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一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
と
ル
ソ
ー
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
由

来
、
諸
家
の
間
に
多
種
多
様
の
言
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
テ
ー
ヌ
と

ル
メ
ー
ト
ル
の
そ
れ
は
反
ル
ソ
ー
の
呪
咀
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
け

れ
ど
も
こ
う
し
た
言
説
は
要
す
る
に
後
世
史
家
の
恣
意
的
な
批
判
に
す
ぎ
な

い
。
ま
た
こ
の
革
命
の
全
過
程
を
通
じ
て
ル
ソ
ー
が
い
か
に
取
扱
わ
れ
た
か

に
つ
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
多
く
の
史
実
と
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
知
っ
て
い
る
。

革
命
議
会
に
お
け
る
頻
繁
な
ル
ソ
ー
の
援
用
は
別
と
し
て
‘
|
|
I
I
人
民
の

友
lJ

マ
ラ
ー
は
パ
リ
の
街
頭
で
「
社
会
契
約
論
」
を
ふ
り
か
ざ
し
て
人
々
の

熱
狂
を
煽
っ
た
。
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
、
晩
年
散
歩
中
の
ル
ソ
ー
を
見
て
つ

よ
い
印
象
を
う
け
、
そ
の
後
「
ル
ソ
ー
ヘ
の
献
辞
」
を
書
い
て
、
こ
の
「
神

人
の
尊
い
足
跡
」
を
追
わ
ん
こ
と
を
誓
っ
た
。
ま
た
ル
ソ
ー
の
遺
骸
は
革
命

政
府
に
よ
っ
て
エ
ル
ム
ノ
ン
ヴ
ィ
ル
の
墓
所
か
ら
。
ハ
ン
テ
オ
ン
廟
へ
移
葬
さ

＊
 

れ
た
。
そ
し
て
そ
の
盛
大
な
祭
典
に
は
祖
国
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
代
表
団
も
織
を

立
て
て
参
加
し
た
。

＊
こ
の
戦
に
は
「
貴
族
的
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
は
か
れ
を
追
放
し
た
が
、
再
生

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
は
か
れ
の
名
誉
を
回
復
し
た
」
と
書
か
れ
て
い
た
。

ビ
ュ

マ
ン
述

「
ジ
ャ

ン
・
ジ
ャ
ッ

け
れ
ど
も
現
実
に
こ
の
「
革
命
の
悪
霊
」
が
当
代
の
人
々
に
よ
っ
て
ど
う

考
え
ら
れ
て
い
た
か
、

l

そ
の
証
拠
物
件
は
な
い
か
o
,
．
ー
ー
で
き
れ
ば
そ

の
実
物
を
入
手
し
た
い
と
い
う
の
が
、
私
の
滞
仏
中
の
念
願
の
―
つ
で
あ
っ

＊
 

た
。
そ
し
て
つ
い
に
某
友
人
の
好
意
に
よ
っ
て
表
題
の
一
冊
子
を
所
有
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
私
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
ル
ソ
ー
博
物
館
で

陳
列
ケ
ー
ス
の
ガ
ラ
ス
越
し
に
視
線
を
ひ
き
つ
け
ら
れ
、
扉
書
を
ノ
ー
ト
し

た
文
書
の
―
つ
で
あ
っ
て
、
バ
レ
ー
ル
・
ド
・
ヴ
ィ
ユ
ー
ザ
ッ
ク
や
マ
ダ
ム

・
ド
・
ジ
ャ
リ
エ
ー
ル
の
も
の
と
と
も
に
こ
の
種
の
貴
重
な
文
献
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
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ビ
ュ
マ
ン
の
「
ル
ソ
ー
讃
」
は
、
扉
書
（
写
真
参
照
）
に
も
あ
る
よ
う

に
、
革
命
麿
十
二
年
ヴ
ァ
ン
デ
ミ
エ
ー
ル
（
葡
萄
月
）
二
十
日
、
ル
ソ
ー
の

遺
骸
が
パ
ン
テ
オ
ン
に
移
さ
れ
た
記
念
の
日
に
、
「
ル
ソ
ー
友
の
会
」
で
な

さ
れ
た
講
演
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
が
こ
の
聖
堂
に
祀
ら
れ
た
の
は
一
七
九
四
年

永

＊
 

田

ク
：
ル
ソ
ー
讃
」

英
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十
月
十
一
日
（
革
命
暦
三
年
ヴ
ァ
ン
デ
ミ
ェ
ー
ル
ニ
十
日
）
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
日
—
ー
一
八
0
三
年
十
月
十
一
日
は
移
葬
九
周
年
の
記
念
日
に
あ
た

る。
作
者
ビ
ュ
マ
ン
と
こ
の
「
ル
ソ
ー
友
の
会
」
に
つ
い
て
は
、
こ
ち
ら
で
は

調
査
の
手
段
が
な
か
っ
た

3

そ
こ
で
。
ハ
リ
の
「
ル
ソ
ー
協
会
」
の
幹
事
で

「
新
し
い
人
間
。
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
」
の
著
者
マ
ク
ジ
ム
・
ネ

モ
氏
に
謀
ね
た
が
、
同
氏
の
格
別
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
証
的
な
も

の
は
何
も
え
ら
れ
な
か
っ
た
由
。
そ
こ
で
さ
ら
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
「
ル
ソ

ー
協
会
」
に
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
同
協
会
書
記
ア
ン
ヌ
・
マ
リ
・
プ
フ
ィ
ス

テ
ル
嬢

(
M
l
l
e
A
n
n
e
-
M
a
r
i
e
 P
f
i
s
t
e
r
)

か
ら
懇
切
な
返
書
を
よ
せ
ら

れ
た
。
け
れ
ど
も
同
嬢
の
あ
ら
ゆ
る
書
誌
、
目
録
、
専
門
書
に
つ
い
て
の

「
長
い
忍
耐
づ
よ
い
調
査
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
か
ら
も
左
の

報
告
を
え
た
に
す
ぎ
な
い
。

「J
•
N

・
ピ
ュ
マ
ン
は
ま
っ
た
く
神
秘
的
な
人
物
で
す
。
そ
の
名

は
ど
こ
に
も
見
当
り
ま
せ
ん
。
か
れ
は
こ
の
「
讃
」
の
ほ
か
に
は
何

も
書
か
な
か
っ
た
の
で
し
よ
う
。
パ
リ
の
国
立
図
書
館
の
「
図
書
目

録
」
に
さ
え
載
っ
て
い
ま
せ
ん
。
わ
た
し
が
閲
覧
し
た
書
物
の
ど
れ

に
も
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

「
ル
ソ
ー
友
の
会
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
イ
ザ
ベ
ル
・
プ
ー
ル

2
 

ダ
ン
女
史
の
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
中
の
パ
リ
の
民
間
団
体
」
に
つ
い
て

の
著
書
に
も
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
大
し
て
重
要
な
会
で
は
な

か
っ
た
の
で
し
よ
う
。
あ
る
い
は
こ
の
「
ル
ソ
ー
友
の
会
」
は
一
七

九
二
年
以
後
に
、
つ
ま
り
プ
ル
ー
ダ
ン
女
史
の
研
究
し
た
時
代
以
後

に
設
立
さ
れ
た
も
の
で
し
よ
う
。
た
だ
モ
リ
ー
ス
・
ツ
ー
ル
ヌ
ー
著

な
お
、
こ
の
「
ル
ソ
ー
讃
」
に
附
さ
れ
た
銘
句
（
扉
書
。
本
文
四
ニ
ペ
ー

ジ
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
）
に
つ
い
て
も
、
未
詳
、
お
そ
ら
く
革
命
時
代
の

弁
論
家
の
言
で
あ
ろ
う
」
と
同
媛
は
い
っ
て
い
る
。
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と
こ
ろ
で
、
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
終
局
を
ど
こ
に
劃
す
る
か
に
つ

い
て
は
諸
説
が
あ
る
。
あ
る
人
は
一
七
九
四
年
の
「
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
反
動
」

2
 

を
、
ま
た
あ
る
人
は
一
七
九
九
年
の
「
プ
リ
ュ
メ
ー
ル
十
八
日
」
の
ク
ー
デ

タ
ー
を
、
さ
ら
に
あ
る
人
は
一
八

0
四
年
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
政
の
成
立
を
も

3) 2) 
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「
革
命
時
代
の
パ
リ
史
書
誌
」
の
中
に
つ
ぎ
の
出
版
物
が
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
o
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ジ
ャ
ソ
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
の
霊
に
捧
ぐ

お
お
、
ル
ソ
ー
よ
！
真
理
の
た
め
に
も
ろ
も
ろ
の
侮
辱
と
迫

害
に
耐
え
た
偉
人
に
は
、
あ
ま
り
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
こ
の
敬
意

を
う
け
給
え
，
汝
の
遺
骸
が
安
ら
か
に
眠
る
よ
う
に
！
汝
の
名

誉
は
正
義
と
感
謝
に
み
ち
た
す
べ
て
の
人
々
の
胸
の
中
に
永
遠
に

讃
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

＊ 

っ
て
そ
の
劃
期
と
し
て
い
る
。
い
づ
れ
に
せ
よ
。
こ
の
講
演
の
な
さ
れ
た
一

八
0
三
年
に
は
、
ま
だ
大
革
命
の
社
会
的
躯
攣
は
持
続
し
、
血
な
ま
ぐ
さ
い

ド
ラ
マ
の
記
憶
も
生
々
し
く
、
人
々
は
異
常
な
雰
囲
気
の
中
に
生
き
て
い

た
。
し
か
も
、
ボ
ナ
。
ハ
ル
ト
の
出
現
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
は
急
速
に
膨
胆
し
、
す
で
に
全
ョ
ー
ロ
ッ
パ
に
爆
発
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
ー
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
特
異
な
時
代
環
境
と
心
理
状
態
に
あ
っ
て

II
自
然
と
真
実
の
人
“
ル
ソ
ー
が
、
こ
の
人
を
愛
す
る
人
々
の
集
会
で
、
ど

の
よ
う
に
語
ら
れ
た
か
を
知
る
た
め
に
、
こ
の
「
ル
ソ
ー
讃
」
の
全
文
を
紹

介
し
よ
う
。

D

一
七
九
四
年
七
月
二
十
七
H

（
革
命
暦
二
年
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
（
熱

月
）
九
日
）
、
ロ
ペ
ス
ピ
エ
ー
ル
が
失
脚
し
て
恐
怖
政
治
が
終
っ

た。

の
一
七
九
九
年
十
一
月
九
日
（
革
命
暦
七
年
プ
リ
ュ
メ
ー
ル
（
霧
月

十
八
日
）
、
ポ
ナ
。
ハ
ル
ト
が
こ
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
軍
事
独
裁

権
を
握
っ
た
。

ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
讃

市
民
諸
君

諸
君
は
、
ル
ソ
ー
の
名
誉
を
讃
え
る
た
め
に
定
め
ら
れ
た
こ
の
日
に
、
か

れ
の
墓
の
上
に
花
を
供
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
私
は
諸
君
の
意
見
の
代
弁
者

と
し
て
、
そ
の
天
オ
と
労
作
に
よ
っ
て
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
名
を
は
せ
た
、
不

滅
の
人
に
た
い
す
る
公
衆
の
感
謝
の
念
を
諸
君
と
と
も
に
わ
か
つ
も
の
で
あ

る。
市
民
諸
君
、
諸
君
も
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
今
日
か
れ
は
人
類
の
恩
人
の

一
人
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
か
れ
の
オ
椛
、
天
性
、
か
れ
の
道
徳
、
節

義
が
か
れ
に
こ
の
資
格
を
獲
得
さ
せ
た
の
だ
。
か
れ
の
名
誉
の
た
め
に
建
て

ら
れ
た
像
、
フ
ラ
ン
ス
人
民
が
か
れ
の
遺
骸
を
も
っ
と
も
栄
誉
あ
る
記
念
建

造
物
の
中
に
納
め
て
、
か
れ
に
さ
さ
げ
た
。
ハ
ン
テ
オ
ン
の
礼
式
、
統
領
回
廊

に
お
け
る
偉
大
な
人
々
の
中
に
数
え
ら
れ
、
元
老
院
の
会
議
室
の
中
に
置
か

れ
た
か
れ
の
胸
像
、
こ
れ
ら
は
ル
ソ
ー
の
た
め
に
国
民
的
感
謝
と
同
じ
く
か

れ
が
雄
弁
と
梢
力
を
も
っ
て
そ
の
権
利
を
宣
言
し
た
諸
国
民
の
感
謝
の
、
永

遠
の
誓
い
を
保
証
す
る
記
念
物
で
あ
る
。

こ
の
偉
大
な
人
間
に
関
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
人
類
に
か
か
わ
る
も
の

だ
。
か
れ
は
そ
の
世
紀
と
祖
国
を
か
れ
の
明
智
と
節
義
の
範
に
よ
っ
て
啓
発

し
、
そ
し
て
均
し
く
こ
れ
ら
に
名
誉
を
あ
た
え
た
の
だ
。
か
れ
は
不
正
と
偏

見
を
理
性
の
法
廷
に
召
喚
し
て
、
そ
の
法
に
よ
っ
て
裁
か
せ
た
。
こ
の
法
廷

に
お
い
て
、
か
れ
は
被
圧
迫
者
の
勇
敢
な
弁
識
人
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
そ
の

天
オ
と
雄
弁
に
よ
っ
て
、
暴
政
に
た
い
す
る
諸
国
民
の
権
利
と
と
も
に
、
自

然
の
権
利
を
主
張
し
た
。
「
正
義
と
真
実
、
と
か
れ
は
い
う
。
こ
れ
が
人
間

の
第
一
の
義
務
だ
。
人
類
と
祖
国
、
こ
れ
が
人
間
の
第
一
の
愛
情
だ
。
特
殊

な
配
慮
が
こ
の
順
序
を
変
え
さ
せ
る
時
、
と
か
れ
は
つ
け
加
え
る
。
人
間
は

41 



あ
る
批
評
家
の
い
う
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
は
徳

Vertu
と
い
う
厳
め
し
い

言
葉
の
感
じ
を
妓
吹
し
た
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
こ
れ
を
念
入
り
な
誇
張
に

