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ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著

『
自
然
法
論
　
第
一
部
』
（
邦
訳
）
（
五
）

直
江
真
　
一
　
訳

第
三
七
章
神
に
属
す
る
事
柄
に
お
い
て
父
か
ら
子

　
　
　
　
が
生
ま
れ
る
ご
と
く
に
、
正
義
か
ら
法
が

　
　
　
　
生
ま
れ
る
。

　
　
　
し
か
し
、
私
が
言
う
程
に
高
貴
な
も
の
が
、
卑
し
い
像
が
示
さ
れ

　
　
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ま
り
敬
意
を
払
う
こ
と
な
く
論
じ
ら
れ
て
い

　
　
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
ら
を
よ
り
高
い
像
か
ら
、

　
　
あ
た
か
も
よ
り
高
貴
な
泉
か
ら
の
ご
と
く
に
、
味
わ
う
の
が
適
切
で

　
　
あ
る
。
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
『
人
間
の
地
位
の
威
厳
に
つ
い

　
　
て
』
（
U
①
U
碍
三
巳
＄
0
8
島
二
〇
巳
。
D
＝
⊆
ヨ
四
8
①
）
に
お
い
て
、
人

　
　
間
の
記
憶
を
父
た
る
神
に
模
し
、
〔
人
間
の
〕
知
性
を
永
遠
に
生
み

　
　
出
さ
れ
た
子
に
模
し
、
さ
ら
に
記
憶
と
知
性
か
ら
発
す
る
〔
人
間

　
　
の
〕
意
思
を
　
　
父
と
子
か
ら
同
時
に
永
遠
に
発
し
て
い
る
　
　
聖

料
　
霊
に
似
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
力
が
神
の
よ
う
に
永
遠
で

資
　
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
三
つ
の
力
が
永
遠

な
る
事
柄
を
遂
行
し
つ
つ
、
自
ら
の
う
ち
に
永
遠
な
る
三
位
一
体
の

像
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
、
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
が
同
書
で
よ
り
深
く
よ
り
明
ら
か
に
示
し
て
い

る
よ
う
に
、
神
に
お
け
る
三
つ
の
位
格
が
一
人
の
神
で
あ
る
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
間
の
魂
に
お
け
る
こ
れ
ら
三
つ
の
力
は
一
つ
の
魂
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
聖
な
る
言
葉
（
巴
o
ρ
三
⊆
ヨ
）
が
証
言
し
て
い
る
よ
う
に
、

主
は
、
人
間
よ
り
も
や
や
高
い
存
在
で
あ
っ
た
天
の
霊
を
も
自
ら
の

似
姿
の
印
で
飾
っ
た
。
さ
ら
に
主
は
、
何
で
あ
れ
自
ら
が
造
り
出
し

た
他
の
被
造
物
を
、
そ
の
全
き
美
し
さ
に
よ
っ
て
飾
っ
た
。
そ
の
結

果
、
自
ら
の
創
造
主
の
痕
跡
を
残
さ
な
い
よ
う
な
小
さ
な
虫
あ
る
い

は
そ
れ
程
小
さ
な
被
造
物
は
一
つ
も
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
今
や
我
々
に
は
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
に
考
え
る

こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
主
が
人
間
の
本

質
に
次
い
で
こ
の
世
に
お
け
る
諸
々
の
被
造
物
の
中
で
最
も
高
貴
な

も
の
と
し
て
同
時
に
創
造
し
た
自
然
法
を
、
こ
れ
程
の
主
の
贈
り
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
ヨ
ロ
昌
＝
ω
）
が
与
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
放
置
し
て
お
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
全
能
な
る
神
は
、
自
ら
が
か
く
も
高
貴
な

三
つ
の
威
厳
に
よ
っ
て
人
間
に
印
を
つ
け
た
よ
う
に
l
i
こ
の
世
に

お
い
て
地
上
を
支
配
す
る
た
め
の
自
ら
の
掟
で
あ
り
か
つ
道
具
で
あ

る
こ
と
を
望
ん
だ
I
I
自
然
法
を
、
あ
た
か
も
力
と
威
厳
に
よ
る
か
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の
ご
と
く
、
そ
れ
ら
に
似
た
三
つ
の
高
貴
な
印
に
よ
っ
て
、
自
ら
に

似
せ
て
飾
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
神

に
お
い
て
生
み
の
親
で
あ
る
父
と
生
み
出
さ
れ
た
子
と
両
者
か
ら
発

す
る
聖
霊
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
三
つ
の
位
格
が
一
人
の
神
で
あ
る
の

と
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
に
、
自
然
法
に
お
い
て
生
み
の
親
で
あ
る
正

義
と
生
み
出
さ
れ
た
法
と
正
義
と
法
か
ら
発
す
る
自
然
の
衡
平
が
存

在
し
、
こ
れ
ら
三
つ
の
高
貴
さ
が
、
神
の
痕
跡
で
あ
る
か
の
ご
と
く

に
、
一
つ
の
自
然
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
命
題
を
理
由
と
し
て
、
著
者
が
軽
率
の
罪

を
犯
し
た
と
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
何
故
な
ら
、
主
は

他
の
被
造
物
に
お
い
て
同
様
に
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
言
う

の
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
天
体
宇
宙
論
』
（
U
Φ
　
O
o
Φ
δ
　
簿

　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

竃
§
α
○
）
第
一
巻
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
三
位
一
体
で
な
け
れ

ば
、
い
か
な
る
も
の
も
完
全
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
い
か
な
る
も

の
で
あ
れ
、
そ
の
完
成
の
た
め
に
は
、
三
つ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヰ
　

質
と
徳
と
作
用
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
デ
ィ
オ

ニ
ュ
シ
オ
ス
も
そ
の
著
作
『
神
名
論
』
（
O
Φ
O
ぞ
葺
冨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
と

Z
o
倉
皇
ぴ
諺
）
に
お
い
て
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
太
陽
に
は
、

そ
の
本
質
と
光
と
熱
が
存
在
す
る
。
子
が
父
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
よ

う
に
、
光
が
本
質
か
ら
生
み
出
さ
れ
、
聖
霊
が
父
と
子
か
ら
吹
き
出

さ
れ
る
よ
う
に
、
熱
が
本
質
と
光
か
ら
生
ず
る
。
父
が
何
か
ら
も
生

み
出
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
何
か
ら
も
由
来
す
る
こ
と
が
な
い
の

と
同
じ
よ
う
に
、
太
陽
は
本
質
と
光
と
熱
の
い
ず
れ
か
ら
も
由
来
し

て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
つ
の
位
格
が
一
つ
の
神
で
あ
る

の
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
一
つ
の
太
陽
な
の
で
あ
る
。

　
同
様
に
、
き
わ
め
て
つ
ま
ら
ぬ
物
に
お
い
て
も
ま
た
、
三
位
一
体

の
似
姿
が
認
識
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
父
が
子
を
生
み
出
す
よ
う

に
、
泉
は
川
を
生
み
出
し
、
父
と
子
が
聖
霊
を
生
み
出
す
よ
う
に
、

泉
と
川
は
湖
を
造
り
出
す
。
し
か
し
て
、
父
が
い
か
な
る
も
の
か
ら

も
由
来
し
て
い
な
い
よ
う
に
、
泉
は
そ
れ
ら
〔
川
と
湖
〕
の
い
ず
れ

か
ら
も
発
し
て
は
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
父
と
子
と
聖
霊
に

お
い
て
同
一
の
本
質
が
存
在
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
泉
と
川
と
湖

に
お
い
て
同
一
の
水
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
被
造
物
の

痕
跡
と
類
似
性
に
は
、
被
造
物
が
そ
の
創
造
主
に
真
に
似
せ
ら
れ
う

る
真
の
類
似
性
は
全
く
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
影
が
身

体
に
、
足
跡
が
足
に
、
似
姿
が
本
物
に
真
に
似
せ
ら
れ
え
な
い
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
物
に
お
い
て
、
弱

い
と
は
い
え
創
造
主
に
対
す
る
何
ら
か
の
類
似
性
が
恥
い
出
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
自
然
法
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
神
の
恩
恵
に

与
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
我
々
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は
、
輝
き
が
光
り
か
ら
、
熱
が
火
か
ら
、
水
が
泉
か
ら
、
知
識
が
人

　
　
間
の
心
か
ら
流
れ
出
る
と
上
で
我
々
が
述
べ
た
が
ご
と
く
に
、
自
然

　
　
法
が
正
義
か
ら
発
し
て
い
る
と
信
ず
る
。
そ
し
て
前
述
の
ア
ウ
グ
ス

　
　
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
太
陽
の
光
の
発
生
と
泉
の
水
の
流
出
を
永
遠
な
る
子

　
　
の
生
誕
に
類
似
さ
せ
た
時
、
無
思
慮
の
誹
り
を
受
け
る
こ
と
な
く
、

　
　
自
然
法
の
創
造
も
ま
た
同
じ
神
に
よ
る
発
生
に
類
似
さ
せ
ら
れ
う
る

　
　
と
い
う
推
論
（
鋤
ロ
α
①
o
一
鋤
）
を
我
々
に
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
か
く
し
て
、
「
わ
た
し
が
父
の
内
に
お
り
、
父
が
わ
た
し
の
内
に

　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
お
ら
れ
る
」
と
述
べ
た
キ
リ
ス
ト
と
共
に
、
自
然
法
は
「
私
が
正
義

　
　
の
内
に
あ
り
、
正
義
が
私
の
内
に
あ
る
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で

　
　
あ
ろ
う
。
我
々
も
ま
た
、
フ
ィ
リ
ポ
に
対
し
て
「
わ
た
し
を
見
た
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
は
、
父
を
見
た
の
だ
」
と
述
べ
た
主
自
身
と
共
に
、
確
か
に
次
の
よ

　
　
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
法
を
省
察
の
目
に

　
　
よ
っ
て
正
し
く
考
慮
す
る
者
は
、
自
然
法
を
生
ん
だ
正
義
を
も
ま
た

　
　
真
に
考
慮
す
る
者
で
あ
る
、
と
。
そ
れ
故
に
、
正
義
の
起
源
の
様
が

　
　
明
ら
か
に
さ
れ
る
時
、
自
然
法
の
誕
生
の
形
も
ま
た
同
時
に
示
さ
れ

　
　
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
う
だ
と
す
る
と
、
人
間
理
性
が
説
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
正
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
の
真
理
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
自
然
法
は
、
上
述
に
お
い
て
こ
の
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

