
O

フ
一
フ
ト
ン

『
法
律
（
ノ
モ
イ
）
』
へ
の
覚
書

森

村

進

プラトン『法律（ノモイ）』への覚書

曙
　
第
五
巻

二
　
第
九
巻

三
　
第
九
巻

四
　
第
十
一
巻

七
二
八
b
c

八
五
五
a
l
c

八
五
九
c
I
八
六
四
c

九
三
二
e
l
九
三
三
e

　
プ
ラ
ト
ン
の
遺
作
で
あ
り
最
長
の
著
書
で
も
あ
る
『
法
律
（
2
0
B
o
一
）
』
は
、
古
代
法
思
想
史
に
ひ
と
き
わ
高
く
そ
ぴ
え
立
つ
暗
響
な

金
字
塔
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
と
し
て
法
典
案
の
形
を
と
っ
た
プ
ラ
ト
ン
の
社
会
思
想
の
最
終
的
な
具
体
像
で
あ
る
と
と
も
に
、
当
時
の
ギ

リ
シ
ァ
の
法
の
状
態
を
詳
細
に
写
し
て
も
い
る
。
量
の
点
で
は
疑
い
も
な
く
、
ま
た
質
の
点
で
も
お
そ
ら
く
は
、
単
一
の
著
作
で
古
代
ギ

リ
シ
ァ
法
思
想
史
上
こ
れ
ほ
ど
の
大
著
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
重
要
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
法
律
』
は
他
の
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
に
比
べ

て
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
し
、
そ
も
そ
も
専
門
家
以
外
で
通
読
し
た
人
さ
え
多
く
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
，
そ
の
理
由
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を
推
測
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
。
こ
の
著
作
は
、
ほ
ぽ
完
成
し
て
い
る
と
は
い
え
未
完
の
ま
ま
に
残
さ
れ
、
部
分
的
に
構
成
が
無
秩
序

で
あ
る
。
文
体
は
時
と
し
て
晦
渋
で
あ
り
、
時
と
し
て
冗
長
で
あ
り
、
時
と
し
て
そ
の
両
方
で
あ
る
。
内
容
は
国
制
と
市
民
生
活
の
細
部

ま
で
、
あ
ま
り
に
微
に
入
り
細
を
穿
り
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
思
想
は
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
現
実
主
義
的
で
あ
る
と
と
も
に
反
自
由
主

義
的
・
権
威
主
義
的
で
あ
り
、
今
日
の
多
く
の
読
者
に
と
っ
、
て
魅
力
が
乏
し
い
。
本
書
に
つ
い
て
の
研
究
が
、
第
十
巻
の
無
神
論
の
論
駁

（
神
義
論
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
か
な
り
抽
象
的
な
哲
学
的
議
論
に
集
中
し
が
ち
で
あ
る
の
も
も
っ
と
も
で
あ
る
。
私
は
そ
の
よ
う
な
研

究
の
意
義
を
高
く
評
価
す
る
者
だ
が
（
特
に
『
法
律
』
研
究
の
絶
対
数
が
少
な
い
だ
け
に
）
、
そ
の
た
め
に
も
、
も
っ
と
細
部
に
か
か
わ

る
研
究
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
。
実
際
こ
の
大
作
の
中
に
は
、
何
と
な
く
見
過
．
こ
さ
れ
、
あ
る
い
は
問
題
点
が
未
解
決
の
ま
ま
残
さ

れ
て
い
る
個
所
が
多
い
。
本
稿
は
そ
の
よ
う
な
個
所
か
ら
四
つ
を
選
ぴ
、
そ
こ
に
い
く
ば
く
か
の
光
を
当
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
私
は
そ
の
一
部
に
つ
い
て
森
村
〔
一
九
八
四
〕
〔
一
九
八
五
〕
（
文
献
に
つ
い
て
は
末
尾
を
見
よ
）
と
そ
の
単
行
本
化
で
あ
る
森
村

e
九
八
八
〕
の
中
で
説
明
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る
が
（
一
に
つ
い
て
は
森
村
〔
一
九
八
四
〕
一
一
五
－
六
頁
、
森
村
〔
一
九
八
八
〕
二

〇
一
－
二
頁
。
三
に
つ
い
て
は
森
村
〔
一
九
八
四
〕
九
二
－
七
、
一
二
二
i
四
頁
、
森
村
〔
一
九
八
八
〕
一
八
一
－
六
、
二
〇
七
－
九
頁
。