よ
っ
て
し
ば
し
ば
繰
返
し
た
と
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
他
の
多
く
の
人
々
の

よ
う
に
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
義
務
、
わ
れ
わ

れ
の
幸
福
に
不
可
欠
な
原
理
、
ま
た
人
間
が
自
己
自
身
に
い
だ
き
、
か
つ
そ

の
同
胞
に
は
ら
う
べ
き
尊
敬
に
つ
い
て
語
る
時
、
そ
れ
は
真
情
か
ら
の
み
発

し
う
る
と
こ
ろ
の
豊
富
さ
と
魅
力
と
迫
力
を
も
っ
て
で
あ
る
。

い
か
な
る
作
家
も
、
人
間
の
心
を
よ
り
真
近
に
観
察
し
、
ま
た
女
性
の
性

格
や
母
親
の
義
務
を
よ
り
よ
く
描
い
た
も
の
は
な
い
。
有
名
な
ビ
ュ
フ
ォ
ン

は
、
ル
ソ
ー
以
前
に
、
母
親
は
み
づ
か
ら
子
供
を
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

唱
え
、
そ
し
て
そ
れ
を
証
明
し
た
と
い
っ
て
指
摘
さ
れ
た
が
、
「
な
る
ほ
ど
、

と
博
学
な
自
然
学
者
は
答
え
た
。
わ
れ
わ
れ
は
皆
そ
の
こ
と
を
い
っ
た
。
し

か
し
ル
ソ
ー
だ
け
が
そ
れ
を
命
令
し
、
そ
し
て
服
従
さ
せ
る
。
」

ま
た
か
れ
は
母
親
に
嬰
児
を
あ
ま
り
窮
屈
な
、
締
め
つ
け
た
産
羞
の
中
に

く
る
ん
で
は
な
ら
ぬ
と
教
え
て
、
同
じ
く
こ
れ
を
守
ら
せ
た
。
そ
れ
は
嬰
児

の
呼
吸
を
さ
ま
た
げ
、
身
体
を
変
形
さ
せ
、
健
康
に
必
要
な
運
動
を
奪
っ
て

し
ま
う
。
こ
の
有
害
な
習
慣
は
、
誤
謬
の
諸
世
紀
を
通
し
て
伝
達
さ
れ
、
今

日
ま
で
浸
透
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

ル
ソ
ー
は
ま
た
わ
れ
わ
れ
に
、
善
良
な
市
民
を
形
成
し
、
そ
し
て
そ
の
義

務
を
り
っ
ば
に
果
す
能
力
を
あ
た
え
る
た
め
の
公
教
育
の
重
要
性
を
十
分
に

知
ら
せ
た
。
「
公
の
問
題
に
お
い
て
、
と
か
れ
は
い
っ
た
。
わ
た
し
の
声
が

い
か
に
微
力
で
あ
ろ
う
と
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
発
言
す
る
権
利
は
、
こ
れ
ら

つ
ね
に
有
罪
な
の
だ
。
」

＊
「
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
ヘ
の
書
簡
」
の
序
文
。

＊
 

の
問
題
を
知
る
義
務
を
わ
た
し
に
課
す
る
に
十
分
で
あ
る
。
」

＊
「
杜
会
契
約
論
」
第
一
部
。

十
八
世
紀
は
博
学
の
世
紀
を
も
っ
て
み
づ
か
ら
任
じ
て
い
た
。
そ
し
て
そ

の
世
紀
の
、
こ
れ
が
も
っ
と
も
博
学
な
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
わ
れ

わ
れ
は
注
意
し
よ
う
。

こ
の
偉
人
の
い
っ
た
よ
う
に
、
学
問
の
乱
用
は
道
徳
に
有
害
で
あ
っ
た

が
、
無
智
が
諸
国
民
を
苦
し
め
る
も
っ
と
も
大
き
な
禍
の
―
つ
で
あ
る
こ
と

も
自
明
で
あ
る
。
実
際
、
無
智
は
社
会
的
災
害
の
も
っ
と
も
多
産
な
根
源
で

あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
明
識
と
祖
国
愛
に
よ
っ
て
秀
で
た
あ
る
作
家

と
と
も
に
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
を
躊
躇
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

II
未
開
発
の
た
だ
一
枚
の
田
畑
も
、
た
だ
一
個
の
精
神
も
見
ら
れ
ぬ

国
こ
そ
幸
い
な
れ
！
li

国
民
の
無
智
が
暴
君
に
の
み
有
益
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
も
の
が
あ
ろ
う

か
。
無
智
は
単
に
善
を
お
こ
な
う
に
必
要
な
智
識
を
禁
じ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
れ
自
身
不
利
で
あ
る
ば
か
り
か
、
さ
ら
に
み
づ
か
ら
知
ら
ぬ
こ
と
を

知
っ
て
い
る
と
信
じ
る
点
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
危
険
で
あ
る
。
「
無
智
ほ

ど
決
定
的
な
も
の
は
何
も
な
い
、
と
ル
ソ
ー
は
い
う
。
そ
し
て
懐
疑
は
大
衆

の
間
に
は
極
め
て
稀
な
も
の
だ
、
真
の
哲
学
者
に
お
い
て
断
定
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
。
」

ル
ソ
ー
が
人
間
の
心
と
政
治
支
配
の
学
に
つ
い
て
な
し
た
研
究
は
、
そ
の

あ
ら
ゆ
る
弊
害
を
か
れ
を
知
ら
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
深
遠
な
モ
ラ
リ
ス

ト
、
同
じ
く
深
遠
な
政
治
家
で
あ
る
ル
ソ
ー
に
、
君
主
政
治
の
退
廃
を
予
見
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さ
せ
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
そ
の
悪
弊
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
か
れ
は
革
命
の
第
一
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
そ
の
到
来
の
三
十

年
以
上
も
前
に
こ
れ
を
予
言
し
た
。
後
世
は
そ
の
証
拠
を
か
れ
の
著
作
の
中

に
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
文
章
を
忠
実
に
引
写
し
て
、
聴
衆

の
注
意
に
供
し
よ
う
。

「
諸
君
は
社
会
の
現
在
の
秩
序
を
信
じ
て
い
る
が
、
と
ル
ソ
ー
は
い

っ
た
。
し
か
し
諸
君
は
こ
の
秩
序
が
必
然
的
に
革
命
を
ま
ぬ
が
れ
ぬ

も
の
で
あ
り
、
し
か
も
諸
君
の
子
弟
の
身
に
か
か
わ
る
変
革
を
予
見

す
る
こ
と
も
、
予
防
す
る
こ
と
も
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
て

も
見
な
い
の
だ
。
大
官
は
小
吏
と
な
り
、
富
者
は
貧
者
と
な
り
、
君

主
は
臣
下
と
な
る
の
だ
。
だ
か
ら
運
命
の
打
撃
は
諸
君
が
そ
れ
を
ま

ぬ
が
れ
う
る
と
考
え
る
ほ
ど
稀
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は

危
機
の
状
態
と
革
命
の
世
紀
に
近
づ
い
て
い
る
、
と
か
れ
は
つ
づ
け

る
。
そ
の
時
わ
れ
わ
れ
が
ど
う
な
る
か
を
、
誰
が
わ
れ
わ
れ
に
保
証

し
え
よ
う
。
人
間
が
作
っ
た
す
べ
て
の
も
の
を
、
人
間
が
破
壊
す
る

か
も
知
れ
な
い
の
だ
。
自
然
が
押
す
極
印
の
ほ
か
に
消
し
が
た
い
も

の
は
何
も
な
い
。
そ
し
て
自
然
は
君
主
も
富
者
も
大
名
も
作
ら
な
い

の
だ
。
さ
れ
ば
諸
君
が
権
勢
の
た
め
に
の
み
育
て
た
太
守
は
、
下
猿

に
あ
っ
て
ど
う
す
る
か
。
黄
金
に
よ
っ
て
し
か
生
き
る
術
を
知
ら
ぬ

収
税
人
は
、
貧
困
に
あ
っ
て
何
を
す
る
か
。
自
分
自
身
を
用
い
る
術

を
知
ら
ず
、
自
己
の
外
な
る
も
の
の
中
に
の
み
自
分
の
存
在
を
投
入

す
る
、
あ
の
仰
々
し
い
馬
鹿
者
は
、
す
べ
て
を
剥
奪
さ
れ
て
、
ど
う

す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
お
の
れ
を
捨
て
る
身
分
を
捨
て
、
運
命
を
無

視
し
て
人
間
で
留
ま
る
も
の
こ
そ
幸
い
な
る
か
な
だ
！
自
分
の
王

座
の
残
骸
の
下
に
狂
気
の
ご
と
く
わ
が
身
を
埋
め
よ
う
と
す
る
、
あ

の
敗
戦
の
王
者
を
、
あ
ら
ん
か
ぎ
り
讃
え
る
が
よ
い
。
こ
の
わ
た
し

は
、
か
れ
を
軽
蔑
す
る
，
か
れ
は
王
冠
に
よ
っ
て
の
み
存
在
し
、
王

者
で
な
け
れ
ば
、
ま
っ
た
く
無
に
ひ
と
し
い
こ
と
を
わ
た
し
は
見
る

か
ら
だ
。
し
か
し
王
冠
を
失
っ
て
も
、
そ
れ
な
し
で
過
せ
る
人
は
、

そ
の
時
、
王
冠
の
上
に
あ
る
。
卑
怯
者
で
も
、
悪
人
で
も
、
狂
人
で

も
、
人
並
に
み
た
し
う
る
王
者
の
位
か
ら
、
そ
の
人
は
滅
多
に
人
の

み
た
し
え
な
い
人
間
の
身
分
に
上
る
の
だ
。
そ
う
し
て
、
こ
の
人
は

運
命
に
打
勝
ち
、
運
命
を
物
と
も
し
な
い
。
自
分
一
人
の
ほ
か
に
は

何
も
の
も
負
っ
て
い
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、
も
は
や
自
分
以
外
に
示

す
も
の
の
な
い
時
、
こ
の
人
は
決
し
て
無
で
は
な
い
。
何
も
の
か

だ
。
そ
う
だ
、
わ
た
し
は
、
君
臨
し
な
け
れ
ば
、
自
分
が
ど
う
な
る

か
も
知
ら
ぬ
哀
れ
な
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
よ
り
も
、
ま
た
三
つ
の
王
国

2
 

の
所
有
者
の
相
続
人
で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
の
不
幸
に
つ
け
こ
む
す

べ
て
の
人
の
玩
具
と
な
り
、
宮
廷
か
ら
宮
廷
へ
さ
ま
よ
い
歩
き
、
到

る
と
こ
ろ
に
救
援
を
も
と
め
て
到
る
と
こ
ろ
に
侮
辱
を
見
出
し
、
も

は
や
自
己
の
手
中
に
な
い
職
業
の
ほ
か
に
何
も
の
も
な
し
え
な
い
男

よ
り
も
、
コ
リ
ン
ト
で
学
舎
の
教
師
に
な
っ
た
ツ
ュ
ラ
ク
サ
イ
の
王

や
、
ロ
ー
マ
で
書
記
に
な
っ
た
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
王
の
方
を
百
倍
も
愛

＊
 

す
る
。
」

D

タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
傲
慢
玉

(
T
a
r
q
u
i
n
i
u
s
S
u
p
e
r
b
u
s
,
 T
a
r
-

q
u
i
n
 le 
S
u
p
e
r
b
e
)

ロ
ー
マ
最
後
の
王
。

の
小
僣
称
者
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
エ
ド
ワ
ー
ド

(
C
h
a
r
l
e
s
E
d
w
a
r
d
)
 

英
国
王
ジ
ェ
イ
ム
ズ
ニ
世
の
孫
。

の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ツ
オ
ス
ニ
世

(
D
i
o
n
y
s
i
o
s
・
t
r
,

D
e
n
y
s
 
le 
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.;; 4) 
J
e
u
n
e
)
 
;;,, 
ュ
ラ
ク
サ
イ
の
借
主
。

マ
ケ
ド
ニ
ア
の
王
ペ
ル
セ
ウ
ス
の
子
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
。

「
エ
ミ
ー
ル
」
巻
i-io

何
と
い
う
拙
写
で
あ
ろ
う
、
市
民
諸
君
'
•
そ
し
て
ル
ソ
ー
の
雄
揮
な
筆

か
ら
出
た
、
何
と
す
ば
ら
し
い
教
訓
で
あ
ろ
う
！
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
文
章

の
中
に
、
何
と
い
う
真
実
、
何
と
い
う
判
断
の
深
さ
を
見
る
こ
と
で
あ
る

う
！
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
次
の
文
章
に
、
こ
の
偉
大
な
人
が
政
治
に
劣
ら
ず

道
徳
に
お
い
て
も
深
辿
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
る
で
あ
ろ
う
。

「
幼
年
時
代
に
適
当
す
る
吼
一
の
適
徳
の
教
え
は
、
と
か
れ
は
い

ぅ
3

そ
し
て
も
若
を
間
わ
ず
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
は
、
何
人
に
も

決
し
て
悪
を
な
さ
な
い
こ
と
だ
。
警
を
な
す
べ
し
と
い
う
掟
そ
の
も

の
も
、
こ
の
教
え
に
依
存
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
危
険
、
虚
偽
、
不

条
坪
で
あ
る
。
誰
が
華
＂
を
な
さ
な
い
か
。
す
ぺ
て
の
人
が
善
を
な

す
、
悪
人
も
他
の
人
々
と
詞
様
に
。
悪
人
は
百
人
の
不
幸
者
を
犠
牲

に
し
て
一
人
の
幸
福
者
を
つ
く
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
の

災
禍
が
生
じ
る
の
だ
。
も
っ
と
も
崇
高
な
徳
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
だ
。
同

時
に
も
っ
と
も
困
難
な
も
の
だ
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
何
の
衛
い

