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は
じ
め
に

「
…
人
間
と
い
う
も
の
は
、
見
か
け
に
よ
ら
ず
、
自
分
で
目
的
を
創
り
出
し
た
り
は
し
な
い
ん
だ
。
目
的
は
、
人
間
が
生
ま
れ
た
時
代

に
よ
っ
て
押
し
付
け
ら
れ
る
も
の
さ
。
人
間
は
そ
の
目
的
に
奉
仕
す
る
こ
と
も
、
反
逆
す
る
こ
と
も
で
き
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
に
せ

よ
奉
仕
や
反
逆
の
対
象
は
外
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
。
目
的
探
究
の
完
全
な
自
由
を
味
わ
う
た
め
に
は
、
自
分
一
人
に
な
る
必
要
が

あ
る
。
で
も
、
そ
ん
な
こ
と
、
成
功
す
る
わ
け
が
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
人
々
の
間
で
育
て
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
人
間
は
、
人

間
に
な
り
え
な
い
か
ら
だ
。」（『
ソ
ラ
リ
ス
』
ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
・
レ
ム（

2
（

（
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「
私
は
自
分
で
、
こ
の
空
虚
の
な
か
の
暗
夜
に
肉
迫
す
る
よ
り
仕
方
な
い
。
た
と
え
身
外
の
青
春
を
尋
ね
あ
た
ら
ず
と
も
、
み
ず
か
ら

わ
が
身
中
の
遅
暮
を
奮
い
立
た
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
だ
が
暗
夜
は
そ
も
そ
も
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
今
は
星
は
な
く
、
月
光
な
く
、
笑
の

渺
茫
（
び
ょ
う
ぼ
う
（
と
愛
の
乱
舞
さ
え
な
い
。
青
年
た
ち
は
安
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
私
の
前
に
は
、
つ
い
に
真
実
の
暗
夜
さ
え
な

い
の
だ
。

絶
望
の
虚
妄
な
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
希
望
と
相
同
じ
い
。」（「
希
望
」
魯
迅（

（
（

（

人
類
の
夜
明
け
①
─
キ
ュ
ー
ブ
リ
ッ
ク
が
映
し
出
し
た
「
ヒ
ト
ザ
ル（

（
（

」

Ｓ
Ｆ
映
画
の
不
朽
の
名
作
「
二
〇
〇
一
年
宇
宙
の
旅（

（
（

」（
ス
タ
ン
リ
ー
・
キ
ュ
ー
ブ
リ
ッ
ク
監
督
（
の
冒
頭
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
「
人
類

の
夜
明
け
」
の
シ
ー
ン
か
ら
は
じ
ま
る
。

─
こ
こ
は
サ
バ
ン
ナ
。
ヒ
ト
ザ
ル
の
一
群
が
、
イ
ボ
イ
ノ
シ
シ
の
群
れ
と
と
も
に
大
地
に
茂
っ
た
草
や
低
木
の
木
の
実
を
食
べ
て
い

る
。
両
者
は
、
と
き
お
り
食
料
の
草
や
木
の
実
を
巡
っ
て
小
競
り
合
い
に
な
る
が
、
流
血
の
事
態
に
は
至
ら
な
い
。
夢
中
に
食
べ
物
を

探
し
て
い
る
一
人
の
ヒ
ト
ザ
ル
。
突
然
現
れ
た
豹
が
、
背
後
か
ら
ヒ
ト
ザ
ル
に
飛
び
か
か
り
食
い
殺
し
て
し
ま
う
。
／
（
…
場
面
が
変

わ
る
（
小
さ
な
池
の
ほ
と
り
に
ヒ
ト
ザ
ル
の
群
れ
が
い
る
。
そ
こ
に
他
の
群
れ
の
ヒ
ト
ザ
ル
た
ち
が
、
水
を
求
め
て
現
れ
た
。
水
辺
の

ヒ
ト
ザ
ル
た
ち
は
吠
え
な
が
ら
闖
入
者
を
威
嚇
し
追
い
払
い
、
水
場
を
守
っ
た
。
／
…
遠
く
に
聞
こ
え
る
猛
獣
の
唸
り
声
に
お
び
え
な

が
ら
、
ヒ
ト
ザ
ル
た
ち
が
肩
を
寄
せ
合
っ
て
洞
窟
に
身
を
潜
め
て
い
る
。
／
…
目
を
覚
ま
し
た
ヒ
ト
ザ
ル
の
目
の
前
に
、
彼
ら
の
身
長
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の
三
倍
も
あ
る
黒
い
長
方
形
の
厚
板
（
モ
ノ
リ
ス（

（
（

（
が
立
っ
て
い
る
。
ヒ
ト
ザ
ル
た
ち
は
大
騒
ぎ
す
る
。
や
が
て
ヒ
ト
ザ
ル
た
ち
は
恐

る
恐
る
石
板
に
手
を
触
れ
る
。
／
…
一
人
の
ヒ
ト
ザ
ル
が
、
目
の
前
の
白
骨
化
し
た
動
物
の
死
体
の
骨
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
。
や

が
て
、お
も
む
ろ
に
死
体
の
な
か
か
ら
一
本
の
太
い
骨
を
手
に
取
る
。
手
に
し
た
骨
を
力
任
せ
に
振
り
下
ろ
す
と
、眼
下
の
白
骨
は
粉
々

に
砕
け
散
っ
た
。
こ
う
し
て
ヒ
ト
ザ
ル
は
武
器
（
道
具
（
を
手
に
い
れ
た
の
だ
。
／
…
ヒ
ト
ザ
ル
た
ち
が
骨
の
棍
棒
で
打
ち
殺
し
た
イ

ボ
イ
ノ
シ
シ
の
肉
を
頬
張
っ
て
い
る
。
も
う
猛
獣
た
ち
さ
え
も
敵
わ
ぬ
相
手
で
は
な
い
。
／
…
小
さ
な
池
を
は
さ
ん
で
、
ヒ
ト
ザ
ル
の

群
れ
同
士
が
対
峙
し
て
い
る
。
一
方
の
群
れ
の
ヒ
ト
ザ
ル
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
骨
の
棍
棒
を
手
に
し
て
い
る
。
が
、
こ
ち
ら
の
群
れ

の
ヒ
ト
ザ
ル
た
ち
は
、
素
手
の
ま
ま
だ
。
両
者
の
ボ
ス
が
衝
突
す
る
。
骨
の
棍
棒
を
手
に
も
つ
ヒ
ト
ザ
ル
た
ち
は
、
相
対
す
る
素
手
の

ボ
ス
の
ヒ
ト
ザ
ル
に
襲
い
か
か
り
一
溜
り
も
な
く
叩
き
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
雄
叫
び
を
あ
げ
る
勝
者
は
、
手
に
し
た
骨
の
棍
棒
を
空
中

高
く
放
り
投
げ
る
。
／
…
す
る
と
、
骨
の
棍
棒
は
、
一
直
線
に
大
空
高
く
舞
い
上
が
り
、
瞬
く
間
に
宇
宙
空
間
を
漂
う
宇
宙
船
に
姿
を

変
え
る
。
─　
（
以
上
、
筆
者
の
ま
と
め
（

私
が
こ
の
映
画
を
観
た
の
は
、
か
れ
こ
れ
四
十
数
年
前
、
高
校
一
年
生
の
頃
だ
っ
た
。
冒
頭
の
ヒ
ト
ザ
ル
た
ち
の
姿
、
と
り
わ
け
、
勝

利
し
た
ヒ
ト
ザ
ル
が
空
中
高
く
投
げ
放
っ
た
骨
の
棍
棒
が
一
瞬
に
し
て
宇
宙
船
に
変
化
す
る
シ
ー
ン
は
、今
で
も
鮮
や
か
に
覚
え
て
い
る
。

こ
の
場
面
は
、
た
い
て
い
の
映
画
解
説
書
に
は
「
骨
か
ら
宇
宙
船
ま
で
の
進
歩
を
一
瞬
で
表
現
し
た
場
面
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
映
画
評
論
家
の
町
田
智
浩
に
よ
れ
ば
、
宇
宙
空
間
に
漂
う
の
は
宇
宙
船
で
は
な
く
、
核
ミ
サ
イ
ル
を
搭
載
し
た
軍
事
衛
星
で

あ
る
。
キ
ュ
ー
ブ
リ
ッ
ク
監
督
が
書
い
た
シ
ナ
リ
オ
で
は
、
大
国
同
士
の
全
面
的
な
核
戦
争
が
突
入
寸
前
と
い
う
主
旨
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

が
流
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
「
人
間
は
棍
棒
を
核
兵
器
に
ま
で
進
歩
さ
せ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
キ
ュ

ー
ブ
リ
ッ
ク
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る（

7
（

。
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キ
ュ
ー
ブ
リ
ッ
ク
が
本
来
描
こ
う
と
し
た
「
人
類
の
夜
明
け
」
は
ヒ
ト
ザ
ル
た
ち
同
士
の
戦
争
状
態
に
は
じ
ま
り
、
以
来
、
現
代
の
人

間
た
ち
も
新
し
い
戦
争
状
態
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
原
作
の
Ｓ
Ｆ
小
説
『
二
〇
〇
一
年
宇
宙
の
旅
』
で
は
、「
骨
か
ら
宇
宙
船
ま
で
の
進

歩
」、
す
な
わ
ち
、
知
の
文
明
化
の
歴
史
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
「
知
」
の
象
徴
は
、
ヒ
ト
ザ
ル
た
ち
の
目
の
前
に
突
然
現
出

し
た
黒
い
長
方
形
の
厚
板
（
モ
ノ
リ
ス
（
で
あ
る
。
モ
ノ
リ
ス
に
触
れ
た
ヒ
ト
ザ
ル
た
ち
は
、
や
が
て
道
具
と
言
語
を
手
に
い
れ
る
。
原

作
者
ア
ー
サ
ー
・
Ｃ
・
ク
ラ
ー
ク
に
よ
れ
ば
、
武
器
を
手
に
し
た
ヒ
ト
ザ
ル
が
、
そ
れ
を
使
い
こ
な
す
技
術
と
と
も
に
、
言
語
と
い
う
道

