こ
と
に
起
因
す
る
。
彼
等
は
、
一
八
世
紀
と
・
い

う
も
の
を
、
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
ど
う
い
う
影
響
を
与
え
た
か
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
考
え
、
か
つ
フ
ラ
ン
ス
給
湿
の
本
質
的
業
績
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ii冊 説

は
君
主
政
の
廃
止
に
あ
る
と
考
え
た
か
ら
、
、
こ
の
君
主
政
廃
止
に
貢
献
し
た
人
々
は
、
す
べ
て
進
歩
的
精
神
の
持
主
、
革
命
の
先
駆
者
ま

た
主
導
者
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
彼
等
が
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
い
う
、
こ
の
全
く
の
反
動
主
義
者
を
讃
美
す
る
の
は
、
そ
こ
か
ら
来
て

　
　
　
　
　
（
九
ノ

い
る
の
で
あ
．
る
。
」

　
右
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
五
十
嵐
教
授
が
戦
前
に
発
表
さ
れ
た
論
文
で
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
　
「
周
知
の
如
く
モ
ン
テ

ス
キ
ュ
ー
が
イ
ギ
リ
ス
憲
法
に
み
た
根
本
命
題
『
権
力
分
立
』
は
『
人
民
の
自
由
』
の
保
証
と
解
釈
せ
ら
れ
、
こ
れ
が
今
に
至
る
ま
で
通

説
と
な
っ
て
い
る
。
が
、
我
々
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
こ
の
『
自
由
』
を
近
代
的
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
自
由
の
意
味
に
使
用
し
た
か
否
か
を

検
討
し
、
実
は
彼
の
た
つ
貴
族
的
身
分
の
自
由
を
意
味
し
た
こ
と
を
論
証
し
た
。
ま
た
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
『
権
力

分
立
』
・
は
権
力
の
機
能
の
分
離
で
あ
っ
て
、
権
力
の
実
体
の
分
割
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
が
、
我
々
は
こ
の
点
に
就
い
て
も
実
は
彼
の

貴
族
的
身
分
の
『
自
由
』
の
た
め
に
文
字
通
り
の
主
権
の
分
割
の
要
求
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
『
権
力
分
立
』
は
単
な
る
形
式
的
原
理
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
ず
し
て
実
体
的
原
理
な
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
」
の
で
あ
る
。

（一

j
　
佐
竹
寛
著
『
比
較
政
治
思
想
史
上
の
一
問
髄
－
ー
ロ
ッ
ク
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
i
i
』
　
（
「
法
学
新
報
」
第
六
六
巻
節
一
号
、
七
五
一
七
六
頁
）

（
二
）
　
佐
竹
著
、
前
掲
論
文
、
七
六
頁
。

（
三
）
　
清
宮
四
郎
著
『
権
力
分
立
制
の
研
究
』
七
〇
頁
。

（
四
）
　
佐
竹
著
、
前
掲
論
文
、
、
七
六
頁
。

（
五
）
　
佐
竹
著
、
前
掲
論
文
、
七
八
頁
。
尚
、
ロ
ッ
ク
お
よ
び
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
伝
記
に
つ
、
い
て
は
七
九
頁
参
照
。

（⊥

n）

@
佐
竹
著
、
前
掲
論
文
、
七
八
頁
。
　
∩
い
ζ
〇
岩
壁
ρ
三
①
ロ
山
⑦
、
一
．
国
ω
蕨
市
幽
①
ω
一
9
メ
冨
×
8
σ
↓
鋤
三
一
2
員
雷
Φ
づ
幕
℃
P
。
『
一
＄
P
切
器
匪
Φ

　
　
自
①
一
”
O
円
①
ω
ω
望
⇔
ρ
℃
【
O
h
o
ω
ω
①
¢
h
妙
一
9
団
鋤
。
巳
9
像
①
U
【
o
詳
住
。
切
○
目
α
Φ
9
二
×
”
℃
ロ
ユ
ゆ
”
お
研
9
↓
o
B
・
閏
”
℃
ム
Q
o
Φ
け
ω
穿
く
●

（
七
）
　
佐
竹
著
、
前
掲
論
文
、
七
八
頁
。
尚
、
ガ
フ
の
説
に
つ
い
て
佐
竹
氏
は
次
の
如
く
要
約
し
て
お
ら
れ
る
。
　
7
《
ど
の
く
ら
い
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
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ロ
ッ
ク
に
負
う
て
い
る
の
か
》
と
い
う
信
葉
で
は
じ
ま
る
彼
の
右
の
点
に
関
す
る
論
文
は
、
す
で
に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
ロ
ッ
ク
の
権
力
分
立
論
を

　
　
前
提
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
す
・
な
わ
ち
、
ガ
フ
は
、
自
己
の
学
説
の
裏
付
け
の
た
め
に
、
権
力
分
立
論
の
創
始
者
の
地
位
を
モ
ン
一
一
フ
ス
キ

　
　
ュ
ー
よ
り
恋
い
ロ
ッ
ク
に
与
え
た
ヤ
ー
ル
ケ
O
・
国
・
冒
美
①
の
説
を
採
用
し
、
　
か
つ
、
　
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
『
法
の
精
神
』
第
十
一
篇
第
六
章

　
　
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
ロ
ッ
ク
の
『
市
民
政
府
論
』
か
ら
採
り
い
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
バ
レ
ル
7
ド
℃
霞
Φ
＝
の
説
を
肯
定
す
る
。
」
Ω
・

　
　
｝
・
ミ
b
o
ロ
o
q
F
一
〇
げ
質
日
o
o
評
．
畑
℃
○
一
一
江
∩
自
ρ
一
号
三
一
〇
ω
o
℃
げ
ざ
O
圏
。
【
阜
お
㎝
P