四
に
つ
い
て
は
森
村
〔
一
九
八
五
〕
一
四
八
－
九
頁
、
森
村
〔
一
九
八
八
〕
一
二
〇
1
二
頁
）
、
本
稿
の
注
釈
は
一
層
詳
細
な
も
の
で
あ

る
。
プ
ラ
ト
ン
の
テ
ク
ス
ト
は
國
仁
旨
9
の
○
託
o
乱
Ω
霧
旨
巴
目
。
答
を
用
い
、
そ
れ
と
異
な
る
読
み
を
取
っ
た
時
に
は
そ
の
む
ね

を
述
ぺ
た
。
翻
訳
は
私
の
も
の
だ
が
、
邦
訳
を
中
心
と
し
て
近
代
語
訳
を
参
考
に
し
た
。
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第
五
巻
七
二
八
b
6
臼

第
五
巻
の
冒
頭
で
、
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
魂
を
神
々
に
次
ぐ
第
二
の
も
の
と
し
て
尊
敬
す
る
よ
う
に
説
く
。
彼
に
よ
る
と
、
そ
の



た
め
に
は
立
法
者
の
指
導
に
従
わ
ね
ぱ
な
ら
な
い
の
だ
が
、

（N

。
？
認
o
。
び
）
。
彼
は
続
け
て
言
う
。

そ
う
し
な
い
人
々
は
自
分
の
魂
を
損
な
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
い

フ：ラトン『法律（ノモイ）』への覚書

①
な
ぜ
な
ら
、
悪
行
の
最
大
の
罰
（
島
臨
）
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
を
ほ
と
ん
ど
誰
も
考
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
最
大
の
罰
と

は
、
悪
し
く
あ
る
人
々
に
似
て
、
彼
ら
に
似
る
た
め
に
よ
い
人
々
を
避
け
て
よ
い
話
か
ら
縁
を
切
り
、
悪
い
人
々
を
追
っ
て
彼
ら
と
つ

き
あ
う
こ
と
で
あ
る
。
（
N
N
o
o
げ
N
も
）

②
そ
の
よ
う
な
人
々
と
交
わ
る
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
人
々
が
互
い
に
し
た
り
言
っ
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
を
自
分
で
も
し

た
り
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
必
然
で
あ
る
。
（
げ
刈
ら
N
）

③
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
目
に
合
う
こ
と
（
8
昌
o
…
8
冒
魯
8
）
は
罰
（
良
鳳
）
で
は
な
く
て
ー
な
ぜ
な
ら
正
し
い
こ
と
と
罰

は
立
派
な
の
だ
か
ら
ー
、
不
正
の
結
果
で
あ
る
苦
し
み
、
（
℃
曾
冨
）
た
る
報
い
（
自
目
q
置
）
で
あ
り
、
G
り
そ
れ
を
受
廿
る
者
む
ω
受

け
な
い
者
も
み
じ
め
（
暮
菩
o
の
）
で
あ
る
。
㈲
一
方
は
癒
さ
れ
な
恥
し
、
⑭
他
方
は
他
の
多
数
の
者
が
救
わ
れ
る
よ
う
に
滅
ぼ
さ
れ
る

の
だ
か
ら
。
（
o
N
ム
）

　
．
瀕
の
文
章
は
難
解
な
文
章
の
多
い
『
法
律
』
の
中
で
も
特
に
解
釈
者
た
ち
を
悩
ま
せ
て
き
た
も
の
で
あ
る
（
国
茜
冨
区
口
8
昌
、
区

一
〇
ε
傷
o
ω
＝
曽
8
の
［
一
℃
鋒
］
・
。
。
冨
誉
ρ
型
o
。
o
昌
・
る
∵
民
8
9
［
一
8
。
］
℃
や
呂
…
O
α
お
Φ
日
p
目
ω
ロ
8
0
］
｝
つ
さ
。
賦
戸
“
。
凱

留
目
駐
胡
口
8
呂
｝
、
℃
や
一
旨
－
o
（
”
一
げ
一
P
［
焔
認
い
も
や
蕊
占
ギ
ま
五
簡
潔
な
が
ら
凶
玄
9
口
鶏
o
］
、
や
ぢ
一
員
僧
森
”
池
田
”
加