料
　
な
く
正
し
く
定
義
さ
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
神
が
神
の
息
子
で

資
　
あ
り
、
被
造
物
で
は
な
い
父
の
真
理
（
＜
①
「
冨
ω
灼
讐
ユ
ω
圃
亭

臼
＄
訂
）
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
正
義
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
自

然
法
は
創
造
さ
れ
た
正
義
の
真
理
（
＜
Φ
下
風
ω
冒
ω
捧
冨
Φ
q
Φ
鉾
鋤
）

で
あ
り
、
そ
れ
自
体
永
遠
な
る
も
の
と
し
て
、
永
遠
な
る
真
理
が
創

造
し
た
被
造
物
た
る
世
界
を
今
や
規
律
す
る
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
編
者
は
、
こ
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
作
品

　
に
関
し
て
、
ウ
ラ
ソ
ー
ン
の
次
の
よ
う
な
見
解
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
「
私
は
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
六
つ
の
版
を
1
最
も
権
威
あ
る

　
二
つ
の
版
（
一
五
七
四
年
の
ル
ー
バ
ン
版
と
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
版
）
を

含
め
て
1
調
べ
た
。
ま
た
最
新
か
つ
最
も
完
全
な
版
、
す
な
わ
ち

　
ミ
ー
ニ
ュ
版
も
調
べ
た
。
私
は
こ
れ
ら
の
諸
学
の
真
正
版
（
鋤
午

昏
①
昌
菖
＄
）
の
み
な
ら
ず
、
偽
版
（
ω
O
⊆
コ
9
）
も
調
べ
た
。
聖
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
弟
子
ポ
ッ
シ
デ
ィ
ウ
ス
（
℃
o
ω
ω
崖
二
ω
）
l
l
彼

　
は
こ
の
教
父
に
よ
る
一
〇
三
〇
の
論
考
、
書
翰
、
説
教
を
数
え
上
げ

　
て
い
る
一
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
彼
の
著
作
の
カ
タ
ロ
グ
も
調
べ
た
。

真
偽
両
方
の
設
問
（
〇
二
Φ
ω
戯
。
コ
。
ω
）
、
書
翰
、
説
教
の
タ
イ
ト
ル
と

　
イ
ン
キ
ビ
ト
に
も
あ
た
っ
て
み
た
。
さ
ら
に
、
セ
リ
エ
（
O
①
∈
Φ
『
）

師
の
偉
大
な
業
績
で
あ
る
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
対
す
る
批
判
に

あ
て
ら
れ
た
二
つ
の
四
ツ
折
判
に
あ
た
っ
て
み
た
し
、
エ
リ
・
デ
ュ
・

　
パ
ン
（
田
一
①
U
⊆
空
コ
）
の
図
書
館
に
あ
る
真
作
偽
作
の
著
作
カ
タ
ロ

グ
を
も
調
べ
て
み
た
。
し
か
し
、
私
は
こ
の
『
人
間
の
地
位
の
威
厳

　
に
つ
い
て
』
な
ど
と
い
う
作
品
の
痕
跡
を
旨
い
出
さ
な
か
っ
た
。
諸

作
品
に
対
す
る
苦
労
の
後
の
見
え
る
索
引
の
中
で
「
威
厳
」
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（
臼
ぴ
q
菖
鐙
ω
）
な
る
語
は
一
度
だ
け
登
場
す
る
が
、
「
地
位
」
（
8
亭

＆
鉱
。
）
な
る
語
は
全
く
登
場
し
な
い
。
人
間
の
威
厳
に
つ
い
て
語
る

の
は
、
こ
の
教
父
の
ス
タ
イ
ル
で
は
な
く
、
よ
り
聖
レ
オ
の
ス
タ
イ

ル
で
あ
る
。
し
か
し
、
聖
レ
オ
は
こ
の
種
の
こ
と
を
言
っ
て
い
な
い
。

サ
ー
・
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
作

品
は
、
中
世
に
お
い
て
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
一
そ
の
実
質
が

彼
の
作
品
か
ら
導
か
れ
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
著
者
達
に
よ
っ
て
す

ら
彼
に
1
帰
せ
ら
れ
た
無
数
の
作
品
の
一
つ
に
違
い
な
い
と
い
う

の
が
私
の
強
い
印
象
で
あ
る
。
あ
な
た
が
引
用
し
た
一
節
が
引
か
れ

て
い
る
テ
ク
ス
ト
を
示
す
の
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
文
言
は
違

う
が
、
実
質
は
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
三
位
一
体
論
』
の
第
一

〇
巻
お
よ
び
第
一
一
巻
に
見
ら
れ
る
。
他
方
、
同
書
第
一
五
巻
に
お

い
て
そ
れ
は
見
事
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
節
を
理

解
す
る
た
め
に
は
、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
お
よ
び
神
学
者
達
に

よ
っ
て
「
記
憶
」
（
ヨ
Φ
ヨ
O
『
一
鋤
）
と
い
う
語
に
付
さ
れ
た
特
別
の
意

味
を
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
る
。
彼
等
が
考
え
て
い
る
の
は
、
単
な

る
記
憶
能
力
で
は
な
く
、
残
り
す
べ
て
に
と
っ
て
源
泉
と
な
る
よ
う

な
魂
の
第
一
の
能
力
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
我
々
の
最
初
の
直
観
と
あ

ら
ゆ
る
後
天
的
な
考
え
方
が
た
く
わ
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
思

考
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
我
々
の
活
動
的
知
性
の
目
的
あ
る
い
は
言

葉
が
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
ま
で
、
そ
こ
に
隠
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
記
憶
と
知
性
の
二
つ
が
あ
い
ま
っ
て
、
そ
の
統
一
的

影
響
が
性
向
な
い
し
意
思
を
生
み
出
す
。
意
思
は
ま
た
、
記
憶
と
知

性
の
接
合
部
（
o
o
薯
訂
）
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
つ
の

魂
に
結
合
し
た
こ
れ
ら
三
つ
の
術
語
〔
記
憶
、
知
性
、
意
思
〕
は
、

非
被
造
物
た
る
三
位
一
体
を
被
造
物
と
し
て
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
内
的
な
観
想
に
耽
る
時
に
の
み
、
そ
れ
は
目
に
見
え
る

も
の
と
な
る
の
で
あ
る
が
。
以
上
が
、
あ
な
た
の
祖
先
〔
サ
ー
・

ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
〕
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
一
節

　
で
き
わ
め
て
簡
単
に
要
約
さ
れ
て
い
る
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
は
ま
た
、
ボ
ド
リ
ア
ン
図
書
館
の
カ
タ

　
ロ
グ
を
調
べ
て
、
そ
こ
に
保
管
さ
れ
て
い
る
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

　
に
よ
る
個
々
の
作
品
の
中
に
こ
の
タ
イ
ト
ル
の
作
品
が
あ
る
か
ど
う

　
か
を
調
べ
た
が
、
無
駄
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
私
は
マ
キ
シ
マ
・
バ
ト

　
ル
ム
図
書
館
（
じ
d
一
び
一
一
〇
樽
び
①
O
糞
D
　
ζ
①
×
一
ヨ
鋤
　
］
℃
鋤
梓
『
賃
ご
ρ
）
の
三
七
の

　
フ
ォ
リ
オ
を
一
他
の
作
者
の
名
の
下
に
そ
こ
に
あ
る
か
も
し
れ
な

　
い
と
思
っ
て
1
一
瞥
し
た
が
、
こ
れ
も
今
の
所
無
駄
で
あ
っ
た
」

　
（
§
鴨
§
碁
。
・
も
O
．
ω
①
・
。
｛
・
）
。

（
2
）
　
ラ
ン
ベ
ス
写
本
の
憎
①
＝
ρ
三
儀
は
誤
記
と
思
わ
れ
る
。
著
作
下
版

同
様
、
器
一
5
巳
叶
と
読
ん
で
お
く
。

（
3
）
　
著
作
描
版
で
は
、
ラ
ン
ベ
ス
写
本
の
「
第
一
巻
に
お
い
て
」

　
（
℃
コ
ヨ
○
）
が
脱
落
し
て
い
る
。

（
4
）
　
ラ
ン
ベ
ス
写
本
、
著
作
集
版
共
、
こ
こ
で
の
典
拠
を
『
天
体
宇

宙
論
』
と
し
、
編
者
は
、
そ
の
第
一
巻
第
一
章
の
参
照
を
指
示
し
て

　
い
る
（
§
鳴
　
ミ
腎
薄
勲
や
ω
お
）
。
し
か
し
、
　
『
天
体
論
』
（
O
①

6
鋤
色
○
）
と
『
宇
宙
論
』
（
∪
Φ
ヌ
§
山
。
）
は
別
の
著
作
で
あ
り
、
し

　
か
も
後
者
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
の
著
作
で
は
な
い
こ
と
が
今
日

　
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
記
述
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を
見
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
但
し
、
「
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、

　
そ
の
完
成
の
た
め
に
は
、
三
つ
の
も
の
が
必
要
と
さ
れ
る
」
と
い
う

趣
旨
の
こ
と
は
『
天
体
論
』
第
一
巻
第
一
章
に
書
か
れ
て
い
る
（
全

集
版
第
四
巻
、
村
治
能
重
訳
、
一
九
六
八
年
、
三
－
五
頁
）
。

（
5
）
　
『
神
名
論
』
第
二
章
第
四
節
（
熊
田
陽
一
郎
訳
、
『
キ
リ
ス
ト
教

神
秘
主
義
著
作
集
　
一
ー
ギ
リ
シ
ア
教
父
の
神
秘
主
義
1
』
、

遺
文
館
、
一
九
九
二
年
、
一
五
四
頁
）
、
参
照
。
デ
ィ
オ
ニ
ユ
シ
オ

　
ス
・
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ス
（
U
δ
口
《
ω
冨
ω
〉
同
Φ
8
①
α
q
陣
鐘
）
お
よ
び
『
神

名
論
』
を
含
む
偽
書
「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
文
書
」
に
つ
い
て
は
、