（
八
）
　
佐
竹
著
、
前
掲
論
文
、
七
八
頁
。

（
九
）
　
〉
一
σ
①
昇
寓
象
三
①
き
H
濁
℃
一
国
。
①
ら
Φ
霞
。
ヨ
①
ψ
‘
巳
①
二
9
昌
ω
『
顕
一
巽
。
詫
①
畠
Φ
ω
U
o
。
扇
ぎ
Φ
ω
剛
。
一
三
ρ
二
Φ
ω
α
口
×
〈
臼
⑦
ω
譲
。
一
Φ
（
〉
昌
一

　
　
コ
巴
Φ
q
o
頃
一
ω
け
O
ユ
ρ
口
Φ
ω
“
Φ
一
9
”
ひ
く
O
一
ロ
江
O
嵩
h
【
国
コ
而
二
陣
o
o
Φ
二
〇
ω
9
b
二
〇
⑩
●
）

（一

Z
）
　
五
十
嵐
豊
作
著
『
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
イ
ギ
リ
ス
憲
法
論
の
一
解
釈
』
　
（
「
法
学
」
節
六
巻
・
第
三
号
、
四
四
頁
）
。
尚
、
拙
稿
『
モ
ン
テ
ス

　
　
キ
ュ
ー
の
「
政
治
的
自
由
」
の
概
念
に
つ
い
て
』
　
（
「
政
治
研
究
」
　
第
四
号
、
三
五
一
四
四
頁
）
お
よ
び
拙
稿
『
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
政
治
思
想
．

　
　
i
そ
の
貴
族
主
義
的
保
守
性
に
つ
い
て
一
』
　
（
「
政
治
研
究
」
第
八
号
、
二
九
－
四
三
頁
）
参
照
。

二
両
者
の
思
想
的
関
係

　
　
　
謂
う
ま
で
も
な
く
ロ
ッ
ク
は
、
　
『
市
民
政
府
論
』
　
（
↓
ゴ
Φ
ω
①
o
o
昌
自
臼
【
8
菖
ω
Φ
o
h
O
貯
＝
O
o
＜
Φ
ヨ
日
㊦
葺
）
に
お
い
て
権
力
分
立
論

　
　
を
展
開
し
て
い
る
が
．
、
ロ
ラ
ク
の
権
力
分
立
論
は
国
家
権
力
を
限
定
し
て
個
人
の
自
由
を
確
保
す
る
こ
と
を
〕
的
と
し
て
い
る
。
国
家
権

　
　
力
は
委
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
各
人
が
契
約
に
よ
っ
て
国
家
を
設
立
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

説　
　
最
高
権
力
は
常
に
人
民
に
存
す
る
。
政
府
は
た
だ
「
委
任
さ
れ
た
権
力
」
　
（
h
置
蔭
。
貯
蔓
b
o
類
①
【
）
を
有
す
る
に
過
ぎ
ず
・
、
人
民
か
ら
委

．
論　

　
任
さ
れ
た
範
囲
で
そ
の
権
力
を
行
使
し
う
る
に
過
ぎ
な
い
。
　
も
と
も
と
国
家
設
立
の
日
的
は
、
　
個
人
の
生
命
・
自
由
・
財
産
（
い
隷
ρ

2S　（1　●89）　8g



　
　
こ
び
Φ
3
、
博
多
国
ω
雷
8
一
彼
は
こ
れ
を
℃
目
。
℃
Φ
暮
鴇
と
総
称
す
る
）
を
保
持
す
る
に
あ
る
か
ら
、
国
家
は
こ
れ
を
確
保
す
る
義
務
を
有

・
説　

　
す
る
。
さ
ら
に
、
国
家
が
結
成
さ
れ
る
と
と
も
に
立
法
権
と
執
行
権
の
二
権
が
成
立
す
る
。
立
法
権
と
は
生
命
・
自
由
・
財
産
な
ど
を
保

論　
　
持
す
る
た
め
に
、
死
刑
以
下
の
法
律
を
制
定
す
る
権
力
で
あ
り
、
執
行
権
と
は
こ
の
よ
う
な
法
律
を
執
行
す
る
権
力
で
あ
る
。

　
　
　
か
く
て
ロ
ッ
ク
は
権
力
分
立
の
根
拠
と
し
て
次
の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
。
第
一
に
執
行
部
は
常
置
の
必
要
が
あ
る
が
、
立
法
部
の
必
要

　
　
性
は
短
期
間
で
あ
る
。
従
っ
て
両
者
は
異
な
る
機
関
に
担
当
さ
せ
る
が
よ
い
と
云
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
権
力
分
立
の
実
際
的
ま
た
は
技

　
　
術
的
理
由
で
あ
る
。
第
二
に
立
法
権
と
執
行
権
を
同
一
人
が
掌
握
す
る
こ
と
は
入
間
の
権
勢
欲
に
対
し
て
余
り
に
も
大
き
な
誘
惑
と
な
る

　
　
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
等
は
自
ら
制
定
し
た
法
律
に
服
す
る
こ
と
を
免
れ
、
法
律
を
自
己
の
私
益
に
適
合
せ
し
め
、
社
会
と
政
治
の
目

　
　
的
に
反
し
て
社
会
の
他
の
人
々
と
は
全
く
別
個
の
利
害
を
持
つ
に
到
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
権
力
分
立
の
本
来
的
ま
た
は
理
論
的
珊
由
で

　
　
あ
る
。
な
お
ロ
ッ
ク
は
、
立
法
権
お
よ
び
執
行
権
の
ほ
か
に
同
盟
権
（
h
＆
Φ
蚕
ユ
く
Φ
b
o
≦
Φ
憎
）
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
戦
争
・
平
和