来
〔
一
九
八
○
〕
二
九
九
頁
注
ω
一
ω
邑
一
曙
［
も
○
。
Q
い
や
軍
一
適
そ
れ
と
同
旨
y
言
自
R
口
8
。
。
い
つ
＄
口
。
鉾
蜜
8
ぎ
冒
宙

［
這
。
。
昌
・
竈
」
8
艶
。
。
。
や
コ
・
ひ
N
）
。
間
題
は
第
一
に
、
③
で
い
う
「
そ
れ
を
受
け
る
」
倉
轟
）
と
は
「
苦
し
み
」
か
「
報
い
」
か
、
第
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二
に
、
ω
と
④
は
そ
れ
ぞ
れ
働
と
の
の
ど
ち
ら
の
者
に
対
応
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
自
身
こ
の
文
章
を
十
分
満
足
で
き
る

よ
う
に
解
釈
す
る
ヒ
と
は
で
き
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
一
番
不
満
が
少
な
い
よ
う
に
思
う
。

　
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
ー
。
通
常
「
そ
れ
」
は
「
報
い
」
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
望
昌
α
①
．
の
口
8
呂
は
「
苦
し
み
」
と
解
し
、

具
体
的
に
は
、
死
刑
よ
り
も
軽
い
刑
罰
で
あ
？
て
（
プ
ラ
ト
ン
的
刑
罰
と
．
は
違
っ
て
）
単
な
る
苦
痛
に
と
ど
ま
り
犯
罪
者
の
改
善
に
役
立

た
な
い
も
の
を
意
味
す
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
鼠
8
ぎ
目
8
［
這
o
。
昌
”
や
這
ひ
戸
9
は
、
そ
れ
」
は
「
報
い
」
を
指
す
と
考
え
て

い
る
が
、
具
体
的
に
は
何
ら
か
の
司
法
的
作
用
、
特
に
の
の
人
が
最
終
的
に
受
け
る
死
刑
だ
と
す
る
。
だ
が
私
は
い
ず
れ
の
解
釈
に
も
賛

成
で
き
な
い
。
①
で
い
う
「
最
大
の
罰
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
」
は
よ
き
人
々
と
離
れ
て
悪
人
に
溶
け
込
む
こ
と
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
交

際
か
ら
生
ず
る
苦
し
み
が
「
報
い
」
な
の
だ
か
ら
、
、
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
提
唱
す
る
よ
う
な
教
育
的
刑
罰
で
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ

も
司
法
的
刑
罰
で
も
な
く
て
、
自
然
の
帰
結
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
考
え
れ
ば
、
o
恥
の
「
そ
れ
」
は
「
苦
し
み
」
で
も
「
報
い
」
で
も

変
わ
り
が
な
い
。

　
第
二
の
問
題
に
つ
い
て
ー
。
㈲
の
「
癒
さ
れ
な
い
者
」
は
、
ω
報
い
を
受
け
る
者
で
も
ω
受
け
な
い
者
で
も
成
立
す
る
。
な
ぜ
な
ら

「
報
い
」
は
本
人
を
改
善
し
な
い
の
だ
か
ら
。
だ
が
の
の
「
他
の
多
数
の
者
が
救
わ
れ
る
よ
う
に
滅
ぼ
さ
れ
る
者
」
は
難
解
で
あ
る
。
も

し
ω
の
人
だ
と
す
る
と
、
そ
の
「
報
い
」
は
、
客
碧
箒
自
8
説
の
よ
う
に
死
刑
の
こ
と
だ
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
に

対
し
て
は
前
の
段
落
で
述
ぺ
た
反
論
が
で
き
る
。
さ
ら
に
言
え
ぱ
、
そ
の
死
刑
は
他
人
の
た
め
に
な
る
以
上
、
立
派
な
こ
と
で
あ
り
、
プ

ラ
ト
ン
の
刑
罰
論
で
も
正
当
化
さ
れ
る
よ
う
な
「
罰
（
象
翫
）
」
で
こ
そ
あ
れ
、
「
報
い
」
と
は
違
い
そ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
も
し

の
が
④
の
人
だ
と
す
る
と
、
悪
人
と
つ
き
あ
わ
な
い
（
従
っ
て
C
り
よ
り
も
不
正
の
程
度
が
小
さ
く
て
す
み
そ
う
な
）
者
だ
け
が
な
ぜ
「
滅