具
を
身
に
つ
け
て
「
真
の
人
間
」
に
な
っ
た
。
人
間
は
時
間
─
過
去
と
未
来
─
を
知
り
、
知
識
を
つ
ぎ
の
世
代
に
受
け
渡
し
、
自
然
力
を

制
御
す
る
こ
と
を
覚
え
た（

（
（

。
キ
ュ
ー
ブ
リ
ッ
ク
の
狙
い
と
ク
ラ
ー
ク
の
意
図
は
異
な
る
と
は
い
え
、
戦
争
の
歴
史
と
文
明
の
歴
史
は
同
じ

コ
イ
ン
の
裏
表
で
あ
る
。

キ
ュ
ー
ブ
リ
ッ
ク
で
あ
れ
ク
ラ
ー
ク
で
あ
れ
、
彼
ら
が
意
図
し
た
人
類
の
歴
史
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
直
線
を
描
く
（
進
歩
史
観
（。
そ
の

果
て
が
核
戦
争
で
あ
ろ
う
と
高
度
の
文
明
社
会
で
あ
ろ
う
と
、
と
も
か
く
歴
史
は
終
着
点
に
向
か
っ
て
真
っ
す
ぐ
前
進
す
る
。
キ
ュ
ー
ブ

リ
ッ
ク
の
「
二
〇
〇
一
年
宇
宙
の
旅
」
で
は
、
人
類
は
戦
争
状
態
に
は
じ
ま
り
、
新
し
い
戦
争
状
態
（
文
明
化
（
へ
と
直
進
す
る
。

「
人
類
の
夜
明
け
」
②
─
ル
ソ
ー
の
描
い
た
「
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
人
間
」

さ
て
、
今
見
た
、
キ
ュ
ー
ブ
リ
ッ
ク
が
映
し
出
し
た
「
人
類
の
夜
明
け
」
の
「
ヒ
ト
ザ
ル
」
の
姿
を
彷
彿
さ
せ
る
叙
述
が
、
ル
ソ
ー
の

『
人
間
不
平
等
起
源
論
』（
以
下
、『
起
源
論
』（
の
な
か
で
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、「
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
人
間
」
の
段
階
に
あ

る
「
野
生
の
人
」
の
有
様
だ
。『
起
源
論
』
は
大
き
く
純
粋
自
然
状
態
論
と
社
会
状
態
生
成
論
の
二
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。「
生
ま
れ

た
ば
か
り
の
人
間
」
は
、
第
二
部
の
社
会
状
態
生
成
論
の
冒
頭
で
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
四
段
階
か
ら
成
る

社
会
状
態
生
成
論
の
最
初
の
段
階
に
当
た
る
。
と
ま
れ
、
ル
ソ
ー
の
叙
述
を
取
り
出
し
て
み
よ
う
。
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「
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
人
間
の
境
遇
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
は
純
粋
な
感
覚
し
か
も
た
ず
、
自
然
か
ら
贈
ら
れ
た
才

能
を
ほ
と
ん
ど
活
用
で
き
ず
、
自
然
か
ら
な
に
か
を
奪
い
取
ろ
う
な
ど
と
考
え
る
に
は
ほ
ど
遠
い
動
物
の
生
活
と
は
、
こ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
や
が
て
困
難
が
目
の
前
に
た
ち
現
れ
、
困
難
に
打
ち
勝
つ
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
木
が
高

す
ぎ
て
果
実
に
手
が
届
か
い
な
い
と
か
、
そ
の
果
実
を
食
べ
よ
う
と
し
て
い
る
他
の
動
物
た
ち
と
競
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
自

分
の
命
を
狙
っ
て
い
る
凶
暴
な
動
物
た
ち
か
ら
身
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
す
べ
て
の
こ
と
が
、
人
間
に
つ
と
め
て
身
体

を
鍛
え
る
よ
う
に
強
い
た
。
木
の
枝
や
石
と
い
っ
た
自
然
に
見
つ
か
る
武
器
が
、
や
が
て
人
間
の
手
に
握
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
自

然
が
課
し
た
障
害
を
乗
り
越
え
、
必
要
と
あ
ら
ば
他
の
動
物
た
ち
と
戦
い
、
人
間
た
ち
の
間
で
さ
え
食
料
を
争
い
、
自
分
よ
り
強
い
も

の
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
を
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
を
、人
間
は
学
ん
だ
の
だ
っ
た（

（
（

。」（『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
ル
ソ
ー
（

ル
ソ
ー
が
描
い
た
「
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
人
間
」
の
段
階
に
あ
る
「
野
生
の
人
」
と
、
キ
ュ
ー
ブ
リ
ッ
ク
が
映
像
化
し
た
「
人
類
の
夜

明
け
」
の
「
ヒ
ト
ザ
ル
」
の
様
相
を
比
べ
て
み
る
と
、
両
者
は
、
驚
く
ほ
ど
よ
く
似
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
人
類
史
の
と
ら
え
方

は
大
き
く
異
な
る
。

２
．
ル
ソ
ー
的
社
会
状
態
生
成
論
の
特
徴

自
然
状
態
か
ら
新
た
な
自
然
状
態
へ
─
〈
無
〉
か
ら
〈
新
た
な
無
〉
へ

映
画
「
二
〇
〇
一
年
宇
宙
の
旅
」
の
冒
頭
で
は
、
ヒ
ト
ザ
ル
が
空
中
高
く
投
げ
放
っ
た
骨
か
ら
宇
宙
船
ま
で
の
進
歩
が
「
一
瞬
で
」
表
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現
さ
れ
て
い
る
。
人
類
は
戦
争
状
態
に
は
じ
ま
り
、
新
し
い
戦
争
状
態
（
文
明
化
（
へ
と
進
み
行
く
（
以
下
、
傍
線
は
す
べ
て
筆
者
に
よ

る
（。さ

て
、
し
か
し
、
ル
ソ
ー
は
自
己
保
存
の
配
慮
と
い
う
「
た
だ
一
つ
の
観
点
」
か
ら
出
発
し
、
自
然
状
態
か
ら
社
会
状
態
へ
の
移
行
を

「
い
く
つ
か
の
段
階
に
分
け
て
」
描
写
し
て
い
る
。
ル
ソ
ー
自
身
は
、原
初
の
状
態
→
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
社
会
の
段
階
→
専
制
主
義
の
社

会
と
い
う
三
つ
の
段
階
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
描
写
し
て
い
る
。
こ
の
「
移
行
」
の
段
階
区
分
に
関
し
て
は
、
識
者
に
よ
っ
て
諸
説
さ
ま
ざ

ま
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
「
移
行
」
の
歴
史
を
弁
証
法
的
に
と
ら
え
大
き
く
三
段
階
に
分
け
る
。
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー

（Jean Starobinski
（
や
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
（Louis althusser

（
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
観
点
か
ら
四
段
階
説
を
採
る
。
さ
ら
に
細
か

く
段
階
を
設
け
る
論
者
も
見
受
け
ら
れ
る
。
社
会
発
展
の
段
階
区
分
や
時
代
区
分
は
、
何
を
尺
度
に
す
る
か
に
よ
っ
て
解
釈
が
分
か
れ
る

の
で
あ
る
。

私
自
身
は
、「
何
が
生
ま
れ
た
の
か
」
と
い
う
視
点
か
ら
ル
ソ
ー
の
社
会
状
態
生
成
論
全
体
を
注
意
深
く
見
渡
し
て
み
た
。
す
る
と
、
ル

ソ
ー
自
身
の
「
こ
と
ば
」
に
即
し
て
、つ
ぎ
の
四
つ
の
段
階
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。「
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
人
間
」
の
段
階
→
「
生
ま

れ
た
ば
か
り
の
社
会
」
の
段
階
→
「
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
政
府
」
の
段
階
→
「
専
制
下
の
不
平
等
の
極
地
」
の
段
階
。

第
一
段
階
＝
「
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
人
間
」
の
段
階
。
純
粋
自
然
状
態
（
規
範
の
無
、
関
係
の
無
（
か
ら
最
初
の
社
会
へ
の
前
夜
の
時

期
。
野
生
の
人
に
「
関
係
の
知
覚
」
が
生
ま
れ
、
同
胞
に
共
通
点
を
見
出
す
。
不
完
全
な
言
語
が
生
ま
れ
る
。

第
二
段
階
＝
「
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
社
会
」
の
段
階
。
家
族
の
成
立
と
私
有
の
導
入
（
最
初
の
革
命
の
時
代
（、
言
語
の
成
立
、
余
暇

（
最
初
の
束
縛
で
不
幸
の
最
初
の
源
（
の
楽
し
み
。
発
展
の
中
間
の
位
置
。
世
界
の
真
の
青
年
期
─
人
間
の
能
力
の
発
達
期
、倫
理
性
の
導

入
、
も
っ
と
も
幸
福
で
最
良
の
時
期
。
し
か
し
、
協
同
に
よ
っ
て
蓄
え
が
で
き
る
と
す
ぐ
に
不
平
等
が
も
た
ら
さ
れ
、
奴
隷
状
態
と
悲
惨

と
が
芽
生
え
る
。
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第
三
段
階
＝
「
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
政
府
」
の
段
階
。
定
住
と
所
有
権
の
確
立
の
時
期
。
貧
富
の
差
（
不
平
等
（
と
悪
徳
の
出
現
、
富

め
る
者
・
強
者
に
よ
っ
て
「
政
府
」
が
創
ら
れ
る
が
、
や
が
て
社
会
は
敵
対
し
内
乱
に
陥
り
無
政
府
状
態
へ
と
舞
い
戻
る
。

第
四
段
階
＝
「
専
制
主
義
下
の
不
平
等
の
極
地
」
の
段
階
。
不
平
等
の
最
後
の
到
達
点 

。
専
制
主
義
が
支
配
す
る
社
会
で
は
、支
配
者

の
意
志
以
外
に
善
と
正
義
の
観
念
は
喪
失
し
、
す
べ
て
の
人
々
が
無
権
利
の
者
と
し
て
平
等
で
あ
る
。
極
端
な
腐
敗
の
結
果
と
し
て
の
新

た
な
自
然
状
態
（
専
制
下
の
規
範
の
無
（
に
舞
い
戻
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
の
社
会
状
態
生
成
論
は
、
人
間
の
誕
生
→
社
会
の
誕
生
→
政
府
の
出
現
→
専
制
主
義
の
登
場
へ
と
進
み
行
く
。