　
　
・
連
盟
・
同
盟
お
よ
び
国
外
の
一
切
の
人
ま
た
は
団
体
と
交
渉
を
行
う
権
力
で
あ
る
。
執
行
権
と
同
盟
権
と
は
本
来
全
く
別
個
の
も
の
で

　
　
あ
る
が
、
両
者
を
分
離
し
同
時
に
別
個
の
人
々
の
手
に
置
く
こ
と
は
殆
ん
ど
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
の
所
論
は
、
立
法
権
と
執
行
権
が
分
立
し
な
が
ら
も
、
上
下
・
従
属
の
関
係
に
立
ち
、
そ
の
場
合
、
立
法
権
が
執

　
　
行
権
に
優
越
す
る
。
す
な
わ
ち
、
立
法
権
は
国
家
に
お
い
て
唯
一
つ
の
最
高
権
力
で
あ
り
、
自
余
の
す
べ
て
の
権
力
は
そ
れ
に
従
属
し
ま

　
　
た
従
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
ゆ
え
、
伺
至
言
も
執
行
権
も
と
も
に
、
よ
く
制
定
さ
れ
た
国
家
に
お
い
て
は
最
高
権
力
た
る
立
法
権

　
　
に
対
し
て
補
助
的
で
あ
り
ま
た
従
従
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
　
「
た
と
え
、
そ
の
主
張
は
一
貫
し
な
い
に
し
て
も
、
立
法
権
の
優
越
を
認
め
た
こ
と
は
、
ロ
ッ
ク
の
思
想
の
い
ち
じ
る
し

　
　
い
特
色
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
ロ
ッ
ク
が
こ
れ
を
強
調
し
た
の
に
つ
い
て
も
、
た
だ
に
一
般
の
理
論
と
し
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
明
ら
か

　
　
に
特
殊
な
政
治
的
意
図
を
と
も
な
っ
て
い
，
た
。
す
な
わ
ち
、
　
（
イ
）
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
国
会
は
、
イ
ギ
リ
ス
草
命
の
中
心
勢
力
を
な
し
て
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い
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
代
表
機
関
で
あ
り
、
ロ
ッ
ク
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
理
念
の
使
徒
と
し
て
こ
れ
を
支
持
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
及
び
、

　
　
（
ロ
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
新
国
王
の
権
利
を
確
立
す
る
た
め
に
も
王
を
迎
え
た
国
会
の
優
越
を
説
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
こ
と
、
が
そ
れ
で

　
　
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
意
図
に
一
般
の
政
治
理
論
を
結
び
つ
け
、
ま
ず
、
国
民
を
最
｛
口
同
の
地
位
に
据
え
た
の
ち
、
そ
の
信

　
　
託
に
よ
っ
て
立
法
権
を
行
う
国
会
を
そ
の
次
位
に
置
き
、
さ
ら
に
、
執
行
機
関
を
こ
れ
に
従
属
せ
し
め
、
国
民
ー
ー
国
会
一
1
政
府
の
一
二

　
　
段
階
に
お
け
る
国
家
権
力
の
動
態
論
（
身
口
Ω
D
ヨ
一
〇
昏
Φ
o
曙
）
を
展
開
し
、
　
民
主
政
治
の
在
り
か
た
に
つ
い
て
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
い

　
　
る
こ
と
は
、
没
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
ロ
ッ
ク
の
功
績
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
の
ち
に
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
、
権
力
の
抑
制
．
均
衡
に
軍

　
　
き
を
置
き
、
立
法
・
司
法
・
行
政
の
三
権
、
こ
と
に
立
法
と
行
政
と
の
並
列
的
分
立
に
お
け
る
国
家
権
力
の
静
態
論
（
ω
富
二
〇
葺
①
o
q
）

　
　
を
提
唱
し
、
君
主
、
貴
族
及
び
一
般
国
民
の
間
の
権
力
の
均
衡
の
も
と
に
、
特
権
貴
族
の
勢
力
の
温
存
を
ね
ら
っ
た
の
と
興
味
深
い
対
照

　
　
を
な
す
も
の
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
と
し
て
の
ロ
ッ
ク
と
り
ベ
ラ
ル
・
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
ッ
ト
と
し
て
の
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と

　
　
の
相
違
が
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
の
実
際
の
制
度
の
発
展
は
、
最
近
に
い
た
る
ま
で
、
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
他
の
多
く
の
国

　
　
々
で
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
型
よ
り
も
む
し
ろ
ロ
ッ
ク
型
に
傾
い
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
か
ら
示
唆
を
う
け
た
と
せ
ら
れ
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

　
　
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
及
び
ロ
ッ
ク
の
主
張
か
ら
は
た
し
て
何
を
学
び
と
っ
た
か
が
、
あ
ら
た
め
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け

　
　
　
　
　
こ

　
　
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×

　
　
　
周
知
の
如
く
、
　
「
権
力
の
分
立
」
は
政
治
的
自
由
（
冨
＝
ぴ
Φ
暮
Φ
弓
2
三
ρ
¢
①
）
の
保
障
と
し
て
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
イ
ギ
リ
ス
憲
法

　
　
の
中
に
見
出
し
た
（
そ
の
実
、
彼
は
誤
解
し
た
の
で
あ
る
が
）
根
本
命
題
で
あ
る
。
　
『
法
の
精
神
』
．
第
十
一
篇
に
は
、
　
「
憲
法
と
の
関
係

説　
　
に
お
い
て
政
治
的
自
由
を
形
成
す
る
法
に
つ
い
て
」
論
じ
て
あ
る
が
、
「
政
治
的
自
由
」
は
制
限
華
甲
（
冨
ω
σ
q
O
＝
＜
①
ヨ
①
ヨ
Φ
コ
房
目
O
α
Φ
1

