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は
じ
め
に

 
ひ
と
は
人
間
か
ら
生
ま
れ
、
人
間
と
の
関
わ
り
合
い
の
中
で
人
間
と
な
る
。
人

間
と
の
関
わ
り
を
よ
り
善
く
営
み
、
人
間
と
し
て
よ
り
善
く
生
き
る
た
め
に
、
倫

理
が
あ
る
。
し
か
し
人
間
も
他
の
動
物
や
植
物
と
同
様
に
一
つ
の
生
き
る
も
の
で

あ
る
。
人
間
は
人
間
と
共
に
生
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
を
作
っ
て
き
た
、
ま
た
他
の

生
き
る
も
の
︵
自
然
︶
を
利
用
し
つ
つ
、
自
然
と
共
に
生
き
て
き
た
。
そ
こ
に
環

境
が
あ
る
。
人
間
は
自
己
の
感
覚
や
思
惟
能
力
の
及
ぶ
限
り
、
人
間
を
中
心
に
円

を
描
く
。
そ
の
円
に
よ
っ
て
閉
じ
込
め
ら
れ
た
内
部
を
人
間
の
生
き
る
﹁
環
境

︵e
n
v
iro
n
m
e
n
t

︶
﹂
と
し
て
き
た
。
し
か
し
現
代
の
先
進
諸
国
の
環
境
は
、
拡

︵
１
︶

大
す
る
と
と
も
に
、
縮
小
化
し
て
い
る
。
つ
ま
り
科
学
技
術
や
政
治
・
経
済
な
ど

の
文
化
的
営
み
に
よ
り
、
人
間
の
知
的
環
境
は
広
が
り
を
見
せ
る
が
、
そ
の
生
活

環
境
は
、
次
第
に
人
間
の
み
が
生
活
す
る
世
界
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
よ
り
具
体
的

に
言
え
ば
、
科
学
技
術
の
産
業
化
、
経
済
機
構
の
肥
大
化
・
複
雑
化
な
ど
に
よ
り
、

知
的
環
境
は
マ
ク
ロ
的
に
も
ミ
ク
ロ
的
に
も
そ
の
境
界
は
拡
大
さ
れ
た
が
、
技
術

に
よ
り
製
作
さ
れ
た
人
工
物
に
囲
ま
れ
た
、
閉
ざ
さ
れ
た
生
活
環
境
へ
と
変
化
し

て
き
て
い
る
。
そ
こ
に
今
日
の
環
境
問
題
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
問
題
の
多
く
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
の
拡
大
に
伴
う
環
境
破
壊
、
す
な
わ
ち

異
常
気
象
・
地
球
温
暖
化
・
熱
帯
雨
林
の
破
壊
・
酸
性
雨
な
ど
の
自
然
破
壊
の
問

題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
自
然
そ
の
も
の
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
は
な

く
、
人
間
の
営
み
に
よ
り
生
じ
た
問
題
で
あ
る
。
人
間
の
文
化
・
歴
史
は
、
物
を

製
作
し
、
そ
れ
を
販
売
し
利
潤
を
得
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
の
欲
求
の
充
足
、
つ

ま
り
便
利
で
快
適
な
生
活―

人
間
の
幸
福
を
得
る
た
め
に
営
ま
れ
て
き
た
と
言
っ

て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
営
み
の
中
で
環
境
は
、
自
然
的
環
境
か
ら
人
為
的
環

境
へ
と
変
化
し
、
そ
の
変
化
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
問
わ
れ
、
解
決
を
迫
ら

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
人
間
と
自
然
︵
環
境
︶
と
の
関
わ
り
を
考
え
て

み
た
い
。
人
間
の
営
み
の
一
つ
で
あ
る
学
問
、
特
に
哲
学
︵
形
而
上
学
︶
と
自
然

科
学
︵
科
学
技
術
︶
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
再
考
す
る
必
要
性
が
あ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
代
表
的
な
哲
学
者
の
一
人
で
あ
る
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
︵A

risto
te
le _s.�3

8
5
,4

～3
2
2
�B
.C

︶
を
中
心
と
し
て
古
代
ギ
リ
シ
ャ

の
思
想
を
基
に
、
今
日
の
問
題
の
本
質
を
考
え
て
み
た
い
。
何
故
な
ら
、
古
代
ギ

リ
シ
ャ
哲
学
こ
そ
、現
代
文
明
の
基
礎
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。ま
た
、

現
代
の
野
生
生
物
生
態
学
者
で
あ
る
ア
ル
ド
・
レ
オ
ポ
ル
ド
︵A

ld
o
�L
e
o
p
o
ld
,�

1
8
8
7

～1
9
4
8

︶
の
﹁
土
地
倫
理
︵L

a
n
d
e
th
ic

︶
﹂
を
手
引
き
と
し
な
が
ら
、
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環境と倫理 2

環
境
と
倫
理
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
こ
か
ら
対
人
間
お
よ
び
対
自
然
と
の

新
た
な
倫
理
が
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

哲
学
と
自
然
学

 
今
日
の
環
境
の
諸
問
題
を
考
え
、
そ
の
解
決
の
糸
口
を
見
出
す
た
め
に
は
、
ま

ず
人
間
の
知
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
の
再
吟
味
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、

こ
の
問
題
の
最
大
の
原
因
の
一
つ
に
は
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
人
間
の
知
が
深
く

関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
間
の
知
が
環
境
︵
自

然
︶
と
関
わ
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
西
洋
の
諸
学
問
の
基
礎
は
古
代
ギ

リ
シ
ャ
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
知
に
対
す
る
考
え
方
を
、
次
に
学
に
対
す
る
考
え
を
そ
の
主
著
の
一
つ
で
あ

る
﹃
形
而
上
学
﹄
を
中
心
に
見
て
み
よ
う
。

 
最
初
に
、
常
人
共
通
の
感
覚
を
超
え
て
、
或
る
な
ん
ら
か
の
技
術
を
発
明
し

た
者
が
、
世
の
人
々
か
ら
驚
嘆
さ
れ
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
た
だ
た

ん
に
そ
の
発
明
し
た
も
の
の
う
ち
に
な
に
か
実
生
活
に
有
用
な
も
の
が
あ
る
か

ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
れ
を
発
明
し
た
ほ
ど
の
者
は
知
恵
の

あ
る
者
で
あ
り
、
他
の
人
々
と
は
ち
が
っ
て
遥
か
に
優
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら

と
い
う
理
由
で
、
驚
嘆
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
さ
ら
に
い
ろ
い
ろ
の
技
術

が
発
明
さ
れ
て
ゆ
き
、
そ
し
て
そ
の
或
る
も
の
は
実
生
活
の
必
要
の
た
め
の
も

の
で
あ
り
、
他
の
或
る
も
の
は
安
楽
な
暮
ら
し
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
の
場
合
に
も
い
つ
で
も
ひ
と
は
、
こ
の
娯
楽
的
な
術
の
発
明
者
の
方
を
、

前
者
の
そ
れ
よ
り
も
、
そ
の
認
識
が
な
ん
ら
か
の
実
際
的
効
用
を
も
ね
ら
っ
て

い
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
い
っ
そ
う
多
く
の
知
恵
あ
る
者
だ
と
考
え
た
。

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
す
で
に
こ
う
し
た
諸
技
術
が
す
べ
て
ひ
と
と
お
り
備
わ
っ

た
と
き
、
こ
こ
に
、
快
楽
を
目
ざ
し
て
の
で
も
な
い
が
し
か
し
生
活
の
必
要
の

た
め
の
で
も
な
い
と
こ
ろ
の
認
識
︹
諸
学
︺
が
見
い
だ
さ
れ
た
、
し
か
も
最
も

早
く
そ
う
し
た
暇
な
生
活
を
し
始
め
た
人
々
の
地
方
に
お
い
て
最
初
に
。

︵
２
︶

 
人
間
も
生
物
の
一
種
で
あ
る
限
り
、
身
体
的
生
命
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
人
間
は
ま
ず
そ
の
生
活
を
営
む
た
め
、
つ
ま
り
︵
１
︶﹁
実
生
活
の

必
要
の
た
め
の
﹂
知
︵
技
術
︶―

﹁
生
活
術
﹂
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
実
生
活
が
整

う
と
き
、
︵
２
︶﹁
安
楽
な
暮
ら
し
に
関
す
る
﹂
知
、
即
ち
﹁
娯
楽
的
な
術
﹂
が
生

ま
れ
て
く
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
技
術
が
整
い
、
生
活
に
余
裕
が
で
き
る
時
、