　
『
中
世
思
想
原
典
集
成
　
三
－
後
期
ギ
リ
シ
ア
教
父
・
ビ
ザ
ン
テ
ィ

　
ン
思
想
1
』
（
平
凡
社
、
一
九
九
四
年
）
三
四
〇
頁
以
下
の
解
説

　
を
参
照
。

（
6
）
　
編
者
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
ウ
ラ
ソ
ー
ン
の
次
の
よ
う
な
見
解

　
を
紹
介
し
て
い
る
。
「
私
は
、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
帰
せ
ら
れ

　
て
い
る
『
太
陽
に
は
、
そ
の
本
質
と
光
と
熱
が
存
在
す
る
、
云
々
』

　
と
い
う
一
節
は
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
も
の
で
は
な
い
と
信
じ
て

　
い
る
。
そ
れ
に
き
わ
め
て
類
似
し
て
お
り
、
事
実
上
同
一
の
記
述
は
、

　
聖
ト
マ
ス
〔
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
〕
の
『
ペ
ト
ル
ス
・
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
命

題
論
集
註
解
』
第
二
巻
第
二
二
分
節
の
中
に
憶
い
出
さ
れ
る
。
そ
こ

　
で
聖
ト
マ
ス
は
、
熱
が
光
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た

　
め
に
、
〔
＝
世
紀
前
半
の
イ
ス
ラ
ム
学
者
〕
イ
ブ
ン
・
シ
ー
ナ
ー

　
（
〉
＜
一
〇
①
昌
口
鋤
）
を
引
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
そ
の
一
節
を
自

　
分
の
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
も
し
彼
が
そ
れ
に
類
似
し
た
も

　
の
を
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
中
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
た

な
ら
ば
、
彼
は
確
実
に
、
い
つ
も
そ
う
し
て
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
を

決
定
的
な
権
威
と
し
て
引
用
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
聖
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
独
白
』
（
ω
o
匡
o
ρ
巳
鋤
）
に
は
、
太
陽
が
三
位
一
体

を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
一
節
が
あ
る
。
「
太
陽

に
お
い
て
、
存
在
す
る
こ
と
、
光
る
こ
七
、
照
ら
す
こ
と
が
あ
る
」
、

と
。
こ
れ
は
、
彼
の
初
期
の
作
品
の
一
つ
で
あ
り
、
彼
の
精
神
が
よ

り
神
学
的
に
成
熟
し
た
際
に
は
、
『
三
位
一
体
論
』
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
物
質
的
類
似
性
の
不
正
確
さ
を
意
識
し
て
、
そ
の
説
明
は
形

而
上
学
と
人
間
性
の
学
の
領
域
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
太
陽
を
用
い

た
説
明
の
た
め
に
引
用
さ
れ
る
学
者
と
し
て
、
〔
最
初
の
ラ
テ
ン
教

父
の
一
人
〕
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
（
↓
①
「
雪
」
＝
一
鋤
昌
＝
ω
）
が
い
る
。
テ

ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
の
『
プ
ラ
ク
セ
ア
ス
反
論
』
（
〉
α
〈
Φ
『
ω
二
ω
勺
鑓
×
・

8
づ
）
第
八
章
は
ペ
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
（
℃
①
一
心
く
二
二
ω
）
の
『
教
義
』
と
ク

レ
イ
（
図
一
Φ
Φ
）
の
『
教
義
の
歴
史
』
に
お
い
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
は
、
『
太
陽
の
本
質
（
ω
o
房
ω
二
げ
－

。。

x
⇒
二
二
）
、
光
（
鑓
α
貯
ω
）
、
光
の
尖
端
（
巷
Φ
×
轟
含
）
』
の
説
明

を
し
て
い
る
。
ク
レ
イ
に
よ
れ
ば
、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
本
質

と
様
態
と
そ
れ
ら
の
不
可
避
的
結
合
に
関
す
る
形
而
上
学
的
説
明
と
、

良
心
（
あ
る
い
は
記
憶
）
と
知
性
と
意
思
に
関
す
る
物
質
的
説
明
以

上
の
こ
と
は
お
こ
な
っ
て
い
な
い
。
ク
レ
イ
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に

付
け
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
〔
詩
人
〕
プ
ル
デ
ン
テ
ィ
ウ
ス

（
勺
「
一
』
α
①
一
P
砕
一
目
ω
）
が
、
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
に
倣
っ
て
、
太
陽
か
ら

の
説
明
を
用
い
て
、
太
陽
の
本
質
を
神
性
の
単
一
性
を
象
徴
す
る
も

の
と
し
て
、
ま
た
そ
の
活
動
、
す
な
わ
ち
光
と
熱
（
冨
×
簿
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。
巴
○
『
）
を
三
位
一
体
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
た
、
と
。
私
の
印
象

　
で
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
受
け
売
り
で
、
し
か
も
偽
書
、
お
そ

　
ら
く
『
人
間
の
地
位
の
威
厳
に
つ
い
て
』
の
中
の
『
三
位
一
体
』
と

　
い
う
表
題
の
付
い
た
章
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
私
の
推
測
で

　
あ
る
。
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
問
題
の
一
節
を
書
い
た
の
で
は
な

　
い
と
私
が
結
論
付
け
る
理
由
は
、
次
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア

　
リ
ウ
ス
派
と
の
全
面
的
論
争
を
前
に
し
て
、
彼
が
全
本
質
を
父
に
帰

　
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
説
明
を
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
プ
ル
デ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
本
質
を
単
一
性
に
帰

　
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
避
け
て
い
る
」
（
§
Q
　
ミ
q
曇
”

燈
P
ω
①
ω
山
2
）
Q

（
7
）
　
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
　
一
四
、
　
一
一
。

（
8
）
　
同
一
四
、
九
。

（
9
）
　
著
作
集
信
で
は
甘
ω
け
置
鋤
Φ
Φ
ω
ω
Φ
〈
Φ
葺
鋤
ω
で
あ
る
が
、
ラ
ン
ペ

　
ス
写
本
で
は
甘
ω
叶
圃
江
p
。
Φ
①
ω
ω
①
＜
駿
騨
象
①
ヨ
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
欄
外
に
、
「
自
然
法
の
定
義
の
承
認
」
と
の
註
記
あ
り
。

第
三
八
章
　
自
然
法
は
い
か
に
し
て
創
造
さ
れ
た
か
。

今
や
我
々
は
、
上
述
の
と
こ
ろ
が
ら
、
自
然
法
が
生
ず
る
以
前
に
、

い
か
に
し
て
神
の
摂
理
の
託
宣
に
よ
っ
て
そ
の
後
造
ら
れ
る
べ
き
も

の
と
し
て
そ
れ
が
定
め
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
。
し
か

し
、
自
然
法
が
い
か
に
し
て
完
壁
に
創
造
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
は

未
だ
我
々
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
法

の
将
来
の
創
造
に
つ
い
て
の
神
の
考
え
（
o
o
昌
6
一
一
ξ
ヨ
）
を
示
し
て

い
る
前
述
の
『
創
世
紀
』
が
、
自
然
法
の
完
壁
な
創
造
に
関
し
て
参

照
さ
れ
、
ま
た
探
索
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
、
我
々
は
考
え
る
。

　
さ
て
、
『
創
世
紀
』
第
二
章
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
主
な
る
神
は
、
土
の
塵
で
人
を
形
づ
く
り
、
そ
の
鼻
に
命
の
息
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
エ
　

吹
き
入
れ
ら
れ
た
。
人
は
こ
う
し
て
生
き
る
者
と
な
っ
た
」
、
と
。

主
は
、
そ
れ
以
前
に
、
自
ら
が
僕
を
造
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
定
め
、

ま
た
何
が
そ
の
僕
の
義
務
で
あ
る
か
を
決
定
し
て
い
た
。
今
や
、
創

造
さ
れ
る
前
に
主
が
人
間
に
な
る
と
予
言
し
た
、
か
の
僕
が
造
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
僕
の
義
務
　
　
主
は
ま
た
人
間
自
身
が
そ
れ
を

も
つ
べ
き
も
の
と
約
束
し
て
い
た
　
　
も
ま
た
、
そ
の
人
間
と
共
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

完
全
な
も
の
で
は
な
い
の
か
。
何
故
な
ら
、
上
述
の
ご
と
く
、
主
は

同
時
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
人

を
造
ろ
う
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
被
造
物
を
支
配
さ
せ
よ
う
」
、
と
。

こ
こ
か
ら
、
次
の
こ
と
が
導
き
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
自
身

が
す
べ
て
の
被
造
物
を
支
配
し
た
正
に
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
人
が

造
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
は
生
き
る
者

と
さ
れ
、
同
時
に
ま
た
こ
の
世
の
第
一
義
務
者
と
さ
れ
た
の
で
あ
る

が
、
こ
の
こ
と
は
、
も
し
そ
の
者
が
そ
の
時
こ
の
世
の
第
一
義
務
を
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有
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
生
じ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
主
が
自
ら
造
る
と
約
束
し
た
僕
が
今
や
造
ら

　
　
れ
た
。
同
様
に
ま
た
、
こ
の
世
の
第
一
義
務
で
あ
る
、
主
の
僕
の
義

　
　
務
も
今
や
そ
の
者
と
共
に
完
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
上
で
明
ら
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
　
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
義
務
は
正
義
な
し
に
は
存
在
し
え
な
い
の
で

　
　
あ
る
か
ら
、
正
義
も
ま
た
そ
の
者
お
よ
び
そ
の
義
務
と
共
に
、
そ
れ

　
　
ら
が
創
造
さ
れ
る
時
に
創
造
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
上
述
に
お
い

　
　
て
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
ま
た
、
正
義
と
自
然
法
は
1
偶
然
的
で
あ
る
と
は
い
え
1
同

　
　
一
の
本
質
に
属
し
、
同
一
の
性
質
、
同
一
の
性
格
を
有
し
、
そ
れ
故

　
　
に
一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

　
　
我
々
は
、
自
然
法
が
人
間
と
共
に
同
一
の
時
点
で
創
造
さ
れ
た
と
い

　
　
う
こ
と
を
確
実
に
教
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
我
々
は
、

　
　
〔
自
然
〕
法
と
人
間
が
i
最
初
の
人
間
と
そ
の
理
性
、
そ
の
意
思
、

　
　
そ
の
記
憶
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
1
同
時
に
存
在
し
て
い
た
と

　
　
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
主
は
、
そ
れ
ら
が
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
以
前
に
、