論　
　
詰
ω
）
に
お
い
て
の
み
見
出
さ
れ
、
し
か
も
、
　
「
政
治
的
自
明
」
は
制
限
政
体
に
お
い
て
常
に
保
障
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
権
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力
の
濫
用
が
行
わ
れ
な
い
場
合
に
の
み
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
不
断
の
経
験
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
権
力
を

　
も
つ
者
は
往
4
に
し
て
そ
れ
を
濫
用
し
勝
ち
で
あ
る
か
ら
、
権
力
の
濫
用
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
事
物
の
配
置
に
よ
り
、
権
力
が
権
力

論　
を
抑
制
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
「
権
力
が
権
力
を
抑
制
す
る
よ
う
に
事
物
を
配
置
す
る
」
こ
と
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
理
論
に
お
け
る
「
政
治
的
目
由
」
の
保
障
の
謂

　
わ
ば
公
式
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
　
「
世
界
に
は
、
政
治
的
自
由
を
そ
の
憲
法
の
直
接
の
目
的
と
す
る
国
民
も
あ
る
。
我
々
は
、
そ
の
国

　
民
が
自
由
を
打
ち
立
て
て
い
る
基
礎
た
る
原
理
を
検
討
し
よ
う
。
若
し
そ
の
原
理
が
よ
け
れ
ば
、
自
由
は
そ
こ
に
鏡
に
映
る
よ
う
に
姿
を

　
現
わ
す
で
あ
ろ
う
。
」
ま
た
、
　
「
政
治
的
自
由
を
憲
法
の
な
か
に
発
見
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
苦
労
を
必
要
と
し
な
い
。
、
若
し
そ

　
れ
が
何
処
に
あ
る
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
　
そ
れ
を
発
見
し
た
な
ら
ば
、
　
慰
ん
で
そ
れ
を
探
し
求
め
る
理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
」

　
　
（
】
U
丸
く
・
　
昌
植
O
ず
・
㎝
’
）
と
述
べ
た
あ
と
、
　
『
法
の
精
神
』
の
な
か
で
幾
多
の
論
議
の
対
象
と
な
り
、
　
最
も
よ
く
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
「
イ

　
ギ
リ
ス
憲
法
論
」
　
（
U
①
富
o
o
昌
ω
葺
ロ
鉱
。
昌
畠
．
》
昌
σ
q
冨
9
ほ
Φ
）
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
如
く
、
彼
の
政
治
思
想
な
い
し
政
治

　
理
論
は
従
来
必
ず
し
も
正
当
な
評
価
を
う
け
て
き
た
と
は
云
い
難
い
。
・

　
　
な
る
ほ
ど
、
　
「
政
治
的
自
由
は
、
近
代
市
民
社
会
の
形
成
期
以
来
、
自
然
権
に
基
く
個
人
の
権
利
確
保
に
不
可
欠
の
政
治
思
想
と
し
て

　
特
に
重
要
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
周
知
の
ご
と
く
、
ロ
ッ
ク
な
ら
び
に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
政
治
的
自
田
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
）

　
理
念
の
確
立
者
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
」
が
「
し
か
し
、
こ
れ
ら
両
者
の
政
治
的
自
由
の
理
念
を
詳
細
に
比
較
検
討
し
て
み
る

　
と
、
従
来
の
通
説
の
ご
と
く
、
両
理
論
の
部
分
的
類
似
性
な
い
し
は
歴
史
的
役
割
の
同
一
性
を
根
拠
と
し
て
、
両
者
の
政
治
的
自
由
の
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
三
）

　
念
を
同
一
系
列
に
く
み
こ
む
こ
と
に
は
数
々
の
疑
問
が
生
ず
る
。
」
の
で
あ
る
。

　
　
た
と
え
ば
前
節
で
も
戸
々
ふ
れ
た
佐
竹
氏
は
、
具
体
的
に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
主
要
作
品
を
検
討
し
な
が
ら
、
ロ
ッ
ク
と
の
具
休
的
関

　
連
を
探
究
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
　
「
こ
の
検
討
の
結
果
を
端
的
に
い
え
ば
従
来
の
定
説
は
、
殆
ん
ど
成
り
V
ち
難
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
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い
。
つ
ま
り
、
「
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
明
ら
か
に
ロ
ッ
ク
の
入
物
に
つ
い
て
は
か
な
り
詳
細
に
知
っ
て
い
た
が
、
そ
の
政
治
理
論
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
て
は
、
必
ず
し
も
理
論
的
な
関
心
を
寄
せ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
」
．
と
し
て
、
次
の
如
く
推
論
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
ず
、
　
『
ぺ
、

　
　
ル
シ
ャ
人
の
手
紙
』
　
（
い
Φ
読
史
ω
長
円
ω
．
き
Φ
ω
レ
お
H
）
で
あ
る
が
、
　
こ
の
文
学
的
作
品
に
は
ロ
ッ
ク
の
名
は
全
く
見
当
ら
な
い
。
　
つ
ぎ
の

　
　
代
表
作
『
ロ
ー
マ
興
亡
史
論
』
　
（
O
o
差
置
脅
二
二
。
口
ω
義
脚
Φ
ω
。
四
目
Φ
ω
α
Φ
冨
σ
q
冨
a
①
霞
α
Φ
ω
幻
。
ヨ
野
口
ω
卑
自
Φ
一
①
霞
濠
8
留
p
。
9

　
　
嵩
置
）
は
、
内
容
が
ロ
ー
マ
史
で
あ
る
関
係
上
ロ
ッ
ク
の
名
は
勿
論
冷
罵
文
献
も
見
出
さ
れ
な
い
。
「
で
は
、
『
法
の
精
神
』
な
か
ん
ず