ル
ソ
ー
的
社
会
状
態
の
最
後
の
段
階
は
、
専
制
主
義
が
支
配
す
る
社
会
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
専
制
者
だ
け
が
何
が
正
義
で
善
で
あ
る
か
を

判
断
し
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
、
他
の
す
べ
て
の
人
び
と
は
無
権
利
の
状
態
に
お
か
れ
る
。
こ
う
し
た
専
制
支
配
下
に
お
け

る
人
び
と
の
「
無
権
利
」
状
態
を
、
ル
ソ
ー
は
「
新
た
な
自
然
」
状
態
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

「
こ
こ
が
、
不
平
等
の
最
後
の
到
達
点
で
あ
り
、
円
環
が
閉
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
出
発
し
た
点
に
接
す
る
極
点
で
あ
り
、
こ
こ
で
、
す

べ
て
の
個
々
人
が
、
無
で
あ
る
か
ら
ふ
た
た
び
平
等
に
な
り
、
臣
民
に
は
支
配
者
の
意
志
以
外
に
は
も
う
法
律
が
な
く
、
支
配
者
に
は

自
分
の
情
念
以
外
の
規
制
が
な
く
、
善
の
観
念
と
正
義
の
原
理
が
ふ
た
た
び
消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
す
べ
て
は
も
っ
と

も
強
い
者
の
法
律
の
み
に
、
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
出
発
点
と
し
た
自
然
状
態
と
は
違
っ
た
新
た
な
自
然
状
態
に
ま
た
戻
る
の
で

あ
る
。
一
方
は
純
粋
な
形
で
の
自
然
状
態
で
あ
る
の
に
、
他
方
は
極
端
な
腐
敗
の
結
果
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
二
つ
の
状
態
の
あ

い
だ
に
は
ほ
と
ん
ど
相
違
が
な
く
、
政
府
の
契
約
は
専
制
主
義
に
よ
っ
て
は
な
は
だ
し
く
破
ら
れ
て
い
る
の
で
…
（
中
略
（
…
た
だ
力

の
み
が
支
え
、
た
だ
力
の
み
が
倒
し
、
す
べ
て
の
こ
と
は
こ
の
よ
う
に
自
然
の
秩
序
に
従
っ
て
行
わ
れ
、
こ
の
短
く
て
し
ば
し
ば
起
こ

る
革
命
が
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
だ
れ
も
他
人
の
不
正
を
嘆
く
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
自
分
自
身
の
軽
率
さ
か
そ
の
不
幸
を
嘆
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く
こ
と
が
で
き
る
だ
け
な
の
で
あ
る（

（1
（

。」（
中
略
と
傍
線
は
筆
者
（

自
然
状
態
＝
〈
無
〉
か
ら
生
じ
た
も
の
は
、
は
た
し
て
新
た
な
自
然
状
態
＝
〈
新
た
な
無
〉
で
あ
っ
た
。
ル
ソ
ー
は
『
起
源
論
』
第
一

部
で
「
純
粋
自
然
状
態
」
で
生
き
る
「
野
生
の
人
」
の
様
子
を
詳
し
く
想
い
描
い
て
い
る
。
一
切
の
規
範
が
無
い
自
然
状
態
で
、
野
生
の

人
は
、
独
り
ぼ
っ
ち
で
暮
ら
し
て
い
る
。
野
生
の
人
に
は
自
我
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
他
者
も
な
い
。
が
、
野
生
の
人
に
は
、「
自
由
な
行

為
者
」
と
い
う
性
質
と
「
自
己
を
完
成
す
る
能
力
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
力
に
よ
っ
て
野
生
の
人
は
、
や
が
て
言
語
を
備
え
駆
使
さ
せ
て

他
の
同
胞
と
関
係
し
、
文
化
や
社
会
を
創
造
す
る
可
能
性
を
も
つ
。

孤
独
に
生
き
る
野
生
の
人
が
、「
ほ
か
の
人
間
な
し
に
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
事
情
の
も
と
」
に
お
か
れ
た
場
合
、
つ
ま
り
、
相
互
依
存
し

て
し
か
生
き
て
い
か
れ
な
い
状
況
に
お
か
れ
、
相
互
を
求
め
合
っ
た
結
果
た
ど
り
着
い
た
の
は
、
専
制
権
力
が
支
配
す
る
「
不
平
等
の
最

後
の
到
達
点
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
は
、
す
べ
て
の
個
人
が
無
権
利
状
態
に
お
か
れ
、
支
配
者
の
意
志
が
法
律
と
な
り
、
善
や
正
義
の
観
念

が
消
え
失
せ
て
無
（
新
た
な
自
然
状
態
（
と
な
る
。
一
方
に
純
粋
な
形
で
の
自
然
状
態
が
あ
り
、
他
方
の
新
し
い
自
然
状
態
は
極
端
な
腐

敗
の
結
果
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
新
し
い
自
然
状
態
に
は
、
権
力
の
独
占
（
専
制
（
と
腐
敗
し
た
政
治
、
身
分
と
財
産
の
不
平
等
、
無
権

利
状
態
に
お
か
れ
た
大
多
数
の
人
び
と
が
存
在
す
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
新
た
な
自
然
状
態
は
「
無
」
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
「
混
沌
と
し

た
有
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

さ
て
し
か
し
、
ル
ソ
ー
が
追
求
す
る
の
は
、「
各
人
が
、
す
べ
て
の
人
々
と
結
び
つ
き
な
が
ら
、
し
か
も
自
分
自
身
に
し
か
服
従
せ
ず
、

以
前
と
同
じ
よ
う
に
自
由
で
あ
る（

（（
（

」
社
会
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
々
が
互
い
に
拘
束
し
あ
い
な
が
ら
全
員
が
自
由
で
あ
る
よ
う
な
社
会
と

は
、
い
う
な
ら
ば
「
全
き
有
」
と
い
え
る
。

私
が
思
う
に
は
、
ル
ソ
ー
は
『
起
源
論
』
に
お
い
て
、
社
会
状
態
の
必
然
性
、
す
な
わ
ち
、「
混
沌
と
し
た
有
」
を
描
き
、『
社
会
契
約
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論
』
で
は
、「
全
き
有
」
と
し
て
の
「
新
し
い
社
会
」
に
い
た
る
可
能
性
を
探
り
、
そ
の
条
件
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
人
び
と
は
、「
混
沌

と
し
た
有
」
の
な
か
か
ら
「
全
き
有
」
に
い
た
る
原
理
と
方
法
を
見
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
。「
無
」
か
ら
生
じ
る
の
は
「
新
し
い
無
」、
す

な
わ
ち
、「
混
沌
と
し
た
有
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
必
ず
、
人
間
は
「
全
き
有
」
に
い
た
る
原
理
と
方
法
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
は
ず
だ
。
こ
れ
が
、
ル
ソ
ー
の
確
信
で
あ
る
。

『
起
源
論
』
で
は
、「
全
き
有
」
＝
「
新
し
い
社
会
」
に
向
け
た
具
体
的
な
原
理
と
方
途
に
つ
い
て
は
、
ル
ソ
ー
は
そ
れ
を
た
だ
提
起
す

る
だ
け
で
あ
っ
て
、具
体
的
に
示
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ル
ソ
ー
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
す
べ
て
の
政
府
の
基
本

的
協
約
に
つ
い
て
さ
ら
に
行
う
べ
き
探
究
は
い
ま
は
立
ち
入
ら
な
い
で
、
通
説
に
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
政
治
的
な
組
織
の
設
立
を
、
人
民

と
人
民
が
選
ん
だ
首
長
と
の
あ
い
だ
の
一
つ
の
真
の
契
約
と
み
な
す
だ
け
に
し
て
お
こ
う（

（1
（

。」

こ
の
課
題
の
解
明
は
、
そ
の
後
の
『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
て
詳
細
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

〈
無
〉
か
ら
〈
新
た
な
無
〉
へ
の
「
円
環
」

キ
ュ
ー
ブ
リ
ッ
ク
の
「
二
〇
〇
一
年
宇
宙
の
旅
」
で
は
、
人
類
は
戦
争
状
態
に
は
じ
ま
り
、
新
し
い
戦
争
状
態
（
文
明
化
（
へ
と
、
真

っ
す
ぐ
に
進
み
行
く
。

し
か
し
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
ル
ソ
ー
が
『
起
源
論
』
で
描
い
た
社
会
状
態
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
は
「
直
線
」
で
は
な
く
、
閉
じ
た
「
円
環
」

で
あ
る
。
一
般
的
に
社
会
の
発
展
や
歴
史
の
進
み
行
き
は
、
直
線
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
な
の
に
、
ル
ソ
ー
は
「
円
環
」

と
と
ら
え
る
。
自
然
状
態
（
無
規
範
状
態
（
か
ら
新
し
い
自
然
状
態
（
専
制
下
の
無
権
利
状
態
（
へ
と
向
か
う
プ
ロ
セ
ス
は
、
ぐ
る
り
と

円
環
を
描
く
と
い
う
。
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「
こ
こ
が
、
不
平
等
の
最
後
の
到
達
点
で
あ
り
、
円
環
が
閉
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
出
発
し
た
点
に
接
す
る
極
点
で
あ
り
、
こ
こ
で
、
す

べ
て
の
個
々
人
が
、
無
で
あ
る
か
ら
ふ
た
た
び
平
等
に
な
り
、
臣
民
に
は
支
配
者
の
意
志
以
外
に
は
も
う
法
律
が
な
く
、
支
配
者
に
は

自
分
の
情
念
以
外
の
規
制
が
な
く
、
善
の
観
念
と
正
義
の
原
理
が
ふ
た
た
び
消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
す
べ
て
は
も
っ
と

も
強
い
者
の
法
律
の
み
に
、
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
出
発
点
と
し
た
自
然
状
態
と
は
違
っ
た
新
た
な
自
然
状
態
に
ま
た
戻
る
の
で

あ
る
。
一
方
は
純
粋
な
形
で
の
自
然
状
態
で
あ
る
の
に
、
他
方
は
極
端
な
腐
敗
の
結
果
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
二
つ
の
状
態
の
あ

い
だ
に
は
ほ
と
ん
ど
相
違
が
な
く
、
政
府
の
契
約
は
専
制
主
義
に
よ
っ
て
は
な
は
だ
し
く
破
ら
れ
て
い
る
の
で
…
（
中
略
（
…
た
だ
力