︵
３
︶﹁
快
楽
を
目
ざ
し
て
の
で
も
な
い
が
し
か
し
生
活
の
必
要
の
た
め
で
も
な
い
﹂

と
こ
ろ
の
知
︵
認
識
︶
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
知
の

あ
り
方
の
優
劣
を
﹁
実
際
的
効
用
性
﹂―

﹁
実
用
性
﹂
に
求
め
る
。
つ
ま
り
﹁
そ

の
学
そ
れ
自
ら
の
ゆ
え
に
望
ま
し
く
ま
た
そ
の
知
る
こ
と
自
ら
の
ゆ
え
に
望
ま
し

い
学
の
方
が
、
そ
れ
の
も
た
ら
す
効
果
の
ゆ
え
に
望
ま
し
い
学
よ
り
も
い
っ
そ
う

多
く
知
恵
で
あ
り
﹂
、
実
際
的
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
の
少
な
い
知
の
方
が
、
よ

︵
３
︶

り
優
れ
た
知
恵
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
知
に
対
す
る
考
え
は
、
今
日
の

学
問
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
も
生
活
苦
に
喘
ぐ
人
々
の
多
く
は
、

理
論
的
な
知
よ
り
、
今
日
食
す
る
も
の
な
ど
に
実
用
性
の
そ
の
知
が
向
う
こ
と
は
、

よ
く
目
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
安
定
し
た
快
適
な
生
活
を
得
た
と
き
に
は
、
多

く
の
人
々
は
生
活
を
離
れ
、
純
粋
に
真
実
な
知
を
追
い
求
め
る
。

 
で
は
次
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
学
問―

本
来
の
第
一
の
学
問
を
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
学
問
︵e

p
iste _m

e _

︶
�を
︵
１
︶

﹁
理
論
学
︵th

e
o _
re _tik

e _

︶
﹂
、
︵
２
︶﹁
実
践
学
︵p

ra
k
tik
e _

︶
﹂
、
︵
３
︶﹁
制
作
学
﹂

の
３
つ
に
分
類
し
、
理
論
学
に
は
①
﹁
神
学
︵th

e
o
lo
g
ik
e _

︶
﹂
︵
彼
は
﹁
第
一
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鈴木 元久3

哲
学
︹p

ro _
te _
�p
h
ilo
so
p
h
ia

︺﹂
と
も
呼
び
、
後
に
﹁
形
而
上
学
﹂
と
名
づ
け
ら

れ
た
︶
、
②
﹁
自
然
学
︵p

h
y
sik
e _

︶
﹂
︵
第
二
哲
学
︵d

e
u
te
ra
�p
h
il.

︶�︶
、
③
﹁
数

学
︵m

a
te _m
a
tik
e _

︶
﹂
、
実
践
学
に
は
﹁
倫
理
学
﹂・﹁
政
治
学
﹂・﹁
経
済
学
﹂
が

属
す
る
。
制
作
学
は
﹁
詩
学
﹂
で
あ
る
。�

︵
４
︶

 
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
哲
学
と
自
然
学
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、﹁
存
在
を
存
在
と
し
て
︵to

�o
n
�h
e _�o
n

︶

研
究
し
、
ま
た
こ
れ
に
自
体
的
に
属
す
る
も
の
ど
も
を
も
研
究
す
る
一
つ
の
学

︵e
p
iste _m

e _�tis

︶
﹂
が
哲
学
で
あ
り
、
自
然
学
は
﹁
存
在
を
存
在
と
し
て
一
般
的

︵
５
︶

に
考
察
し
な
い
で
、
た
だ
そ
れ
の
あ
る
部
分
を
抽
出
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
こ
れ
に

付
帯
す
る
属
性
を
研
究
し
て
い
る
。﹂
こ
の
よ
う
に
両
学
の
差
異
性
お
よ
び
そ
の

︵
６
︶

関
係
性
は
、﹁
自
体
的
に(k

a
ta
�h
a
u
to

︶
﹂―
﹁
付
帯
的
に(k

a
ta
�sy
m
b
e
b
e _k
o
s

︶﹂、

﹁
全
体
﹂
と｢

部
分｣

に
存
す
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
自
然
学
は
存
在
そ
の
も
の
、

す
な
わ
ち
存
在
の
本
質
で
は
な
く
、
存
在
す
る
も
の
の
一
部
を
、
そ
れ
に
付
帯
す

る
属
性
を
研
究
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
然
学
は
﹁
現
に
︹
他
の
諸
学
と
同
様
に
︺

或
る
特
定
の
類
の
存
在
を
対
象
と
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
学
は
そ
れ
の
運

動
や
静
止
の
原
理
︹
始
動
因
︺
を
そ
れ
自
ら
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
よ
う
な
そ
の

よ
う
な
種
類
の
実
体
︹
す
な
わ
ち
自
然
を
原
理
と
す
る
自
然
的
存
在
︺
を
対
象
と

し
て
い
る
﹂
こ
の
よ
う
に
自
然
学
は
、
存
在
す
る
も
の
の
中
か
ら
そ
の
一
部
を
取

︵
７
︶

り
出
し
、
そ
の
原
理
・
原
因
を
研
究
す
る
学
で
あ
り
、
存
在
す
る
も
の
そ
の
も
の―

存
在
す
る
も
の
全
体
の
学
で
は
な
い
。
つ
ま
り
自
然
学
は
環
境―

自
然―

世
界
の

全
体
が
い
か
に
あ
る
か
、
そ
の
中
で
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
生
き
、
い
か
に
行
動
す

べ
き
か
は
問
わ
な
い
。

 
今
日
、
自
然
学―

自
然
科
学
は
多
く
の
領
域
に
分
化
さ
れ
、
ま
た
分
化
さ
れ
た

専
門
領
域
は
融
合
化
が
な
さ
れ
、
学
の
複
雑
化
・
細
分
化
は
留
ま
る
こ
と
は
な
い
。

今
日
の
自
然
科
学
は
極
め
て
限
ら
れ
閉
ざ
さ
れ
た
領
域
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
し

技
術
化
さ
れ
た
自
然
科
学
の
成
果
が
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
生
活
を
豊
か
に
、
快
適

に
、
便
利
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
技
術
化
さ
れ
た
科
学
は
、
科
学
技
術
と
し
て
産

業
化
・
経
済
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
を
豊
か
に
し
た
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ

の
生
き
方
・
在
り
方
に
、
ま
た
環
境―

自
然―

世
界
の
本
質
の
捉
え
方
に
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
に
対
し
、
藤
沢
令
夫
氏
は
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
自
然
︵
環
境
・
世
界
︶
の
一
部
を
特
定
の
対
象
と
し
て
全
体
か

ら
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
構
造
や
仕
組
み
の
解
明
は
、
自
然
︵
環
境
︶

の
仕
組
み
を
人
為
的
に
い
じ
る
こ
と
を
、
ま
た
新
し
い
物
を
人
為
的
に
作
り
出
す

こ
と
を
可
能
に
す
る
。
し
か
し
元
来
そ
の
抽
出
さ
れ
た
部
分
と
し
て
の
対
象
は
、

世
界
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
意
味
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
対
象
の
仕

組
み
を
い
じ
る
こ
と
は
、
必
ず
世
界
全
体
の
意
味
と
価
値
の
シ
ス
テ
ム
に
影
響
す

る
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
﹁
部
分
的
認
識
と
し
て
の
科
学
・
技
術
が
も
た
ら

︵
８
︶

す
思
わ
ざ
る
マ
イ
ナ
ス
の
波
及
効
果
⋮
⋮
に
対
し
て
ふ
た
た
び
部
分
的
認
識
に
も

と
づ
く
技
術
的
対
策
に
よ
っ
て
対
処
し
て
も
、
そ
の
対
策
自
体
が
他
の
局
面
で
も
�

 “
思
わ
ざ
る
”
害
悪
を
も
た
ら
す
危
険
が
多
い
に
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
﹂
と
述