も
な
く
、
ま
た
い
ま
一
人
の
人
間
を
わ
れ
わ
れ
に
満
足
さ
せ
て
送
り

か
え
す
と
い
う
、
あ
の
人
間
の
心
に
快
い
愉
悦
を
超
越
し
て
い
る
か

ら
だ
。
お
お
ー
・
自
分
の
同
胞
に
、
と
ル
ソ
ー
は
叫
ぶ
。
絶
対
に
悪

を
な
さ
な
い
人
が
、
も
し
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
必
然
的
に
何
と

い
う
善
を
な
す
こ
と
で
あ
ろ
う
！
そ
の
た
め
に
こ
の
人
は
何
と
い

う
梢
神
の
不
屈
さ
、
性
格
の
強
さ
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
！
こ

れ
を
や
り
遂
げ
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
の

は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
誠
す
る
の
で
な
く
、
こ
れ
を
実
践
し
よ

う
と
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る

Q

」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

II
己
の
欲
せ
ざ
る
所
、
こ
れ
を
人
に
施
さ
ず
。

Ji

こ
の
正
義
に
よ
っ
て

定
め
ら
れ
た
戒
律
を
、
誰
が
JV

ゾ
ー
よ
り
も
よ
く
論
述
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
論
述
に
よ
っ
て
誰
が
か
れ
よ
り
も
よ
く
こ
れ
を
説
得
的
な
ら
し
め
た
で

あ
ろ
う
か
。
幼
年
時
代
に
こ
れ
を
教
え
、
そ
し
て
老
若
を
問
わ
ず
、
す
べ
て

の
人
々
に
し
ば
し
ば
繰
返
す
こ
と
は
、
い
か
に
肝
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
！

人
間
の
幸
福
と
人
類
の
名
誉
を
つ
く
る
た
め
に
は
、
こ
の
戒
律
が
守
ら
れ
さ

え
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。

ル
ソ
ー
を
雄
弁
家
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
つ
ね
に
か
れ
の
中

に
天
才
人
を
、
力
と
熱
と
想
像
力
と
霊
慇
に
み
ち
た
深
遠
な
人
間
を
見
出
す

で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
自
己
の
天
才
を
あ
ら
ゆ
る
ス
タ
イ
ル
に
順
応
さ
せ
る
術

を
知
っ
て
い
た
。
諧
調
、
律
動
、
そ
し
て
か
れ
の
文
章
全
体
の
調
和
は
、
雄

弁
術
に
お
け
る
美
質
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。
か
れ
は
白
己
の
思
想
を
、
あ
の
文

荒
の
魅
力
あ
る
い
は
肱
術
を
う
む
精
神
の
明
敏
、
感
情
の
繊
細
、
芙
妙
な
感

受
性
を
も
っ
て
表
現
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
書
巻
を
措
く
あ
た
わ
し
め
ず
、

喜
ん
で
ふ
た
た
び
取
ら
せ
る
と
こ
ろ
の
麗
法
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
り
、
か
つ
て

二
人
の
シ
ェ
ズ
ィ
ッ
ト
を
し
て
か
れ
に
そ
の
雄
弁
の
秘
訣
を
関
わ
せ
た
も
の

だ
。
「
神
父
方
よ
、
と
ル
ソ
ー
は
い
っ
た
。
実
際
わ
た
し
は
秘
訣
を
―
つ
も

っ
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
は
あ
な
た
方
の
社
会
に
は
通
用
し
な
い
。
そ
れ
は
決

し
て
自
分
の
考
え
る
こ
と
し
か
い
わ
な
い
こ
と
だ
。
」

か
れ
の
「
教
育
論
」
は
、
若
干
の
点
で
は
実
行
不
可
能
な
も
の
だ
が
、
す

ぐ
れ
た
原
理
に
み
ち
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
重
要
な
問
題
に
公
衆
の
注
意
を
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う
ま
く
喚
起
し
た
。
エ
ル
ヴ
ェ
ン
ウ
ス
は
、
ル
ソ
ー
が
生
徒
に
所
有
権
を
尊

重
し
、
真
人
た
る
こ
と
を
教
え
る
、
そ
の
方
法
だ
け
で
も
立
像
に
値
し
た
と

信
じ
て
い
た
。

柑
神
を
古
代
人
の
読
書
で
培
わ
れ
た
ル
ソ
ー
は
、
古
代
作
家
に
柏
通
し
て

い
た
。
か
れ
は
随
時
随
所
に
的
確
な
引
用
を
し
て
、
古
代
人
に
、
そ
の
美
徳

あ
る
い
は
悪
徳
に
お
い
て
、
正
し
い
評
価
を
あ
た
え
た
。
か
れ
は
特
に
ギ
リ

ツ
ア
と
イ
タ
リ
ア
の
古
代
の
民
衆
を
、
そ
の
自
由
へ
の
愛
の
故
に
称
讃
し

た
。
あ
あ
、
も
し
か
れ
が
、
フ
ラ
ン
ス
人
民
の
数
々
の
勝
利
に
照
嘆
す
る
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
を
見
た
な
ら
ば
、
何
と
い
っ
た
で
あ
ろ
う
！
フ
ラ
ン
ス
人
民
は

自
己
の
自
由
と
他
の
諸
国
民
の
自
由
の
た
め
に
闘
い
、
つ
い
に
、
自
己
の
勇

気
と
明
智
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
軍
の
上
に
か
く
も
多
く
の
名
誉
を
も
た
ら
し

た
こ
の
苦
し
い
戦
闘
か
ら
、
堂
々
と
ぬ
け
出
る
の
で
あ
る
。

哲
学
者
と
し
て
、
ル
ソ
ー
は
善
人
を
愛
し
た
ほ
ど
に
悪
人
を
憎
ん
で
い

た
。
か
れ
の
善
徳
は
か
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
友
人
を
あ
た
え
た
。
す
な
わ
ち
身

分
と
個
人
的
価
値
に
よ
っ
て
秀
で
た
人
々
で
あ
る
。
（
リ
ュ
ク
サ
ン
プ
ー
ル

元
師
、
マ
ル
ゼ
ル
プ
長
官
な
ど
。
）
か
れ
は
ま
た
す
べ
て
の
偉
大
な
人
々
が

も
っ
た
よ
う
に
、
敵
を
も
っ
た
。
か
れ
の
卓
越
し
た
才
能
が
殺
望
と
嫉
妬
ぶ

か
い
競
争
心
を
よ
び
さ
ま
し
、
こ
れ
に
つ
き
ま
と
わ
れ
、
中
傷
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
か
れ
が
筆
を
と
っ
た
の
は
、
す
で
に
四
十
歳
に
近
か
っ
た
。
こ
の

時
、
か
れ
は
博
学
多
識
の
―
つ
の
論
文
に
よ
っ
て
文
学
生
活
を
は
じ
め
た
の

だ
が
、
そ
の
論
文
こ
そ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
い
ま
一
人
の
偉
人
を
告
知
し
た
の
で

あ
る
。デ

ィ
ジ
ョ
ン
の
ア
カ
デ
ミ
ー
は
懸
賞
課
題
と
し
て
次
の
問
題
を
提
示
し
た

の
で
あ
っ
た
°
|
ー

”
学
問
芸
術
の
復
興
は
道
徳
を
純
化
す
る
の
に
貢
献
し
た
か
ど
う

＊
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ル
ソ
ー
は
こ
の
問
題
を
検
討
し
た
。
か
れ
の
心
は
感
動
し
、
眼
は
涙
に
ぬ

れ
た
。
そ
し
て
か
れ
は
学
問
が
道
徳
に
有
益
で
あ
っ
た
よ
り
も
は
る
か
に
有

害
で
あ
っ
た
こ
と
を
世
界
に
宜
言
し
た
。

「
し
か
し
、
も
し
ル
ソ
ー
が
、
と
わ
れ
わ
れ
の
代
表
者
の
一
人
（
プ
リ
オ

B
r
i
o
t
)

は
い
う
。
そ
の
弊
害
を
取
除
い
た
学
問
を
考
察
し
た
な
ら
ば
、
か

れ
は
学
問
に
も
っ
と
も
輝
し
い
名
誉
を
あ
た
え
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
世
界

を
照
ら
し
、
諸
国
民
を
教
育
す
る
こ
と
を
こ
れ
に
要
求
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ

の
哲
学
者
が
人
類
に
貢
献
し
た
人
々
の
中
で
も
第
一
級
に
列
せ
ら
れ
た
の
は

学
問
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
万
事
か
く
の
如
し
と
い
う
事
実
か
ら

こ
の
雄
弁
家
は
結
論
す
る
。
も
っ
と
も
賢
明
な
も
の
は
つ
ね
に
弊
害
を
と
も

な
う
も
の
だ
と
。
そ
し
て
こ
の
弊
害
の
抑
制
に
こ
そ
立
法
者
は
不
断
に
志
向

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
つ
け
加
え
る
。
」

ル
ソ
ー
は
賛
否
両
論
を
ひ
き
お
こ
す
問
題
を
取
扱
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
か

れ
の
論
文
は
ア
カ
デ
ミ
ー
の
賞
を
う
け
、
た
ち
ま
ち
一
群
の
反
対
者
に
攻
撃

さ
れ
た
。
若
干
の
批
評
家
は
礼
儀
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
か
れ
の
見
解
を
反
駁

し
、
か
れ
の
オ
智
と
才
能
を
賞
揚
し
た
が
、
こ
う
し
た
節
度
の
範
は
必
ず
し

も
か
れ
の
攻
撃
者
た
ち
に
よ
っ
て
従
わ
れ
な
か
っ
た
。

ま
た
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ス
ム
は
そ
の
刃
を
研
ぎ
、
ル
ソ
ー
の
敵
の
数
は
か
れ
の

名
声
と
と
も
に
増
加
し
た
。
か
れ
の
誠
実
と
率
直
さ
は
、
仮
面
を
は
が
れ
る
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こ
と
を
恐
れ
る
悪
徳
偽
善
の
人
々
を
憤
激
さ
せ
た
。
か
れ
ら
は
こ
の
哲
学
者

の
声
価
と
感
じ
や
す
い
魂
を
打
ち
く
だ
く
た
め
に
卑
仕
下
劣
な
手
段
に
訴
え

た
。
軽
蔑
す
べ
き
敵
ど
も
の
う
ち
の
若
干
の
も
の
は
、
盲
目
的
な
情
念
に
か

ら
れ
て
、
道
理
が
な
け
れ
ば
、
罵
詈
雑
言
に
よ
っ
て
か
れ
を
攻
撃
し
、
み
づ

か
ら
名
を
な
そ
う
と
欲
し
た
，
こ
う
し
た
あ
る
槻
会
に
、
ル
ソ
ー
は
友
人
の

一
人
に
こ
う
書
き
送
っ
た
。
「
も
し
そ
れ
に
応
え
る
こ
と
を
辞
さ
な
か
っ
た

な
ら
ば
、
わ
た
し
は
わ
た
し
自
身
か
れ
ら
の
罵
誓
雑
言
に
値
す
る
と
思
う
で

し
よ
う
。
」
大
賢
の
一
言
だ
。
以
っ
て
教
訓
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
罵
詈
雑

言
は
こ
れ
を
発
す
る
も
の
た
ち
に
の
み
損
害
を
あ
た
え
る
と
い
う
こ
と
を
か

れ
は
確
信
し
て
い
た
の
だ
。
ル
ソ
ー
は
し
ば
し
ば
そ
の
克
己
を
も
っ
て
か
れ

ら
に
対
抗
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
い
く
た
び
か
敵
ど
も
の
迫
害
を
耐

え
る
に
役
立
っ
た
徳
で
あ
り
、
ま
た
か
れ
を
し
て
こ
う
い
わ
し
め
た
も
の

だ
。
「
今
後
は
も
う
か
れ
ら
を
赦
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
か
れ
ら
に
似
な

い
た
め
に
。
」

高
名
な
こ
の
人
と
同
時
代
の
人
々
は
、
か
れ
が
同
時
に
そ
の
逆
泣
、
迫
害

者
、
ま
た
肉
体
的
な
ら
び
に
柏
神
的
苦
痛
と
た
た
か
い
、
し
か
も
同
胞
の
た

め
に
有
用
で
あ
ろ
う
と
す
る
欲
求
に
悩
ま
さ
れ
る
の
を
見
た
。
か
れ
は
同
胞

を
幸
福
に
す
る
た
め
の
手
段
を
も
と
め
、
み
づ
か
ら
の
明
智
で
か
れ
ら
を
啓

発
し
、
そ
し
て
か
れ
ら
が
犯
し
た
学
問
の
乱
用
を
指
摘
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は

か
れ
の
柏
進
と
徹
夜
の
お
か
げ
で
次
の
諸
作
を
も
っ
て
い
る
。
か
れ
が
作
詞

作
曲
し
た
オ
ペ
ラ
「
村
の
卜
者
」
、
「
経
済
論
」
、
「
エ
ミ
ー
ル
ま
た
は
教

育
論
」
、
「
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
」
、
「
社
会
契
約
論
」
、
「
英
雄
の
徳
に
つ
い

て
の
論
」
、
そ
の
他
、
人
類
と
正
義
と
秩
｝
へ
の
愛
に
み
ち
た
多
く
の
著
作

で
あ
る
。

来・

市
民
諸
君
、
わ
れ
わ
れ
は
し
ば
し
こ
の
「
英
雄
の
徳
に
つ
い
て
の
論
」
に

「
賢
者
の
性
格
に
は
よ
り
多
く
の
完
成
が
あ
り
、
英
雄
の
そ
れ
に
は

よ
り
多
く
の
蒙
華
さ
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
両
者
を
そ
れ

自
身
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
満
足
す
る
な
ら
ば
、
前
者
が
優
先

的
に
選
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
社
会
の
利
害
と
の
関
連
に
お
い

て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
や
が
て
新
た
な
反
省
が
ま
た
別
な
烈
見
を
う

み
、
英
雄
の
資
質
に
然
る
べ
き
優
位
を
あ
た
え
る
で
あ
ろ
う

3

そ
れ

は
あ
ら
ゆ
る
世
紀
に
満
場
一
致
で
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

Q

自
己
の
幸
福
へ
の
配
應
が
賢
者
の
す
べ
て
の
関
心
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
疑
い
も
な
く
一
個
の
平
凡
人
の
努
力
を
み
た
す
に
十
分
で