　
　
く
、
ロ
ッ
ク
の
権
力
分
立
論
と
の
結
び
つ
き
を
指
摘
さ
れ
る
周
知
の
第
十
一
篇
第
六
章
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
一
章
は
し
ば
し
ば
ロ

　
　
ッ
ク
の
影
響
を
指
摘
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
自
身
は
本
文
に
も
註
に
も
覚
書
に
も
、
ロ
ッ
ク
に
つ
い

　
　
て
は
一
言
も
言
及
し
て
い
な
い
。
　
更
に
、
　
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
思
想
的
一
転
期
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
『
義
務
論
断
片
』
な
か
ん
ず
く
，

　
　
『
自
然
法
試
論
』
に
お
い
て
は
、
彼
が
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
か
ら
多
大
の
影
響
を
受
け
た
形
成
を
示
し
て
お
り
な
が
ら
も
、
ロ
ッ
ク
理
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

　
　
の
受
容
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
の
逆
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。
」

　
　
　
こ
の
よ
う
に
佐
竹
氏
は
、
・
ロ
ッ
ク
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
間
に
は
、
、
少
く
と
も
文
献
的
に
は
殆
ん
ど
理
論
的
．
思
想
的
相
互
関
連
性
が

　
　
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
論
究
さ
れ
た
あ
と
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
こ
の
よ
う
な
ロ
ッ
ク
無
視
の
態
度
を
珊
論
的
．
解
釈
面
か
ら
關
明
し
て
お
ら

　
　
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
周
知
の
ご
と
ぐ
、
一
七
・
一
八
世
紀
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
自
然
法
理
論
が
ほ
と
ん
ど
の
政
治
思
想
の
根
本
原

　
　
理
と
し
て
君
臨
し
て
い
た
。
、
こ
の
こ
と
は
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
も
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
い
て
も
例
外
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

　
　
な
ら
ば
、
こ
の
二
人
の
自
然
法
に
対
す
る
．
解
釈
如
何
は
両
者
の
立
論
の
本
質
に
根
本
的
関
連
を
も
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、

　
最
近
発
見
さ
れ
た
（
一
九
五
五
年
春
「
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
死
後
二
百
年
祭
」
を
記
念
し
て
公
に
さ
れ
た
）
　
『
自
然
法
な
ら
び
に
正
義
と
不

説　
　
正
と
の
区
別
に
関
す
る
試
論
』
　
（
穿
ω
巴
8
琴
冨
営
二
Φ
ω
§
×
ロ
鉾
霞
巴
Φ
ω
Φ
二
鋤
＆
ω
賦
琴
一
δ
昌
身
甘
ω
峠
①
Φ
酔
飢
巴
、
互
器
け
ρ
）
　
（
佐

論　
　
竹
氏
は
こ
れ
を
『
自
然
法
試
論
』
又
は
単
に
『
試
論
』
と
略
称
し
て
お
ら
れ
る
）
を
検
討
さ
れ
、
　
「
モ
ソ
テ
ス
キ
ュ
…
の
自
然
法
は
、
い
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わ
ゆ
る
個
人
主
義
節
理
性
法
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ス
ト
ア
の
伝
統
を
受
け
継
い
だ
ト
ー
ミ
ズ
ム
的
自
然
法
の
色
彩
が
強
い
。
す
な
わ
ち
、

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

　
　
彼
は
、
道
徳
・
法
律
の
根
本
規
範
と
し
て
の
自
然
法
、
す
な
わ
ち
島
。
詳
と
し
て
よ
り
は
、
む
し
ろ
一
〇
一
と
し
て
人
間
社
会
に
実
在
す

論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

　
　
る
道
徳
法
、
つ
ま
り
人
間
が
発
見
す
べ
き
も
の
と
し
て
の
自
然
法
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
」
と
主
張
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ

　
　
に
反
し
て
「
ロ
ッ
ク
は
基
本
的
に
は
機
械
論
分
析
論
的
立
場
に
た
ち
、
ア
ト
ム
と
し
て
の
個
人
よ
り
出
発
し
、
そ
の
集
合
と
い
う
形
で
集

　
団
を
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
ば
あ
い
、
自
然
法
論
に
内
在
す
る
人
道
主
義
の
理
念
は
、
個
人
の
権
利
と
し
て
強
く
う
ち
だ
さ

　
　
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ト
ア
哲
学
的
に
い
え
ば
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
人
道
主
義
は
極
小
の
概
念
よ
り
出
発
す
る
。
ま
た
、
法
は
、
勝

　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

　
義
に
紆
。
詳
で
あ
る
。
」

　
　
　
右
の
論
拠
か
ら
佐
竹
氏
は
、
　
「
以
上
の
ご
と
き
理
論
構
造
の
対
蹟
的
な
相
違
を
考
え
れ
ば
、
両
者
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
権
力
分
立
の
理

　
論
的
機
能
が
全
く
異
質
的
な
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
理
論
上
の
重
要
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ナ
ル
ン
　

　
礎
石
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
場
合
に
は
、
三
政
体
の
う
ち
の
理
想
的
政
体
、
す
な
わ
ち
君
主
制
に
お
け
る
政
治
機

　
能
の
理
想
的
運
営
を
計
る
た
め
の
一
機
構
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
両
者
の
権
力
分
立
論
に
お
け
る
部
分
的
一
致
は
、
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
し
ろ
第
二
義
的
な
問
題
で
あ
る
と
さ
え
い
え
よ
う
。
」
と
主
張
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
の
疑
問
は
首
肯
で
き
る
と
し
て
も
、
な
お
、

　
　
両
者
の
理
論
的
構
造
お
よ
び
機
能
に
つ
い
て
は
、
更
に
両
者
の
身
分
的
な
い
し
階
級
的
制
約
と
社
会
経
済
史
的
背
景
と
の
関
連
か
ら
す
る