︵
９
︶

べ
、
現
代
の
諸
問
題
に
警
告
を
発
し
て
い
る
。
自
然
の
一
部
を
抽
出
し
、
そ
の
一

断
面
に
つ
い
て
の
知
見
か
ら
得
ら
れ
た
効
果
が
、
そ
の
負
の
効
果
を
も
合
わ
せ
持

つ
こ
と
は
、
十
分
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
解
決
法
と

し
て
同
一
の
レ
ベ
ル
で
の
対
策
が
と
ら
れ
る
な
ら
、
予
期
せ
ぬ
害
悪
を
招
く
こ
と

は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。そ
こ
で
自
然
全
体
を
、世
界
全
体
を
眺
め
る
学
が
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
先
に
引
用
し
た
﹁
快
楽
を
目
ざ
し
て

の
で
も
な
い
が
し
か
し
生
活
の
必
要
の
た
め
で
な
い
も
な
い
と
こ
ろ
の
認
識
︹
諸

学
︺﹂
が
、﹁
た
だ
知
る
こ
と
そ
れ
自
ら
の
ゆ
え
に
知
り
、
た
だ
認
識
せ
ん
が
た
め

に
認
識
す
る
﹂
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

︵
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 自
然
と
自
然
学

 
古
代
の
ギ
リ
シ
ャ
人
た
ち
は
、
自
然
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
を
手
が
か
り
に
考
え
て
み
る
。

 
あ
の
最
初
の
哲
学
し
た
人
々
の
う
ち
、
そ
の
大
部
分
は
、
質
料
の
意
味
で
の

そ
れ
の
み
を
す
べ
て
の
事
物
の
も
と
の
も
の
︹
原
理
︺
で
あ
る
と
考
え
た
。
す

な
わ
ち
、
す
べ
て
の
存
在
の
そ
の
よ
う
に
存
在
す
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
で
あ
り
、

そ
れ
ら
す
べ
て
は
そ
れ
か
ら
生
成
し
来
り
、
そ
の
終
わ
り
に
は
ま
た
そ
れ
に
ま

で
消
滅
し
行
く
と
こ
ろ
の
そ
れ
︵
そ
こ
で
は
そ
の
実
体
は
そ
の
ま
ま
そ
れ
ら
す

べ
て
の
基
に
︹
基
体
と
し
て
︺
止
ま
り
、
た
だ
そ
れ
の
受
動
態
︹
属
性･

様
態
︺

に
の
み
そ
の
転
化
す
な
わ
ち
そ
の
消
滅
変
化
が
現
わ
れ
る
、︶
こ
う
し
た
そ
れ
を
、

か
れ
ら
は
、
す
べ
て
の
存
在
の
構
成
要
素
︹
元
素
︺
で
あ
り
、
も
と
の
も
の
︹
原

理
︺
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
か
れ
ら
の
考
え
で
は
、
な
に
も

の
も
︹
そ
れ
自
ら
は
︺
生
成
す
る
こ
と
も
な
く
絶
滅
す
る
こ
と
も
な
い
、
と
い

う
の
は
、
そ
れ
の
自
然
は
常
に
自
ら
の
持
前
を
保
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

 
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
自
然
学
者
と
呼
ば
れ
た
人
た
ち
の
多
く
は
、
自
然
の
基
に
在

る
も
の
、
す
な
わ
ち
万
物
の
原
理
︵a

rc
h
e _

︶
を
、﹁
水
﹂
、﹁
ト
・
ア
ペ
イ
ロ
ン

︵
無
限
な
も
の
︶
﹂
、﹁
空
気
﹂
、﹁
火
﹂
、﹁
四
元
素
﹂
、﹁
種
子
﹂
な
ど
と
考
え
た
。
自

然
︵
的
事
物
︶
は
﹁
そ
れ
か
ら
生
成
し
﹂
、﹁
そ
れ
に
ま
で
消
滅
し
行
く
﹂
も
の
で

あ
り
、
つ
ま
り
自
然
は
ア
ル
ケ
ー
か
ら
生
ま
れ
ア
ル
ケ
ー
へ
と
消
滅
す
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
そ
の
ア
ル
ケ
ー
そ
の
も
の
は
生
成
消
滅
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
彼

ら
は
不
変
不
動
の
ア
ル
ケ
ー
と
絶
え
ず
円
環
的
に
生
成
消
滅―

変
化
を
繰
返
す
も

の
の
在
り
よ
う
こ
そ
、
自
然
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
な
素
朴
な
考
え
方
を
古
く
幼

稚
で
意
味
な
き
も
の
と
切
り
捨
て
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
現
代
人
の
わ

れ
わ
れ
か
ら
見
て
も
、
水
は
雨
と
し
て
地
上
に
降
り
、
河
と
な
り
、
海
に
注
ぎ
、

水
蒸
気
と
な
っ
て
、
空
に
帰
り
、
雨
と
な
り
再
び
帰
っ
て
来
る
。
空
気
も
地
球
の

上
を
風
と
な
り
駆
け
巡
り
、
眼
に
は
見
え
な
い
が
、
そ
の
姿
を
変
え
、
絶
え
ず
わ

れ
わ
れ
の
生
命
の
源
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
は
水
も
空
気
も
無
限
に
存

在
す
る
と
は
思
え
な
い
。
物
質
と
し
て
の
水
や
空
気
は
、
限
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ

な
い
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
常
に
繰
返
す―

循
環
す
る
仕
組

み
そ
の
も
の
こ
そ
、
自
然
の
持
前―

自
然
の
本
来
的
あ
り
方
︵p

h
y
sis

︶
で
は

な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
を
彼
ら
は
、
万
物
の
ア
ル
ケ
ー
と
捉
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
自
然
︵
環
境
︶
を
考
え
る
際
に
、
こ
の
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
い
で
あ
ろ
う
。

 
で
は
次
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
の
捉
え
方
を
見
て
み
よ
う
。﹃
自
然
学
﹄

の
第
二
章
に
次
に
よ
う
な
句
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。﹁﹁
あ
る
﹂
と
言
わ
れ
る
も

の
ど
の
︹
諸
存
在
︺
の
う
ち
、
そ
の
或
る
も
の
は
自
然
に
よ
っ
て
存
在
し
、
他
の

或
る
も
の
は
そ
の
他
の
原
因
に
よ
っ
て
存
在
す
る
。
自
然
に
よ
っ
て
存
在
す
る
も

の
ど
も
︵
自
然
的
諸
存
在
、
自
然
物
︶
は
動
物
と
そ
の
諸
部
分
や
植
物
や
単
純
な

物
体
、
た
と
え
ば
土
、
火
、
空
気
、
水
な
ど
で
あ
る
。
⋮
⋮
こ
れ
ら
︹
自
然
的
に

存
在
す
る
も
の
ど
も
︺
の
各
々
は
そ
れ
自
ら
の
う
ち
に
そ
れ
の
運
動
お
よ
び
停
止

の
原
理
︹
始
動
因
︺
を
も
っ
て
い
る
。
⋮
⋮
こ
れ
に
反
し
て
、
寝
台
や
衣
や
そ
の

他
こ
の
類
の
な
に
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
技
術
に
よ
っ
て
存
在
す
る
も
の
と
し
て

の
か
ぎ
り
の
す
べ
て
は
、
そ
れ
自
ら
の
う
ち
に
転
化
へ
の
な
ら
か
の
衝
動
を
も
植

え
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
﹂
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
存
在
す
る
も
の
は
、
①

自
然
に
よ
っ
て
存
在
す
る
も
の
︵to

�p
h
y
se
i�o
n
,

自
然
的
諸
存
在
、
自
然
物
︶
か
、

②
技
術
に
よ
っ
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
動
植
物
や
土
、
火
、
空
気
、

水
な
ど
の
物
体
で
あ
り
、自
分
自
身
の
中
に
運
動
お
よ
び
停
止
の
原
理
︹
始
動
因
︺

︵
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を
、
ま
た
成
長
や
性
質
の
変
化
の
原
理
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
寝

台
や
衣
な
ど
の
よ
う
な
製
作
品
・
人
工
物
で
あ
り
、
自
分
の
中
に
運
動
の
原
理
を

も
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
存
在
の
原
理
は
そ
れ
を
制
作
す
る
人
の
中
に
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
自
然
﹂
と
は
、﹁
そ
れ
自
ら
の
う
ち
に
そ