あ
る
e

真
の
英
雄
の
眼
力
は
さ
ら
に
遠
く
に
及
ぶ
。
人
類
の
幸
福
が

そ
の
目
標
な
の
だ
。
そ
し
て
英
雄
が
天
か
ら
う
け
た
偉
大
な
梢
神
を

さ
さ
げ
る
の
は
、
こ
の
崇
高
な
仕
事
に
た
い
し
て
で
あ
る
。

哲
学
者
は
世
界
に
有
益
な
指
示
を
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ

が
そ
の
教
訓
は
、
こ
れ
を
怪
蔑
す
る
大
官
貴
族
も
、
こ
れ
を
一
向
に

狸
解
し
な
い
民
衆
も
、
決
し
て
胚
正
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
こ

の
よ
う
に
抽
象
概
念
に
よ
っ
て
身
を
処
す
る
も
の
で
は
な
い
。
人
間

賢
者
と
英
雄
を
比
餃
し
た
後
、
ル
ソ
ー
は
わ
れ
わ
れ
に
い
う
。

立
ち
留
ま
ろ
う
。
諸
君
は
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
の
尊
敬
す
る
哲
学
者
の
男
性
的

な
、
堅
固
な
筆
致
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
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は
、
幸
福
で
あ
る
よ
う
に
強
制
し
な
け
れ
ば
、
幸
福
に
で
き
な
い
も
の

だ
Q

だ
か
ら
人
間
に
幸
福
を
愛
さ
せ
る
た
め
に
、
幸
福
を
経
験
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
英
雄
の
仕
事
で
あ
り
、
オ
能
で
あ
る
。
英

雄
は
し
ば
し
ば
手
に
力
を
も
っ
て
、
人
々
の
永
遠
の
祝
福
を
う
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
か
れ
は
ま
づ
人
々
に
法
の
範
を
つ
け
る
こ
と
を
強
制

し
、
そ
し
て
つ
い
に
追
理
の
権
威
を
感
得
さ
せ
る
の
で
あ
る

3

」

市
民
諸
君
、
諸
君
は
、
か
く
も
近
似
し
た
性
格
描
～
ご
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に

プ
リ
ュ
メ
ー
ル
十
八
日
の
英
雄
（
ボ
ナ
パ
ル
ト
）
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
秩
序
を
回
復
す
る
た
め
に
か
く
も
必
要
で
あ
っ
た
革
命
、
か
く
も
賢
明

に
企
て
ら
れ
、
か
く
も
慎
重
に
完
遂
さ
れ
た
革
命
、
要
す
る
に
ル
ソ
ー
の
顧

望
に
叶
っ
た
あ
の
革
命
の
英
雄
で
あ
る
。
「
た
だ
一
人
で
も
、
と
か
れ
は
い

っ
た
。
罪
な
き
人
の
生
命
を
奪
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
わ
た
し
は
自
由
を
欲
し

＊
 

な
い
で
あ
ろ
う
。
」

＊
（
原
）

C
o
n
s
i
d
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r
a
t
i
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n
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r
 le 
G
o
u
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ル
ソ
ー
が
こ
の
「
英
雄
の
徳
に
つ
い
て
の
論
」
を
書
い
た
の
は
、
コ
ル
ン

カ
人
の
た
め
で
あ
っ
た
。
（
四
六
ペ
ー
ジ
の
注
参
照
）
。
あ
た
か
も
ポ
ナ
。
ハ
ル

ト
が
か
れ
ら
の
間
に
生
れ
出
る
の
を
予
感
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
。
こ
の
英

雄
は
あ
ら
ゆ
る
徳
性
を
一
身
に
あ
つ
め
、
そ
し
て
か
れ
の
高
い
資
質
に
劣
ら

ず
貴
重
な
謙
譲
の
美
徳
を
そ
れ
に
つ
け
加
え
た
。
歴
史
は
い
う
で
あ
ろ
う
。

米

か
れ
は
み
づ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
た
え
た
平
和
に
お
け
る
と
同
様
、
数
々

の
勝
利
に
お
い
て
も
均
し
く
偉
大
で
あ
っ
た

Q

か
れ
は
絶
え
ず
諸
国
の
痛
手

を
栖
や
す
た
め
に
努
力
し
、
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
な
仕
事
に
よ
っ
て
、

「
も
っ
と
も
適
当
な
人
々
に
徳
性
を
分
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し

た
ら
、
わ
た
し
は
政
治
家
に
慎
重
を
、
市
民
に
正
義
を
、
賢
者
に
中

腐
を
割
当
て
る
で
あ
ろ
う
。
柏
神
力
な
ら
ば
、
わ
た
し
は
こ
れ
を
英

雄
に
あ
た
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
英
雄
は
こ
の
配
分
を
不
満
と
す
る
理

由
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
と
ル
ソ
ー
は
い
う
。
力
は
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
の
真
の
悲
礎
で
あ

る
。
そ
れ
は
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
を
構
成
す
る
諸
徳
の
源
泉
、
あ
る
い
は
そ

の
補
充
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
英
雄
を
し
て
大
事
を
な
す
に
適
当
な

ら
し
め
る
も
の
だ
e

思
い
の
ま
ま
に
、
と
か
れ
は
い
う
。
偉
人
を
形

ル
ソ
ー
は
ま
た
同
じ
論
文
の
中
で
わ
れ
わ
れ
に
こ
う
い
っ
て
い
る
。

＊
（
原
）
こ
の
平
和
は
そ
の
後
ィ
ギ
リ
ス
人
に
よ
っ
て
条
約
を
無
視

し
て
破
ら
れ
た
。

フ
ラ
ン
ス
人
の
福
祉
と
か
く
も
多
く
の
他
の
諸
国
民
の
福
祉
を
準
備
し
た
の

だ
と
。

「
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
は
、
と
ル
ゾ
ー
は
つ
づ
け
る
。
そ
れ
故
、
柏
神
の
あ

ら
ゆ
る
資
質
の
中
で
、
一
国
民
の
た
め
に
為
政
者
が
身
に
つ
け
る
こ

と
の
も
っ
と
も
肝
要
な
も
の
だ
。
そ
れ
は
数
多
の
崇
高
な
徳
性
の
集

合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
徳
性
は
そ
の
結
合
に
お
い
て
稀
で
あ
り
、

そ
の
力
に
お
い
て
よ
り
稀
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
構
成
す
る
ヒ
ロ
イ
ズ

ム
が
一
切
の
個
人
的
利
害
を
離
れ
て
、
ひ
た
す
ら
他
者
の
幸
幅
を
目

的
と
し
、
他
者
の
賞
讃
を
代
償
と
す
る
だ
け
に
、
さ
ら
に
一
州
稀
で

あ
る
。
」
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成
す
る
に
役
立
つ
資
質
を
か
き
あ
つ
め
給
え
。
も
し
諸
君
が
そ
れ
に

生
命
を
吹
込
む
力
を
あ
た
え
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
資
質
は
す
べ
て

衰
え
、
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
は
消
え
う
せ
る
の
だ

Q

と
こ
ろ
が
精
神
力
さ
え

あ
れ
ば
、
生
来
こ
れ
に
恵
ま
れ
た
人
は
必
然
的
に
数
多
の
英
雄
的
諸

徳
を
獲
得
し
、
ま
た
他
の
す
べ
て
の
徳
の
埋
め
合
わ
せ
が
で
き
る
の

だ
9

」

ヒ
ロ
イ
ズ
ム
！
い
か
な
る
フ
ラ
ン
ス
人
も
こ
の
言
薬
を
発
す
れ
ば
、
一

つ
の
感
動
的
な
記
憶
、
価
値
の
あ
ら
ゆ
る
観
念
を
よ
び
さ
ま
す
記
憶
、
ま
た

祖
国
防
衛
の
勇
士
た
ち
の
英
雄
的
行
為
に
た
い
す
る
賞
讃
を
命
じ
る
記
憶
を

よ
び
起
さ
ず
に
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
も
し
ば
し
ば
勝
利
の
戦
野
に

お
い
て
共
和
国
の
敵
を
粉
砕
し
た
練
逹
の
将
官
な
ら
び
に
大
胆
不
敵
な
兵
士

諸
君
、
ま
た
戦
争
の
危
険
と
同
じ
く
海
洋
の
危
険
を
冒
し
て
敵
と
た
た
か
う

勇
敢
な
水
兵
諸
君
、
こ
こ
に
、
諸
君
の
勇
気
と
真
の
名
誉
、
す
な
わ
ち
祖
国

に
奉
仕
す
る
名
誉
に
国
民
が
さ
さ
げ
る
べ
き
感
謝
の
し
る
し
に
、
わ
れ
わ
れ

の
感
情
の
表
現
を
つ
け
加
え
る
こ
と
を
許
し
給
え
。

も
し
ル
ソ
ー
が
ま
だ
わ
れ
わ
れ
の
間
に
い
た
な
ら
ば
、
革
命
の
罪
悪
を
憎

み
な
が
ら
も
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
勇
気
と
明
智
に
た
い
し
て
い
か
に
喝
采
し
た

で
あ
る
う
。
こ
の
勇
気
と
明
智
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
は
専
制
政
治
を
打

破
し
、
そ
の
恥
ず
べ
き
範
か
ら
圧
迫
さ
れ
た
人
民
を
解
放
し
、
も
し
可
能
で

あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
哲
学
者
の
祈
願
と
そ
の
深
い
思
索
の
対
象
で
あ
っ
た

永
遠
平
和
の
希
望
を
回
復
し
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
様
に
フ
ラ
ン
ス
人
は
自

由
諸
国
民
の
政
体
の
モ
デ
ル
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
代
議
政
治
I

共
和
主
義

の
名
に
値
す
る
唯
一
の
政
体
を
創
設
し
た
の
だ
。
と
い
う
の
は
貴
族
政
治
も

君
主
政
治
と
同
じ
く
共
和
政
治
で
は
な
い
か
ら
だ
。

か
く
も
多
く
の
光
明
を
自
己
の
世
紀
に
も
た
ら
し
た
哲
学
者
は
、
そ
の
仕

事
の
有
益
さ
に
よ
っ
て
、
当
然
、
政
府
の
仰
賞
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
た

で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
か
れ
は
決
し
て
王
候
の
恩
恵
を
望
ま
な
か
っ
た
。

（
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
大
王
を
除
い
て
は
）
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
か
れ
は
あ
る
場

合
に
は
、
こ
う
し
た
恩
恵
を
さ
け
る
の
に
苦
心
し
た
。
あ
た
か
も
貪
欲
な
廷

臣
ど
も
が
こ
れ
を
求
め
て
汲
々
た
る
よ
う
に
。
か
れ
は
自
分
が
人
類
に
貢
献

し
た
こ
と
を
知
る
だ
け
で
十
分
だ
っ
た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
か
れ
の
無
欲
括

淡
は
そ
れ
自
身
―
つ
の
す
ぐ
れ
た
美
徳
で
あ
っ
て
、
そ
の
純
粋
性
を
十
二
分

に
知
ら
な
い
人
々
は
こ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ほ
ど
だ
。
ま

た
若
干
の
偉
大
な
作
家
た
ち
は
そ
の
才
能
に
よ
っ
て
か
れ
に
比
肩
し
た
が
、

か
れ
は
こ
の
稀
有
な
資
性
に
よ
っ
て
か
れ
ら
す
べ
て
を
凌
駕
し
た
。
こ
の
無

欲
柄
淡
は
、
あ
た
か
も
利
己
主
義
が
悪
徳
に
つ
な
が
る
よ
う
に
、
善
徳
に
つ

な
が
っ
て
い
た

3

「
社
会
契
約
論
」
の
作
者
は
フ
ラ
ン
ス
元
老
院
の
中
で
発
せ
ら
れ
た
次
の

言
葉
を
、
い
か
な
る
喜
び
を
も
っ
て
聞
い
た
で
あ
ろ
う
か
！

「
国
民
公
会
は
、
最
高
存
在
に
ふ
さ
わ
し
い
礼
拝
は
人
間
の
羨
務
の

遂
行
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。

国
民
公
会
は
、
不
誠
実
と
暴
政
を
憎
み
、
暴
君
と
衷
切
者
を
罰
す

る
こ
と
、
貧
者
を
助
け
、
弱
者
を
尊
重
し
、
被
圧
迫
者
を
保
誇
す
る

こ
と
、
可
能
な
か
ぎ
り
の
善
を
他
者
に
な
し
、
そ
し
て
何
人
に
も
不

正
で
な
い
こ
と
を
、
人
間
の
義
務
の
第
一
位
に
置
く
。
」

市
民
諸
君
、
こ
れ
ら
の
原
理
は
、
今
後
、
人
間
の
義
務
と
共
和
主
義
的
モ
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ラ
ル
の
基
礎
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
外
れ
る
人
々
に
禍
あ
れ
！
か

れ
ら
は
公
衆
の
侮
蔑
と
屈
辱
と
法
の
復
讐
を
わ
が
身
に
ま
ね
く
で
あ
ろ
う
。

こ
の
同
じ
原
理
こ
そ
、
ル
ソ
ー
が
人
間
を
幸
福
に
す
る
た
め
に
万
人
に
鼓

吹
し
よ
う
と
欲
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
か
れ
は
徳
を
教
え
た
モ
ラ
リ

ス
ト
の
中
で
も
、
訓
戒
と
実
例
を
一
致
さ
せ
る
と
い
う
利
点
を
わ
が
身
に
も

っ
て
い
た
。
こ
れ
は
教
育
術
に
お
い
て
あ
ま
り
に
も
閑
却
さ
れ
た
説
得
法
で

あ
る
。
「
教
訓
が
権
威
に
よ
っ
て
、
ま
た
訓
戒
が
実
例
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ

な
い
所
で
は
ど
こ
で
も
、
と
ル
ゾ
ー
は
い
う
。
教
育
は
成
果
な
く
、
善
徳
そ

の
も
の
も
、
そ
れ
を
実
行
し
な
い
人
の
口
先
で
信
用
を
失
っ
て
し
ま
う
。
」

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
真
理
か
ら
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の