　
　
綿
密
な
検
討
と
論
証
と
が
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
た
と
え
ば
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
松
下
圭
一
氏
の
見
解
を
参
照
し
て
み
る
と
、
結
論
的
に
は
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
ロ
ッ
ク

　
　
は
、
他
の
ホ
ィ
ッ
グ
理
論
家
と
は
こ
と
な
り
、
《
個
人
》
の
《
自
由
》
と
い
う
く
自
然
V
的
範
疇
機
構
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
名
誉

　
　
革
命
体
制
を
こ
え
て
普
遍
性
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
ロ
ッ
ク
の
政
治
機
構
論
は
百
年
後
の
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
権
力
分

　
　
立
論
と
も
、
構
造
的
に
み
て
、
〈
根
本
的
に
V
異
っ
て
い
る
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
ロ
ッ
ク
と
お
な
じ
く
、
身
分
的
構
成
を
も
っ
た
ホ
ィ
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7

論　説

ッ
グ
体
制
を
讃
美
す
る
が
、
し
か
し
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
ホ
イ
ッ
グ
体
制
の
身
分
的
構
成
を
そ
の
ま
ま
〈
歴
史
V
の
論
理
を
た
ど
り
つ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

権
力
分
立
論
へ
と
反
映
し
機
構
化
し
た
が
、
ロ
ッ
ク
は
ホ
イ
ッ
グ
体
制
を
ハ
自
然
〉
を
前
提
と
し
て
理
論
化
し
、
権
力
分
立
論
は
社
会
身

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

分
の
反
映
で
は
な
く
、
む
し
ろ
政
治
機
能
の
分
立
と
な
っ
て
き
て
い
た
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
権
力
分
立
論
の
政
治
的
影
響
の
強
大
さ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
ロ
ッ
ク
よ
り
も
理
論
的
に
は
後
退
す
る
。
〈
歴
史
∀
的
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
〈
歴
史
〉
的
ホ
イ
ッ
グ
理
論
家
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

お
な
じ
く
、
〈
自
然
〉
的
《
個
入
》
に
よ
る
統
一
的
同
質
性
を
も
っ
た
近
代
国
家
理
念
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
」
　
「
そ
れ

ゆ
え
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
的
立
憲
主
義
は
抽
象
的
理
性
的
憲
法
観
念
を
前
提
と
す
る
近
代
立
憲
主
義
（
立
憲
君
主
主
義
も
人
民
主
権
も
ふ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

む
）
と
は
構
造
的
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
　
「
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
い
て
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
以
後
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

社
会
契
約
論
が
提
起
し
た
よ
う
な
同
質
的
統
一
的
な
近
代
国
家
像
は
充
分
成
熟
し
て
お
ら
ず
、
君
主
・
貴
族
・
庶
民
と
い
う
身
分
の
均
衡

と
し
て
政
治
過
程
を
と
ら
え
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ロ
ッ
ク
の
権
力
分
立
論
は
、
ホ
イ
ッ
グ
的
身
分
均
衡
を
、
社
会
契
約
論
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
等
質
的
市
民
社
会
へ
と
理
論
的
に
置
換
し
た
政
治
機
構
内
部
の
分
立
論
で
あ
っ
た
が
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
権
力
分
立
論
は
実
質
上
混

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ニ
　

合
政
体
の
機
構
論
的
表
現
で
あ
っ
た
。
」
　
「
し
か
し
ど
こ
ま
で
も
こ
こ
で
み
た
よ
う
な
彼
の
君
主
制
内
部
へ
の
封
建
的
立
憲
主
義
の
定
着

　
　
　
・
　
・
　
…
　
　
、
　
・
　
・
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
一
つ

と
い
う
理
論
構
造
と
彼
の
理
論
が
そ
の
後
辿
っ
た
政
治
的
運
命
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

（一

j
　
清
宮
四
郎
著
『
権
力
分
立
制
の
研
究
』
三
三
頁
。
ま
た
註
（
二
）
参
照
。
す
な
わ
ち
、
ハ
チ
ェ
ッ
ク
の
研
究
に
よ
る
と
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、

　
　
イ
ギ
リ
ス
に
も
行
き
な
が
ら
、
直
接
に
ロ
ッ
ク
の
書
物
を
み
て
そ
の
権
力
分
立
論
を
根
拠
づ
け
た
の
で
は
な
く
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
友
人
で
ロ
ッ

　
　
ク
の
追
随
者
で
あ
る
ボ
ー
リ
ン
グ
ブ
ロ
ー
ク
（
一
W
O
＝
コ
σ
q
げ
【
O
閃
Φ
）
を
通
し
て
ロ
ッ
ク
の
説
を
知
っ
た
に
す
ぎ
な
、
い
、
と
い
っ
て
い
る
。
∩
h
頃
①
マ

　
　
ω
畠
。
ぎ
国
昌
σ
q
一
一
ω
。
ゴ
①
ψ
ω
β
葺
。
・
器
9
r
冒
お
0
9
暑
●
お
l
N
O
●
尚
、
賢
げ
昌
ピ
。
畠
ρ
日
≦
。
↓
器
自
。
け
一
。
・
①
ω
o
｛
O
o
＜
①
；
ヨ
①
ヨ
・
か
ら
の
引
用

　
　
は
多
く
の
著
書
・
論
文
と
類
似
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ち
い
ち
出
所
直
島
を
明
示
し
な
い
。
本
稿
で
は
主
に
服
部
弁
之
助
訳
『
政
治
論
』
　
（
社
会

　
　
思
想
研
究
会
出
版
部
刊
）
と
水
木
惣
太
郎
著
『
権
力
分
立
制
度
』
　
（
「
日
本
法
学
」
第
二
二
巻
第
三
号
）
を
参
考
に
し
た
。
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三ム
百冊 説