の
運
動
・
転
化
の
原
理
を
も
つ
と
こ
ろ
の
も
の
ど
も
︹
自
然
物
︺
の
各
々
の
基
体

で
あ
る
と
こ
ろ
の
第
一
の
︹
最
も
直
接
の
︺
質
料
を
意
味
す
る
。
︵
２
︶
他
の
仕

方
で
は
、
自
然
は
そ
の
も
の
︹
自
然
物
︺
の
型
式
で
あ
り
、
そ
の
説
明
方
式
に
お

け
る
形
相
で
あ
る
﹂
つ
ま
り
自
然
と
は
、自
然
物
の
①
﹁
質
料
﹂
で
あ
り
、②
﹁
形

相
﹂
で
あ
る
。
比
喩
的
に
言
え
ば
、
水
は
﹁
水
素
﹂
と
﹁
酸
素
﹂
か
ら
な
り
、
２

個
の
水
素
と
１
個
の
酸
素
が
結
び
付
く
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
そ
の
素
材
と
し
て

水
素
と
酸
素
が
質
料
で
あ
り
、
２
個
の
水
素
と
１
個
の
酸
素
の
組
み
合
わ
せ
方
、

す
な
わ
ち
そ
の
型
式
が
形
相
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

 
自
然
界
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
質
料―

構
成
要
素
が
存
在
し
、
自
然
の
原
理
に
よ
っ

て
生
成
変
化
を
繰
返
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
空
気
は
窒
素
や
酸
素
や
二
酸
化
炭

素
な
ど
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
人
間
は
空
気
︵
酸
素
︶
を
体
内
に
取
り
入
れ
、

二
酸
化
炭
素
を
排
出
す
る
こ
と
に
よ
り
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
酸
化
炭
素
は

植
物
や
そ
の
他
の
自
然
に
よ
り
酸
素
に
変
換
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
然
の
循
環

は
自
然
自
ら
に
よ
っ
て
保
た
れ
て
い
る
。
し
か
し
人
間
は
自
然
に
よ
っ
て
存
在
す

る
も
の―

自
然
物
を
分
解
し
た
り
結
合
し
た
り
し
て
、
す
な
わ
ち
自
然
の
仕
組

み
を
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
工
物―

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
。
人
工
物

が
大
量
に
生
産
さ
れ
、
消
費
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に
大
き
な
問
題
が
生
じ
る
。
た

と
え
ば
、
人
間
の
技
術
に
よ
り
作
り
出
さ
れ
た
塩
素
化
合
物
︵
フ
ロ
ン
︶
に
よ
り

オ
ゾ
ン
層
が
破
壊
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
す
る
と
﹁
自
然
に
よ
っ
て
存
在
す
る
も
の
﹂

と
﹁
技
術
に
よ
っ
て
存
在
す
る
も
の
﹂
と
の
共
存
の
仕
方
が
今
や
問
わ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、﹁
自
然
﹂
と
﹁
技
術
﹂
の
関
係
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

次
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
と
技
術
と
関
係
性
を
見
て
み
よ
う
。

自
然
と
技
術

 ﹃
自
然
学
﹄
の
第
八
章
に
次
の
よ
う
な
言
葉
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
章

で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
自
然
の
合
目
的
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
自
然
に
よ
っ
て
存
在
す
る
も
の
に
は
﹁
そ
れ
の
た
め
に
あ
る
そ
れ
﹂
と
し

て
の
原
因
＝
目
的
因
の
存
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

 
た
と
え
ば
、
も
し
家
が
自
然
に
よ
っ
て
生
成
す
る
も
の
の
部
に
属
す
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
そ
れ
が
現
に
い
ま
技
術
に
よ
っ
て
あ
る
よ
う
に
、
そ

の
よ
う
に
生
成
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
し
自
然
に
よ
っ
て
の
事
物
が
、

た
だ
に
自
然
に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
技
術
に
よ
っ
て
も
生
成
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ら
が
自
然
的
に
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
生
成
す
る
で

あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、︹
こ
う
し
た
生
成
過
程
に
お
い
て
︺
先
の
も
の
は
後
の
も

の
の
た
め
に
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
般
に
、
技
術
は
、
一
方
で
は
、
自
然
が

な
し
と
げ
え
な
い
と
こ
ろ
の
物
事
を
完
成
さ
せ
、
他
方
で
は
、
自
然
の
な
す
と

こ
ろ
を
模
倣
す
る
。
そ
こ
で
、
も
し
技
術
に
従
っ
て
で
き
た
物
事
が
な
に
か
の

た
め
に
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
、
自
然
に
従
っ
て
で
き
た
物
事
も
ま
た

そ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
技
術
に
従
っ
て
で
き
た
も
の
に
お
い
て
も
、
自
然

に
従
っ
て
で
き
た
も
の
に
お
い
て
も
、
先
の
も
の
と
後
の
も
の
と
の
相
互
の
関

係
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
。

 
自
然
に
よ
っ
て
成
る
も
の
も
、
技
術
に
よ
っ
て
成
る
も
の
も
同
じ
よ
う
に
成
る

と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
言
う
。
こ
の
よ
う
に
自
然
と
技
術
の
在
り
方
は
同
一
で

︵
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あ
ろ
う
と
言
う
。
そ
し
て
技
術
の
在
り
方
は
自
然
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い

こ
と
を
完
成
さ
せ
、
自
然
を
模
倣
す
る
と
も
言
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
古
代

と
現
代
で
は
諸
事
情
が
異
な
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
に
し
て
も
、現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
と
り
、示
唆
多
き
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
現
代
の
実
例
に
沿
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
現
代
の
環
境
問
題
の
要
因
の
一

つ
に
考
え
れ
ら
れ
る
﹁
人
口
増
加
﹂
が
あ
る
。
自
然
に
は
人
間
や
そ
の
他
の
生
物

を
収
容
し
き
れ
る
能
力
に
は
限
界
が
あ
る
。
自
然
︵
人
間
も
そ
の
一
部
で
あ
る
︶

が
そ
の
限
界
を
超
え
る
と
き
、す
な
わ
ち
自
然
の
原
理
に
反
す
る
と
き
、自
然
︵
環

境
︶
に
さ
ま
ざ
ま
な
不
具
合―

―

食
糧
問
題
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
な
ど―

―

が
生

じ
、
自
然
︵
環
境
︶
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
生
じ
る
。
自
然
が
反
自
然
的

に
な
る
こ
と
︵
自
然
的
に
か
、
も
し
く
は
技
術
的
︹
人
為
的
︺
か
︶
を
矯
正
す
る

と
こ
ろ
に
、
す
な
わ
ち
本
来
の
自
然
の
目
的
に
方
向
を
修
正
す
る
と
こ
ろ
に
、
技

術
は
自
然
が
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
こ
と
を
完
成
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
技
術
の
本
来
的
在
り
方
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
技
術
は
自
然
を
模
倣
し
て
、
自
然
の
原
理
に
従
い
、

自
然
の
目
的
に
向
う
と
こ
ろ
に
、
技
術
の
本
質
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
無
理
が

あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
た
て
ば
、
現
代
の
環
境
問
題
の
解
決
法

の
基
盤
と
し
て
の
自
然
と
科
学
技
術
の
関
わ
り
方
を
模
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
自
然
科
学
は
自
然
の
一
部
を
抽
出
し
た

と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
学
で
あ
り
、
科
学
技
術
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
両
者
と
哲
学

︵
倫
理
学
︶
と
の
繋
が
り
が
重
要
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
自
然
全
体
を
、
環
境
全
体

を
眺
め
、
自
然
の
仕
組
み
全
体
の
在
り
方
を
探
り
、
そ
の
在
り
方
に
沿
い
、
自
然

科
学
を
、
科
学
技
術
を
導
い
て
行
く
こ
と
が
現
代
に
お
い
て
必
要
で
は
な
か
ろ
う

か
。

 
す
る
と
こ
こ
に
全
体
︵
自
然
︶
と
部
分
︵
自
然
学
や
技
術
︶
の
問
題
を
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
次
の
言
葉
に
注
目
し
た
い
。﹃
政

治
学
﹄
第
一
巻
第
二
章
に
お
い
て
、﹁
自
然
は
、
⋮
⋮
何
も
の
を
も
徒
ら
に
作
り

は
し
な
い
︵o

u
th
e
n
�m
a
te _n
�h
e _�p
h
y
sis�p

o
e
i

︶
﹂
と
い
う
句
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
は
﹁
人
間
は
自
然
に
国
的
動
物
で
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
と
の
関
連
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
の
合
目
的
的
な
考
え
を