の
み
が
支
え
、
た
だ
力
の
み
が
倒
し
、
す
べ
て
の
こ
と
は
こ
の
よ
う
に
自
然
の
秩
序
に
従
っ
て
行
わ
れ
、
こ
の
短
く
て
し
ば
し
ば
起
こ

る
革
命
が
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
だ
れ
も
他
人
の
不
正
を
嘆
く
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
自
分
自
身
の
軽
率
さ
か
そ
の
不
幸
を
嘆

く
こ
と
が
で
き
る
だ
け
な
の
で
あ
る（

（1
（

。」（
傍
線
お
よ
び
中
略
は
筆
者
（

自
然
状
態
（
無
の
状
態
（
を
脱
し
て
、
社
会
状
態
は
人
間
の
誕
生
→
社
会
の
誕
生
→
政
府
の
出
現
→
専
制
主
義
の
登
場
（
新
し
い
無
（

へ
と
「
円
環
」
上
を
変
遷
す
る
。
無
（
自
然
状
態
（
か
ら
無
（
新
し
い
自
然
状
態
（
へ
と
ぐ
る
ぐ
る
と
「
円
環
」
す
る
歴
史
。
無
か
ら
新

し
い
無
へ
と
進
み
行
く
「
円
環
」
は
、
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

ル
ソ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
円
環
す
る
社
会
状
態
は
、
人
び
と
が
常
識
的
に
も
つ
単
線
的
な
歴
史
観
や
進
歩
史
観
と
は
異
な
る
も
の
だ（

（1
（

。

歴
史
は
円
環
上
を
前
進
し
、
決
し
て
後
戻
り
は
し
な
い
。
だ
か
ら
「
新
し
い
」
自
然
状
態
と
い
う
。
出
発
点
の
自
然
状
態
に
あ
る
野
生
の

人
と
、
社
会
状
態
の
進
み
行
き
の
極
点
と
し
て
の
新
し
い
自
然
状
態
に
お
け
る
社
会
的
人
間
と
は
、
い
ず
れ
も
「
無
」
の
存
在
で
あ
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
無
」
の
意
味
内
容
は
異
な
る
。
一
方
の
野
生
の
人
は
、
一
切
の
観
念
と
関
係
の
無
の
存
在
で
あ
る
が
、
他
方
の
極
点
に
お

け
る
社
会
的
人
間
は
、
専
制
下
の
無
権
利
と
不
平
等
の
状
態
に
お
か
れ
た
存
在
で
あ
る
。
円
環
上
に
出
現
す
る
の
は
、「
混
沌
と
し
た
有
」
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と
し
て
の
社
会
状
態
で
あ
る
。
で
は
、「
全
き
有
」
＝
新
し
い
社
会
は
、
ど
こ
に
在
り
う
る
の
か
？

３
．
ル
ソ
ー
的
「
円
環
」
の
行
方
─
理
想
社
会
の
実
現
か
、
普
遍
ル
ー
ル
社
会
の
構
想
か

は
た
し
て
ル
ソ
ー
的
な
円
環
上
に
は
、「
全
き
有
」
＝
真
に
自
由
な
社
会
は
決
し
て
現
出
し
な
い
。
ル
ソ
ー
が
め
ざ
す
「
各
人
が
、
す
べ

て
の
人
々
と
結
び
つ
き
な
が
ら
、
し
か
も
自
分
自
身
に
し
か
服
従
せ
ず
、
以
前
と
同
じ
よ
う
に
自
由
で
あ
る
」
よ
う
な
社
会
は
、
円
環
上

の
ど
こ
に
も
実
現
し
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
残
さ
れ
た
道
は
二
つ
で
あ
る
。
円
環
の
外
に
飛
び
出
し
て
「
全
き
有
」
＝
真
に
自
由
な
社
会
を
実
現
す
る
道
を
探

す
か
、あ
る
い
は
そ
れ
と
も
円
環
の
中
に
留
ま
り
な
が
ら
真
に
自
由
な
社
会
の
条
件
を
考
え
つ
づ
け
る
か
。
円
環
の
外
に
飛
び
出
る
道
と
、

円
環
の
中
に
踏
み
と
ど
ま
り
哲
学
す
る
道
を
探
究
す
る
こ
と
。
こ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
当
面
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ
る
。

ま
ず
、
考
察
の
第
一
の
課
題
と
し
て
の
円
環
の
外
に
飛
び
出
る
道
。
そ
れ
は
、
ル
ソ
ー
的
円
環
を
飛
び
出
し
て
円
環
の
「
外
」
に
理
想

社
会
を
実
現
す
る
試
み
、
す
な
わ
ち
、
革
命
の
道
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
を
評
価
し
つ
つ
革
命
に
よ
っ
て
ル
ソ
ー
的
円
環
を
乗
り
越
え
よ
う
と

主
張
し
た
の
が
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
マ
ル
ク
ス
で
あ
る
。

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
弁
証
法
的
「
円
環
」
論
─
政
治
的
解
放
の
実
現

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
『
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
』
の
第
一
篇
「
哲
学
」
の
「
弁
証
法
。
否
定
の
否
定
」
に
お
い
て
、「
ル
ソ
ー
の
平
等
論
」
を
詳

し
く
論
評
し
て
い
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
ル
ソ
ー
的
な
社
会
状
態
の
円
環
論
を
、「
否
定
の
否
定
」
と
い
う
弁
証
法
的
な
論
法
か
ら
と
ら
え

た
。
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「
こ
こ
に
不
平
等
の
極
限
が
あ
る
。
円
周
を
閉
じ
、
わ
れ
わ
れ
の
出
発
し
た
起
点
に
抵
触
す
る
終
局
の
点
が
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
こ
こ
で
、
す
べ
て

の
個
人
が
平
等
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
ら
は
ま
さ
に
無
で
あ
り
、
臣
民
は
、
主
君
の
意
志
以
外
に
は
も
は
や
ど
ん
な
法
律
も
も
た

な
い
か
ら
で
あ
る
。
…
（
中
略
（

こ
う
し
て
、
不
平
等
は
ふ
た
た
び
平
等
に
転
化
す
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
言
語
を
知
ら
な
い
原
人
の
古
い
自
然
の
ま
ま
の
平
等
で
は
な

く
、
社
会
契
約
に
も
と
づ
く
よ
り
高
度
の
平
等
で
あ
る
。
抑
圧
者
は
抑
圧
さ
れ
る
。
そ
れ
は
否
定
の
否
定
で
あ
る
。

ル
ソ
ー
の
こ
の
書
物
に
は
、
…
マ
ル
ク
ス
が
用
い
て
い
る
の
と
同
じ
弁
証
法
的
な
論
法
が
、
多
数
み
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
そ
の
本
性
に
お
い
て
敵
対
的
で
矛
盾
を
ふ
く
ん
で
い
る
過
程
、
一
つ
の
極
端
の
そ
の
反
対
物
へ
の
転
化
、
最
後
に
、
全
体
の
核

心
と
し
て
の
否
定
の
否
定
が
そ
れ
で
あ
る（

（1
（

。」（
傍
点
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
中
略
と
傍
線
は
筆
者
（

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
見
解
で
は
、「
円
周
（
＝
円
環
（」
上
に
「
社
会
契
約
に
も
と
づ
く
高
度
の
平
等
」
社
会
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
。

ち
ょ
っ
と
待
っ
た
！

ル
ソ
ー
が
示
し
た
円
環
上
の
歴
史
の
極
点
は
、「
不
平
等
の
最
後
の
到
達
点
」
で
あ
っ
た
は
ず
だ
？

エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
れ
ば
、「
原
始
状
態
（
自
然
状
態
（」
が
必
然
的
に
「
強
奪
制
度
（
専
制
主
義
（」
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
る
。
こ
れ
が
第

一
の
否
定
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
社
会
契
約
に
よ
っ
て
専
制
（
強
奪
制
度
（
＝
抑
圧
者
は
抑
圧
さ
れ
て
、
よ
り
高
い
段
階
に
お
け
る
平
等
へ

と
進
む
。
こ
れ
が
第
二
の
否
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
弁
証
法
の
三
法
則
─
量
か
ら
質
へ
の
転
化
の
法
則
、
対
立
物
の

相
互
浸
透
の
法
則
、
否
定
の
否
定
の
法
則
─
と
り
わ
け
否
定
の
否
定
の
法
則
の
観
点
か
ら
ル
ソ
ー
の
円
環
と
し
て
の
社
会
状
態
全
体
を
見

渡
し
、
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
発
展
す
る
歴
史
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
た
。



ルソー的「円環」の社会構想─理想と現実の相克

1（　阪経法論 77（’17 . 12）

「
否
定
の
否
定
と
は
何
か
？
そ
れ
は
、
自
然
、
歴
史
お
よ
び
思
考
の
き
わ
め
て
一
般
的
な
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
き
わ
め
て
広
く

作
用
し
て
い
る
重
要
な
発
展
法
則
で
あ
る（

（1
（

。」

も
と
も
と
、
ル
ソ
ー
的
な
円
環
は
、
自
然
状
態
（
無
と
し
て
の
平
等
（
か
ら
新
し
い
自
然
状
態
（
専
制
下
の
無
権
利
状
態
（
へ
と
向
か

う
自
然
の
秩
序
で
あ
っ
た
。
だ
が
、エ
ン
ゲ
ル
ス
の
と
ら
え
た
ル
ソ
ー
的
「
円
環
」
は
古
い
自
然
の
ま
ま
の
平
等
か
ら
「
強
奪
制
度
」（
新

し
い
自
然
状
態
（
を
経
て
、「
社
会
契
約
に
も
と
づ
く
高
度
の
平
等
」
社
会
が
実
現
さ
れ
る
歴
史
過
程
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
的
円
環
の
歴
史
の

極
点
は
、「
不
平
等
の
最
後
の
到
達
点
」
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
「
高
度
の
平
等
」
社
会
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
い
っ

た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
「
円
環
」
上
に
、
戦
争
状
態
を
脱
す
る
た
め
に
あ
る
種
の
「
契
約
」
に
よ
っ
て
国
家
（
政
府
（
が
現
れ
る
。
し
か
し
、
生
み