（
二
）
　
佐
竹
寛
著
『
政
治
的
自
由
と
「
国
家
の
拡
大
」
ー
モ
．
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
け
る
政
治
理
論
の
一
問
題
1
』
　
（
．
「
法
学
新
報
」
第
六
七
巻
第
六
号
）

　
　
一
四
七
頁
。

（
三
）
　
佐
竹
寛
著
、
前
掲
論
文
、
一
四
七
頁
。
佐
竹
氏
は
、
　
「
ロ
ッ
ク
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
の
思
想
的
関
連
を
、
文
献
的
側
面
か
ら
比
較
考
察
す
る
か

　
　
ぎ
り
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
ロ
ッ
ク
の
権
力
分
立
論
を
継
承
し
た
と
い
う
痕
跡
は
全
く
み
ら
れ
な
い
」
と
主
張
し
て
お
ら
れ
る
。

（
四
）
　
佐
竹
寛
著
『
比
較
政
治
思
想
史
上
の
一
問
題
』
八
三
頁
。
佐
竹
氏
は
、
　
ロ
ッ
ク
の
主
要
著
作
の
醐
訳
者
霊
Φ
ほ
Φ
∩
o
ω
器
と
モ
ソ
テ
ス
キ
ュ
」

　
　
の
関
係
を
調
べ
な
が
ら
、
資
料
に
文
献
的
検
討
を
加
え
、
こ
の
よ
う
に
推
論
さ
れ
る
。

（
五
）
　
佐
竹
萱
垣
、
前
掲
論
文
、
八
三
頁
。
O
h
中
U
信
目
吋
ゴ
①
一
β
ζ
。
コ
酔
Φ
ω
ρ
五
Φ
口
Φ
叶
菊
。
自
ω
ω
＄
F
b
撤
。
虹
叫
ω
①
霞
ω
畠
①
一
9
Q
D
。
。
陣
。
一
。
α
q
帥
ρ
お
ω
ω
●

（
六
）
　
佐
竹
無
知
、
前
掲
論
文
、
九
二
頁
。
　
尚
、
佐
竹
寛
著
『
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
け
る
法
と
道
徳
』
　
（
「
法
学
新
報
」
第
六
五
巻
第
一
号
．
第
二

　
　
号
）
参
照
Q
　
O
h
・
幻
●
U
Φ
三
島
少
弐
。
ロ
ω
ω
＄
＝
①
二
①
ω
9
0
コ
。
①
勺
○
一
陣
江
ρ
器
α
①
ω
§
↓
Φ
ヨ
陽
”
お
㎝
9
℃
幕
貯
8
・

（
七
）
　
佐
竹
寛
著
、
前
掲
論
文
、
九
二
頁
。

（
八
）
　
佐
竹
寛
著
、
前
掲
論
文
、
九
二
頁
。

（
九
）
　
佐
竹
寛
著
、
前
掲
論
文
、
九
三
頁
。
尚
、
佐
竹
氏
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
「
君
主
制
」
、
の
概
念
に
つ
き
、
謁
Φ
h
一
貫
δ
5
。
。
霞
蚕
ヨ
。
ロ
9
。
8
三
Φ

　
　
q
巳
く
葭
ω
Φ
＝
①
①
昌
国
ξ
。
冒
ρ
一
お
昏
・
の
考
察
を
し
て
お
ら
れ
る
（
「
法
学
新
報
」
第
六
七
巻
第
六
口
5
．
参
照
）
。
尚
、
清
宮
四
郎
著
、
前
掲
書
、
七

　
　
一
頁
参
照
。

（
一
〇
）
　
松
下
圭
一
著
『
市
民
政
治
理
論
の
形
成
』
　
（
第
四
章
「
議
会
」
）
三
六
三
頁
。

企
一
）
　
松
下
圭
一
著
、
前
掲
書
、
三
六
五
頁
。

（
一
二
）
　
松
一
F
圭
＝
者
、
島
附
掲
盤
『
　
三
六
六
頁
Q

（
一
三
）
・
松
下
圭
一
著
．
前
掲
書
，
三
六
七
頁
。
尚
、
清
宮
四
郎
著
、
前
掲
書
、
八
三
頁
お
よ
び
九
九
－
一
〇
四
頁
参
照
。
　
Ω
●
国
．
国
・
O
o
o
。
戸
ζ
㌣

　
　
α
①
『
口
男
円
①
5
0
げ
く
一
⑦
≦
o
口
樽
ゴ
Φ
U
o
9
増
ぎ
①
o
h
博
ゴ
。
ω
Φ
℃
帥
鎚
江
。
昌
。
団
勺
。
謹
9
ω
（
℃
○
嵩
＝
o
巴
ω
9
①
零
o
O
ロ
箕
Φ
H
一
ざ
く
。
ピ
ω
c
・
二
紹
ω
・
）
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℃
●
㎝
。
・
プ
（
↓
冨
h
巴
Φ
H
巴
。
8
ω
葺
三
一
8
毛
器
芸
¢
≦
o
美
o
h
℃
H
9
・
g
一
8
一
ヨ
2
一
①
の
ψ
甘
g
H
Φ
ω
器
α
ぎ
◎
。
。
三
g
9
。
巳
甚
①
。
望
9
巳

芸
①
、
ミ
ミ
ミ
ミ
》
ω
o
o
津
。
p
ρ
ε
け
①
9
Φ
×
8
一
向
巴
9
①
凶
自
＄
ω
9
ζ
。
2
①
ω
ρ
三
窪
。
三
①
h
蔓
器
二
食
8
「
①
江
8
二
器
辞
三
∩
Ω
。
ユ
。
口

o
h
酔
げ
Φ
o
o
5
ω
ユ
葺
二
〇
p
駄
8
【
魯
Φ
富
9
．
）

む

す

び

　
　
　
以
上
、
先
学
識
者
の
諸
研
究
を
考
察
し
て
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
ロ
ッ
ク
の
理
論
が
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
継
承
さ