　
　
そ
れ
ら
の
力
を
自
ら
造
る
と
明
白
に
約
束
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
う

　
　
で
は
な
く
て
、
主
は
、
人
間
が
自
ら
に
似
せ
て
造
ら
れ
る
べ
き
だ
と

　
　
決
め
た
時
に
一
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
が
そ
の
姿
に
似
せ
ら
れ
る

料
　
一
こ
れ
ら
の
力
を
も
ま
た
造
り
出
す
こ
と
を
同
時
に
決
め
た
の
で

資
　
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
ま
た
、
地
上
を
支
配
す
る
義
務
が
造
ら
れ
る
べ

き
だ
と
定
め
た
時
、
主
は
一
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
世
が
支
配
さ
れ

る
　
　
正
義
も
ま
た
共
に
創
造
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
同
時
に

定
め
た
の
で
あ
る
。
上
述
の
と
こ
ろ
で
よ
り
十
分
に
述
べ
ら
れ
た
よ

　
　
る
　

う
に
、
主
は
人
間
を
真
直
ぐ
な
も
の
と
し
、
ま
た
善
き
意
思
を
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
の
と
し
た
時
に
、
こ
の
こ
と
を
明
瞭
か
つ
完
全
な
形
で
完
成
し
た
。

か
く
し
て
、
同
時
に
、
本
質
す
な
わ
ち
人
間
と
偶
然
の
も
の
す
な
わ

ち
自
然
法
が
造
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
自
然
法
は
、
決
し
て
人
間

か
ら
取
り
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
に
人
間
に
埋
め
込
ま
れ
、
ま
た

人
間
に
生
得
な
も
の
と
し
て
造
ら
れ
た
。
何
故
な
ら
、
聖
ト
マ
ス
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
主
が
「
地
は
草
を
芽
生
え
さ
せ
よ
」
と
述
べ

た
時
に
、
草
を
生
み
出
す
自
然
の
力
が
地
に
埋
め
込
ま
れ
た
の
と

ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
に
、
主
が
創
造
さ
れ
る
べ
き
人
間
が
す
べ
て
の

被
造
物
を
支
配
す
る
と
述
べ
た
時
、
人
間
が
創
造
さ
れ
た
場
合
に
は
、

そ
の
創
造
に
お
い
て
地
上
に
お
け
る
第
一
の
義
務
が
埋
め
込
ま
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
、
自
然
法
が
造
ら
れ
た
の
で
あ
り
、

こ
の
第
一
の
義
務
と
自
然
法
は
人
間
に
と
っ
て
生
得
の
も
の
で
あ
り
、

か
つ
永
遠
不
変
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
、
人
間
本
性
と
の
こ
れ
程
の
結
合
性
、
生
得
性
、
そ
し

て
関
与
を
理
由
と
し
て
、
こ
の
法
は
本
性
（
昌
p
o
け
⊆
H
鋤
）
自
体
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
名
称
を
由
来
さ
せ
、
自
然
法
（
一
Φ
×
　
昌
P
件
⊆
吋
鋤
Φ
）
と
呼
ば
れ
る
。
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こ
の
自
然
法
は
、
人
間
本
性
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
が
創
造
さ
れ
る
以

前
に
神
の
声
の
託
宣
に
よ
っ
て
前
も
っ
て
予
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

後
人
間
本
性
と
共
に
創
造
さ
れ
た
時
、
自
然
法
が
人
間
本
性
に
よ
っ

て
、
ま
た
人
間
本
性
が
自
然
法
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
を
支

配
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
法
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
カ
ノ
ン
法
も

ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
理
性
的
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

造
物
す
な
わ
ち
人
間
の
最
初
か
ら
存
在
し
て
い
る
、
と
。
こ
の
場
合
、

こ
の
「
か
ら
」
と
い
う
前
置
詞
は
、
排
除
す
る
よ
う
に
（
①
×
o
國
午

ω
ぞ
①
）
で
は
な
く
、
含
む
よ
う
に
（
圃
ご
O
一
¢
ω
一
く
Φ
）
言
わ
れ
る
よ
う
に

使
わ
れ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
れ
は
、
福
音
書
に
お
い
て
「
天
地
創

造
の
時
か
ら
お
前
た
ち
の
た
め
に
用
意
さ
れ
て
い
る
国
を
受
け
継
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

な
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
場
合
に
、
こ
の
「
か
ら
」
と
い
う
前
置

詞
が
、
救
済
さ
れ
る
べ
き
人
々
の
王
国
が
用
意
さ
れ
る
以
前
に
こ
の

世
の
創
設
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
ま
た
、
人
類
が
自
然
法
に
服
し
て
い
な
か
っ
た
い
か
な
る
時

も
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
言
う
の
も
、
人
間
の
創
造
の
後
、

主
は
引
き
続
き
新
た
な
被
造
物
を
創
造
す
る
こ
と
を
や
め
た
か
ら
で

あ
る
。

　
か
く
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
ま
た
以
上
の
よ
う
な
形
で
、

我
々
が
か
く
も
熱
心
に
そ
の
端
緒
を
探
究
す
べ
く
努
め
た
自
然
法
が

造
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

『
創
世
紀
』
二
、
七
。

前
出
、
第
三
四
章
、
参
照
。

前
出
、
第
三
五
章
、
参
照
。

同
所
、
参
照
。

著
作
集
版
の
①
×
嘆
Φ
ω
ω
①
　
℃
Φ
ぽ
Φ
0
8
は
、

ラ
ン
ベ
ス
写
本
で
は

Φ
×
℃
奉
ω
ω
①
℃
Φ
猟
①
2
Φ
ρ
露
Φ
で
あ
る
。

（
6
）
　
『
君
公
統
治
論
』
第
三
索
道
九
章
（
O
d
藤
島
ρ
愚
●
ミ
’
も
・
嵩
O
）
。

（
7
）
　
『
創
世
紀
』
一
、
＝
。

（
8
）
　
欄
外
に
「
こ
こ
で
、
自
然
法
が
ど
こ
か
ら
そ
の
名
を
身
に
付
け

　
た
か
を
見
よ
」
と
の
註
記
あ
り
。

（
9
）
　
前
出
、
第
五
章
、
参
照
。

（
1
0
）
　
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
二
五
、
三
四
。

第
三
九
章
　
こ
こ
で
は
、
人
間
が
正
義
を
捨
て
た
後

　
　
　
　
　
い
か
に
し
て
正
義
が
人
間
の
下
に
と
ど
ま
つ

　
　
　
　
た
か
が
示
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

　
我
々
は
こ
こ
で
、
上
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
自
然
法
以
外

の
何
物
で
も
な
い
正
義
が
各
人
に
そ
の
権
利
を
配
分
す
る
意
思
で
あ

る
こ
と
、
ま
た
最
初
の
人
間
が
そ
れ
以
外
の
意
思
に
惑
わ
さ
れ
て
正

義
を
捨
て
た
こ
と
を
想
起
す
る
。
と
す
る
と
次
に
我
々
は
、
正
義
が
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こ
の
よ
う
に
し
て
人
間
の
下
に
と
ど
ま
る
の
を
や
め
た
時
、
そ
れ
は

一
体
ど
こ
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
を
探
究
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
も
し
、
上
で
熟
考
さ
れ
た
こ
と
が
我
々
の
心
に
し
っ
か
り
と
刻

ま
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
探
究
さ
れ
る
こ
と
は
、
教
え
手
の
助
言
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
我
々
は
、
力
の
ご
と
く
に
あ
る

種
独
特
の
働
き
を
一
そ
の
働
き
に
よ
っ
て
自
然
法
は
常
に
一
つ
の

も
の
と
し
て
様
々
な
方
法
で
そ
の
徳
の
効
果
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
一
生
み
出
す
自
然
法
を
、
あ
た
か
も
人
間
の
魂
同
様
に
、
神

の
本
質
の
似
姿
に
な
ぞ
ら
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　
神
は
、
そ
の
本
質
、
そ
の
存
在
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
全
世
界
を
満

た
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
聖
書
は
、
そ
の
よ
う
な
神
が
あ
る
時
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

存
在
し
、
あ
る
時
は
存
在
し
な
い
と
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
他
方
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
そ
の
方
か
ら
、
そ
の
方
に
お
い
て
、
そ
の
方
に

よ
っ
て
創
造
さ
れ
か
つ
存
在
す
る
よ
う
な
方
が
欠
け
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
決
し
て
あ
り
え
ず
、
む
し
ろ
我
々
は
、
そ
の
方
が
そ
の
寛
大

さ
の
恩
恵
に
よ
っ
て
我
々
を
抱
擁
し
て
く
れ
る
度
に
、
そ
の
方
が

我
々
の
所
に
存
在
し
て
い
る
と
言
い
、
ま
た
そ
の
方
が
そ
の
寛
大
さ

の
恩
恵
を
我
々
に
与
え
て
く
れ
な
い
時
に
我
々
は
そ
の
方
が
い
な
い

こ
と
を
嘆
く
。

　
そ
れ
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
に
我
々
は
、
足
跡
と
し
て
神
に
似
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
る
と
し
た
正
義
が
、
我
々
自
身
が
自
ら
を
正
義
の
掟
か
ら
遠
ざ
け

る
度
毎
に
、
我
々
に
欠
け
て
い
る
と
言
う
。
他
方
、
正
義
は
決
し
て

我
々
を
見
捨
て
て
い
る
の
で
は
な
く
、
時
と
し
て
功
徳
が
存
在
し
な

い
が
故
に
功
徳
の
故
に
褒
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
達
を
、
罪
に
応

じ
て
罰
す
る
こ
と
を
や
め
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
正
義
は
常
に
我
々

の
所
に
存
在
し
、
我
々
の
功
徳
の
求
め
る
と
こ
ろ
に
応
じ
て
〔
我
々

を
〕
罰
し
、
正
し
、
報
い
る
の
で
あ
る
。

　
何
故
な
ら
正
義
は
、
何
か
形
の
あ
る
も
の
の
よ
う
に
場
所
を
占
め

て
い
て
、
そ
の
た
め
人
間
の
意
思
の
住
む
所
を
奪
わ
れ
る
と
我
々
の

所
で
存
在
し
え
な
く
な
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
常
に
人
間
の
中
に
、