ぼ
さ
れ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
か
、
説
明
し
に
く
い
。
そ
の
困
難
は
、
④
の
人
が
「
受
け
な
い
」
と
言
わ
れ
る
も
の
を
（
死
刑
で
あ
れ
も
っ

と
軽
い
刑
罰
で
あ
れ
）
教
育
効
果
の
な
い
非
プ
ラ
ト
ン
的
刑
罰
と
解
し
て
も
変
わ
る
ま
い
。
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し
か
し
私
は
ω
r
の
、
ω
i
㈲
と
い
う
交
差
（
。
匡
霧
B
島
）
的
解
釈
の
方
が
ま
だ
難
点
が
少
な
い
と
思
う
（
後
の
鳥
が
先
に
な
る
交

差
的
な
文
章
の
構
成
自
体
は
、
国
昌
σ
q
一
即
且
口
8
昌
巻
末
索
引
の
．
、
〇
三
霧
琶
霧
、
．
の
項
が
示
す
よ
う
に
、
『
法
律
』
の
中
に
数
多
く
見
ら

れ
る
か
ら
不
自
然
で
な
い
）
。
ω
の
受
け
る
「
報
い
」
を
悪
人
と
の
交
際
の
苦
し
み
と
解
す
る
立
場
で
は
、
彼
が
「
他
の
大
多
数
の
者
が

救
わ
れ
る
よ
う
に
滅
ぽ
さ
れ
る
」
と
は
、
死
亡
で
は
な
く
て
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
み
じ
め
な
生
を
送
り
、
世
人
の
反
面
教
師
と
な
る
こ

と
だ
と
も
解
釈
で
き
る
（
国
昌
σ
q
一
帥
昌
α
ロ
8
占
・
く
。
一
・
H
・
℃
や
鳶
N
h
の
紹
介
す
る
甲
冒
。
冴
9
の
説
）
。
あ
る
い
は
や
は
り
《
滅
ぼ
さ

れ
る
」
は
死
刑
を
意
味
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
世
人
の
た
め
に
は
な
っ
て
も
教
育
効
果
が
な
い
の
で
、
プ
ラ
ト
ン
的
刑
罰
と
違
い

「
立
派
」
で
な
い
ゐ
か
も
し
れ
な
い
（
α
。
の
剛
す
8
μ
O
警
碧
日
器
自
”
冨
巳
一
9
竃
8
落
旨
冨
の
説
は
こ
れ
江
近
い
）
。
い
や
そ
も
そ
も
の

の
死
刑
が
「
立
派
」
で
な
い
と
は
、
ア
テ
ナ
イ
か
ち
の
客
人
は
言
っ
て
い
な
い
。
彼
が
⊂
り
に
つ
い
て
強
調
し
て
い
る
の
は
、
悪
入
止
交
際

す
る
老
い
う
「
報
い
」
の
結
果
と
し
て
、
一
層
悪
事
を
働
き
死
刑
に
な
る
と
い
う
み
じ
め
さ
で
あ
っ
て
、
そ
の
死
刑
が
立
派
で
正
し
い
プ

ラ
ト
ン
的
な
「
罰
」
か
そ
れ
と
も
単
な
る
応
報
的
刑
罰
に
す
ぎ
な
い
の
か
は
、
こ
の
文
章
で
は
間
題
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
以
上
の
解
釈
が
正
し
け
れ
ぱ
、
問
題
の
文
章
は
次
の
よ
う
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
で
き
る
。
イ
悪
人
は
同
類
と
交
際
し
て
ま
す
ま
す
不
正

な
者
に
な
る
傾
向
が
あ
ゆ
（
そ
↓
て
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
的
庵
「
罰
」
さ
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
隔
最
大
の
罰
↑
で
あ
う
×
そ
の
結
果
悪

事
の
ゆ
え
に
死
刑
に
な
っ
て
し
ま
う
（
ω
ー
の
）
。
一
方
悪
事
を
働
い
て
も
同
類
と
交
際
し
な
い
人
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
み
じ
め
で
あ
る

こ
と
に
変
わ
り
鴛
な
炉
隔
．
彼
は
不
正
を
癒
さ
れ
な
い
の
だ
か
ら
（
ω
ー
㈲
）
。

　
悪
人
同
士
が
つ
き
あ
う
生
活
自
体
が
彼
ら
に
と
っ
て
一
番
の
不
幸
だ
と
い
う
発
想
は
『
テ
ァ
イ
テ
ト
ス
』
一
ま
ユ
占
署
帥
に
も
見
ら
れ