　
　
れ
た
と
す
る
従
来
の
定
説
は
今
後
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
闘
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
ロ
ッ
ク
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
相
互

　
　
関
連
性
を
比
較
政
治
思
想
史
的
観
点
よ
り
綿
密
に
究
明
さ
れ
た
あ
と
、
筆
者
が
多
く
を
学
ん
だ
佐
竹
寛
氏
は
結
論
を
次
の
よ
う
に
要
約
さ

　
　
れ
る
。
　
「
こ
の
推
論
の
理
論
的
裏
付
け
と
し
て
は
両
者
の
理
論
の
構
造
的
相
異
が
、
従
来
以
上
に
、
全
面
的
に
一
休
系
と
し
て
究
明
さ
れ

　
　
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ず
な
わ
ち
、
単
に
両
者
の
部
分
的
な
相
似
点
の
み
を
比
較
し
て
云
々
す
る
の
は
、
歴
史
的
に
も
論
理
的
に
も

　
　
厳
密
な
方
法
と
は
思
わ
れ
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
理
論
は
、
本
質
的
に
は
自
然
史
的
．
綜
合
的
で
あ
り
、
し
た

　
　
が
っ
て
そ
の
意
味
で
社
会
類
型
論
と
し
て
の
政
体
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
ロ
ッ
ク
は
、
彼
の
哲
学
休
系
が
明
ら
か
に
示

　
　
し
て
い
る
ご
と
く
、
機
械
論
的
・
分
析
的
立
場
の
個
人
よ
り
出
発
し
、
個
人
の
意
志
に
よ
る
政
治
集
団
の
成
立
を
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

　
　
え
、
両
者
に
お
け
る
権
力
分
立
論
は
、
理
論
的
に
考
え
る
と
そ
の
機
能
上
の
性
質
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
し
た
が

　
　
つ
で
、
か
り
に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
、
権
力
分
立
論
に
つ
い
て
ロ
ッ
ク
か
ら
暗
示
を
う
け
た
と
し
て
も
、
言
葉
の
正
し
い
意
味
で
の
理
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
　
的
継
承
な
い
し
理
論
的
完
成
と
み
る
の
は
必
ず
し
も
妥
当
で
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
」

説　
　
　
本
稿
の
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
政
治
学
野
史
な
い
し
政
治
思
想
史
研
究
の
「
方
法
」
が
明
示
さ
れ
ず
、
ま
た
極
め
て

論　
　
曖
昧
に
し
か
理
解
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
と
も
す
れ
ば
思
想
的
系
譜
の
追
求
に
終
始
す
る
傾
向
が
多
く
、
た
と
え
ば
ロ
ッ
ク
と
モ
ン
テ
ス
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説

キ
ュ
ー
の
思
想
な
い
し
理
論
的
関
連
に
つ
い
て
も
、
従
来
は
恰
も
権
力
分
立
論
の
継
承
を
自
明
の
前
提
と
す
る
か
の
如
き
定
説
が
固
定
観

念
化
さ
れ
て
い
る
。
繰
ひ
迎
え
す
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
ヶ
な
一
面
的
考
察
は
改
め
て
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
社

会
経
済
史
的
背
景
を
無
視
し
た
類
推
解
釈
は
歴
史
的
論
理
的
に
も
実
証
的
方
法
と
は
認
め
難
い
。
こ
と
に
り
ベ
ラ
ル
・
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
ッ

ト
匙
み
な
さ
れ
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
政
治
理
論
を
究
明
す
る
場
合
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
は
、
彼
の
身
分
的
・
階
級
的
制
約
と
併
せ
て
、

同
時
代
の
社
会
的
・
歴
史
的
制
約
と
の
関
連
か
ら
み
た
彼
の
学
問
的
方
法
な
ら
び
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
再
検
討
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
の
ち

に
、
ロ
ッ
ク
理
論
と
の
関
連
が
あ
ら
た
め
て
実
証
的
具
体
的
に
明
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（一

j
　
佐
竹
門
並
『
比
較
政
治
思
想
史
上
の
一
問
題
ー
ロ
ッ
ク
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
1
』
九
四
頁
。

　
照
。

尚
、
清
宮
四
郎
著
、
前
掲
書
、
七
ニ
ー
七
五
頁
参
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（
附
　
記
〕

　
本
稿
は
昭
和
三
十
五
年
十
月
の
法
政
学
会
研
究
会
に
お
い
て
、
　
『
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
と
そ
の
思
想
史
的
考
察
i
モ
ン

デ
ス
キ
ュ
ー
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
一
』
と
題
す
る
報
告
を
行
っ
た
際
の
「
研
究
ノ
ー
ト
」
の
一
部
を
論
文
の
体
裁
に
改
め
た
も
の

で
あ
る
。
引
用
文
に
多
く
を
頼
っ
た
の
も
、
討
論
の
素
材
と
し
て
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
あ
る
が
、
そ
の
た
め
本
文
ば
か
り
で
な
く

註
も
甚
だ
粗
雑
な
も
の
と
な
り
、
か
え
っ
て
先
学
識
者
の
意
を
汲
み
尽
し
得
ず
、
或
は
大
き
な
誤
を
犯
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
危

催
す
る
次
第
で
あ
る
。
大
方
の
御
寛
恕
と
御
叱
正
を
戴
け
る
な
ら
ば
望
外
の
幸
い
で
あ
る
。
尚
、
主
題
の
論
究
は
稿
を
新
に
し
て
別
の

機
会
に
発
表
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。