出
さ
れ
た
の
は
服
従
契
約
国
家
で
あ
る
。
こ
れ
を
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
は
偽
り
の
社
会
契
約
と
い
い
、
ル
ソ
ー
の
求
め
る
社
会
契
約
に
よ

る
真
に
自
由
な
社
会
で
は
な
い
と
断
じ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
ル
ソ
ー
的
社
会
契
約
に
よ
る
自
由
で
平
等
な
社
会
が
円
環
上
に
実
現
さ
れ
る
と
み
な
し
て
い
る
。

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
こ
う
し
た
議
論
は
、
た
し
か
に
ル
ソ
ー
的
円
環
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
と
は
い
え
し
か
し
、
そ
こ
に
は
エ
ン
ゲ

ル
ス
の
重
要
な
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
市
民
社
会
＝
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
「
よ
り
高
度
の
平
等
」
の
意
味
を
反
転
さ
せ
、
そ
の
内
実
は
「
隷
属
化
」
で

あ
る
と
断
じ
る
。
そ
れ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
Ａ
と
Ｂ
の
二
人
の
男
の
関
係
を
た
と
え
に
し
て
説
明
す
る
（
以
下
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
反

デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
』
第
一
篇
「
哲
学
」
の
第
一
〇
章
「
道
徳
と
法
、
平
等
」
か
ら
の
ま
と
め
（。
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─
ル
ソ
ー
は
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
で
二
人
の
男
を
つ
か
っ
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
証
明
し
て
い
る
。

「
二
人
の
う
ち
Ａ
が
Ｂ
を
隷
属
化
で
き
る
の
は
、
暴
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
Ｂ
を
、
Ａ
が
い
な
け
れ
ば
や
っ
て
ゆ
け
な
い

よ
う
な
状
態
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。」
ル
ソ
ー
は
こ
の
よ
う
に
い
う
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
同
じ
問
題
を
す
こ
し
違
っ
た
仕

方
で
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

い
ま
、
船
が
難
破
し
て
Ａ
と
Ｂ
の
二
人
の
男
が
あ
る
島
に
た
ど
り
着
い
て
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。

「
彼
ら
の
意
志
は
形
式
上
は
完
全
に
平
等
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
二
人
と
も
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
実
質
上
は
不
平
等
が
あ
る
。
…

（
中
略
（
…
自
由
意
志
の
形
式
が
た
も
た
れ
よ
う
が
、
そ
れ
が
踏
み
に
じ
ら
れ
よ
う
が
、
隷
属
は
隷
属
で
あ
る（

（1
（

。」（
中
略
は
筆
者
（

た
し
か
に
社
会
契
約
に
よ
っ
て
「
よ
り
高
度
の
平
等
」
が
実
現
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
よ
り
高
度
の
平
等
」
の
内
実
は
「
形
式
上
の
平

等
」
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
実
質
的
に
は
不
平
等
で
あ
る
。
ま
た
「
自
由
」
で
さ
え
も
、
身
分
的
な
束
縛
か
ら
の
自
由
と
、
自
分
の

身
体
以
外
に
労
働
手
段
を
も
た
な
い
自
由
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い（

（1
（

。
た
し
か
に
、
ル
ソ
ー
の
い
う
社
会
契
約
に
よ
っ
て
人
び
と
に
自

由
と
平
等
が
を
も
た
ら
さ
れ
る
。
だ
が
、
実
際
に
生
み
出
さ
れ
る
の
は
、
自
分
の
身
体
以
外
に
生
き
る
た
め
の
術
を
も
た
な
い
「
自
由
」

な
人
間
で
あ
り
、
ま
た
人
格
（
自
由
意
志
（
と
い
う
名
ば
か
り
の
形
式
的
平
等
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
内
実
は
不
平
等
の
ま
ま

で
あ
る
。
─

同
じ
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
、
自
由
意
志
の
「
形
式
上
の
平
等
」
の
実
現
を
「
政
治
的
に
解
放
」
さ
れ
た
人
間
の
姿
と
み
な
し
、
ル

ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
』
の
一
節
に
言
及
し
な
が
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「
政
治
的
人
間
の
抽
象
化
を
ル
ソ
ー
は
次
の
よ
う
に
正
し
く
描
き
だ
し
て
い
る
。
…
（
中
略
（
政
治
的
解
放
は
人
間
を
、一
方
で
は
市

民
社
会
の
成
員
、
利
己
的
な
独
立
し
た
個
人
へ
、
他
方
で
は
、
公
民
、
精
神
的
人
格
へ
と
還
元
す
る
こ
と
で
あ
る（

（1
（

。」（
中
略
は
筆
者
（

エ
ン
ゲ
ル
ス
や
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
ル
ソ
ー
的
円
環
上
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、
政
治
的
解
放
の
実
現
で
あ
る
。
政
治
的
解
放
と
は
、

形
式
的
平
等
の
獲
得
に
す
ぎ
ず
実
質
的
に
は
不
平
等
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人
間
的
解
放
に
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
る
。
政
治
的
解
放
と
人

間
的
解
放
と
を
混
同
す
る
な
、
と
マ
ル
ク
ス
は
警
鐘
を
鳴
ら
す
。
ル
ソ
ー
的
な
社
会
契
約
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
の
は
、
形
式
的
平
等
＝
政

治
的
権
利
で
あ
る
。
円
環
の
歴
史
上
に
実
現
さ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
「
半
分
の
有
」
＝
政
治
的
権
利
に
す
ぎ
な
い
。「
全
き
有
」
は
、
円

環
上
に
決
し
て
実
現
し
な
い
の
で
あ
る
。「
全
き
有
」、
す
な
わ
ち
、
人
間
的
解
放
が
実
現
さ
れ
た
社
会
は
、
革
命
的
実
践
に
よ
っ
て
し
か

も
た
ら
さ
れ
な
い
。
こ
れ
が
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
マ
ル
ク
ス
の
示
し
た
観
点
で
あ
り
方
向
性
で
あ
る
。

革
命
に
よ
る
「
円
環
」
か
ら
の
脱
出
─
人
間
的
解
放
と
理
想
社
会
の
実
現

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
見
方
で
は
、
ル
ソ
ー
の
円
環
の
上
に
実
現
さ
れ
る
の
は
政
治
的
解
放
（「
半
分
の
有
」（
に
す
ぎ
な
い
。
す
べ
て
の
人
び

と
の
人
間
的
解
放
（「
全
き
有
」（
は
、
円
環
の
「
外
」
で
実
現
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
し
か
し
、
そ
れ
は
自
然
な
プ
ロ
セ
ス
で
は
な
く
、

人
々
の
意
識
的
な
実
践
、
つ
ま
り
「
革
命
」
に
よ
っ
て
し
か
実
現
さ
れ
え
な
い
。
こ
の
革
命
を
中
心
的
に
担
う
の
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー

ト
（
労
働
者
階
級
（
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
国
家
権
力
を
掌
握
し
、
生
産
手
段
を
ま
ず
は
じ
め
に
は
国
家
的
所
有
に
転
化
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
だ
が
、
そ
う
す
る
こ
と

で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
し
て
の
自
分
自
身
を
揚
棄
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
あ
ら
ゆ
る
階
級
区
別
と
階
級
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対
立
を
揚
棄
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
ま
た
国
家
と
し
て
の
国
家
を
も
揚
棄
す
る
。
…
（
中
略
（
…
国
家
は
『
廃
止
さ
れ
る
』
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
死
滅
す
る
の
で
あ
る（

11
（

。」（
傍
点
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
中
略
は
筆
者
（

国
家
は
「
揚
棄
」
さ
れ
た
後
、「
死
滅
」
す
る
。
は
じ
め
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
革
命
に
よ
っ
て
国
家
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
（
が
「
揚

棄
」
さ
れ
、
つ
づ
い
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
国
家
が
「
死
滅
」
す
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
い
う
に
は
、
国
家
は
二
段
階
の
否
定
を
経
て
消

滅
す
る
。

エ
ン
ゲ
ル
ス
や
マ
ル
ク
ス
ら
が
描
く
人
間
の
歴
史
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
原
始
的
共
産
制
か
ら
い
く
つ
か
の
段
階
を
経
て
資
本
主
義
へ

至
り
、
さ
ら
に
社
会
主
義
、
共
産
主
義
社
会
へ
と
発
展
す
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
原
始
共
産
制
か
ら
資
本
主
義
社
会
ま
で
を
歴
史
発
展
の

自
然
的
過
程
と
し
、
そ
の
後
の
社
会
主
義
・
共
産
主
義
社
会
へ
の
移
行
を
革
命
、
す
な
わ
ち
、「
意
志
の
自
由
」
を
も
つ
人
間
的
実
践
の
飛

躍
の
試
み
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
革
命
は
、
階
級
闘
争
で
あ
る
。
新
し
い
社
会
の
主
人
（
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
（
が
、
敵
対
す

る
旧
社
会
の
支
配
者
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
（
を
打
倒
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、革
命
は
成
就
す
る
（
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
（。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

革
命
に
よ
っ
て
階
級
対
立
が
揚
棄
さ
れ
、
搾
取
や
疎
外
の
な
い
社
会
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
抑
圧
す
べ
き
階
級
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
（
が
消

滅
す
る
と
、
敵
対
階
級
を
抑
圧
す
る
暴
力
装
置
で
あ
る
国
家
そ
の
も
の
の
存
在
理
由
が
な
く
な
り
、
最
終
的
に
は
国
家
も
死
滅
す
る
。
こ

う
し
て
、
す
べ
て
の
人
間
が
自
由
で
平
等
な
社
会
、
い
い
か
え
れ
ば
、
人
間
的
解
放
が
実
現
し
た
「
全
き
有
」
の
社
会
を
実
現
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
に
よ
る
エ
ン
ゲ
ル
ス
批
判
─
革
命
的
手
段
で
は
な
く
、
病
の
治
療
薬
へ
の
転
換

こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
ル
ソ
ー
的
円
環
か
ら
の
飛
躍
、
い
い
か
え
れ
ば
革
命
に
よ
る
人
間
的
解
放
と
理
想
社
会
の
実
現
と
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い
う
構
想
に
つ
い
て
、
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
は
「
従
う
べ
き
ひ
と
つ
の
方
向
性
を
さ
し
示
し
て
い
る
」
と
い
い
つ
つ
、
そ
う
し
た
道
筋
を