ま
た
人
間
と
共
に
存
在
し
て
お
り
、
決
し
て
効
果
を
欠
く
と
い
う
こ

と
が
な
く
、
常
に
人
間
を
支
配
し
、
人
間
に
対
し
て
功
罪
双
方
の
対

価
を
支
払
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
神
が
、
た
と
え
罪
人

が
し
ば
し
ば
自
ら
の
魂
か
ら
神
を
投
げ
出
し
て
し
ま
う
と
し
て
も
、

放
浪
者
と
し
て
そ
の
宿
主
か
ら
分
た
れ
る
こ
と
な
く
、
常
に
そ
の
宿

主
と
共
に
留
ま
っ
て
、
宿
主
が
存
在
で
き
る
よ
う
に
守
り
、
功
徳
の

故
に
褒
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
を
悪
行
の
故
に
罰
す
る
こ
と
を
や

　
　
ら
　

め
る
こ
と
が
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
〔
両
〕
法
は
正
義
が
完
全
な
る
意
思
で
あ
る
と
定
義
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
上
で
見
た
よ
う
に
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
正
義
が

意
思
で
あ
る
と
は
言
わ
ず
に
、
意
思
の
廉
直
さ
で
あ
る
と
言
っ
て
い

　
　
　

る
。
し
た
が
っ
て
確
か
に
、
廉
直
さ
を
も
っ
て
い
る
意
思
は
単
に
正
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し
い
意
思
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
正
当
に
正
義
と
も
呼
ば
れ
る
の
で

あ
る
。
と
言
う
の
も
、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
『
神
の
国
』
第
一

四
巻
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
お
い
て
意
思
が
存

在
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
意
思
が

存
在
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ま
た
、

聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
「
欲
望
と
か
喜
び
と
か
は
、
わ
た
し
た
ち

が
欲
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
一
致
す
る
意
志
で
な
け
れ
ば
な
ん

で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
恐
れ
と
か
悲
し
み
と
か
は
、
わ
た
し
た
ち

が
欲
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
と
一
致
し
な
い
意
志
で
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

な
ん
で
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
我
々
も
ま
た
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
正
義
と
は
、
各
人
に
各
人
の
も
の
を
与

え
る
永
遠
不
変
に
一
致
す
る
意
思
で
な
け
れ
ば
な
ん
で
あ
ろ
う
か
、

と
。
そ
れ
故
に
、
〔
欲
望
、
喜
び
、
恐
れ
、
悲
し
み
と
い
っ
た
〕
前

述
の
諸
感
情
と
一
致
す
る
、
あ
る
い
は
一
致
し
な
い
人
間
の
意
思
が

存
在
し
な
く
な
る
度
毎
に
、
そ
れ
ら
の
諸
感
情
が
人
間
に
お
い
て
存

在
し
な
く
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
正
義
で
あ
る

徳
も
ま
た
、
人
間
の
意
思
が
廉
直
さ
と
の
一
致
か
ら
離
れ
る
度
毎
に
、

人
間
に
お
い
て
存
在
し
な
く
な
る
と
も
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
諸
感
情
が
人
間
〔
の
意
思
〕
と
の
不
一

致
に
よ
っ
て
人
間
に
お
い
て
全
く
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
同
じ
よ
う
に
、
正
義
も
、
時
と
し
て
そ
れ
自
体
が
人
間
の
意
思
の

中
に
存
在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
自
体
全
く
意
義
が
な
い
と
し
て

も
、
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
前
出
、
第
三
五
章
、
参
照
。

（
2
）
　
著
作
集
版
の
。
ω
け
睾
臼
砕
霞
は
、
ラ
ン
ベ
ス
写
本
で
は
。
ω
8
亭

伍
簿
霞
で
あ
る
。

（
3
）
　
著
作
集
版
の
o
O
ヨ
ヨ
①
ヨ
。
噌
讐
は
、
ラ
ン
ベ
ス
写
本
で
は
o
o
学

　
ヨ
①
ヨ
○
「
簿
で
あ
る
。

（
4
）
　
著
作
集
版
の
島
○
ω
繭
巳
卑
は
、
ラ
ン
ベ
ス
写
本
で
は
き
ω
ヨ
卑
で

　
あ
る
。

（
5
）
　
ラ
ン
ベ
ス
写
本
も
著
作
塁
塞
も
鳥
①
ω
Φ
『
諄
で
あ
る
が
、
直
前
の

　
同
様
の
表
現
か
ら
し
て
、
亀
Φ
ω
圃
ω
葺
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
。

（
6
）
　
出
典
不
明
。
少
な
く
と
も
、
前
出
部
分
に
は
そ
の
よ
う
な
引
用

　
は
見
当
た
ら
な
い
。

（
7
）
　
前
出
、
第
三
五
章
、
参
照
。

（
8
）
　
『
神
の
国
』
第
一
四
巻
第
六
章
（
岩
波
文
庫
版
（
三
）
、
二
七
八

　
頁
）
。

（
9
）
　
著
作
集
版
に
は
、
ラ
ン
ベ
ス
写
本
の
ぢ
ω
鋤
が
欠
落
し
て
い
る
。
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第
四
〇
章
　
い
か
に
し
て
正
義
の
名
が
人
間
の
名
に

　
　
　
　
等
し
い
も
の
と
さ
せ
ら
れ
る
か
。

　
　
　
し
か
し
、
以
上
の
こ
と
が
よ
り
明
瞭
か
つ
平
易
に
な
る
よ
う
に
、

　
　
我
々
は
次
の
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
人
間

　
　
は
、
上
述
さ
れ
た
ご
と
く
、
神
の
藁
箒
に
し
た
が
っ
て
造
ら
れ
た
。

　
　
他
方
、
肉
、
神
経
、
骨
か
ら
構
成
さ
れ
る
人
間
の
身
体
の
組
み
立
て

　
　
は
、
霊
で
あ
っ
て
肉
、
神
経
、
骨
を
も
た
な
い
神
と
の
い
か
な
る
類

　
　
似
性
も
有
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
人
間
の
魂
は
神
の
真
の
志
州

　
　
で
あ
る
が
故
に
、
肉
と
魂
の
結
合
　
　
こ
の
結
合
に
よ
っ
て
、
魂
と

　
　
肉
は
一
人
の
人
間
と
な
る
　
　
に
よ
っ
て
、
人
間
は
全
体
と
し
て
神

　
　
の
似
姿
に
し
た
が
っ
て
造
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

　
　
『
命
題
集
』
の
師
〔
ペ
ト
ル
ス
・
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
〕
が
パ
ウ
ロ
に
よ

　
　
る
『
コ
リ
ン
ト
の
信
，
徒
へ
の
第
一
の
手
紙
』
第
一
一
章
に
関
し
て
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
同
じ
よ
う
に
、
意
思
と
呼
ば
れ
、
し
ば
し
ば
善
き
こ
と
を
望
み
、

　
　
し
か
し
ま
た
し
ば
し
ば
悪
し
き
こ
と
を
望
む
人
間
の
魂
の
力
は
必
ず

　
　
し
も
徳
で
あ
る
正
義
で
は
な
い
。
し
か
し
、
か
の
意
思
が
正
義
を
確

　
　
固
と
し
て
望
む
場
合
に
は
、
正
義
と
の
結
合
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
思

料
　
が
全
体
と
し
て
正
義
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
が
望
む
も
の
〔
で
あ
る
正

資
　
義
〕
が
不
変
か
つ
永
遠
で
あ
る
が
故
に
、
不
変
か
つ
永
遠
で
あ
る
と

言
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
意
思
が
そ
の
こ
と
を
望
む
の

を
や
め
る
時
、
そ
れ
は
ま
た
正
当
に
も
以
後
正
義
と
呼
ば
れ
る
こ
と

を
や
め
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
に
、
肉
と
魂
が
一
人
の
人
間
と
言
わ
れ
る
に
値
す
る
よ
う

に
、
意
思
と
正
義
が
こ
の
よ
う
に
結
合
さ
せ
ら
れ
る
限
り
で
、
こ
の

よ
う
に
結
合
し
た
両
者
は
正
義
と
呼
ば
れ
る
に
値
す
る
。
ま
た
こ
の

よ
う
に
し
て
正
義
は
、
人
間
の
意
思
の
赴
く
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
、

回
帰
し
た
り
遠
ざ
か
っ
た
り
す
る
。
他
方
、
一
旦
放
棄
さ
れ
た
正
義

を
人
間
が
回
復
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
を
回
復
す
る
の
は
、
最
初

の
贈
り
主
（
α
o
づ
簿
。
目
）
の
恩
寵
が
再
び
正
義
を
与
え
る
場
合
だ
け

で
あ
る
。
不
敬
な
者
ど
も
を
正
す
の
は
、
最
初
の
贈
り
主
だ
け
だ
か

ら
で
あ
る
。

　
ま
た
他
方
で
、
こ
の
よ
う
に
人
間
と
共
に
そ
の
役
目
を
変
化
さ
せ

る
正
義
は
、
放
棄
さ
れ
た
正
義
を
再
び
回
復
し
よ
う
と
す
る
意
思
を

主
が
人
間
に
与
え
る
度
毎
に
、
人
間
に
新
た
に
与
え
ら
れ
て
、
常
に

不
変
で
永
遠
の
徳
と
し
て
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
の
み
が
力
で

あ
る
意
思
は
、
自
ら
の
自
由
意
思
に
よ
っ
て
様
々
な
仕
方
で
そ
の
行

い
を
変
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
編
者
に
よ
れ
ば
、
『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
一
』
一
一
、

七
「
男
は
神
の
姿
と
栄
光
を
映
す
者
で
す
か
ら
、
頭
に
物
を
か
ぶ
る
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べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
に
対
す
る
註
解
二
五
三
五
年
版
、

五
フ
ォ
リ
オ
）
で
あ
る
（
S
書
字
蚤
も
・
ω
お
）
。

第
九

第
四
一
章
　
こ
こ
で
は
、
始
源
的
正
義
が
自
然
的
正

　
　
　
　
義
と
い
か
に
し
て
相
違
す
る
か
を
見
よ
。

　
一
つ
の
こ
と
が
、
今
な
お
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
正
義
の
完
全
な
認
識
を
こ
れ
ま
で

霧
の
闇
の
ご
と
き
も
の
に
よ
っ
て
暗
く
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
と