職
権
を
、
生
来
こ
れ
を
果
す
に
適
し
て
い
な
い
人
々
に
委
ね
た
こ
と
ほ
ど
、

こ
の
宗
教
に
と
っ
て
有
害
な
こ
と
は
な
か
っ
た
と
。
そ
し
て
新
し
い
政
教
協

＊
 

約
は
賢
明
に
も
そ
の
乱
用
を
抑
制
す
る
手
段
を
講
じ
た
の
だ
。

＊

一

八

0
一
年
七
月
十
五
日
、
ポ
ナ
パ
ル
ト
が
法
王
ピ
オ
七
世
と

結
ん
だ
協
約
。

ル
ソ
ー
は
純
粋
な
魂
の
よ
ろ
こ
び
を
味
わ
っ
た
。
し
か
し
か
れ
は
腐
敗
し

た
世
紀
に
生
き
て
、
こ
れ
に
憤
激
さ
せ
ら
れ
た
。
か
れ
は
風
俗
刷
新
の
必
要

を
つ
よ
く
感
じ
て
、
こ
れ
に
没
頭
し
た
。
そ
し
て
あ
え
て
い
う
な
ら
ば
、
・
・
・

…
…
そ
う
だ
、
ル
ソ
ー
は
真
理
を
い
っ
た
た
め
に
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ス
ム
に
追
撃

さ
れ
た
偉
大
な
人
々
に
屈
し
て
い
た
の
だ
。
か
れ
は
危
険
を
も
の
と
も
せ
ぬ

ぁ
3
英
雄
的
勇
気
を
も
っ
て
真
理
を
い
い
、
人
類
救
済
の
た
め
に
身
を
挺
し

た
の
だ
。
果
し
て
、
こ
の
哲
学
者
は
偏
見
と
誤
謬
を
攻
繋
し
つ
つ
、
人
類
の

権
利
を
回
復
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ム
は
か
れ
を
人
類
か
ら

奪
掠
す
る
機
会
を
の
み
狙
っ
て
い
た
の
だ
。
実
際
、
誰
で
も
人
間
に
真
理
を

教
え
よ
う
と
欲
す
る
も
の
は
、
迫
害
さ
れ
る
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
お
そ
ら
く
あ
る
賢
者
を
し
て
こ
う
い
わ
し
め
た

も
の
だ
。
あ
り
と
あ
ら
め
る
真
理
を
手
の
中
に
握
っ
て
い
て
も
、
自
分
は
そ

れ
を
人
間
ど
も
に
見
せ
る
た
め
に
手
を
開
い
た
り
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
。

教
育
に
つ
い
て
の
著
作
は
、
か
く
も
正
当
な
謄
辞
に
値
し
た
が
、
そ
れ
は

パ
リ
高
等
法
院
が
作
者
に
逮
捕
令
を
発
す
る
た
め
に
用
い
た
口
実
と
な
っ

た
。
作
者
の
友
人
た
ち
は
、
か
れ
を
犠
牲
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
暴
虐
か
ら

か
れ
を
奪
い
、
迫
り
来
る
運
命
を
ま
ぬ
が
れ
さ
せ
る
こ
と
を
保
証
し
た
3

だ

が
み
づ
か
ら
そ
の
運
命
に
身
を
委
ね
よ
う
と
し
て
、
か
れ
は
こ
う
い
っ
た
。

「
わ
た
し
は
従
容
と
し
て
事
の
起
る
の
を
待
っ
て
い
た
。
わ
た
し
は
こ
の
事

件
一
切
に
お
け
る
自
分
の
消
廉
潔
白
の
上
に
身
を
安
ん
じ
、
真
理
の
た
め
に

苦
し
む
こ
と
の
名
誉
へ
招
か
れ
る
の
を
無
上
の
幸
い
と
感
じ
て
い
た
。
」

し
か
し
な
が
ら
、
か
く
も
多
く
の
有
益
な
真
理
を
含
む
書
物
も
焚
書
の
刑

に
処
せ
ら
れ
た
。
作
者
は
、
そ
の
焔
の
あ
か
り
で
フ
ラ
ン
ス
を
逃
れ
る
こ
と

を
余
儀
な
く
さ
れ
、
足
を
祖
国
へ
向
け
た
。
か
れ
が
あ
れ
ほ
ど
愛
し
、
か
つ

そ
の
著
作
で
多
く
の
栄
誉
を
あ
た
え
た
祖
国
で
あ
る
。
か
れ
は
そ
こ
に
、
感

謝
で
な
く
と
も
、
せ
め
て
慰
め
を
見
出
す
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
の
だ
。
け

れ
ど
も
、
そ
こ
で
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
元
老
院
の
中
で
、
不
正
が
か
れ
を
待

ち
う
け
、
か
れ
に
も
っ
と
も
痛
烈
な
打
撃
を
あ
た
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ

の
元
老
院
も
ま
た
、
そ
の
後
作
者
に
像
を
建
て
さ
せ
た
と
こ
ろ
の
書
物
を
断

罪
し
た
の
だ
。
当
時
の
為
政
者
は
、
疑
い
も
な
く
、
一
切
の
正
当
な
権
威
の

淵
源
に
つ
い
て
諸
国
民
を
啓
発
し
て
い
た
こ
の
天
才
人
を
恐
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
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狂
信
者
ど
も
も
、
旧
弊
な
。
ハ
リ
高
等
法
院
に
劣
ら
ず
、
こ
の
哲
学
者
の
明

識
を
恐
れ
て
い
た
。
パ
リ
古
回
等
法
院
は
、
み
づ
か
ら
そ
の
教
団
を
廃
止
し
よ

う
と
欲
し
て
い
た
ジ
ェ
ズ
ィ
ッ
ト
に
対
抗
し
て
、
こ
の
哲
学
者
に
筆
を
と
ら

せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
復
臀
し
よ
う
と
し
た
の
だ

Q

こ
の
時
、

人
々
は
、
ル
ソ
ー
は
雄
弁
家
で
は
あ
っ
た
が
、
か
れ
の
筆
が
金
銭
目
あ
て
の

も
の
で
な
い
こ
と
を
知
っ
た

Q

旧
派
の
パ
リ
大
司
教
（
ボ
ー
モ
ン
）
も
ま
た
、
社
会
の
悪
弊
を
非
難
し
な

が
ら
も
つ
ね
に
人
間
を
尊
重
し
て
い
た
こ
の
有
徳
の
人
に
た
い
し
て
、
教
書

を
発
表
し
た
。
司
教
は
作
者
と
そ
の
「
教
育
論
」
を
攻
撃
し
た

Q

哲
学
者
は

あ
の
注
目
す
べ
き
表
題
を
も
っ
た
書
簡
で
応
酬
し
た
Q

|

|

fl
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
市
民
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
か
ら
。
ハ
リ
大
司

米

教
、
等
々
の
ク
リ
ス
ト
フ
・
ド
・
ポ
ー
モ
ン
ヘ
“

＊
原
沓
の
表
題
は
ー
—

j
eミ
rー

J
a
c
q
u
e
s

R
o
u
s
s
e
a
u
,
 
c
i
t
o
y
e
n
 
d
e
 

G
e
n
e
v
e
,
 
a
 Ch
r
i
s
t
o
p
h
e
 d
e
 B
e
a
u
m
o
n
t
,
 
a
r
c
h
e
氣
q
u
e
d
e
pミ
ris,

d
u
e
 d
e
 S
a
i
n
tー

C
l
o
u
d
,
p
a
i
r
 d
e
 
F
r
 g
g
c
o
m
m
a
き
i
e
u
r
d
e
 

l
'
o
r
d
r
e
 
d
e
 S
a
i
n
t
 1
 E
s
p
r
i
t
,
 
p1、o
v
i
s
e
u
r
d
e
 S
o
r
b
o
n
n
e
,
 
etc. 

高
潔
な
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
市
民
は
、
教
化
善
導
の
た
め
に
の
み
書
か
れ
た
は
ず

の
著
作
に
お
い
て
中
傷
さ
れ
た
こ
と
に
当
然
憤
激
し
て
、
教
書
を
反
駁
し

た
。
そ
し
て
理
性
と
雄
弁
の
熱
火
を
も
っ
て
中
傷
を
撃
破
し
た
。
ル
ゾ
ー
は

そ
の
返
書
を
次
の
言
葉
で
結
ん
で
い
る
。

「
あ
な
た
は
公
然
と
わ
た
し
を
侮
辱
さ
れ
ま
し
た

Q

わ
た
し
は
あ
な

た
が
わ
た
し
を
中
傷
さ
れ
た
こ
と
を
今
証
明
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

も
し
あ
な
た
が
わ
た
し
の
よ
う
に
一
私
人
で
あ
っ
て
、
わ
た
し
が
あ

な
た
を
公
正
な
法
廷
に
呼
び
出
し
、
そ
し
て
わ
た
し
た
ち
が
、
わ
た

し
は
わ
た
し
の
書
物
を
も
ち
、
あ
な
た
は
あ
な
た
の
教
書
を
も
っ

て
、
そ
こ
に
出
頭
し
た
な
ら
ば
、
あ
な
た
は
た
し
か
に
有
罪
と
認
定

さ
れ
、
侮
辱
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
同
様
に
公
然
た
る
賠
償
を
わ
た
し

に
す
る
よ
う
宣
告
さ
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
あ
な
た
は
正

義
で
あ
る
こ
と
を
免
除
さ
れ
る
地
位
を
占
め
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て

こ
の
わ
た
し
は
数
な
ら
ぬ
身
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
福
音

書
を
説
か
れ
る
あ
な
た
、
も
と
も
と
他
の
人
々
に
自
己
の
義
務
を
教

え
る
べ
き
司
教
で
あ
ら
れ
る
あ
な
た
、
そ
の
あ
な
た
は
か
か
る
場
合

に
あ
な
た
の
義
務
を
知
っ
て
お
ら
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
わ
た
し

と
し
て
は
、
わ
た
し
の
義
務
を
果
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
は

も
う
何
も
あ
な
た
に
申
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
は
沈
黙
し

ま
す
。
」

ル
ソ
ー
の
栄
光
は
敵
ど
も
に
よ
っ
て
暗
雲
に
お
お
わ
れ
た
が
、
つ
ね
に
そ

こ
か
ら
清
ら
か
に
、
誇
ら
か
に
ぬ
け
出
た
e

か
れ
は
司
祭
た
ち
の
迫
害
や
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
教
会
の
圧
迫
や
、
ま
た
か
れ
を
欺
く
た
め
に
友
情
の
仮
面
を
か

ぶ
っ
た
不
実
の
友
（
ヒ
ュ
ー
ム

H
u
m
e
)
の
裏
切
か
ら
身
を
謹
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
ま
り
に
人
を
信
じ
や
す
い
ル
ソ
ー
は
、
か
れ
の
友
人

と
称
す
る
男
に
よ
っ
て
、
あ
の
不
信
行
為
で
有
名
な
国
民
の
中
へ
引
き
ず
り

こ
ま
れ
た
の
だ
。
と
い
う
の
は
、
今
日
、
フ
ラ
ソ
ス
と
の
平
和
条
約
を
侵
犯

し
た
こ
と
で
そ
の
政
府
の
不
誠
実
さ
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
哲
学
者
は
イ

ギ
リ
ス
で
、
約
束
さ
れ
た
自
由
と
安
息
を
見
出
せ
る
と
信
じ
た
の
だ
っ
た
3

だ
が
そ
れ
は
空
し
か
っ
た
。
こ
の
島
で
も
ま
た
嫉
妬
と
中
傷
が
か
れ
の
名
誉

を
傷
つ
け
る
た
め
に
待
ち
う
け
て
い
た
の
だ
。
か
れ
は
自
分
の
清
廉
と
率
直
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市
民
諸
君
、
ル
ソ
ー
の
性
格
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
も
し
そ
れ

を
知
り
た
い
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
か
れ
の
言
を
き
こ
う
。
か
れ
は
み
づ
か

ら
自
分
を
描
写
し
た
。
そ
し
て
か
れ
の
肖
像
は
実
物
あ
り
の
ま
ま
で
あ
る
Q

「
わ
た
し
は
自
分
の
探
求
に
お
い
て
聰
明
と
い
う
よ
り
熱
烈
で
あ
る

が
、
と
か
れ
は
い
う
。
し
か
し
た
と
え
自
分
の
意
に
反
し
て
も
万
事

に
誠
実
で
あ
り
、
単
純
善
良
で
あ
る
が
、
感
じ
や
す
く
弱
気
で
あ

り
、
し
ば
し
ば
悪
を
な
す
が
、
つ
ね
に
善
を
愛
す
る
。
友
情
に
よ
っ

て
結
ば
れ
る
が
、
決
し
て
物
質
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
こ
と
な
く
、
自

分
の
利
害
よ
り
も
感
情
に
執
着
し
、
人
間
ど
も
か
ら
は
何
も
求
め

ず
、
か
れ
ら
に
依
存
し
よ
う
と
は
決
し
て
欲
し
な
い
。
か
れ
ら
の
偏

B
e
r
n
a
r
d
i
n
 d
e
 S
a
i
n
t
 1
 Pierre. 