批
判
し
否
定
す
る
。「
革
命
に
よ
る
止
揚
」
と
題
し
た
一
節
に
お
い
て
、ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
対
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
批

判
を
展
開
し
て
い
る（

1（
（

。

ま
ず
は
、『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
に
つ
い
て
。
歴
史
の
極
限
に
到
来
す
る
革
命
的
な
状
況
（
専
制
下
の
不
平
等
の
極
限
（
は
、
決
定
的

な
変
化
（
革
命
（
に
よ
っ
て
あ
ら
た
な
正
義
を
復
興
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
ル
ソ
ー
は
、
希
望
に
道
を
開
け
て
い
な
い
し
、
い
か
に
し
て

人
間
は
か
れ
ら
の
運
命
を
克
服
し
、市
民
の
自
由
に
お
け
る
平
等
を
獲
得
し
う
る
の
で
あ
る
か
を
語
っ
て
い
な
い
。」
ル
ソ
ー
が
期
待
す
る

の
は
「
恒
常
的
な
無
政
府
状
態
」
で
あ
る
と
い
う
。

つ
ぎ
に
、『
社
会
契
約
論
』
に
つ
い
て
。
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
ル
ソ
ー
は
革
命
的
手
段
に
よ
っ
て
自
由
が
獲
得
さ
れ
る
べ
き

だ
と
断
定
し
て
お
ら
ず
、「
す
で
に
あ
る
社
会
か
ら
完
全
に
公
正
な
社
会
へ
の
移
行
に
つ
い
て
の
実
践
的
な
問
題
を
避
け
て
い
る
」
と
い

う
。
ル
ソ
ー
の
社
会
思
想
は
、「
わ
れ
わ
れ
を
一
般
意
志
と
正
当
な
法
の
支
配
を
根
拠
づ
け
る
決
定
に
近
づ
け
る
。
こ
の
決
定
は
端
緒
と
し

て
の
性
格
は
あ
っ
て
も
、
革
命
的
な
特
質
は
も
っ
て
い
な
い
」
の
で
あ
る
。
社
会
契
約
が
意
味
す
る
の
は
、「
政
治
的
理
想
の
実
現
の
条
件

を
問
い
か
け
る
こ
と
な
し
に
、
始
ま
り
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
虚
無
か
らex nihilo

再
出
発
す
る
こ
と
で
あ
る
。」

で
は
、「
全
き
有
」
に
向
け
て
、
ル
ソ
ー
の
構
想
が
「
革
命
」
と
い
う
回
路
を
否
定
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
筋
道
が
あ
り
う

る
の
だ
ろ
う
か
。
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
の
主
張
は
、一
言
で
い
え
ば
、「
病
を
治
療
薬
へ
と
転
換
す
る
こ
と
、悪
徳
と
紛
争
の
原
因
を
『
徳
』

へ
と
変
え
る
こ
と
」
で
も
あ
る
。

専
制
政
府
の
病
は
、
ル
ソ
ー
が
想
定
し
た
最
悪
の
状
態
と
い
え
る
が
、
そ
う
し
た
最
悪
の
状
態
に
は
唯
一
の
利
点
が
あ
る
と
ス
タ
ロ
バ

ン
ス
キ
ー
は
い
う
。
そ
の
利
点
と
は
「
変
わ
る
と
す
れ
ば
、
良
い
ほ
う
へ
し
か
変
わ
り
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
。
あ
ら
ゆ
る
専
制
は
、

「
お
の
れ
の
悪
徳
に
対
す
る
治
療
の
手
段
を
、
お
の
れ
の
う
ち
に
潜
在
さ
せ
て
い
る
」
の
で
あ
る（

11
（

。
こ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
ル
ソ
ー
が
「
悪
そ
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の
も
の
の
う
ち
か
ら
、
悪
を
癒
す
べ
き
手
段
を
探
し
て
み
よ
う
」
と
語
っ
た
の
と
同
じ
発
想
で
あ
る（

11
（

。
だ
が
し
か
し
、
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ

ー
の
い
い
方
は
文
学
的
に
過
ぎ
て
や
や
明
瞭
さ
に
欠
け
る
。

私
が
思
う
に
は
、
ル
ソ
ー
の
社
会
構
想
の
直
観
は
、
端
的
に
い
え
ば
「
普
遍
ル
ー
ル
社
会（

11
（

」
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
に
私
の
考
え
を
述
べ
よ
う
。

ル
ソ
ー
的
「
円
環
」
論
─
社
会
契
約
に
よ
る
普
遍
ル
ー
ル
社
会
へ

考
察
の
第
二
の
課
題
は
、
円
環
の
中
に
留
ま
り
な
が
ら
「
全
き
有
」
＝
真
に
自
由
な
社
会
に
向
け
た
原
理
と
手
立
て
を
探
究
す
る
こ
と

だ
。「
円
環
の
中
に
留
ま
る
」
と
は
、「
い
ま
、
こ
こ
」
を
生
き
る
こ
と
だ
。

ル
ソ
ー
は
『
起
源
論
』
第
一
部
の
冒
頭
で
「
人
間
に
つ
い
て
」
語
ろ
う
と
い
い
、
一
切
の
観
念
の
無
（
純
粋
自
然
状
態
（
の
中
に
い
な

が
ら
自
由
の
可
能
性
を
も
つ
存
在
（
野
生
の
人
（
を
手
が
か
り
に
、
社
会
生
成
の
条
件
を
問
う
た
。
第
二
部
の
最
初
で
は
、「
た
だ
一
つ
の

観
点
」、
す
な
わ
ち
、
生
き
る
こ
と
＝
自
己
保
存
の
配
慮
か
ら
出
発
し
て
、
自
然
状
態
か
ら
社
会
へ
と
変
化
す
る
過
程
と
条
件
を
考
察
し
よ

う
と
い
う（

11
（

。
無
（
純
粋
自
然
状
態
（
の
な
か
で
欲
求
の
ま
ま
自
由
に
生
き
る
人
（
野
生
の
人
（
か
ら
出
発
し
て
考
察
す
る
こ
と
。
こ
の
観

点
は
、『
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
草
稿
』
や
『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
て
も
変
わ
ら
ず
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
欲
求
の
力
が
人
を
し
て
互
い
に
求
め

あ
わ
せ
、
情
念
の
力
が
人
間
同
士
を
対
立
さ
せ
戦
わ
せ
る
（『
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
草
稿（

11
（

』（。
ま
た
、
権
利
や
平
等
、
正
義
と
い
っ
た
諸
々
の
観
念

は
人
が
自
分
の
こ
と
を
先
に
す
る
と
い
う
こ
と
（
＝
人
間
の
本
性
（
か
ら
出
て
く
る
（『
社
会
契
約
論（

11
（

』（。

人
間
の
欲
求
や
欲
望
を
あ
り
の
ま
ま
に
認
め
生
き
る
こ
と
。
自
己
愛
（
＝
自
然
の
感
情
（
を
失
わ
ず
に
生
き
ら
れ
る
こ
と
。
自
己
中
心

性
か
ら
出
発
す
る
こ
と
。
す
べ
て
の
人
間
が
こ
の
よ
う
に
自
由
に
生
き
る
な
ら
ば
、〈
私
〉
の
欲
望
と
他
者
の
欲
望
と
の
対
立
や
衝
突
は
避

け
ら
れ
な
い
。
そ
の
と
き
誰
も
が
自
己
の
生
命
と
自
由
を
守
ろ
う
と
す
る
。
た
と
え
殺
し
合
い
に
な
ろ
う
と
も
自
己
を
守
る
権
利
が
あ
る
。
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し
か
し
、
結
局
、
互
い
に
「
生
き
る
」
た
め
に
は
殺
し
合
い
を
や
め
、
と
も
に
生
き
て
い
け
る
よ
う
な
条
件
と
可
能
性
を
探
し
だ
す
し
か

な
い
。
そ
れ
は
、
互
い
に
約
束
を
交
わ
し
て
、
権
利
や
正
義
、
平
和
と
い
っ
た
諸
々
の
観
念
、
し
た
が
っ
て
規
範
＝
ル
ー
ル
を
つ
く
り
出

す
こ
と
だ
。

円
環
の
中
に
踏
み
と
ど
ま
り
な
が
ら
、「
生
き
る
」
こ
と
を
あ
き
ら
め
ず
に
、
す
べ
て
の
人
間
が
互
い
に
「
生
き
る
」
こ
と
を
認
め
あ
う

道
は
、
畢
竟
、
す
べ
て
の
人
び
と
に
よ
る
約
束
に
も
と
づ
く
「
普
遍
ル
ー
ル
社
会
」
に
行
き
つ
く
ほ
か
な
い
。

こ
こ
で
ま
ち
が
っ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
普
遍
ル
ー
ル
社
会
と
は
「
全
き
有
」
が
実
現
し
た
社
会
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で

は
な
く
、
普
遍
ル
ー
ル
社
会
と
は
「
全
き
有
」
の
実
現
に
向
け
た
理
念
・
原
理
・
手
立
て
が
一
般
的
・
普
遍
的
に
承
認
さ
れ
た
社
会
を
い

う
。ル

ソ
ー
的
円
環
に
は
、
現
実
の
歴
史
の
は
じ
ま
り
も
終
わ
り
も
な
い
。
ル
ソ
ー
が
円
環
上
に
描
い
た
社
会
状
態
の
四
つ
の
段
階
の
い
ず

れ
も
、
は
じ
ま
り
で
も
終
わ
り
で
も
な
い
。
い
か
な
る
社
会
状
態
も
い
つ
か
は
腐
敗
し
終
末
を
迎
え
る
。
純
粋
自
然
状
態
は
現
実
の
始
発

点
で
は
な
い
し
、
新
し
い
社
会
（
全
き
有
（
も
理
想
の
終
着
点
で
も
な
い
。
が
し
か
し
、
悪
が
は
び
こ
り
不
平
等
で
腐
敗
の
極
地
に
達
し

た
社
会
状
態
か
ら
、
ま
た
再
び
新
し
い
社
会
を
め
ざ
し
て
歩
き
「
は
じ
め
る
」
こ
と
が
で
き
る
。
意
志
の
自
由
を
も
つ
人
間
は
、
新
た
な