主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
然
は
或
る
目
的
︵
善
・
最
高
善
︶
に
向
け
て
存
在
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
自
然
そ
の
も
の
に
は
無
駄
な
も
の
、
無
意
味
な
も
の

は
な
い
。
し
か
し
人
間
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
無
駄
な
も
の
、
不
必
要
な
も
の
は
沢

山
あ
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
、
自
然
に
お
け
る
人
間
に
と
り
無
駄
な
も
の
を
人
間

に
と
っ
て
有
益
な
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
人
間
文
明
の
一
つ
で
あ
る

科
学
技
術
の
在
り
方
が
あ
る
。
こ
こ
に
自
然
︵
全
体
︶
と
科
学
技
術
︵
部
分
︶
の

摩
擦―

問
題
が
生
じ
る
。
し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
同
じ
﹃
政
治
学
﹄
の
中
で

次
の
よ
う
に
言
う
。﹁
自
然
に
は
︹
本
性
上
は
︺、
国
は
家
や
わ
れ
わ
れ
個
々
人
よ

り
先
に
あ
る
、
何
故
な
ら
全
体
は
部
分
よ
り
先
に
あ
る
の
が
必
然
だ
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
全
体
と
し
て
の
身
体
が
壊
さ
れ
る
と
、
人
が
石
の
手
を
手
と
言
う
場
合
の

よ
う
に
、
同
名
異
義
的
に
言
う
の
な
ら
と
も
か
く
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
手
も
足

も
な
い
で
あ
ろ
う
﹂
し
か
し
人
間
の
歴
史
は
、全
体
︵
国
家
︶
か
ら
部
分
︵
個
人
︶

へ
と
そ
の
力
点
が
移
行
す
る
歴
史
で
あ
る
。﹁
国
が
自
然
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、

ま
た
︹
自
然
に
は
︺
各
個
人
よ
り
先
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
﹂
と

い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
立
場
は
勿
論
時
代
的
制
約
の
上
に
あ
る
言
葉
で
あ
り
、

種
々
の
問
題
も
あ
る
が
、
し
か
し
自
然
環
境
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
全
体―

部

分
と
い
う
視
点
は
必
要
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
か
に
偏
る
視
点
で

は
な
く
、
全
体
に
基
づ
く
部
分
、
部
分
に
基
づ
く
全
体
と
い
う
観
点
が
そ
こ
に
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

︵
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さ
ら
に
同
第
八
章
に
﹁
植
物
は
食
糧
と
し
て
彼
ら
の
た
め
に
存
し
、
他
の
動
物

は
人
間
の
た
め
に
存
し
、
そ
の
う
ち
家
畜
は
使
用
や
食
糧
の
た
め
に
、
野
獣
は
そ

の
凡
て
で
な
く
と
も
、大
部
分
が
食
糧
の
た
め
に
、ま
た
そ
の
他
の
補
給
の
た
め
に
、

す
な
わ
ち
衣
服
や
そ
の
他
の
道
具
が
そ
れ
か
ら
得
ら
れ
る
た
め
に
存
す
る
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
も
し
自
然
が
何
も
の
を
も
不
足
な
も
の
と
し
て
作
る
こ
と
も
な
け

れ
ば
、
ま
た
徒
ら
に
作
る
こ
と
も
な
い
な
ら
ば
、
人
間
の
た
め
に
そ
れ
ら
凡
て
を

自
然
が
作
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
﹂
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
言

う
。
つ
ま
り
自
然
は
そ
の
目
標
に
向
け
、
自
然
の
成
員
そ
れ
ぞ
れ
に
過
不
足
な
く
、

ま
た
無
駄
に
生
命
・
生
活
の
糧
を
作
ら
な
い
。
今
日
の
言
葉
で
言
え
ば
、
食
物
連

鎖
と
い
う
機
構
が
自
然
に
は
備
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
人
間
は
食
糧
や
そ
の
他
の

も
の
を
絶
え
ず
﹁
不
足
﹂
と
見
な
し
、自
然
が
与
え
て
く
れ
た
も
の
を
﹁
過
度
に
﹂、

﹁
い
た
ず
ら
に
﹂
利
用
す
る
。
人
間
は
﹁
自
然
﹂
と
﹁
人
為
︵
科
学
技
術
︶
﹂
と
い

う
関
係
を
も
う
一
度
見
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

土
地
倫
理

 
野
生
生
物
生
態
学
者
、
環
境
倫
理
学
者
で
あ
る
ア
ル
ド
・
レ
オ
ポ
ル
ド
は
﹃
野

生
の
う
た
が
き
こ
え
る
﹄︵A
�S
a
n
d
�C
o
u
n
try
�A
lm
a
n
a
c

︶
に
お
い
て
﹁
土
地

倫
理
﹂
を
提
唱
し
た
。
そ
こ
で
彼
の
新
し
い
現
代
の
倫
理
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、

自
然
・
環
境
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

 
レ
オ
ポ
ル
ド
の
意
味
す
る
﹁
土
地
倫
理
﹂
と
は
、
人
間
共
同
体
に
お
け
る
倫
理

か
ら
、
土
壌
、
水
、
植
物
、
動
物
、
つ
ま
り
﹁
土
地
﹂―

﹁
自
然
﹂
を
も
含
む
共

同
体
の
倫
理
を
言
う
。
人
間
は
人
間
だ
け
で
は
生
き
ら
れ
な
い
。
地
、
水
、
火
、

風
、
動
植
物
と
と
も
に
し
か
、
つ
ま
り
自
然
の
中
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
。
し
か

し
人
間
は
道
具
を
作
り
、
動
力
を
見
出
し
、
機
械
を
作
り
、
人
間
の
生
き
る
術
を

作
り
だ
し
た
。
す
る
と
人
間
が
作
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
の
み
生
き
て
い
る
と
考
え

る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
人
間
は
人
間
以
外
の
も
の
は
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
自
然
に
加
工
を
加
え
、
生
活
環
境
を
作
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
自

然
の
過
度
の
利
用
・
使
用
に
よ
る
自
然
不
在
の
人
間
環
境
︵
例
と
し
て
は
都
市
化
、

機
械
化
な
ど
︶
は
、
人
間
不
在
の
環
境
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
﹁
土

地
倫
理
は
、
ヒ
ト
と
い
う
種
の
役
割
を
、
土
地
と
い
う
共
同
体
の
征
服
者
か
ら
、

単
な
る
一
構
成
員
、
一
市
民
へ
と
変
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
仲
間
の
構
成
員

に
対
す
る
尊
敬
の
念
の
表
れ
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
分
の
所
属
し
て
い
る
共
同
体

へ
の
尊
敬
の
念
の
表
れ
で
も
あ
る
﹂
レ
オ
ポ
ル
ド
の
土
地
倫
理
と
は
、
人
間
は
自

然
の
支
配
者
・
征
服
者
で
は
な
く
、
人
間
も
自
然
の
一
部
・
一
員
で
あ
る
こ
と
を

自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。

 
現
代
に
と
っ
て
の
自
然
は
、
単
に
人
間
︵
個
人
・
社
会
︹
企
業
・
国
家
︺︶
に

と
り
そ
の
利
用
価
値
が
認
め
ら
れ
る
時
に
の
み
、
そ
の
存
在
価
値
を
認
め
ら
れ
る
。

即
ち
自
然
が
保
養
地
︵
温
泉
地
等
︶
、
行
楽
地
︵
ゴ
ル
フ
場
・
ス
キ
ー
場
等
︶
と

し
て
見
ら
れ
る
と
き
に
の
み
、
そ
の
存
在
価
値
が
意
識
さ
れ
る
。
普
段
の
都
市
生

活
の
中
で
は
、
そ
の
存
在
は
人
間
に
忘
れ
去
ら
れ
る
。
人
工
物
に
の
み
囲
ま
れ
た

都
市
生
活
の
中
で
は
、
自
然
を
意
識
せ
ず
、
人
間
も
自
然
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を

忘
れ
る
。
水
・
食
糧
・
空
気
な
ど
自
然
の
提
供
す
る
も
の
が
あ
た
か
も
人
間
が
自

ら
作
り
出
し
た
如
き
錯
覚
を
以
て
生
活
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
人
間
は
自
分
の
環