さ
を
も
っ
て
か
れ
ら
に
対
向
し
、
か
れ
ら
の
パ
ケ
の
皮
を
は
い
だ
。
か
れ
は

や
が
て
。
ハ
リ
ヘ
帰
っ
て
、
友
情
の
仮
面
を
か
ぶ
っ
た
男
よ
り
も
ず
っ
と
信
頼

す
べ
き
友
人
た
ち
に
会
っ
た
。
友
人
た
ち
は
政
府
の
保
談
の
下
に
か
れ
の
フ

ラ
ン
ス
帰
還
の
許
可
を
と
っ
て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
か
れ
の
不
幸
の
き
び
し

さ
を
や
わ
ら
げ
、
敵
ど
も
の
迫
害
か
ら
か
れ
を
護
り
、
悲
惨
な
か
れ
を
慰
め

た
。
ル
ソ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
ヘ
帰
っ
て
か
ら
は
、
植
物
学
の
研
究
と
か
れ
の
生

涯
の
記
録
で
あ
る
「
コ
ン
フ
ェ
ジ
ョ
ン
」
を
書
く
こ
と
に
専
念
し
た
e

か
れ

は
そ
の
中
で
無
私
公
平
に
自
分
を
描
き
、
か
れ
の
心
情
と
精
神
を
赤
裸
々
に

露
呈
し
‘
率
直
に
自
分
の
過
失
を
告
白
し
、
自
分
の
欠
点
も
弱
点
も
容
赦
し

な
か
っ
た
。
「
か
れ
が
そ
こ
で
懺
悔
す
る
あ
や
ま
ち
が
屈
辱
的
で
あ
れ
ば
あ

米

る
ほ
ど
、
そ
の
告
白
は
一
胴
り
っ
ば
で
あ
る
」
と
あ
る
賢
明
な
作
家
が
い
っ

て
い
る
。

見
に
も
意
志
に
も
譲
歩
せ
ず
、
自
分
の
意
志
を
自
分
の
理
性
と
同
じ

く
自
由
に
保
っ
て
い
る
。
わ
た
し
は
神
を
畏
敬
し
て
地
獄
を
お
そ
れ

ず
、
宗
教
を
論
じ
て
無
信
仰
に
は
し
ら
ず
、
背
教
も
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ス

ム
も
好
ま
な
い
が
、
自
由
思
想
家
よ
り
も
不
寛
容
者
を
は
る
か
に
憎

む
、
云
々
。
」

自
然
は
時
に
は
偉
大
な
人
物
に
風
変
り
な
性
格
を
う
え
つ
け
た
が
、
ル
ソ

ー
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た

Q

し
か
し
ま
た
こ
れ
以
上
に
明
確
な
、
高
潔

な
、
そ
し
て
首
尾
一
貫
し
た
、
い
か
な
る
性
格
が
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ほ
ど
天

オ
と
精
神
の
高
貴
と
感
受
性
と
、
そ
し
て
特
に
比
類
な
き
誠
実
さ
に
恵
ま
れ

た
人
は
滅
多
に
な
い
。
い
か
な
る
哲
学
者
も
ル
ソ
ー
以
上
に
人
民
の
尊
敬
に

値
し
た
も
の
は
な
い
。
か
れ
は
終
始
人
民
の
権
利
の
も
っ
と
も
熱
烈
な
擁
設

者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ス
イ
ス
の
ヌ
ー
ツ
ャ
テ
ル
公
領
地
の
あ
る

村
（
モ
テ
ィ
エ
）
で
、
こ
の
偉
人
の
生
命
に
危
害
を
加
え
る
た
め
の
道
具
に

使
わ
れ
た
の
は
、
人
民
で
は
な
く
て
、
無
智
な
民
衆
で
あ
り
、
ま
た
破
廉
恥

な
敵
ど
も
に
煽
動
さ
れ
た
狂
信
的
な
群
衆
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
は
ル
ソ
ー
が

フ
ラ
ン
ス
を
去
っ
て
か
ら
、
か
れ
の
迫
害
者
に
た
い
す
る
避
難
所
を
求
め
に

い
っ
た
土
地
で
あ
っ
た
。

お
お
9
・
モ
テ
ィ
エ
の
住
民
た
ち
よ
！
い
つ
の
日
に
、
諸
君
の
間
に
よ

く
理
性
が
発
達
し
て
、
ー
ル
ソ
ー
の
名
誉
の
た
め
に
記
念
碑
を
建
て
さ
せ
る
で

あ
ろ
う
か

Q

そ
の
記
念
碑
こ
そ
、
諸
君
の
住
む
村
で
か
れ
の
身
に
加
え
ら
れ

た
危
害
の
つ
ぐ
な
い
と
な
る
で
あ
ろ
う
e

だ
が
理
性
は
つ
ね
に
ず
っ
と
後
か
ら
や
っ
て
き
た
。
神
性
な
も
の
は
ま
だ

ご
く
少
数
の
人
に
し
か
現
わ
れ
な
か
っ
た
、
と
あ
る
有
名
な
人
が
い
っ
て
い

る。
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ル
ソ
ー
の
「
コ
ン
フ
ェ
ン
ョ
ン
」
は
か
れ
の
死
後
は
じ
め
て
印
刷
さ
れ
た

が
、
そ
の
死
は
エ
ル
ム
ノ
ン
ヴ
ィ
ル
で
、
友
人
の
市
民
ジ
ラ
ン
ダ
ン
の
家
で

や
っ
て
き
た
。
こ
の
市
民
は
友
情
と
偉
人
の
名
誉
の
た
め
に
、
エ
ル
ム
ノ
ン

ヴ
ィ
ル
の
美
し
い
庭
園
の
中
、
そ
の
一
部
を
な
す
ポ
プ
ラ
島
の
上
に
記
念
碑

を
建
て
さ
せ
た
。
ル
ソ
ー
の
遺
骸
が
眠
っ
て
い
た
の
は
こ
の
さ
ぴ
し
い
隠
れ

家
で
あ
る
が
、
こ
の
時
フ
ラ
ン
ス
人
民
は
か
れ
の
た
め
に
。
ハ
ン
テ
オ
ン
廟
の

扉
を
開
い
た
の
で
あ
る
3

か
れ
の
墓
の
上
に
は
次
の
よ
う
な
碑
銘
が
読
ま
れ

た
。
ー

lei 
r
e
p
o
s
e
 

L
、H
o
m
m
e
d
e
 la 
N
a
t
u
r
e
 

e
t
 
d
e
 la 
V
e
r
i
t
e
.
 

<
i
t
c
m
i
m唸
e
m
d
e
r
e
o
e
r
o
.

(
C
'
e
t
a
i
t
 
la 
d
e
v
i
s
e
 
d
u
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
e
.
)
 

H
i
c
]
 acent 
ossa ]
.
＇
]
 • 

R
o
u
s
s
e
a
u
.
 

〔
こ
こ
に
自
然
と
真
実
の
人
眠
る
。
ー
ー
—
真
理
の
た
め
に
生
命
を
さ

さ
げ
る
。
（
こ
れ
は
哲
学
者
の
座
右
銘
で
あ
っ
た
。
）
こ
こ
に
ジ
ャ

ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
の
遺
骨
横
た
わ
る
。
LJ

諸
所
方
々
か
ら
人
々
が
こ
の
記
念
碑
を
見
る
た
め
に
エ
ル
ム
ノ
ン
ヴ
ィ
ル

へ
や
っ
て
来
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
宗
教
的
な
崇
敬
を
も
っ
て
眺
め
ら
れ
た
。

ま
た
そ
こ
に
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
市
民
の
茅
屋
も
あ
っ
て
、
そ
の
入
口
の
上
に
は

次
の
言
葉
が
書
か
れ
て
い
た
。
ー
~

”
自
分
の
意
志
を
お
こ
な
う
た
め
に
、
他
人
の
腕
を
借
り
る
必
要
の

な
い
人
こ
そ
、
真
に
自
由
で
あ
る
、
…
…
…
“

ル
ソ
ー
の
最
後
の
言
葉
は
最
高
存
在
へ
の
祈
願
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
死
の

ず
っ
と
前
に
も
、
多
く
の
人
々
が
記
憶
に
と
ど
め
て
い
る
、
あ
の
有
名
な
尊

敬
の
言
葉
を
神
に
さ
さ
げ
た
。
ー
ー

「
存
在
中
の
存
在
よ
、
御
身
あ
る
が
故
に
わ
た
し
は
存
在
す
る

Q

不

断
に
御
身
を
思
念
す
る
こ
と
は
、
わ
た
し
の
根
源
に
高
ま
る
こ
と

だ
。
わ
た
し
の
理
性
の
も
っ
と
も
名
誉
あ
る
行
使
は
、
御
身
の
前
に

理
性
を
空
し
う
す
る
こ
と
だ
。
御
身
の
偉
大
さ
に
打
ち
ひ
し
が
れ
る

自
分
を
感
じ
る
こ
と
は
、
わ
た
し
の
柏
神
の
歓
喜
で
あ
り
、
わ
た
し

＊
 

の
弱
さ
の
陶
酔
で
あ
る
。
」

＊
「
エ
ミ
ー
ル
」
巻
四
（
サ
ヴ
ォ
ワ
助
祭
の
信
仰
佐
白
）
。

か
つ
て
、
い
か
な
る
、
よ
り
純
粋
な
尊
敬
が
神
に
さ
さ
げ
ら
れ
た
で
あ
る

う
か
！
こ
れ
は
心
情
の
敬
意
で
あ
り
、
柑
神
の
そ
れ
で
あ
り
、
ま
た
ル
ソ

ー
が
自
己
の
創
造
主
の
前
に
み
づ
か
ら
遜
っ
た
沈
思
黙
考
の
敬
意
で
あ
る
3

か
れ
は
神
の
存
在
と
同
様
に
霊
魂
の
不
滅
を
信
じ
て
い
た
。
か
れ
は
ヴ
ォ

ル
テ
ー
ル
宛
の
あ
る
書
簡
の
中
で
こ
う
い
っ
て
い
る
。
ー
ー

「
形
而
上
学
の
あ
ら
ゆ
る
精
密
な
論
議
も
、
霊
魂
の
不
滅
と
慈
悲
ぶ
か

い
神
の
摂
理
に
つ
い
て
、
一
瞬
た
り
と
も
わ
た
し
に
疑
念
を
抱
か
せ

な
い
で
し
ょ
う
，
わ
た
し
は
神
の
摂
理
を
感
じ
ま
す
。
わ
た
し
は
そ

れ
を
信
じ
、
そ
れ
を
欲
し
、
そ
れ
を
希
望
し
ま
す
。
わ
た
し
は
最
期

の
息
を
ひ
き
と
る
ま
で
そ
れ
を
擁
護
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
れ
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ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
よ
う
に
、
か
れ
も
世
の
作
家
た
ち
の
迷
妄
を
沈
痛
な
思

い
で
眺
め
て
い
た
。
か
れ
ら
は
強
力
な
悪
か
ら
歯
止
め
を
取
除
き
、
不
幸
な

徳
か
ら
慰
め
を
奪
う
た
め
に
有
害
無
益
な
努
力
を
し
た
の
で
あ
る
。

市
民
諸
君
、
わ
れ
わ
れ
は
諸
君
に
、
ま
だ
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
貴
族
階
級
が
支

配
し
て
い
た
時
代
に
、
ル
ソ
ー
の
像
の
た
め
に
作
ら
れ
、
公
表
さ
れ
た
銘
文

を
紹
介
し
て
、
こ
の
講
演
を
終
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
銘
文
は
わ
れ
わ
れ

が
表
現
す
る
よ
り
も
ず
っ
と
よ
く
、
こ
の
崇
高
な
哲
学
者
の
天
オ
と
諸
徳
を

描
い
て
い
る
。
そ
れ
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。
ー
ー
＇
，

＊ 
が
わ
た
し
の
支
持
し
た
あ
ら
ゆ
る
議
論
の
中
で
、
自
分
の
利
害
の
忘

＊
 

れ
ら
れ
て
い
な
い
唯
一
の
議
論
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
」

一
七
五
六
年
八
月
十
八
日
附
。
い
わ
ゆ
る
「
神
の
摂
理
に
つ
い

て
の
書
簡
」
の
結
び
の
言
葉
。

J
E
A
Nー
J
A
C
Q
U
E
S
R
O
U
S
S
E
A
U
,
 

N
E
 

C
I
T
O
Y
E
N
D
E
 G
E
N
E
V
E
 E
N
 1
7
1
2
-

D
E
P
U
I
S
,
 

P
A
R
 U
N
E
 
NO~E 

A
B
D
I
C
A
T
I
O
N
 D
E
 C
E
 T
I
T
R
E
,
 

D
E
V
E
N
U
 C
O
S
M
O
P
O
L
I
T
E
.
 

L
E
 P
L
U
S
 E
L
O
Q
U
E
N
T
,
 L
E
 P
L
U
S
 P
A
R
F
A
I
T
 E
C
R
I
V
A
I
N
 

D
U
 M
O
N
D
E
 C
O
N
N
U
,
 A
N
C
I
E
N
 E
T
 M
O
D
E
R
N
E
・
 

P
H
I
L
O
S
O
P
H
E
 

P
E
R
S
E
C
U
T
E
 P
A
R
 L
E
S
 F
A
N
A
T
I
Q
U
E
S
.
 

A
M
I
 

D
E
 L
A
 V
J
!
R
I
T
E
;
 

A
P
0
T
R
E
 

D
E
 L
A
V
E
R
T
U
;
 

A
M
A
N
T
 

D
E
 L
A
 N
A
T
U
R
E
.
 

R
E
S
T
A
U
R
A
T
E
U
R
 

D
E
S
 D
R
O
I
T
S
 E
T
 D
E
S
 P
L
A
I
S
I
R
S
 D
E
 L
、E
N
F
A
N
C
E
.

R
E
L
I
G
I
E
U
X
 

D
A
N
S
 L
A
 S
I
M
P
L
I
C
I
T
E
 D
E
 L
.
E
V
 A
N
G
 IL
E
 E
T
 D
E
 S
O
N
 C
O
E
U
R
.
 

P
A
T
I
E
N
T
 

D
A
N
S
 L
、A
D
V
E
R
S
I
T
E
.

A
D
M
I
R
A
B
L
E
 

D
A
N
S
 L
A
 P
A
U
V
R
E
T
E
・
 

I
M
P
L
A
C
A
B
L
E
 E
N
N
 E
M
!
 

D

E

L
、O
P
P
R
E
S
S
I
O
N
E
T
 D
E
 L
A
 T
Y
R
A
N
N
I
E
.
 

R
E
P
U
B
L
I
C
A
I
N
 

C
O
M
M
E
 C
A
T
O
 zi 

C
I
T
O
Y
E
N
 

C
O
M
M
E
 A
R
I
S
T
I
D
E
・
 

I
N
G
E
N
I
E
U
X
 

D
A
N
S
 L
A
 C
U
L
T
U
R
E
 D
E
S
 S
C
I
E
N
C
E
S
.
 