約
束
を
交
わ
し
て
新
し
い
政
治
体
を
め
が
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
こ
の
意
味
で
は
、「
始
ま
り
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
虚
無
か
らex 

nihilo

再
出
発
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
の
こ
と
ば
は
、
確
か
に
的
を
射
て
い
る
。
そ
れ
は
、
破
滅
か
ら
不
死
鳥

の
よ
う
に
再
び
立
ち
上
が
る
こ
と
だ
。「
腐
敗
と
堕
落
が
蔓
延
し
、
無
秩
序
と
混
沌
の
う
ち
へ
と
落
ち
込
ん
で
し
ま
っ
た
地
点
に
、
は
じ
ま

り
の
約
束
、
社
会
契
約
が
位
置
付
け
ら
れ
る（

11
（

」
の
で
あ
る
。

ル
ソ
ー
は
『
起
源
論
』
で
人
類
の
決
し
て
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
破
滅
」
を
描
き
つ
つ
、『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
て
破
滅
の
後
に

や
っ
て
く
る
新
し
い
政
治
体
に
つ
い
て
構
想
を
練
り
上
げ
た
。
ル
ソ
ー
的
な
円
環
す
る
社
会
状
態
に
お
い
て
、
人
び
と
は
「
破
滅
」
の
な
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か
か
ら
新
た
な
社
会
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
「
は
じ
ま
り
の
約
束
」
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
つ
で
も
ど
こ
か
ら
で
も
「
全
き
有
」
に

向
け
て
リ
・
ス
タ
ー
ト
で
き
る
。
ル
ソ
ー
が
『
起
源
論
』
で
示
そ
う
と
し
た
の
は
、
人
間
が
も
つ
「
は
じ
ま
り
の
約
束
」
に
も
と
づ
く
新

し
い
社
会
の
創
造
の
た
め
の
原
理
と
手
立
て
が
求
め
ら
れ
る
、
そ
の
必
然
性
で
あ
る
。
新
し
い
社
会
秩
序
は
、
ま
っ
た
く
新
し
い
原
理
の

下
、
新
し
い
手
続
き
＝
社
会
契
約
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、「
普
遍
ル
ー
ル
社
会
」
で
あ
る
。

４
．
お
わ
り
に

ル
ソ
ー
的
円
環
の
外
に
飛
び
出
す
こ
と
は
、「
い
ま
、
こ
こ
」
の
生
を
否
定
し
て
、
彼
方
に
理
想
社
会
を
求
め
る
こ
と
だ
。
エ
ン
ゲ
ル
ス

と
マ
ル
ク
ス
は
、
ル
ソ
ー
的
円
環
の
「
外
」
に
飛
び
出
し
て
理
想
と
し
て
の
「
新
し
い
社
会
」
を
革
命
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
い
う
。

政
治
的
解
放
に
飽
き
足
ら
ず
人
間
的
解
放
に
向
か
う
こ
と
、
そ
れ
は
一
切
の
搾
取
や
抑
圧
が
な
く
な
り
、
す
べ
て
の
人
間
が
自
由
で
平
等

に
暮
ら
す
理
想
社
会
で
あ
る
。
実
際
、
二
〇
世
紀
は
こ
う
し
た
信
念
と
理
想
を
掲
げ
る
ロ
シ
ア
革
命
で
幕
開
き
、
以
降
、
七
〇
数
年
の
間
、

社
会
主
義
は
世
界
中
を
席
巻
し
、
大
き
な
爪
痕
を
残
し
て
、
結
局
「
失
敗
」
に
帰
し
た
。

社
会
主
義
・
共
産
主
義
社
会
で
あ
れ
、
神
の
国
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
カ
ン
ト
的
な
「
目
的
の
国
」
で
あ
れ
、
そ
う
し
た
人
間
解
放
の
理

想
＝
「
全
き
有
」
を
実
現
す
る
企
て
は
、「
大
き
な
物
語
」
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
、
理
想
の
実
現
の
た
め
に
、
克
服
す
べ
き

「
敵
」
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
人
び
と
に
、
自
己
の
内
と
外
に
「
敵
」
を
探
し
出
し
、
そ
れ
に
打
ち
克
つ
べ
し
と
要
請
す
る
。
悪
に
惑
わ
さ

れ
ず
善
な
る
心
を
保
ち
、理
性
に
よ
っ
て
感
性
を
乗
り
越
え
、被
抑
圧
者
は
支
配
者
を
打
倒
せ
よ
。
こ
こ
で
は
「
敵
」
へ
の
暴
力
は
、「
義
」

に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
信
念
は
、
悪
に
目
を
閉
ざ
し
、
悪
を
殺
し
て
、
善
な
る
人
間
か
ら
成
る
善
な
る
社
会
へ
と
向
か
う

「
大
き
な
物
語
」
で
あ
る
。
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さ
て
し
か
し
、
ル
ソ
ー
的
円
環
の
「
中
」
に
留
ま
る
こ
と
は
、
人
間
と
し
て
自
己
を
「
生
き
る
」
こ
と
か
ら
出
発
し
、
誰
も
が
欲
望
の

ま
ま
自
由
に
「
生
き
る
」
社
会
の
可
能
性
を
追
求
す
る
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
や
マ
ル
ク
ス
の
よ
う
に
理
想
社
会
の
実
現
と
い

う
希
望
（
革
命
の
道
＝
大
き
な
物
語
（
を
語
ら
な
い
し
、
自
己
の
主
義
信
条
・
理
想
と
異
な
る
「
敵
」
を
探
し
だ
そ
う
と
も
し
な
い
。
こ

こ
で
は
相
違
は
も
っ
ぱ
ら
自
由
な
議
論
を
通
し
て
克
服
さ
れ
、
対
立
す
る
諸
信
念
に
対
し
て
は
対
話
に
よ
る
相
互
承
認
が
求
め
ら
れ
、
共

通
了
解
を
め
ざ
す
。
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
が
明
言
し
た
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
は
希
望
を
め
ざ
さ
な
い
し
革
命
に
も
訴
え
な
い
。
円
環
の
中
に

留
ま
っ
て
「
生
き
る
」
こ
と
は
、
た
だ
「
病
の
な
か
に
病
を
癒
す
」
力
を
見
つ
け
、「
悪
の
な
か
か
ら
悪
を
正
す
」
可
能
性
を
探
し
だ
し
、

暗
闇
の
な
か
に
光
を
見
出
そ
う
す
る
こ
と
だ
。
絶
望
の
な
か
か
ら
「
そ
れ
以
外
な
い
道
」
を
探
し
だ
し
て
歩
む
こ
と
だ
。

も
う
一
度
確
認
し
て
お
こ
う
。
普
遍
ル
ー
ル
社
会
と
は
、
す
べ
て
の
人
々
の
人
間
的
解
放
が
実
現
さ
れ
た
社
会
（「
全
き
有
」
の
達
成
（

で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
誰
も
が
「
全
き
有
」
に
向
け
た
原
理
や
方
法
を
手
に
し
て
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
努
力
で
き
る
社
会
を
意
味
す
る

（「
全
き
有
」
の
条
件
の
普
遍
的
承
認
（。『
起
源
論
』
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
円
環
す
る
社
会
状
態
の
途
上
に
お
い
て
、
人
間
は
い
つ
で

も
ど
こ
か
ら
で
も
ま
た
再
び
「
全
き
有
」
を
め
が
け
て
再
出
発
で
き
る
こ
と
だ
。

し
か
し
、『
起
源
論
』
で
は
、
ま
だ
「
全
き
有
」
に
向
け
た
理
念
・
原
理
・
方
法
は
、
具
体
的
に
ほ
と
ん
ど
何
ひ
と
つ
論
じ
ら
れ
て
い
な

い
。『
起
源
論
』
は
、
悪
の
な
か
を
「
生
き
る
」
人
々
を
描
き
、
悪
の
な
か
か
ら
し
か
す
べ
て
の
人
間
が
互
い
の
欲
望
と
自
由
を
認
め
あ
う

道
は
見
え
て
こ
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
人
び
と
に
よ
る
約
束
に
も
と
づ
く
「
普
遍
ル
ー
ル
社
会
」
に
行
き
つ
く
ほ
か
な
い

こ
と
を
示
し
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
課
題
の
解
明
は
、
そ
の
後
の
『
社
会
契
約
論
』
と
『
エ
ミ
ー
ル
』
に
お
い
て
な
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
も
っ
と
先
に
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。「
全
き
有
」
の
社
会
の
構
想
に
向
け
た
哲
学
的
思
索
の
歩
み
は
、尽
き
る
こ
と
の
な
い
道

程
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
円
環
に
は
は
じ
ま
り
も
終
わ
り
も
な
い
の
だ
か
ら
。
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（
1
（ 

本
稿
は
、Ｗ
ｅ
ｂ
学
術
誌
『
本
質
学
研
究
』
第
四
号
（
早
稲
田
大
学
竹
田
青
嗣
研
究
室
主
監
、二
〇
一
七
年
五
月
（
に
掲
載
さ
れ
た
拙
稿
「
ル
ソ
ー

的
「
円
環
」
の
行
方
―
理
想
社
会
の
実
現
か
、普
遍
ル
ー
ル
社
会
の
構
想
か
」
に
、若
干
の
補
筆
・
修
正
を
加
え
論
考
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
（ 

『
ソ
ラ
リ
ス
』
ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
・
レ
ム
、
沼
野
充
義
訳
、
図
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
四
年
、
三
三
四
頁

（
（
（ 
「
希
望
」、『
魯
迅
選
集 

第
一
巻
』
魯
迅
、
竹
内
好
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
六
年
、「
野
草
」
の
章
所
収
、
一
九
四
頁

（
（
（ 
Ｓ
Ｆ
小
説
『
二
〇
〇
一
年
宇
宙
の
旅
』（
ア
ー
サ
ー
・
Ｃ
・
ク
ラ
ー
ク
／
伊
藤
典
夫
訳
、早
川
書
房
、一
九
八
〇
年
（
で
は
、第
一
部
「
原
初
の
夜
」

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ヒ
ト
ザ
ル
（
サ
ル
と
ヒ
ト
の
中
間
（
が
、百
万
年
後
に
「
最
初
の
真
の
人
間
」
に
な
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。（
同