言
う
の
も
、
心
地
良
い
恩
寵
を
含
ん
で
い
た
正
義
は
、
そ
の
出
発
点

に
お
い
て
次
の
よ
う
な
効
果
と
力
を
有
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
も

し
人
間
が
そ
れ
を
保
持
し
て
い
た
な
ら
ば
、
人
間
は
あ
ら
ゆ
る
困
難

か
ら
自
由
で
あ
り
、
思
慮
に
満
た
さ
れ
て
お
り
、
死
ぬ
こ
と
は
あ
り

え
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
あ
ら
ゆ
る
腐
敗
の
悪
が
遠
ざ
け
ら
れ
て
、
自

ら
の
や
り
方
で
天
使
と
の
同
等
性
に
達
し
え
て
い
た
。
〔
こ
れ
に
対

し
て
〕
我
々
が
起
源
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
正
義
は
、
そ
の
よ
う
な

こ
と
を
示
し
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
我
々
は
、
二
つ
の
正
義
が

造
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
我
々
が
注
目
し
て
い
る
正
義
は

不
変
で
永
遠
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
徳
の
そ
れ
程
の
効
用
を
失
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
二
つ
の
正
義
が
造
ら
れ
た
な
ど
と
言
っ
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
も
し
変
わ
り
う
る
こ
と
、
あ
る
い
は
不
定
で
あ
る
こ
と
の
汚

点
を
正
義
に
対
し
て
加
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
同
じ
よ
う
に

混
乱
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
我
々
は
、
〔
す
で
に
上
で
〕

明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
形
で
、
唯
一
の
神
が
そ
の
三
舞
に
し
た
が
っ

て
一
人
の
人
間
を
創
造
し
、
一
つ
の
正
義
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
一

つ
の
自
然
法
を
同
時
に
創
造
し
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し

か
し
神
は
実
際
、
こ
の
正
義
と
人
間
を
そ
れ
ら
の
始
ま
り
に
あ
た
っ

て
、
も
し
人
間
が
正
義
そ
の
も
の
を
傷
つ
け
ら
れ
ず
弱
め
ら
れ
な
い

状
態
で
保
持
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
間
自
身
あ
ら
ゆ
る
困
難
を
蒙
る

こ
と
な
く
上
述
の
天
使
と
の
同
等
性
へ
と
高
め
ら
れ
る
と
い
う
程
に
、

そ
の
恩
寵
の
豊
饒
さ
に
よ
っ
て
豊
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
悲
し
い
か
な
、
人
間
は
そ
の
正
義
を
捨
て
去
り
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
前
述
の
恩
寵
を
も
奪
わ
れ
て
し
ま
い
、
し
た
が
っ
て

無
知
、
悪
意
、
無
力
、
欲
望
に
よ
っ
て
傷
を
負
っ
た
。
何
故
な
ら
、

人
間
は
超
自
然
的
な
恩
寵
の
賜
で
あ
っ
た
こ
の
よ
う
な
正
義
の
廉
直

さ
に
お
い
て
造
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
正
義
は
人
間
に
お

い
て
そ
の
理
性
が
超
自
然
式
神
に
服
従
す
る
よ
う
に
し
、
ま
た
正
義

に
よ
っ
て
人
間
の
身
体
は
そ
の
魂
に
、
ま
た
よ
り
下
位
の
活
動
は
そ

の
理
性
に
完
全
に
服
従
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
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そ
れ
故
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
し
た
が
え
ば
、
人
間
の
神
に

　
　
対
す
る
愛
は
そ
の
状
態
に
お
い
て
揺
る
ぎ
の
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。

　
　
そ
れ
は
、
真
の
愛
（
O
①
コ
樽
鋤
ω
）
な
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
彼
の
状

　
　
態
は
聖
な
る
も
の
と
な
り
、
さ
ら
に
超
自
然
的
な
も
の
と
も
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
に
よ
れ
ば
、
自
然
的
な

　
　
も
の
は
悪
魔
に
与
え
ら
れ
た
場
合
に
も
原
罪
の
後
損
な
わ
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
　
な
く
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
時
人
間
の
状
態
が
自
然
的

　
　
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
な
ら
ば
、
原
罪
の
後
も
そ
の
よ
う
な
〔
自
然

　
　
的
〕
状
態
で
と
ど
ま
っ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
〔
し
か
る
に
〕

　
　
罪
（
一
巷
ω
二
ω
）
の
後
の
人
間
の
状
態
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な

　
　
か
っ
た
。
何
故
な
ら
、
罪
の
後
人
間
は
自
分
の
魂
に
服
従
し
な
い
自

　
　
ら
の
肉
の
衝
動
を
感
じ
て
、
自
分
が
裸
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
動
揺

　
　
さ
せ
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
自
ら
の
不
服
従
に
応
じ
た
罰
を
受
け
取
っ
た

　
　
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
の
よ
う
な
正
義
を
我
々
は
、
そ
れ
が
先
の
よ
う
な
恩
寵
で
溢

　
　
れ
て
い
た
限
り
で
、
始
源
的
正
義
（
o
ユ
σ
q
宣
蝉
一
圃
ω
甘
ω
葺
冨
）
と
呼
ん

　
　
で
い
た
。
し
か
し
我
々
は
、
そ
の
よ
う
な
恩
寵
を
奪
わ
れ
た
正
義
は

　
　
始
源
的
正
義
で
は
な
く
、
単
に
正
義
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
容
認
す
る
。

　
　
そ
う
だ
と
す
る
と
、
我
々
は
こ
の
こ
と
か
ら
二
つ
の
正
義
が
存
在
し

料
　
て
い
た
こ
と
を
認
め
る
よ
う
教
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い

資
　
は
さ
ら
に
、
正
義
は
変
わ
り
う
る
こ
と
、
あ
る
い
は
不
定
で
あ
る
こ

と
の
汚
点
を
理
由
と
し
て
非
難
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
今
や
人
間
の
無
関
心
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
恩
寵
の
恵

み
を
奪
わ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
正
義
は
類
に
お
い
て
は
常
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

同
一
で
あ
る
。
一
旦
汚
さ
れ
た
貞
潔
（
o
餌
ω
葺
鋤
ω
）
が
処
女
の
貞
潔

（
8
ω
葺
鋤
ω
＜
罵
α
q
ぎ
①
一
階
ω
）
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
貞
潔
の
本
質

か
ら
何
を
持
ち
去
る
で
あ
ろ
う
か
。
処
女
が
有
し
て
い
た
恩
寵
は

去
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
処
女
の
貞
潔
の
功
徳
は
　
　
そ
れ
以
後
彼

女
が
貞
節
を
保
っ
て
い
る
と
し
て
も
ー
ー
減
ぜ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

貞
潔
と
い
う
徳
は
、
徳
の
類
に
お
い
て
は
、
処
女
に
お
い
て
も
他
の

い
か
な
る
独
身
者
に
お
い
て
も
、
常
に
同
一
な
の
で
あ
る
。

　
同
じ
よ
う
に
、
始
源
的
と
呼
ば
れ
る
罪
〔
原
罪
〕
一
そ
れ
は
、

最
初
の
両
親
に
始
源
的
正
義
を
も
つ
義
務
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

ず
、
そ
れ
を
欠
い
た
こ
と
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
　
　
も
ま
た
、
罪

の
類
に
お
い
て
は
、
不
変
な
る
善
か
ら
の
離
反
と
変
わ
り
う
る
善
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
転
換
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
現
実
の
あ
ら
ゆ
る
罪
が

一
あ
る
罪
は
別
の
罪
よ
り
も
重
い
の
で
は
あ
る
が
一
そ
う
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

る
よ
う
に
。
し
か
し
、
そ
の
最
初
の
罪
は
人
類
の
あ
ら
ゆ
る
罪
の
起

源
で
あ
っ
た
が
故
に
、
原
罪
の
名
に
よ
っ
て
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
使
徒
は
、
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
第
五

章
に
お
い
て
、
コ
人
の
人
に
よ
っ
て
罪
が
世
に
入
り
、
罪
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
死
が
入
り
込
ん
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
他
方
、
原
罪
と
死
に
値
す
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る
す
べ
て
の
罪
は
、
罪
を
犯
す
こ
と
の
態
様
と
類
に
お
い
て
は
同
じ

悪
意
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

　
同
様
に
、
パ
ウ
ロ
と
な
っ
た
サ
ウ
ロ
は
以
前
と
同
じ
人
間
で
あ
っ

（
9
）

た
。
し
か
し
異
な
る
恩
寵
に
属
し
た
の
で
、
そ
れ
故
に
彼
は
、
習
慣

と
共
に
名
を
変
え
た
の
で
あ
る
。
同
じ
く
ペ
テ
ロ
も
ま
た
、
か
つ
て

は
シ
モ
ン
・
バ
ル
ヨ
ナ
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
恩
寵
が
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

え
ら
れ
た
時
自
分
の
名
も
ま
た
変
更
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
正
義
も
ま
た
、
そ
の
恩
寵
の
豊
か
さ
が
異
な

る
の
に
応
じ
て
異
な
る
名
を
得
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
変
更
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
正
義
は
、
上
で
引
用
さ
れ
た
カ
ノ
ン

が
自
然
法
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
理
性
的
被
造
物
の
最
初

か
ら
始
ま
り
、
決
し
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
不
変
の
ま
ま
で
留

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
が
、
こ
の
よ
う
な
原
罪
の
定
義
は
聖
ア
ン
セ
ル
ム
ス
お
よ
び
聖
ト
マ

　
ス
の
言
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
但
し
、
こ
こ
で
の
引
用
は
言
葉
足

　
ら
ず
の
た
め
に
意
味
不
明
瞭
と
な
っ
て
い
る
（
§
馬
§
碁
勲
℃
℃
．

ω
2
ご
。

（
6
）
　
著
作
集
電
で
は
⇔
o
⇒
鋤
一
一
鼠
…
…
ρ
g
ニ
ヨ
と
書
か
れ
て
い
る
が
、

　
ラ
ン
ベ
ス
写
本
で
は
つ
8
巴
貯
創
…
…
ρ
爵
巨
で
あ
る
。

（
7
）
　
ラ
ン
ベ
ス
写
本
も
著
作
底
版
も
共
に
。
ヨ
三
で
あ
る
が
、
○
箏

　
三
ニ
ヨ
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
。

（
8
）
　
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
五
、
一
二
。

（
9
）
　
サ
ウ
ロ
の
回
心
に
つ
い
て
は
、
『
使
徒
言
行
録
』
九
、
一
以
下

を
参
照
。

（
1
0
）
　
シ
モ
ン
に
つ
い
て
は
、
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
一
六
、
一