C
R
E
A
T
E
U
R
 

D
A
N
S
 L
、A
R
T
D
E
 L
A
 M
U
S
I
Q
U
E
.
 

D
、U
N
C
A
R
A
C
T
E
R
E
 D
E
 P
A
I
X
;
 

D
`
 U
N
E
 A
M
E
 S
E
N
S
I
B
L
E
 E
T
 A
R
D
E
N
T
E
.
 

E
N
F
I
N
 

P
U
R
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D
、A
M
E
,
D
'
E
S
P
R
I
T
 E
T
 D
E
 C
O
E
U
R
,
 

E
T
 D
I
G
N
E
 

D
、i
J
N
E
M
E
I
L
L
E
U
R
E
 R
A
C
E
 D
、H
O
M
M
E
S

I
L
 E
S
T
 M
O
R
T
 

L
E
 2
 
J
U
I
L
L
E
T
 1
7
7
8
 

〔
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
。
一
七
―
二
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
市
民

と
し
て
生
る
。
そ
の
後
、
こ
の
資
格
を
堂
々
放
棄
し
て
、
コ
ス
モ
ボ

リ
ー
ト
と
な
る
。
占
代
近
代
を
通
じ
て
、
も
っ
と
も
雄
弁
な
、
も
っ

と
も
宋
全
な
作
家
。
狂
信
者
に
よ
り
迫
害
さ
れ
た
哲
学
者
。
真
理
の

友
、
徳
義
の
使
徒
、
自
然
の
熱
愛
者
。
幼
少
年
の
梱
利
と
愉
楽
の
復

興
者
。
福
音
占
と
自
己
の
心
情
の
単
純
さ
に
お
い
て
信
仰
あ
っ
く
、

逆
境
に
あ
っ
て
忍
耐
づ
よ
く
、
貧
困
に
あ
っ
て
感
嘆
す
べ
し
、
圧
迫

と
暴
虐
の
仮
借
な
き
敵
。
カ
ト
ー
の
ご
と
き
共
和
主
義
者
。
ア
リ
ス

テ
イ
デ
ス
の
ご
と
き
市
民
。
学
問
修
養
に
お
い
て
聡
慈
。
音
楽
芸
術

に
お
い
て
創
造
者
。
平
和
的
性
格
と
敏
惑
熱
烈
な
魂
の
持
主
。
最
後

に
、
魂
と
精
神
と
心
情
に
お
い
て
純
粋
に
し
て
、
ょ
り
良
き
人
類
の

一
員
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
。
一
七
七
八
年
七
月
二
日
歿
。
〕

市
民
諸
君
、
わ
れ
わ
れ
は
、
も
し
こ
の
不
滅
の
人
の
霊
に
さ
さ
げ
る
べ
き

尊
敬
の
義
務
を
果
す
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
幸
い
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の

代
表
者
の
一
人
（
ラ
カ
ナ
ル
L
a
k
a
n
a
l
)

が
い
っ
た
9
,
~

「
こ
の
人
こ
そ
自
由
と
道
徳
の
友
、
擁
護
者
、
使
徒
で
あ
り
、
人
間

の
権
利
の
唱
導
者
で
あ
り
、
ま
た
諸
国
民
の
福
祉
の
た
め
に
完
遂
さ
．

れ
る
で
あ
ろ
う
革
命
の
雄
弁
な
先
駆
者
で
あ
っ
た
！
わ
れ
わ
れ
は

こ
の
人
に
お
い
て
、
か
れ
が
軽
桃
浮
薄
な
冷
笑
に
た
い
し
て
敢
然
と

擁
護
し
た
有
益
な
仕
事
と
技
術
を
讃
え
よ
う
。
都
会
の
堕
落
と
社
交

界
の
偽
れ
る
華
美
か
ら
遠
く
生
活
し
て
、
自
然
を
よ
り
よ
く
知
り
、

よ
く
感
じ
、
そ
し
て
そ
こ
へ
同
胞
を
よ
り
強
力
に
つ
れ
戻
そ
う
と
し

た
孤
独
な
田
園
の
人
を
讃
え
よ
う
。

．．．．．．．．． 
な
ぜ
な
ら
、
天
オ
と
徳

義
は
、
た
と
え
人
類
を
幸
福
に
す
る
手
段
に
専
念
し
て
い
て
も
、
人

間
ど
も
の
中
傷
迫
害
に
さ
ら
さ
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
は
痛
ま
し
く
、

ま
た
お
そ
ら
く
避
け
が
た
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ル
ソ
ー
は
他

の
誰
よ
り
も
こ
の
天
オ
と
徳
義
の
負
債
を
支
払
っ
た
の
だQ•
•
•
•
•
•最

後
に
わ
れ
わ
れ
は
、
国
民
の
教
化
善
導
と
い
う
高
尚
な
技
術
に
お
い

て
わ
れ
わ
れ
の
教
師
の
中
で
も
も
っ
と
も
雄
弁
で
あ
っ
た
こ
の
天
才

人
に
敬
意
を
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
を
讃
え
よ

う
。
そ
し
て
こ
れ
ま
た
誤
り
な
き
次
の
予
言
を
承
認
し
よ
う

Q

ー

ー

i

fl
君
が
い
つ
か
真
理
を
見
て
も
、
と
か
れ
は
若
い
友
人
に
書
き
送

っ
た
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
を
い
う
時
が
き
た
わ
け
で
は
な
い
。

真
理
に
有
利
な
変
遷
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
こ
そ
、

今
は
秘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
わ
た
し
の
友
人
の
名
が
、
同
じ
名

を
も
っ
た
人
々
、
そ
し
て
そ
の
名
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
る
義
務
を
果

＊・

す
で
あ
ろ
う
人
々
に
栄
誉
を
あ
た
え
る
で
あ
ろ
う
Q
l
I
」

＊

（

原

）

L
a
k
a
n
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l
,
 
R
a
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p
o
r
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s
u
r
 
J
.
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市
民
諸
君
、
諸
君
は
今
日
こ
う
し
た
義
務
の
中
で
も
も
っ
と
も
神
罪
な
も

の
ー
ー
人
類
の
恩
人
に
た
い
す
る
感
謝
の
義
務
を
果
す
た
め
に
は
、
正
義
で

あ
れ
ば
十
分
だ
と
信
じ
た
。

わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
、
こ
の
謡
演
を
終
る
に
あ
た
っ
て
、
ル
ソ
ー
が
賛
否

両
論
を
ひ
き
お
こ
す
諸
問
題
を
取
扱
い
、
そ
し
て
す
べ
て
の
人
間
の
よ
う
に

時
に
は
か
れ
も
誤
っ
た
と
い
う
こ
と
に
注
在
し
よ
う
。
そ
れ
は
人
間
た
る
も

の
に
免
れ
が
た
い
不
幸
で
あ
る
。
だ
が
か
れ
の
誤
り
は
天
オ
と
有
徳
の
人
の

そ
れ
で
あ
っ
た
。
逆
説
的
な
息
想
の
大
部
分
に
お
い
て
、
か
れ
は
徳
義
の
熱

狂
に
と
ら
わ
れ
た
。
そ
し
て
数
々
の
疑
問
を
提
起
し
た
が
、
後
に
は
こ
れ
を

厳
正
な
批
判
に
ゆ
だ
ね
た

3

こ
の
傑
出
し
た
作
家
の
作
品
を
よ
ん
で
、
成
心
映
さ
せ
ら
れ
る
の
比
、
理
性

が
か
れ
に
わ
れ
わ
れ
を
照
ら
す
恒
火
を
貸
し
あ
た
え
た
肪
、
雄
弁
が
そ
の
本

来
の
特
質
を
兒
抑
し
て
、
理
性
を
美
化
し
、
わ
れ
わ
れ
を
し
て
こ
れ
を
愛
さ

せ
る
こ
と
で
あ
る
。

か
れ
は
衣
食
に
こ
と
欠
き
な
が
ら
、
人
間
的
で
、
慈
愛
に
み
ち
て
い
た
。

か
れ
は
窮
乏
の
生
活
を
よ
く
生
き
ぬ
き
、
何
事
に
も
、
な
く
て
す
ま
せ
れ

ば
、
み
づ
か
ら
岱
者
と
心
得
て
い
た
。
か
れ
の
著
作
は
永
遠
に
、
も
の
の
考

え
方
を
教
え
、
美
徳
の
趣
味
を
吹
込
み
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
胸
の
中
に
祖

国
愛
の
燐
火
を
た
も
つ
の
に
も
っ
と
も
適
切
な
教
訓
の
泉
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
ル
ソ
ー
の
名
は
真
の
共
和
主
義
者
に
よ
っ
て
、
感
謝
と
尊
敬
の
念
な
し

に
は
、
決
し
て
口
に
さ
れ
な
い
で
あ
る
う
。
か
く
し
て
こ
の
名
は
未
来
の
諸

世
代
へ
伝
逹
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
完
）

見
ら
れ
る
通
り
、
ピ
ュ
マ
ン
述
「
ル
ソ
ー
讃
」
は
革
命
時
代
・
ナ
ポ
レ
オ

ン
時
代
の
特
異
な
雰
囲
気
を
つ
た
え
る
に
十
分
で
あ
る
0

ス
タ
イ
ル
も
す
こ

ぶ
る
調
子
の
高
い
、
熱
烈
な
、
迫
力
あ
ふ
れ
る
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
革
命
政

壇
の
雄
弁
を
想
わ
せ
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
ル
ゾ
ー
自
身
に
つ
い
て
は
最
大

級
の
礼
證
に
終
始
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
も
こ
の
天
オ
の
人
間
と
思
想
に

つ
い
て
、
―
つ
な
ら
ず
、
正
鵠
を
え
た
判
断
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
点
、
一
俯

の
ル
ソ
ー
論
と
し
て
も
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う

Q

フ
ラ
ン
ス
革
命
は
相
当
長
期
に
わ
た
っ
て
幾
多
の
段
階
を
へ
、
さ
ま
ざ
ま

な
様
相
を
茫
し
た
。
そ
し
て
そ
の
間
、
人
々
の
思
想
的
、
感
情
的
振
幅
は
大

き
か
っ
た
。
同
権
の
最
高
機
関
に
つ
い
て
見
て
も
、
三
部
会
、
国
民
議
会
、

立
憲
議
会
、
立
法
議
会
、
国
民
公
会
、
ー
ー
総
裁
政
府
、
統
領
政
府
そ
し
て

ナ
ボ
レ
オ
ン
帝
政
へ
。
ル
ソ
ー
は
こ
う
し
た
烈
し
い
変
転
の
全
過
程
を
通
じ

て
、
時
の
英
雄
た
ち
の
守
霰
神
で
あ
っ
た
。
革
命
は
予
言
者
、
偶
像
を
必
要

と
す
る
。
ル
ソ
ー
は
そ
の
要
求
を
み
た
し
、
特
に
か
れ
の
「
社
会
契
約
論
」

は
革
命
の
福
音
書
、
恐
怖
政
治
の
バ
イ
プ
ル
で
あ
っ
た
。

権
力
の
座
を
占
め
る
も
の
は
次
々
に
交
替
し
た
。
昨
日
の
専
制
者
は
今
日

断
頭
台
に
消
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
ル
ソ
ー
は
、
あ
ら
ゆ
る
瞬

間
に
、
陽
の
あ
た
る
場
所
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

一
七
九
五
年
二
月
、
マ
ラ
ー
の
遺
骸
は
パ
ン
テ
オ
ン
廟
か
ら
追
放
さ
れ

た
。
そ
し
て
か
れ
の
胸
像
は
す
べ
て
打
ち
こ
わ
さ
れ
、
下
水
遥
に
投
げ
こ
ま

＊ 
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れ
た
が
、
こ
の
時
、
劇
場
や
カ
フ
ェ
ー
で
マ
ラ
ー
の
も
の
に
代
っ
て
据
え
ら

れ
た
の
は
ル
ソ
ー
の
像
で
あ
っ
た
。
人
々
は
そ
の
像
を
花
で
飾
り
、
そ
の
前

で
香
を
た
い
た

3

「
美
徳
が
極
悪
に
と
っ
て
替
っ
た
」
の
で
あ
っ
た

Q

そ
し
て
今
や
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
は
、
革
命
を
予
言
し
た
ば
か
り
か
、
半

世
紀
も
前
に
（
「
英
雄
の
徳
に
つ
い
て
の
論
」
は
一
七
五
一
年
の
作
）
、
ポ

ナ
パ
ル
ト
の
出
現
を
「
予
感
」
し
た
天
オ
で
あ
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
そ
の
人
は

「
ル
ソ
ー
の
願
望
に
叶
っ
た
革
命
の
英
雄
」
な
の
だ
。
こ
う
し
て
ジ
ュ
ネ
ー

プ
市
民
の
亡
霊
は
、
大
国
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
的
危
機
に
際
会
し
て
、
相
つ
ぐ

権
力
の
各
々
を
正
当
化
し
、
つ
ね
に
権
衡
を
保
た
せ
る

P
6
n
d
r
d
i
e
u
r
の
役

目
を
果
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
革
命
の
功
績
と
と
も
に
、
そ
の
罪
科
を
も

一
身
に
背
負
わ
さ
れ
る
羽
目
に
な
っ
た
。
ル
ソ
ー
の
信
奉
者
た
ち
の
流
し
た

血
が
、
か
れ
の
名
誉
に
は
ね
返
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
こ
と
は
ル
ゾ
ー
自
身
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な

い
。
自
然
と
孤
独
を
愛
し
、
人
間
の
自
由
と
尊
敬
を
主
張
し
て
や
ま
な
か
っ

た
ル
ソ
ー
は
、
お
そ
ら
く
冥
界
で
渋
面
を
つ
く
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
一
七

九
四
年
十
月
、
ル
ソ
ー
の
遺
骸
が
。
ハ
ン
テ
オ
ン
に
飢
ら
れ
た
、
あ
の
祭
典
に

は
「
社
会
契
約
論
」
の
一
書
が
恭
々
し
く
捧
持
さ
れ
た
が
、
そ
の
情
景
を
報

じ
た
「
共
和
通
信
」
は
、
最
後
に
こ
う
つ
け
加
え
た
も
の
だ
。
ー
ー

「
ま
だ
血
に
染
ま
っ
た
忌
わ
し
い
服
を
ま
と
ま
っ
た
不
敵
な
連
中
が

こ
の
書
物
に
近
づ
く
の
を
見
て
、
哲
学
者
の
声
が
こ
う
叫
ぷ
の
が
聞

え
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

II
近
よ
る
な
、
け
が
ら
わ
し
い
！
こ
の

書
物
の
中
に
は
、
お
前
の
断
罪
が
宣
告
さ
れ
て
い
な
い
行
は
一
行

も
な
い
の
だ
。
そ
う
だ
。
一
人
で
も
人
間
の
生
命
を
犠
牲
に
し
た
自

由
は
、
あ
ま
り
に
高
く
支
払
わ
れ
た
も
の
だ
と
書
い
た
人
が
、
パ
ン

テ
オ
ン
に
納
め
ら
れ
た
以
上
、
も
は
や
国
民
公
会
も
血
を
流
す
こ
と

＊
 

を
許
さ
な
い
だ
ろ
う
。

II
」

*
 

E
d
m
e
 
Champion,].-]• 

R
o
u
s
s
e
a
u
 
et 
l:t 
R
ぎ
olutiミ
n

F
r
d
n
f
d
苔

i

,

P
.
 