境
内
に
あ
る
家
族
や
自
分
と
関
わ
り
の
あ
る
人
や
物
に
は
関
心
を
持
つ
が
、
自
分

の
環
境
外
の
人
や
物
に
は
無
関
心
で
あ
る
。
諸
外
国
の
災
害
や
事
故
や
飢
餓
な
ど

に
は
、
さ
し
て
関
心
を
示
さ
な
い
。
し
か
し
自
分
や
家
族
や
知
人
の
生
死
や
幸
不

幸
に
関
わ
り
の
あ
る
こ
と
に
は
、
意
識
を
研
ぎ
澄
ま
し
、
強
い
関
心
を
示
す
。
つ

ま
り
自
然
が
、
自
己
の
利
益
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
の
み
︵
自
然
の
脅
威
等
に
曝

さ
れ
る
時
︶
、
換
言
す
れ
ば
、
自
分
の
意
識
内
・
環
境
内
の
存
在
と
自
覚
さ
れ
る

︵
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と
き
に
の
み
、
自
然
の
存
在
の
価
値
を
知
る
。

 
そ
こ
で
レ
オ
ポ
ル
ド
は
言
う
、﹁
人
間
の
自
分
勝
手
な
経
済
的
観
点
だ
け
に
基

づ
い
た
自
然
保
護
体
制
は
、
ど
う
し
よ
う
な
く
偏
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、

土
地
と
い
う
共
同
体
の
な
か
の
、
人
間
の
商
売
に
役
に
は
た
た
な
い
が
︵
わ
れ
わ

れ
人
間
の
知
る
限
り
で
も
︶
そ
の
共
同
体
の
健
全
な
機
能
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な

い
と
思
わ
れ
る
数
多
く
の
要
素
を
な
い
が
し
ろ
に
し
、
ひ
い
て
は
絶
滅
さ
せ
て
し

ま
う
結
果
に
な
る
﹂
確
か
に
科
学
技
術
の
産
業
化
、
経
済
化
は
自
然
物
を
利
用
し

て
生
活
物
質
を
大
量
に
生
産
し
、
利
益
を
生
み
蓄
え
、
一
部
の
人
間
を
貧
困
か
ら

救
い
、
不
平
等
を
是
正
し
た
。
し
か
し
こ
れ
で
す
べ
て
の
問
題
が
解
決
し
た
わ
け

で
は
な
い
。
政
治
問
題
・
経
済
問
題
・
倫
理
の
問
題
は
依
然
と
し
て
未
解
決
の
も

の
が
山
積
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
環
境
問
題
は
人
類
の
生
命
の
存
続
と
い
う
危
機

的
状
況
を
呈
し
て
い
る
。
そ
こ
に
環
境
と
倫
理
の
問
題
の
解
決
が
急
務
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
他
の
諸
問
題
と
の
絡
み
に
よ
り
遅
々
と
し
て
解
決
策
が
見
出
さ
れ
な
い
。

そ
こ
で
人
間
と
自
然
と
の
共
生
・
持
続
可
能
な
発
展
・
自
然
保
護
が
叫
ば
れ
る
。

レ
オ
ポ
ル
ド
は
い
う
、
自
然
保
護
と
は
﹁
人
間
と
土
地
と
の
あ
い
だ
に
調
和
が
保

た
れ
た
状
態
の
こ
と
で
あ
る
﹂
さ
ら
に
言
う
、﹁
土
地
倫
理
と
は
、
生
態
系
に
対

す
る
良
心
の
存
在
の
表
れ
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
、
土
地
の
健
康
に
対
し
て
の
個

人
個
人
に
責
任
が
あ
る
と
い
う
確
信
を
も
示
し
て
い
る
。
健
康
と
は
、
土
地
が
自

己
再
生
を
す
る
能
力
を
備
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
自
然
保
護
と
は
、
こ
の
能
力

を
理
解
し
保
存
し
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
人
間
の
努
力
の
こ
と
で
あ
る
﹂
と
。

 
人
間
の
生
命
は
、
自
然
と
同
様
に
自
己
再
生
・
回
復
能
力
を
持
つ
。
医
療
技
術
・

衛
生
管
理
の
未
熟
な
時
代
は
、
そ
の
能
力
に
頼
る
以
外
に
生
命
を
維
持
・
保
持
す

る
方
法
を
持
た
な
か
っ
た
。
し
か
し
現
代
、
科
学
技
術
・
医
療
技
術
の
発
達
、
公

衆
衛
生
の
向
上
に
よ
り
、
人
間
は
自
分
が
病
気
に
罹
れ
ば
、
健
康
回
復
を
望
み
、

そ
の
た
め
の
様
々
な
手
段
を
採
る
。
ま
た
そ
れ
が
生
死
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、

必
死
に
そ
の
生
命
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
人
間
の
歴
史
、
文
化
の
発
展
と
は
人

間
の
生
命
の
維
持
・
保
持
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
自
然
は
自
己
再

生
能
力
は
持
つ
も
の
の
、
そ
れ
に
は
限
界
が
あ
る
。
人
間
の
肉
体
を
過
剰
に
酷
使

す
れ
ば
、
病
に
も
な
り
、
ま
た
死
に
至
る
こ
と
も
あ
る
。
自
然
も
同
様
で
あ
る
。

人
間
に
よ
る
自
然
の
異
常
な
酷
使
は
自
然
の
疾
病―

死
を
も
た
ら
す
。
今
日
、
人

間
は
人
類
の
平
和
と
幸
福
を
願
う
こ
と
と
同
様
、
自
然
の
健
康
と
幸
福
を
願
う
必

要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
人
間
は
、
か
つ
て
自
然
か
ら
様
々
な
も
の
を
学
び
、
自
然

か
ら
様
々
な
も
の
を
贈
ら
れ
て
き
た
。
い
ま
や
、
我
々
人
間
は
、
自
然
の
一
員
で

あ
る
人
間
の
本
来
的
な
あ
り
方
を
知
り
、
自
然
に
そ
の
返
礼
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
時
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
人
間
の
た
め
に
自
然
保
護
を
行
な
う
の
で

は
な
く
、
人
間
を
含
む
自
然
の
健
康
と
幸
福
の
た
め
に
人
間
と
自
然
の
病
を
癒
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
本
来
の
意
味
の
自
然
保
護
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
﹁
自
然
と
の
共
生
へ
の
責
任
﹂
と
も
、生
き
し
生
け
る
も
の
へ
の
﹁
慈
悲
﹂

と
も
言
え
る
。
自
然
は
恵
み
で
あ
る
と
同
時
に
脅
威
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自

然
に
対
す
る
愛
着
と
畏
敬
の
念
は
か
つ
て
人
間
は
絶
え
ず
持
っ
て
い
た
。
し
か
し

現
代
、
我
々
は
人
間
の
能
力
を
過
信
し
、
そ
れ
を
忘
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
こ

そ
、
我
々
人
間
が
思
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
い
時
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ

う
に
倫
理
を
拡
大
・
拡
張
す
る
こ
と
こ
そ
、
現
代
の
倫
理
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

 
最
後
に
彼
の
言
葉
を
挙
げ
る
。

 
倫
理
観
の
進
歩
に
役
立
つ
よ
う
に
打
っ
て
お
く
べ
き
﹁
奥
の
手
﹂
は
、
一
言

で
言
え
ば
こ
う
だ―

―

適
切
な
土
地
利
用
の
あ
り
方
を
単
な
る
経
済
的
な
問
題

と
し
て
と
ら
え
る
考
え
方
を
捨
て
る
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
問
題
点

を
経
済
的
に
好
都
合
か
と
い
う
観
点
ば
か
り
か
ら
見
ず
、
倫
理
的
、
美
的
観
点

か
ら
見
て
も
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
調
べ
て
み
る
こ
と
だ
。
物
事
は
、
生
物

︵
22
︶

︵
23
︶

︵
24
︶
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共
同
体
の
全
体
性
、
安
定
性
、
美
観
を
保
つ
も
の
で
あ
れ
ば
妥
当
だ
し
、
そ
う

で
な
い
場
合
は
間
違
っ
て
い
る
だ
、
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
﹂