　
七
以
下
を
参
照
。

（
1
1
）
　
前
出
、
第
五
章
、
参
照
。
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（
1
）
　
著
作
集
版
の
費
。
審
ヨ
霞
は
、
ラ
ン
ベ
ス
写
本
で
は
鷲
冨
ヨ
霞

　
で
あ
る
。

（
2
）
　
典
拠
不
明
。

（
3
）
　
典
拠
不
明
。

（
4
）
　
ラ
ン
ベ
ス
写
本
で
は
o
o
羅
⊆
讐
Φ
o
鋤
ω
二
邸
ω
で
あ
る
が
、
著
作

集
版
同
様
o
o
三
下
鐙
∩
p
。
の
簿
9
。
ω
と
読
ん
で
お
く
。

（
5
）
　
編
者
は
、
こ
の
部
分
の
典
拠
に
関
し
て
も
ウ
ラ
ソ
ー
ン
の
見
解

　
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
字
通
り
の
引
用
で
は
な
い

第
四
二
章
　
自
然
法
は
何
故
に
神
に
属
す
る
と
言
わ

　
　
　
　
　
れ
、
ま
た
神
法
の
娘
と
言
わ
れ
る
の
か
。

　
我
々
は
、
自
然
法
の
本
質
と
力
を
十
分
に
探
究
し
た
の
で
、
そ
の

力
、
威
厳
あ
る
い
は
徳
の
い
か
な
る
正
当
化
（
旨
ω
急
雷
も
ほ
と

ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
と
信
じ
て
い
る
。
他
方
、
イ
シ
ド
ル
ス
は



　
　
『
語
源
論
』
に
お
い
て
自
然
法
を
神
法
と
名
付
け
て
お
り
、
教
会
法

　
　
も
ま
た
同
様
に
な
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
我
々
も
ま
た
上
述
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

　
　
て
自
然
法
を
永
遠
法
の
娘
と
呼
ん
だ
。
〔
し
か
し
〕
こ
の
よ
う
な
称

　
　
賛
が
ど
う
し
て
自
然
法
に
相
応
し
い
の
か
は
ま
だ
説
明
さ
れ
て
い
な

　
　
い
。
そ
し
て
も
し
、
自
然
法
が
1
我
々
が
明
ら
か
に
し
た
　
　
そ

　
　
の
始
ま
り
か
ら
そ
の
よ
う
な
称
賛
を
獲
得
し
て
い
た
と
我
々
が
述
べ

　
　
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
我
々
は
、
す
べ
て
の
被
造
物
を

　
　
到
る
所
で
同
様
の
飾
り
に
よ
っ
て
称
賛
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の

　
　
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
我
々

　
　
は
、
自
然
法
が
こ
れ
ら
の
名
に
よ
っ
て
美
化
さ
れ
る
他
の
理
由
を
探

　
　
し
出
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
さ
も
な
け
れ
ば
我
々
は
、
以
前
と
同
じ
よ

　
　
う
に
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
正
義
を
包
む
霧
に
よ
っ
て
困
惑
さ
せ
ら
れ

　
　
る
の
を
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
そ
れ
故
、
ま
ず
最
初
に
我
々
は
ー
ー
自
然
法
が
そ
の
娘
で
あ
る
と

　
　
言
っ
た
一
か
の
適
法
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
尋
ね
る
の

　
　
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
す
る
。
こ
の
こ
と
が
完
全
に
知
ら
れ
た
な
ら

　
　
ば
、
何
故
に
自
然
法
が
神
学
と
名
付
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
も

　
　
ま
た
恐
ら
く
同
じ
よ
う
に
認
識
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
さ
て
、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
駁
論
』

料
　
（
畠
Q
O
口
け
「
鋤
岡
9
⊆
ω
け
¢
昌
P
）
第
二
二
巻
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

　
　
　
　
　

資
　
る
。
「
永
遠
法
に
反
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
欲
せ
ら
れ
た

こ
と
は
罪
と
呼
ば
れ
る
。
我
、
永
遠
法
を
神
の
摂
理
と
呼
ぶ
」
、
と
。

こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
、
か
の
聖
人
〔
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
〕
が
神
の

摂
理
が
工
法
で
あ
る
と
教
え
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
と
言
う
の

も
、
神
性
が
永
遠
性
と
異
な
ら
な
い
よ
う
に
、
永
遠
性
は
神
性
と
異

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

が
こ
の
よ
う
に
神
の
法
と
呼
ぶ
、
こ
の
摂
理
と
は
何
で
あ
る
の
か
を

さ
ら
に
探
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ボ
エ
チ
ウ
ス
は
、
『
哲
学
の
慰
め
』
に
お
い
て
、
「
摂
理
と
は
、
万

物
の
最
高
始
源
者
の
内
に
在
っ
て
一
切
物
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

的
理
性
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
も
し
す
べ
て
の
も
の

を
秩
目
立
て
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
最
高
の
支
配
者
は

自
然
法
を
秩
序
立
て
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
同
じ
ボ
エ
チ
ウ
ス
は
、

同
書
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
こ
の
こ
と
を
一
層
明
瞭
に
示

し
て
い
る
。
「
万
物
の
発
生
（
σ
q
Φ
昌
①
「
O
け
一
〇
）
、
可
変
的
事
物
の
あ
ら

ゆ
る
進
展
（
一
）
「
O
簡
四
『
Φ
ω
ω
d
［
ω
）
、
及
び
す
べ
て
の
種
類
の
運
動
は
、
そ

の
原
因
・
秩
序
及
び
形
相
を
神
の
精
神
の
不
易
性
（
ω
什
二
一
∪
圃
一
一
け
鋤
ω
）
か

ら
受
取
る
。
こ
の
精
神
は
、
自
ら
の
単
一
性
の
城
壁
の
中
に
在
っ
て
、

事
物
支
配
に
対
す
る
多
種
多
様
の
様
式
を
設
定
し
た
。
こ
の
様
式
が
、

神
の
叡
智
（
ぎ
け
Φ
≡
α
q
Φ
昌
二
鋤
）
の
純
粋
性
そ
れ
自
ら
に
於
て
考
へ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
る
時
に
は
摂
理
と
名
づ
け
ら
れ
る
」
、
と
。

　
ダ
マ
ス
コ
ス
〔
の
ヨ
ア
ン
ネ
ス
〕
も
『
命
題
集
』
第
二
巻
に
お
い
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て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
に
同
調
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
「
摂
理
と
は
、
存
在
し
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
が
そ
れ

に
よ
っ
て
妥
当
な
帰
結
を
獲
得
す
る
神
の
意
思
で
あ
る
し
、
と
。

　
以
上
か
ら
、
我
々
は
今
や
　
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
神
の
法
で

あ
る
と
確
言
し
て
い
る
　
　
神
の
摂
理
が
何
で
あ
る
か
を
平
明
に
教

え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
我
々
は
今
や
1
自
然
法
が
そ
の
娘
で
あ

る
と
言
っ
た
　
　
母
を
了
い
出
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
何
故
に
自
然

法
が
神
の
法
の
娘
と
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
あ
る
い
は
神

法
と
名
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
は
、
い
ま
も
っ
て
示
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
、
我
々
の
偉
大
な

先
達
の
う
ち
の
幾
人
か
を
考
慮
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
聖
ト
マ
ス
は
〔
『
神
学
大
全
』
〕
第
二
一
一
部
第
九
一
問
題

第
二
項
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
神
の
摂
理
に
服
し

て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
す
べ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
働
き
や
目

的
へ
の
傾
向
を
有
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
永
遠
法
を
分
有
し

て
い
る
。
そ
し
て
他
の
諸
々
の
も
の
の
間
に
あ
っ
て
、
理
性
的
な
る

被
造
物
は
自
ら
も
摂
理
の
分
担
者
（
0
9
。
『
鉱
。
①
O
ω
）
と
な
っ
て
自
己

な
ら
び
に
他
の
も
の
の
た
め
に
配
慮
（
摂
理
）
す
る
か
ぎ
り
に
お
い

て
、
な
ん
ら
か
の
よ
り
卓
越
し
た
仕
方
で
神
の
摂
理
に
服
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
理
性
的
被
造
物
自
体
に
お
い
て
も
永
遠
な
る
理
念
が
分

有
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
正
し
い
行
為
お
よ
び
目
的
へ
の
自
然
本
性

的
な
る
傾
向
性
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
理
性
的
被
造
物
に
お
け
る

か
か
る
永
遠
法
の
分
有
が
自
然
法
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
然
法
と
は
理
性
的
被
造
物
に
お
け
る
永
遠
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
分
有
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
、
と
。
聖
ト
マ
ス
は
こ
の
よ

う
に
〔
述
べ
て
い
る
〕
。

　
そ
し
て
人
間
は
、
神
性
の
分
有
の
恩
寵
に
よ
っ
て
　
　
こ
の
分
有

は
心
地
良
い
恩
寵
を
含
む
も
の
で
あ
る
一
い
ず
れ
に
せ
よ
神
の
子

と
呼
ば
れ
る
の
み
な
ら
ず
神
と
も
呼
ば
れ
る
に
値
す
る
。
ヨ
ハ
ネ
は

福
音
書
に
お
い
て
、
「
し
か
し
、
言
は
、
自
分
を
受
け
入
れ
た
人
、

そ
の
名
を
信
じ
る
人
々
に
は
神
の
子
と
な
る
資
格
を
与
え
た
」
と
述

　
　
　
　
　
　

べ
て
い
る
。
ま
た
『
詩
編
』
作
者
は
、
「
わ
た
し
は
言
っ
た
『
あ
な

た
た
ち
は
神
々
な
の
か
、
皆
、
い
と
高
き
方
の
子
ら
な
の
か
』
と
」

　
　
　

と
、
さ
ら
に
使
徒
は
、
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
第
八
章
に
お

い
て
、
「
神
の
霊
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
者
は
皆
、
神
の
子
な
の
で
す
」