178, 

以
来
、
ル
ソ
ー
の
遣
骸
は
。
ハ
ン
テ
オ
ン
の
中
に
眠
っ
て
い
る

Q

あ
の
冷
厳

な
石
造
建
築
の
筈
に
、
し
か
も
論
敵
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
と
相
対
し
て
、
…
…
…

果
し
て
こ
れ
が
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
の
霊
を
慰
め
る
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
か
。

こ
と
し
一
九
六
二
年
は
ル
ソ
ー
の
生
誕
二
五

0
周
年
に
あ
た
る
。
同
時
に

「
エ
ミ
ー
ル
」
や
「
社
会
契
約
論
」
の
出
版
二

0
0年
の
記
念
の
年
で
も
あ

る
。
パ
リ
の
「
ル
ソ
ー
協
会
」
で
は
、
こ
の
記
念
す
べ
き
年
に
あ
た
っ
て
、

ル
ソ
ー
の
名
誉
を
讃
え
る
た
め
に
多
く
の
行
事
を
企
劃
し
て
い
る
。
中
で
も

主
要
な
も
の
は
ル
ソ
ー
の
遺
骸
の
エ
ル
ム
ノ
ン
ヴ
ィ
ル
ヘ
の
再
移
葬
と
全
世

界
の
ル
ソ
ー
専
門
家
を
集
め
て
の
「
国
際
会
議
」

Colloque
international 

で
あ
る
。

ル
ソ
ー
が
。
ハ
ン
テ
オ
ン
に
記
ら
れ
た
の
は
、
あ
の
革
命
の
狂
熱
に
よ
る
も

の
で
、
決
し
て
ル
ソ
ー
自
身
の
意
に
そ
う
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ー
ー

一
七
六
五
年
九
月
、
ル
ソ
ー
は
モ
テ
ィ
エ
の
村
を
石
も
て
追
わ
れ
、
ビ
エ

ン
ヌ
湖
心
の
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
島
に
逃
れ
た
が
、
や
が
て
こ
こ
か
ら
も
退
去

を
命
ぜ
ら
れ
る
と
、
か
れ
は
こ
の

II
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
湖
水
II

と
自
然

の
風
物
を
愛
惜
し
、
こ
こ
を
最
後
の
地
と
き
め
て
こ
う
願
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
ー
|
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「
わ
た
し
の
た
め
に
こ
の
避
難
所
を
永
遠
の
牢
獄
に
し
て
、
生
涯
わ

た
し
を
そ
こ
に
閉
じ
こ
め
て
も
ら
い
た
い
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
出
る

一
切
の
力
と
希
望
を
わ
た
し
か
ら
奪
っ
て
、
陸
地
と
の
あ
ら
ゆ
る
交

通
を
漉
断
し
て
も
ら
い
た
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
わ
た
し
は
世
の
中
に

起
っ
て
い
る
こ
と
を
一
切
知
ら
ず
に
、
世
間
の
存
在
を
忘
れ
る
で
あ

ろ
う
し
、
世
人
も
ま
た
わ
た
し
の
存
在
を
忘
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ

＊
 

う
。
」

「
夢
想
録
」
散
歩
五
。

ま
た
一
七
七
八
年
五
月
二
十
日
、
ル
ソ
ー
は
最
後
の
庇
調
者
ジ
ラ
ル
ダ
ン

侯
爵
の
厚
意
を
う
け
て
、
゜
ハ
リ
か
ら
そ
の
領
地
エ
ル
ム
ノ
ン
ヴ
ィ
ル
ヘ
向
っ

た
が
、
途
中
、
館
に
近
い
森
ま
で
く
る
と
、
か
れ
は
歓
喜
の
あ
ま
り
馬
車
か

＊
 

ら
降
り
て
、
同
行
の
医
師
に
い
っ
た
o
_
|

「
い
や
、
わ
た
し
は
ず
い
ぷ
ん
長
い
間
、
煙
や
埃
に
お
お
わ
れ
な
い

樹
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
！
こ
れ
ら
の
樹
々
は
何
と
新
鮮

な
こ
と
か
！
ど
う
か
、
で
き
る
だ
け
、
そ
れ
に
近
よ
ら
せ
て
下
さ

い
。
わ
た
し
は
そ
の
一
本
を
も
見
落
し
た
く
な
い
の
で
す
。
」

そ
し
て
し
ば
ら
く
森
の
樹
々
を
嘆
賞
し
な
が
ら
歩
い
た
後
、
か
れ
の
姿
を

み
つ
け
て
走
り
よ
っ
た
侯
爵
に
と
び
つ
い
て
、
「
あ
あ
ー
•
あ
な
た
、
わ
た
し

の
心
は
ず
っ
と
前
か
ら
終
生
こ
こ
に
留
ま
り
た
い
と
わ
た
し
に
願
わ
せ
て
い

ま
し
た
」
と
叫
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

*
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な
お
、
こ
の
と
こ

ろ
は
次
の
著
参
照
ー
ー
＇
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1
6ー

17.

け
れ
ど
も
ル
ソ
ー
の
余
命
は
い
く
ば
く
も
な
か
っ
た

Q

一
七
七
八
年
七
月

二
日
、
か
れ
は
卒
中
で
什
れ
、
ジ
ラ
ル
ダ
ン
と
妻
テ
レ
ー
ズ
の
手
を
握
り
な

が
ら
他
界
し
た
が
、
そ
の
最
期
の
言
葉
は
こ
う
で
あ
っ
た
。
ー

「
親
愛
な
妻
よ
、
も
う
一
度
、
草
木
の
緑
を
み
る
喜
び
を
も
っ
た
め

に
、
ど
う
か
窓
を
あ
け
て
下
さ
い
。
何
と
美
し
い
こ
と
か
！
こ
の

光
は
何
と
清
朗
な
こ
と
か
'
•
お
お
！
自
然
は
何
と
偉
大
な
こ
と

か
1
•

あ
の
太
陽
を
御
覧
な
さ
い
Q

そ
の
笑
顔
が
わ
た
し
を
呼
ん
で

い
る
よ
う
だ
！
…
•
…
•
•
あ
あ
、
神
だ
。
そ
う
だ
、
神
も
わ
た
し
に
そ

の
胸
を
ひ
ら
き
、
わ
た
し
が
あ
れ
ほ
ど
顧
っ
て
い
た
あ
の
永
久
不
変

の
平
安
を
楽
し
み
に
行
く
よ
う
わ
た
し
を
招
い
て
い
る
。
」

＊
こ
の
言
莱
は
ジ
ラ
ル
ダ
ン
に
よ
っ
て
庭
園
の
石
に
刻
ま
れ
た
。

ま
た
こ
の
最
期
の
情
景
は
モ
ロ
ー
・
ル
・
ジ
ュ
ー
ヌ
の
版
画
で
わ

れ
わ
れ
に
親
し
い
。

パ
リ
の
「
ル
ソ
ー
協
会
」
で
は
、

II
自
然
へ
の
復
帰
I
I
R
e
t
o
m
d
l
d

N
a
t
u
r
e

の
名
目
で
計
劃
し
て
い
る
数
々
の
記
念
事
業
の
掠
尾
を
飾
る
た
め

に
、
ル
ソ
ー
の
遣
骸
を
そ
の
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
|
|
自
然
の
中
へ
返
そ
う
と

し
て
い
る
。
来
る
六
月
二
十
八
日
（
生
誕
の
日
）
、
ル
ソ
ー
の
柩
は
パ
ン
テ

オ
ン
廟
か
ら
引
出
さ
れ
、
市
民
の
礼
拝
に
供
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
七

月
四
日
（
埋
葬
の
日
）
を
期
し
て
、
一
七
九
四
年
十
月
と
同
じ
コ
ー
ス
を
通

り
、
同
じ
く
盛
大
な
式
典
を
も
っ
て
、
エ
ル
ム
ノ
ン
ヴ
ィ
ル
の
庭
園
の
中
の

ポ
プ
ラ
島
に
再
埋
葬
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

Q

こ
う
し
て
フ
ラ
ン
ス
は
、
生
前
こ
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「
国
際
会
議
」
に
つ
い
て
は
、
最
近
、
ネ
モ
氏
か
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
原
案

を
送
ら
れ
た

Q

こ
の
会
議
は
ユ
ネ
ス
コ
と
提
携
し
て
、
来
る
六
月
二
十
八
日

か
ら
七
月
三
日
ま
で
ロ
ワ
イ
ヨ
ー
モ
ン

(
R
o
y
a
u
m
o
n
t
)
の
僧
院
で
お
こ

な
わ
れ
る
が
、
今
は
そ
の
主
要
テ
ー
マ
を
記
す
に
と
ど
め
る
。

一
、
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
と
近
代
人

一
、
十
九
世
紀
お
よ
び
二
十
世
紀
に
お
け
る
人
間
の
条
件

一
、
二
十
世
紀
に
お
け
る
建
設
的
展
望

一
、
生
命
の
諸
次
元
に
た
い
す
る
教
育
法

最
後
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
言
葉
を
借
り
て
結
び
と
し
よ
う
。

「
地
上
の
安
息
の
た
め
に
、
ル
ソ
ー
や
わ
た
し
が
か
つ
て
存
在
し
な

＊
 

か
っ
た
方
が
よ
か
っ
た
か
ど
う
か
、
未
来
が
知
る
で
あ
ろ
う
。
」

（
昭
和
三
十
七
年
一
月
稿
）

＊ 

パ
リ
の
「
ル
ソ
ー
協
会
」
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
。

の
哲
学
者
が
霊
感
と
慰
安
を
見
出
し
た
自
然
へ
そ
の
な
き
が
ら
を
返
し
、
名

誉
あ
る
復
権
と
一
致
を
な
し
遂
げ
る
で
あ
る
う
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
人
間
精
神

の
名
に
お
い
て
、
実
存
の
原
理
の
も
っ
と
も
偉
大
な
鼓
吹
者
を
そ
の
終
局
的

蓮
命
に
返
す
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
計
劃
に
つ
い
て
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の

「
ル
ソ
ー
協
会
」
も
全
面
的
に
賛
意
を
表
し
、
「
ル
ソ
ー
の
場
所
は
自
然
の

＊
 

中
で
あ
っ
て
、
パ
ン
テ
オ
ン
の
冷
た
い
廟
堂
の
中
で
は
な
い
」
と
強
調
し
て

い
る
。

こ
の
言
菓
は
次
の
よ
う
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ー
ー
「
地
上

の
安
息
の
た
め
に
は
、
お
そ
ら
く
ル
ソ
ー
や
わ
た
し
が
か
つ
て
存

在
し
な
か
っ
た
方
が
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
」
ー

A
u
g
u
s
t
e

R
e
y
,
 J
e
a
nー

J
a
c
q
u
e
s
R
o
u
s
s
e
a
u
 d
a
n
s
 la 
Vallee de
 M
o
n
t
m
oー

re祠y》
P
.
2
6
1
-

な
お
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
「
ル
ソ
ー
協
会
」
は
も
ち
ろ
ん
、
入
イ

ス
の
観
光
局

(
0• 

N. S
.
 
T.)
で
も
、
こ
と
し
一
九
六
二
年
を

「
ル
ソ
ー
の
年
」A
n
n、

e
]
．
_
]
•
R
o
u
s
s
e
a
u
と
し
て

fI
自
然
に
か

え
ろ
う

“
R
e
t
o
u
r
n
o
n
s
a
 la 
N
a
tミ、
e

と
の
名
目
で
数
多
の
記

念
行
事
を
計
画
し
て
い
る
。

後

記

本
魯
は
八
折
版
全
五
十
ニ
ペ
ー
ジ
。
本
文
の
仕
か
に
短
か
い
序
言

と
末
尾
に
附
さ
れ
た
「
理
性
の
福
音
書
、
ま
た
は
自
然
の
法
典
抄
」

と
題
す
る
断
片
が
あ
る
が
、
省
略
し
た
。
ま
た
本
文
の
注
解
も
な
る

べ
く
簡
略
に
し
た
が
、
こ
の
種
の
文
書
の
つ
ね
と
し
て
多
く
の
未
詳

の
箇
所
が
あ
る
。

終
り
に
。
ハ
リ
「
ル
ゾ
ー
協
会
」
幹
事
マ
ク
ジ
ム
・
ネ
モ
氏
、
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
「
ル
ソ
ー
協
会
」
書
記
ア
ン
ヌ
•
マ
リ
・
プ
フ
ィ
ス
テ
ル
嬢

お
よ
び
友
人
河
崎
俊
二
氏
の
厚
意
に
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

＊ 
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