 
自
然
に
対
す
る
人
間
の
態
度
の
あ
る
べ
き
姿
は
、
自
然
を
個
人
の
利
益
、
国
家

の
利
益
、
人
間
の
利
益
と
い
う
視
点
で
の
み
考
え
る
の
で
は
な
く
、
つ
ま
り
経
済

的
観
点
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
倫
理
的
・
美
学
的
に
捉
え
、
自
然
の
シ
ス
テ
ム
の

全
体
性
・
安
定
性
・
美
観
性
を
保
持
す
る
も
の
を
是
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
自
然
の
利
用
す
る
に
は
、
①
時
間
を
か
け
る―

急
が
な
い
、
②
頭
を
使
い

変
化
を
予
測
す
る
、
③
自
然
の
利
用
の
た
め
の
技
術
を
磨
く
、
④
自
然
に
対
す
る

愛
情
を
も
つ
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
決
し
て
投
資
し
た
資
金
の
多
寡
で
は
な
く
、

自
然
に
対
し
人
間
は
理
性
を
働
か
せ
た
分
、
ま
た
愛
情
を
注
い
だ
分
、
自
然
も
そ

れ
に
応
じ
て
く
れ
る
と
言
う
。

お
わ
り
に

 
人
間
は
勿
論
、
動
物
も
植
物
も
自
然
で
あ
り
、
生
命
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
自
ら
運
動
し
生
成
し
変
化
す
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
現
代
人
の
わ
れ
わ
れ
の
眼
か
ら
見
る
と
、
古
代
人
が
万
物
の
ア

ル
ケ
ー
と
考
え
た
水
や
空
気
や
土
や
火
な
ど
は
、
生
命
あ
る
も
の
と
は
考
え
に
く

い
が
、
こ
れ
ら
の
も
の
も
ま
た
自
然
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
人
間
は
自
然
を
利
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
き
て
き
た
、
否
、
自
然
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
き
た
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
よ
う
な
自
覚
に
目
覚
め
、
わ
れ
わ
れ
は
自
然
と

共
に
生
き
る
、
自
然
を
保
護
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
今
日
叫
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
、﹁
自
然
に
よ
り
生
か
さ
れ―

自
然
を
生
か
す
﹂
と
い
う
視

点
の
必
要
性
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自
然
︵
人
間
を
含
む
︶
は
い
か

に
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
ど
こ
に
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
何
な
の
か
、

と
い
う
こ
と
が
改
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
人
間
に
と
っ
て
の
自
然
の

み
を
環
境
と
見
る
の
で
は
な
く
、
一
切
の
自
然
物
︵
人
間
を
含
む
︶
に
よ
る
共
同

体
を
環
境
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
人
間
は
人
間
の
幸
福

を
求
め
て
続
け
て
き
た
が
、
今
や
人
間
の
幸
福
の
み
な
ら
ず
、
自
然
︵
環
境
︶
全

体
の
幸
福
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
牛
や
馬
に
は
馬

や
牛
の
、
花
に
は
花
の
、
魚
に
は
魚
の
、
空
気
に
は
空
気
の
、
水
に
は
水
の
幸
福―

善
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
自
分
だ
け
の
幸
福
を
得
る
こ
と
を
善
し
と
す
る
人
は
い

な
い
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
幸
福
を
、
家
族
の
幸
福
を
、
そ
し
て
社
会
の
幸
福
を
実

現
す
る
こ
と
が
善
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
自
然
全
体
・
環
境
全
体
の
幸
福

を
求
め
る
こ
と
が
、
今
や
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
愛
に
よ
っ
て
作
り
出

さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、﹁
生
を
共
に
す
る
︵sy

ze _n

︶
﹂
こ
と
こ
そ
、
愛
︵p

h
ilia

︶

の
特
性
で
あ
る
か
ら
。
そ
こ
で
人
間
の
知
恵―

学
問
は
、
再
び
自
然
の
声
に
耳
を

傾
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
機
械
化
し
、
都
市
化
し
、
技
術
化
し
た

今
の
生
活
環
境
に
は
、
自
然
の
声
は
あ
ま
り
に
も
小
さ
く
、
遠
い
。
人
間
の
欲
望

は
あ
ま
り
に
も
大
き
く
、
多
く
、
強
い
。
わ
れ
わ
れ
は
今
日
の
便
利
で
快
適
で
豊

か
な
生
活
を
変
え
、
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
自
然
の
利
用
者
・
支
配
者
・

統
治
者
の
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
こ
と
を
願
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
﹃
旧
約
聖
書
﹄

の
言
う
よ
う
に
、
人
間
が
自
然
の
支
配
者
、
統
治
者
で
あ
る
と
し
て
も
、
自
然
の

統
治
者
と
し
て
自
然
全
体
の
幸
福
の
実
現
に
向
け
、
そ
の
統
治
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
人
間
は
人
間
の
知
恵
︵so

p
h
ia

︶
を
問
い
、

そ
の
学
そ
の
も
の―

―

自
然
科
学
も
、
経
済
学
・
政
治
学
も
、
そ
の
他
す
べ
て
の

学―
―

が
、
つ
ま
り
学
問
の
本
質
が
、
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
二
一
世
紀
の
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
は
、
経
済
・
政
治
・

自
然
科
学
・
医
学
な
ど
諸
科
学
の
発
展
の
み
な
ら
ず
、
自
然
︵
環
境
︶
と
人
間
と

︵
25
︶

︵
26
︶

︵
28
︶

︵
29
︶

︵
27
︶
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の
間
を
繋
ぐ
倫
理
を
模
索
し
、
構
築
す
る
必
要
性
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
環
境
︵
自
然
︶
と
倫
理
の
理
解
・
認
識
を
基
に
自
然
と
言
う
共
同
体

の
一
員
と
し
て
の
人
間
の
発
展
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注︵
１
︶﹁
環
境
﹂
と
は
、
言
語
的
に
見
て
み
る
と
、﹁
環
﹂
と
は
名
詞
的
と
し
て
は
﹁
◎
型
の
輪
の

形
を
し
た
玉
﹂
で
、
腕
輪
や
指
輪
な
ど
に
用
い
、
転
じ
て
広
く
、
輪
の
形
を
し
た
物
を
意

味
す
る
。
動
詞
と
し
て
は
、﹁
め
ぐ
る
﹂﹁
ま
わ
る
﹂﹁
○
型
に
と
り
ま
く
﹂﹁
か
こ
む
﹂
と

い
う
意
味
を
も
つ
。
そ
し
て
﹁
境
﹂
は
﹁
さ
か
い
﹂﹁
土
地
の
区
切
り
目
﹂﹁
物
の
さ
か
い

め
﹂﹁
一
定
の
範
囲
の
場
所
﹂﹁
地
域
﹂﹁
人
や
物
の
置
か
れ
て
い
る
、
周
り
の
状
態
・
地

位
﹂
の
意
味
で
あ
る
。
︵﹃
漢
字
源
﹄︶
ま
たe

n
v
iro
n

は
﹁
取
巻
く
﹂﹁
包
囲
す
る
﹂
と
い

う
意
味
を
も
ち
、
語
源
的
に
は
古
フ
ラ
ン
ス
語e

n
v
iro
n
n
e
r

︵e
n

中
に
＋v

iro
n

円
＋
�

e
r

動
詞
語
尾
︶
に
由
来
し
、﹁
円
の
中
に
入
れ
る
﹂
と
い
う
意
味
を
も
ち
、
単
な
る
物
理

的
環
境―

su
rro
u
n
d
in
g
s

と
は
異
な
る
人
の
感
情
・
も
の
の
見
方
に
影
響
を
与
え
る
も

の
で
あ
る
。
︵﹃
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
英
和
中
辞
典
﹄︶
つ
ま
り
﹁
環
境
﹂
と
は
﹁
丸
く
取
り

囲
ま
れ
た
場
所
・
領
域
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

︵
２
︶﹃
形
而
上
学
﹄1-

1
�9
8
1
b

 
︵
日
本
語
訳
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集1

2

出
隆
訳
﹃
形
而
上
学
﹄

岩
波
書
店
、1

9
6
8

に
よ
る
。︶
 

︵
３
︶
﹃
形
而
上
学
﹄1

-
2
�9
8
2
a

 

︵
４
︶﹃
形
而
上
学
﹄6
-
1
.�

﹃

ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
﹄6-

3

～5

︵
５
︶
﹃
形
而
上
学
﹄4

-
1
�1
0
0
3
a

 

︵
６
︶
﹃
形
而
上
学
﹄4

-
1
�1
0
0
3
a
.