臨W

ｯ
じ
く
『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
＝
第
六
章
に
お
い

て
、
「
神
に
結
び
付
く
者
は
神
と
一
つ
の
霊
と
な
る
の
で
す
」
と
述

　
　
　
　
れ
　

べ
て
い
る
。

　
そ
れ
故
ボ
エ
チ
ウ
ス
も
ま
た
、
前
述
の
著
作
の
第
三
巻
に
お
い
て
、

「
神
は
本
性
上
一
つ
し
か
な
い
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
神
に
関
与

す
る
こ
と
に
依
っ
て
神
と
な
る
密
な
ら
い
く
ら
多
く
あ
っ
て
も
一
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
　

差
支
へ
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
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次
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
の
聖
ト

　
　
マ
ス
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
自
然
法
は
永
遠
法
の
分
有
に
他
な
ら

　
　
な
い
と
い
う
程
に
永
遠
法
を
分
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
然

　
　
法
は
単
に
神
法
の
娘
と
言
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
自
体
神
法
と

　
　
呼
ば
れ
る
に
値
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
そ
れ
は
模
倣

　
　
（
凶
ヨ
詳
勉
鉱
。
）
に
よ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
同
等
で
あ
る
と
い
う
こ
と

　
　
（
①
①
ρ
＝
巴
詳
①
ω
）
に
よ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
。

　
　
　
あ
あ
、
こ
の
よ
う
な
永
遠
法
の
分
有
は
何
と
素
晴
ら
し
い
こ
と
で

　
　
あ
ろ
う
。
と
言
う
の
も
、
自
然
法
は
1
人
間
と
神
の
関
係
の
よ
う

　
　
に
1
神
法
に
繋
が
っ
て
神
法
と
一
つ
に
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

　
　
自
然
法
の
す
べ
て
が
神
璽
の
分
有
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
然
法
自
体
、

　
　
単
に
泉
か
ら
川
が
流
れ
る
よ
う
に
神
法
か
ら
流
れ
る
の
み
な
ら
ず
、

　
　
海
の
奥
に
あ
る
湾
の
よ
う
に
高
い
神
性
の
深
淵
の
一
部
な
の
で
あ
る
。

　
　
す
な
わ
ち
ロ
ー
マ
法
は
、
子
は
母
の
肉
の
部
分
で
あ
る
が
、
他
方
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
は
父
か
ら
も
部
分
を
受
け
取
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、

　
　
以
上
の
よ
う
な
自
然
法
は
、
そ
の
本
性
の
完
成
に
向
け
て
、
制
限
さ

　
　
れ
え
な
い
永
遠
法
の
大
海
が
注
ぎ
出
す
の
で
な
い
い
か
な
る
も
の
も
、

　
　
別
の
所
か
ら
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
自
然
法

　
　
は
、
量
が
減
ぜ
ら
れ
た
時
に
そ
こ
か
ら
取
り
去
ら
れ
た
全
体
〔
の

料
　
量
〕
を
小
さ
く
し
て
し
ま
う
量
的
な
も
の
の
よ
う
な
形
で
、
神
法
の

資
　
　
一
部
分
を
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
火
か
ら
炎

を
も
ら
っ
た
火
の
よ
う
に
、
自
然
法
は
神
法
の
明
か
り
を
減
ず
る
こ

と
な
く
、
自
ら
に
よ
っ
て
神
法
を
我
々
に
対
し
て
一
層
明
る
く
す
る

の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
自
然
法
は
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
す
べ
て
の
も

の
が
神
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
神
法
で
あ
り
、
か
つ
神
法
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

自
然
法
全
体
を
生
み
出
し
、
ま
た
常
に
神
性
は
明
ら
か
な
る
が
故
に
、

神
法
の
娘
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
天
の
大
空
、
す
な
わ
ち
神
の
教

会
に
置
か
れ
た
二
つ
の
大
き
な
光
る
物
で
あ
る
。
大
き
な
光
り
は
神

法
で
あ
り
、
こ
れ
は
一
我
々
が
神
の
こ
と
を
観
想
す
る
一
我
々

の
霊
的
生
活
か
ら
な
る
昼
を
支
配
し
、
ま
た
こ
こ
地
上
に
お
い
て
神

を
享
受
す
る
。
小
さ
な
光
り
は
自
然
法
で
あ
り
、
こ
れ
は
一
我
々

が
主
か
ら
離
れ
た
　
　
こ
の
俗
的
交
際
か
ら
な
る
暗
い
夜
を
支
配
す

　
め
　

る
。
主
の
恩
寵
に
よ
っ
て
の
み
、
我
々
は
こ
の
世
で
正
し
く
行
動
す

る
が
故
に
。

（
1
）
　
前
出
、
第
五
章
、
参
照
。
編
者
に
よ
れ
ば
、
イ
シ
ド
ル
ス
『
語

源
論
』
の
引
用
箇
所
は
恐
ら
く
第
五
巻
第
二
章
の
「
あ
ら
ゆ
る
法
は

神
に
属
す
る
か
人
間
に
属
す
る
か
で
あ
る
。
神
に
属
す
る
法
は
自
然

　
に
、
人
間
に
属
す
る
法
は
習
慣
に
基
づ
い
て
い
る
」
で
あ
る
。
な
お
、

編
者
は
こ
れ
が
『
学
説
彙
纂
』
第
一
巻
第
一
章
に
含
ま
れ
て
い
る
と

　
し
て
い
る
が
（
§
鴨
ミ
q
憂
℃
冒
．
ω
お
）
、
『
グ
ラ
ー
テ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
教
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令
息
』
第
一
部
第
一
分
節
第
一
法
文
の
誤
り
で
あ
る
。

（
2
）
　
マ
ニ
教
徒
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
（
四
一
〇
年
頃
一
五
〇
〇
年
以

前
）
に
つ
い
て
は
、
H
・
1
・
マ
ル
ー
著
、
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究

所
選
訳
『
キ
リ
ス
ト
教
史
　
二
一
教
父
時
代
一
』
（
一
九
九
六

年
、
平
凡
社
）
、
三
六
一
頁
以
下
、
参
照
。

（
3
）
　
ラ
ン
ベ
ス
写
本
で
は
嘆
。
＜
置
Φ
ロ
ロ
鋤
ρ
二
Φ
ヨ
で
あ
る
が
、
誤
記

　
と
思
わ
れ
る
。
著
作
集
版
同
様
、
℃
憎
。
〈
δ
①
聾
す
ρ
轟
ヨ
と
読
ん
で

　
お
く
。

（
4
）
　
『
哲
学
の
慰
め
』
第
西
部
第
六
（
畠
中
訳
、
一
八
四
頁
）
。

（
5
）
　
同
所
（
畠
中
訳
、
一
八
三
頁
）
。

（
6
）
ダ
マ
ス
コ
ス
の
ヨ
ア
ン
ネ
ス
（
ぢ
び
。
暮
①
ω
U
鋤
8
霧
。
Φ
⇒
¢
ω
）

　
は
、
六
五
〇
年
頃
ダ
マ
ス
コ
ス
で
生
ま
れ
、
七
五
〇
年
頃
死
去
し
た

　
ギ
リ
シ
ア
教
父
。
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
こ
こ
で
の
典
拠
を
『
命

題
集
』
と
し
て
い
る
が
、
編
者
に
よ
れ
ば
、
『
正
統
信
仰
論
』
（
O
①

凱
山
Φ
o
答
び
。
瓢
。
×
9
）
（
あ
る
い
は
『
正
統
信
仰
の
解
明
』

　
（
国
×
℃
o
の
下
蔭
。
一
己
鉱
）
と
も
呼
ば
れ
る
）
の
第
二
巻
第
二
九
章
で
あ

　
る
（
S
ミ
享
“
碁
。
・
も
．
ω
お
）
。
ヨ
ア
ン
ネ
ス
に
つ
い
て
は
、
『
中
世
思

想
原
典
集
成
　
三
』
五
八
九
頁
以
下
に
、
解
説
と
主
著
『
知
識
の

泉
』
（
「
○
郎
ω
　
ω
O
圃
①
【
旨
一
鋤
①
）
の
抄
訳
が
あ
る
。
『
正
統
信
仰
論
』
は
三

部
か
ら
な
る
『
知
識
の
泉
』
の
第
三
部
に
あ
た
る
。

（
7
）
　
稲
垣
良
典
訳
『
法
（
旧
法
）
』
、
一
九
頁
。

（
8
＞
　
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
　
一
、
　
＝
一
。

（
9
）
　
『
詩
篇
』
八
二
、
六
。

（
！
0
）
　
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
隔
八
、
一
四
。

（
1
1
）
　
『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
こ
六
、
一
七
。
但
し
、
ヴ

　
ル
が
雲
版
の
U
o
ヨ
ぎ
霧
は
U
①
¢
ω
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

（
1
2
）
　
『
哲
学
の
慰
め
』
第
三
部
第
一
〇
（
畠
中
訳
、
＝
一
五
頁
〉
。

（
1
3
）
　
出
典
不
明
。
な
お
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
　
『
イ
ン
グ
ラ
ン

　
ド
法
の
礼
賛
に
つ
い
て
』
第
四
二
章
に
お
い
て
、
子
の
身
分
を
母
親

　
の
そ
れ
に
従
わ
せ
る
ロ
ー
マ
法
と
、
父
親
の
そ
れ
に
従
わ
せ
る
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
法
を
比
較
し
て
、
後
者
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
議
論

　
を
展
開
し
て
い
る
（
前
掲
「
邦
訳
」
口
、
一
三
四
一
一
三
七
頁
、
参

　
照
）
。

（
1
4
）
　
著
作
集
版
の
O
Φ
℃
①
簿
は
、
ラ
ン
ベ
ス
写
本
で
は
℃
①
需
冨
葺

　
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
『
創
世
紀
』
一
、
一
四
一
一
六
「
神
は
言
わ
れ
た
。
『
天
の
大
空

　
に
光
る
物
が
あ
っ
て
、
昼
と
夜
を
分
け
、
季
節
の
し
る
し
、
日
や
年

　
の
し
る
し
と
な
れ
。
天
の
大
空
に
光
る
物
が
あ
っ
て
、
地
を
照
ら

　
せ
。
』
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
。
神
は
二
つ
の
大
き
な
光
る
物
と
星
を

造
り
、
大
き
な
方
に
昼
を
治
め
さ
せ
、
小
さ
な
方
に
夜
を
治
め
さ
せ

　
ら
れ
た
」
、
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）
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