書
、
十
五
頁
─
四
十
五
頁
（。

（
（
（ 

映
画「
二
〇
〇
一
年
宇
宙
の
旅
」ス
タ
ン
リ
ー
・
キ
ュ
ー
ブ
リ
ッ
ク
監
督
、一
九
六
八
年
公
開
、原
題“2001: A

 Space O
dyssey

”、原
作
は
ア
ー

サ
ー
・
Ｃ
・
ク
ラ
ー
ク
の
『
二
〇
〇
一
年
宇
宙
の
旅
』。

（
（
（ 

ク
ラ
ー
ク
の
小
説
『
二
〇
〇
一
年
宇
宙
の
旅
』
で
は
、
モ
ノ
リ
ス
（m

onolith

（
は
、
長
方
形
の
厚
板
で
完
全
に
透
明
な
物
質
で
で
き
た
物
体

で
あ
る
。地
球
外
知
的
生
命
の
道
具
を
暗
示
し
て
い
る
。モ
ノ
リ
ス
に
触
れ
た
ヒ
ト
ザ
ル
た
ち
が
や
が
て
石
や
骨
と
い
う「
道
具
」を
手
に
い
れ
、

言
語
を
身
に
つ
け
る
。

（
7
（ 

「
こ
れ
は
本
当
は
『
宇
宙
船
』
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
核
ミ
サ
イ
ル
で
敵
国
を
狙
う
軍
事
衛
星
な
の
で
す
。
ス
タ
ン
リ
ー
・
キ
ュ
ー
ブ
リ
ッ
ク
監

督
が
書
い
た
シ
ナ
リ
オ
で
は
『
大
国
同
士
が
核
ミ
サ
イ
ル
を
突
き
つ
け
合
っ
て
、
全
面
戦
争
勃
発
寸
前
』
と
い
う
主
旨
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が

流
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、『
人
間
は
棍
棒
を
核
兵
器
に
ま
で
進
歩
さ
せ
て
し
ま
っ
た
』
と
い
う
不
気
味
な
場
面
な
の
で
す
。」

（『〈
映
画
の
見
方
〉
が
わ
か
る
本
』
町
田
智
浩
著
、
洋
泉
社
、
二
〇
〇
二
年
、
三
頁
（

（
（
（ 

同
右
書
、
ア
ー
サ
ー
・
Ｃ
・
ク
ラ
ー
ク
、
四
十
四
頁
─
四
十
五
頁

（
（
（ 

『
人
間
不
平
等
起
源
論　

付
「
戦
争
法
原
理
」』
ル
ソ
ー
著
、
坂
倉
裕
治
訳
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
六
年
、
九
十
六
頁
─
九
十
七
頁

（
10
（ 

『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
ル
ソ
ー
、
原
好
男
訳
、
白
水
社
、
一
九
八
六
年
、
八
十
九
頁

（
11
（ 

『
社
会
契
約
論
』
ル
ソ
ー
、
桑
原
武
夫
・
前
川
貞
次
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
六
年
、
二
十
九
頁

（
12
（ 

同
右
書
、
ル
ソ
ー
、
一
九
八
六
年
、
八
十
六
頁

（
1（
（ 

『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
ル
ソ
ー
、
原
好
男
訳
、
白
水
社
、
一
九
八
六
年
、
九
十
三
頁
─
九
十
四
頁
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（
1（
（ 

竹
田
青
嗣
は
、
近
代
の
伝
統
的
世
界
観
と
し
て
つ
ぎ
の
三
つ
を
指
摘
し
て
い
る
。「
第
一
。
世
界
は
神
に
よ
っ
て
想
像
さ
れ
た
、
し
た
が
っ
て

世
界
は
そ
の
進
み
行
き
の
う
ち
に
あ
る
〈
目
的
〉
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
世
界
観
（
キ
リ
ス
ト
的
（。
第
二
。
世
界
は
神
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

か
ど
う
か
は
言
え
な
い
が
、
た
と
え
ば
そ
れ
が
生
命
の
〈
進
化
〉
を
促
す
よ
う
に
、
次
第
に
〈
進
歩
〉
し
〈
発
展
〉
す
る
も
の
で
あ
る
に
ち

が
い
な
い
と
い
う
世
界
観
（
ヘ
ー
ゲ
ル
的
（。
第
三
。
世
界
は
は
じ
め
の
起
点
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
持
つ
が
、
そ
の
後
は
そ
れ
自
身
の
法
則

つ
ま
り
た
だ
機
械
的
因
果
に
よ
っ
て
の
み
動
い
て
い
る
と
い
う
世
界
観
（
唯
物
論
的
（。」（『
ニ
ー
チ
ェ
入
門
』
竹
田
青
嗣
著
、
ち
く
ま
新
書
、

一
九
九
四
年
、
一
五
四
頁
─
一
五
五
頁
（

（
1（
（ 

『
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
一
』
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
村
田
陽
一
訳
、
国
民
文
庫
、
大
月
書
店
、
一
九
八
二
年
、
二
一
六
頁
─
二
一
七

頁

（
1（
（ 

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
同
右
書
、
一
九
八
二
年
、
二
一
八
頁

（
17
（ 

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
同
右
書
、
一
九
八
二
年
、
一
五
二
頁

（
1（
（ 

「
契
約
当
事
者
と
し
て
平
等
な
権
利
を
も
っ
て
工
場
主
と
相
対
す
る
あ
る
数
の
自
由
な
労
働
者
─
一
方
で
は
、
ツ
ン
フ
ト
の
束
縛
か
ら
自
由
な
、

ま
た
他
方
で
は
、
自
分
の
労
働
力
を
自
分
で
利
用
す
る
た
め
の
手
段
か
ら
自
由
な[

手
段
を
も
た
な
い
、
の
意]

─
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が

前
提
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
労
働
は
、
人
間
労
働
一
般
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
平
等
で
あ
り
、

平
等
な
資
格
を
持
っ
て
い
る
」（
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
同
右
書
、
一
九
八
二
年
、
一
六
二
頁
（

（
1（
（ 

「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
」
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
、『
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
／
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
序
説
』（
城
塚
登
訳
、
岩
波
文
庫
、

二
〇
〇
八
年
（
所
収
、
五
十
二
頁
─
五
十
三
頁

（
20
（ 

『
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
二
』
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
村
田
陽
一
訳
、
国
民
文
庫
、
大
月
書
店
、
一
九
八
二
年
、
五
〇
一
頁
─
五
〇
二

頁

（
21
（ 

『
ル
ソ
ー
／
透
明
と
障
害
』
Ｊ
・
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
、
山
路
昭
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三
年
、
四
十
七
頁
─
五
〇
頁

（
22
（ 

『
病
の
う
ち
な
る
治
療
薬
』
ジ
ャ
ン
・
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
、
小
池
健
男
／
川
那
部
保
明
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
三
年
、
一
九
六
頁

─
二
〇
六
頁

（
2（
（ 

「
人
類
の
う
ち
に
は
自
然
な
一
般
社
会
は
存
在
し
な
い
と
考
え
よ
う
。
人
間
は
社
会
的
に
な
る
こ
と
で
不
幸
に
な
り
、
邪
悪
に
な
っ
た
の
だ
と
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考
え
よ
う
。
…
（
中
略
（
…
悪
そ
の
も
の
の
う
ち
か
ら
、
悪
を
癒
す
べ
き
手
段
を
探
し
て
み
よ
う
。
で
き
れ
ば
新
し
い
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
、

一
般
的
な
結
び
つ
き
の
欠
陥
を
是
正
し
よ
う
」（
省
略
は
筆
者
、「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
草
稿
」、
中
山
元
訳
、
光
文
社
、
二
〇
〇
八
年
、『
社
会
契
約

論
／
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
草
稿
』
所
収
、
三
二
〇
頁
（

（
2（
（ 
「
普
遍
ル
ー
ル
社
会
」
は
、
竹
田
青
嗣
が
名
づ
け
た
概
念
で
あ
る
。
竹
田
は
、「
近
代
社
会
」
の
根
本
構
想
を
「
純
粋
ル
ー
ル
ゲ
ー
ム
」
の
概

念
で
呼
ぶ
。
つ
ま
り
、「
近
代
（
市
民
（
社
会
」
の
核
心
的
理
念
は
、社
会
か
ら
「
暴
力
原
理
」
を
完
全
に
排
除
し
、こ
れ
を
純
粋
な
ル
ー
ル
ゲ
ー

ム
に
変
え
る
試
み
で
あ
る
と
い
う
（
竹
田
青
嗣
著
『
人
間
の
未
来
』
ち
く
ま
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
一
三
二
頁
─
一
三
三
頁
（。

（
2（
（ 

「
人
間
の
最
初
の
感
情
は
自
己
生
存
の
感
情
で
あ
り
、
最
初
の
配
慮
は
自
己
保
存
の
配
慮
で
あ
っ
た
。」（
前
掲
書
、
ル
ソ
ー
、
一
九
八
六
年
、

六
十
二
頁
（

（
2（
（ 

「
わ
た
し
た
ち
は
欲
求
の
力
で
た
が
い
に
接
近
す
る
が
、
情
念
の
力
で
た
が
い
に
対
立
す
る
。
…
人
間
の
本
性
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
、
人
々

を
結
び
つ
け
る
と
同
時
に
戦
わ
せ
る
の
で
あ
り
、人
々
に
和
解
と
和
合
を
も
た
ら
す
と
同
時
に
、競
争
と
嫉
妬
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。」（
省

略
は
筆
者
、「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
草
稿
」、中
山
元
訳
、光
文
社
、二
〇
〇
八
年
、『
社
会
契
約
論
／
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
草
稿
』
所
収
、三
〇
六
頁
─
三
〇
七
頁
（。

（
27
（ 

「
権
利
の
平
等
、
お
よ
び
こ
れ
か
ら
生
ず
る
正
義
の
観
念
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
自
分
の
こ
と
を
先
に
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
し
た
が
っ
て

ま
た
人
間
の
本
性
か
ら
出
て
く
る
。」（『
社
会
契
約
論
』
桑
原
武
夫
・
前
川
貞
次
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
四
年
、
五
〇
頁
（

（
2（
（ 

『
社
会
契
約
論
』
重
田
園
江
、
ち
く
ま
新
書
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
一
六
七
頁