第
一
哲
学
︵
形
而
上
学
︶
は
存
在
と
し
て
の
存
在
の
原
理
や

原
因
の
探
求
で
あ
る
が
、
自
然
学
は
﹁
そ
れ
ぞ
れ
或
る
特
定
の
存
在
や
或
る
特
定
の
類
を

抽
き
出
し
て
こ
う
し
た
存
在
の
研
究
に
専
念
し
て
い
る
が
、し
か
し
︵
一
︶
存
在
を
端
的
に
、

す
な
わ
ち
存
在
を
た
だ
存
在
と
し
て
研
究
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
︵
二
︶
そ
の
研
究
対

象
の
な
に
で
あ
る
か
︹
本
質
︺
に
つ
い
て
は
な
ん
の
説
明
も
し
な
い
で
、
か
え
っ
て
こ
れ

か
ら
出
発
し
て
い
る
﹂﹃
形
而
上
学
﹄6

-
1
�1
0
2
5
b

 

︵
７
︶
﹃
形
而
上
学
﹄6

-
1
�1
0
2
5
b

︵
８
︶
藤
沢
令
夫
﹃
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
と
現
代
﹄
岩
波
書
店
、1

9
8
4

 p
7
1

︵
９
︶
同p

7
2
-
3

 

︵
10
︶
﹃
形
而
上
学
﹄1

-
2
�9
8
2
a
-
9
8
2
b

 

︵
11
︶
﹃
形
而
上
学
﹄1

-
3
�9
8
3
b

︵
12
︶
﹃
自
然
学
﹄2

-
1

 1
9
2
b

︵
日
本
語
訳
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集3

出
・
岩
崎
訳
﹃
自
然

学
学
﹄
岩
波
書
店
、1

9
7
6

に
よ
る
。︶

︵
13
︶
﹃
自
然
学
﹄2

-
1
�1
9
3
a

︵
14
︶
﹃
自
然
学
﹄2

-
8
�1
9
9
a

 

︵
15
︶﹃
政
治
学
﹄1-

2
�1
2
5
3
a

︵
日
本
語
訳
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集1

5

山
本
光
雄
訳
﹃
政
治
学
﹄

岩
波
書
店
、�

1
9
7
7

に
よ
る
。︶

︵
16
︶
﹃
政
治
学
﹄1

-
2
�1
2
2
5
a

 

︵
17
︶
﹃
政
治
学
﹄1

-
2
�1
2
2
5
a

 

︵
18
︶
﹃
政
治
学
﹄1

-
8
�1
2
5
6
b

 

︵
19
︶
ア
ル
ド
・
レ
オ
ポ
ル
ド
／
新
島
義
昭
訳
﹃
野
生
の
歌
が
聞
こ
え
る
﹄
講
談
社
、1

9
9
7
��

p
3
1
8

︵
20
︶
同
 p

3
1
9

︵
21
︶﹁
現
実
の
世
界
で
は
、
数
多
く
の
仲
介
者
や
無
数
の
道
具
の
お
か
げ
で
、
根
っ
か
ら
の
現

代
人
は
土
地
か
ら
隔
た
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
土
地
と
血
の
通
っ
た
関

係
を
持
た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
た
い
て
い
の
人
に
は
、
土
地
と
は
都
市
と
都
市
と
の

あ
い
だ
に
あ
る
、
作
物
の
育
つ
空
間
に
す
ぎ
な
い
。
一
日
自
由
に
土
地
の
上
で
く
つ
ろ
が

せ
て
み
て
も
、
ゴ
ル
フ
場
と
か
﹁
景
勝
﹂
の
地
で
も
な
い
限
り
、
た
い
て
い
の
人
は
た
ち

ま
ち
退
屈
し
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
人
は
、
ふ
つ
う
の
農
法
の
作
物
よ
り
水
栽
培
の
作
物
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の
ほ
う
が
、
き
っ
と
性
に
よ
く
合
う
だ
ろ
う
。
木
、
皮
、
羊
毛
、
そ
の
他
の
土
地
か
ら
得

ら
れ
る
天
然
の
産
物
よ
り
も
、
見
か
け
だ
け
似
て
い
る
人
造
品
の
ほ
う
が
し
っ
く
り
く
る

に
相
違
な
い
﹂p

3
4
7
-
8

 

︵
22
︶
同
 p

3
3
2

 

︵
24
︶
同
 p

3
4
3

 

︵
25
︶
同
 p

3
4
9

︵
26
︶
同
 p

3
5
0

︵
27
︶
�﹃
政
治
学
﹄2

-
9
�1
2
8
0
b

に
﹁
完
全
で
自
足
的
な
生
活
の
た
め
に
家
族
や
氏
族
が
善
き
生

活
に
お
い
て
共
同
す
る
時
、
初
め
て
国
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
⋮
⋮
、
国
の
う
ち
に
親
類

団
体
や
胞
族
団
体
や
祭
祀
団
体
や
社
交
団
体
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
よ
う
な
も

の
は
愛
の
働
き
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
共
に
生
き
る
こ
と

を
意
図
選
択
す
る
の
は
愛
で
あ
る
か
ら
﹂
と
あ
る
。
人
間
と
自
然
と
の
共
同
体
を
一
つ
の

国
と
考
え
る
な
ら
、
両
者
の
善
き
生
活
、
幸
福
を
求
め
て
共
同
す
る
時
、
真
の
意
味
の
共

生
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
愛
の
働
き
が
必
要
で
あ
り
、
人
間
は
自
然
の
愛

に
よ
り
生
か
さ
れ
て
き
た
が
、
今
や
、
愛
が
自
然
と
人
間
と
の
共
生
を
可
能
な
ら
し
め
る

と
考
え
ら
れ
る
。

︵
28
︶
﹃
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
﹄9

-
1
0
�1
1
7
1
a
,�

︵

日
本
語
訳
は
高
田
三
郎
訳
﹃
形
而
上
学
﹄
岩

波
文
庫
、1

9
8
5

に
よ
る
。︶
ま
た
同9

︲1
1
1
7
1
b

に
﹁
愛
は
自
他
の
共
同
︵k

o
in
o _
n
ia

︶

な
の
で
あ
る
﹂
と
言
う
。
つ
ま
り
自
然
と
人
間
と
の
共
生
は
愛
の
働
き
以
外
に
は
な
く
、

そ
の
両
者
の
間
の
倫
理
学
が
構
築
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

︵
29
︶
﹃
旧
約
聖
書
﹄
は
次
の
よ
う
に
言
う
、﹃
神
は
ま
た
言
わ
れ
た
、﹁
わ
れ
わ
れ
の
か
た
ち
に
、

わ
れ
わ
れ
に
か
た
ど
っ
て
人
を
造
り
、
こ
れ
に
海
の
魚
と
、
空
の
鳥
と
、
家
畜
と
、
地
の

す
べ
て
の
獣
と
、
地
の
す
べ
て
の
這
う
も
の
と
を
治
め
さ
せ
よ
う
﹂
。
神
は
自
分
の
か
た

ち
に
人
を
創
造
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
神
の
か
た
ち
に
創
造
し
、
男
と
女
と
に
創
造
さ
れ
た
。

神
は
彼
ら
を
祝
福
し
て
言
わ
れ
た
、﹁
生
め
よ
、
ふ
え
よ
、
地
に
満
ち
よ
、
地
を
従
わ
せ
よ
。

ま
た
海
の
魚
と
、
空
の
鳥
と
、
地
に
動
く
す
べ
て
の
生
き
物
と
を
治
め
よ
﹂
。
神
は
ま
た

言
わ
れ
た
、﹁
私
は
全
地
の
お
も
て
に
あ
る
種
を
も
つ
す
べ
て
の
草
と
、
種
の
あ
る
実
を

結
ぶ
す
べ
て
の
木
と
を
あ
な
た
が
た
に
与
え
る
。
こ
れ
は
あ
な
た
が
た
の
食
物
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
ま
た
地
の
す
べ
て
の
獣
、
空
の
す
べ
て
の
鳥
、
地
に
這
う
す
べ
て
の
も
の
、
す

な
わ
ち
命
あ
る
も
の
に
は
、
食
物
と
し
て
す
べ
て
の
青
草
を
与
え
る
﹂
。
そ
の
よ
う
に
な
っ

た
。﹄｢
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