た
。
．
ま
た
『
法
律
』
℃
宕
。
，
℃
8
げ
で
は
、
生
前
も
死
後
も
自
分
と
似
た
者
の
所
に
行
っ
て
自
分
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
し
た
り
さ
れ
た

つ
す
る
の
が
神
々
の
定
め
た
裁
窟
（
良
冨
）
、
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
、
こ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
後
期
に
特
徴
的
な
思
想
と
言
え
よ
う
。
（
田
中

〔
一
・
九
八
口
三
四
頁
）
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な
お
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
友
愛
論
の
最
後
で
、
劣
悪
な
人
々
は
劣
悪
な
も
の
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

悪
く
な
る
が
よ
き
人
々
は
そ
の
正
反
対
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
（
第
九
巻
第
十
二
章
目
醤
即
）
。
こ
こ
に
は
プ
ラ
ト
ン
の
影
響
が
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。二

　
第
九
巻
　
八
五
五
a
l
c

　
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
第
九
巻
の
刑
法
典
の
最
初
に
、
神
殿
荒
し
の
罪
を
取
り
あ
げ
る
。
彼
は
o
。
象
匹
，
o
。
象
p
で
そ
れ
に
対
す
る

刑
罰
と
し
て
、
奴
隷
か
外
国
人
に
対
し
て
は
烙
印
と
鞭
打
ち
と
国
外
追
放
を
規
定
し
、
市
民
に
対
し
て
は
、
も
は
や
治
癒
で
き
な
い
者
と

し
て
死
刑
を
規
定
す
る
。
そ
し
て
そ
の
少
し
あ
と
の
o
。
象
？
o
。
ま
斜
で
、
死
刑
に
関
す
る
事
件
を
裁
く
裁
判
所
の
構
成
と
訴
訟
手
続
き
に

つ
い
て
述
ぺ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
部
分
に
は
さ
ま
れ
た
G
。
綾
鈴
？
3
は
、
個
々
の
文
章
自
体
は
『
法
律
』
の
中
で
は
特
に
難
解
で
は
な

い
が
、
全
体
と
し
て
明
快
な
説
明
を
受
け
て
き
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
翻
訳
者
や
解
釈
者
の
中
に
は
、
は
っ
き
り
と
は
書
い
て
い
な
い

ガ
内
容
目
次
や
。
。
呂
9
占
の
訳
か
ら
見
る
と
、
こ
の
部
分
を
神
殿
荒
し
の
刑
罰
の
規
定
の
続
き
と
考
え
て
い
る
人
々
が
い
る
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
私
は
こ
の
部
分
は
神
殿
荒
し
に
対
す
る
規
定
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
の
対
話
篇
の
刑
法
典
全
体
に
通

じ
る
規
定
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
解
釈
を
説
明
す
る
た
め
、
問
題
の
個
所
を
訳
出
し
て
便
宜
上
次
の
四
つ
の
部
分
に
分
け
て
み
る
。
　
、

①
　
騨
軌
も
財
産
の
没
収
の
禁
止

②
　
帥
下
げ
頓
罰
金
の
限
度

③
　
げ
？
9
罰
金
を
払
え
な
い
揚
合
の
監
禁

④
o
N
ふ
刑
罰
の
カ
タ
ロ
グ
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①
そ
の
よ
う
な
者
の
誰
一
人
と
し
て
、
そ
の
財
産
が
国
家
の
も
の
と
し
て
没
収
さ
れ
る
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
だ
ろ
う
ー
こ
こ
で

は
分
配
地
は
常
に
同
じ
で
同
じ
数
に
と
ど
ま
・
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。

②
　
し
か
し
罰
金
の
支
払
い
は
、
誰
か
が
罰
金
刑
に
値
す
る
不
正
を
働
い
た
な
ら
ぱ
、
支
払
う
べ
き
で
あ
る
ー
も
し
分
配
地
に
設
備

が
抵
ど
こ
さ
れ
て
も
そ
の
上
に
余
り
が
あ
る
な
ら
ぱ
、
そ
の
範
囲
ま
で
支
払
わ
せ
る
こ
と
が
で
砦
る
が
、
そ
れ
以
上
は
だ
め
で
あ
る
。

そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
詳
細
は
護
法
官
た
ち
が
記
録
に
よ
っ
て
よ
く
調
べ
、
正
確
な
こ
と
を
そ
の
た
ぴ
に
裁
判
官
た
ち
に
知
ら
せ

ね
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
分
配
地
の
ど
れ
一
つ
と
し
て
、
い
か
な
る
時
も
、
財
産
の
欠
如
の
た
め
に
遊
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
な
い
よ
う

に
で
あ
る
。
、
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　
r
』

③
　
し
か
し
も
し
誰
か
が
も
っ
と
多
額
の
罰
金
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
な
ら
ば
、
友
人
の
誰
か
が
彼
の
保
証
人
に
な
り
一
緒
に
罰
金
を

払
っ
て
、
自
由
に
し
て
や
ろ
う
と
す
る
の
一
で
な
け
れ
ぱ
学
彼
は
長
い
間
公
然
と
投
獄
さ
れ
、
，
あ
る
種
の
侮
辱
を
む
っ
て
懲
ら
し
め
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
何
ぴ
と
と
い
え
ど
竜
、
い
か
な
る
犯
罪
に
よ
っ
て
も
、
決
し
て
完
全
に
市
民
権
を
失
う
こ
と
は
な
い
ー
国
境

の
外
に
追
放
さ
れ
た
者
で
さ
え
そ
う
で
あ
る
。

④
　
そ
れ
で
、
死
刑
、
投
獄
、
鞭
打
ち
、
み
っ
と
略
な
い
姿
勢
で
立
た
さ
れ
た
り
座
ら
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
、
国
土
の
端
に
あ
る
神
殿

で
さ
ら
し
者
に
な
る
こ
と
、
あ
る
い
は
罰
金
刑
ー
前
に
言
っ
た
よ
う
に
そ
れ
が
こ
の
際
の
刑
罰
と
し
て
科
さ
れ
る
ぺ
き
な
ら
ば
f

が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
①
は
直
接
に
は
、
直
前
に
述
べ
た
神
殿
荒
し
を
し
て
死
刑
に
な
っ
た
市
民
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
分
配
地
を
変
え
な
い
た

め
に
遺
財
産
の
没
収
が
あ
っ
て
臆
な
ろ
な
い
と
い
う
こ
と
な
ρ
市
民
全
体
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
。
そ
こ
で
②
で
は
、
罰
金
刑
が
分
配
地
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を
脅
か
し
て
は
な
ら
な
い
む
ね
が
説
か
れ
る
。
神
殿
荒
し
に
つ
い
て
罰
金
刑
は
な
い
（
し
か
し
そ
れ
以
前
に
言
及
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
犯

罪
に
つ
い
て
は
あ
っ
た
）
の
だ
か
ら
、
②
は
財
産
刑
の
一
般
論
と
解
さ
れ
る
。

　
③
の
前
半
は
そ
の
続
き
で
、
分
配
地
を
超
過
す
る
財
産
だ
け
で
は
罰
金
を
完
納
で
き
な
い
揚
合
の
規
定
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る

投
獄
は
、
o
。
鴇
3
で
再
ぴ
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
三
種
類
の
監
獄
に
触
れ
て
い
る
8
0
。
帥
か
ら
す
る
と
、
そ
の
揚
所
は
ア
ゴ

ラ
（
広
揚
）
の
近
く
に
あ
る
一
般
の
監
獄
ら
し
い
（
内
8
昌
ロ
8
0
∪
電
・
峯
累
）
。
③
の
後
半
は
、
．
雪
冒
9
．
、
と
い
う
単
語
で
は
じ

ま
る
が
、
こ
れ
に
は
「
不
名
誉
な
」
と
い
う
意
味
も
「
市
民
権
を
失
っ
た
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
後
者
の
意
味
で
用
い
ら
れ

て
い
る
が
、
直
前
に
触
れ
た
投
獄
の
不
名
替
さ
に
掛
け
て
も
い
る
よ
う
で
あ
る
（
「
罰
金
を
完
納
で
き
な
い
者
は
不
名
誉
な
目
に
あ
う
が
、

完
全
に
名
誉
（
市
民
権
）
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
」
）
。
そ
し
て
こ
の
部
分
は
①
の
テ
ー
マ
に
再
び
触
れ
て
も
い
る
。
分
配
地
が
没
収
さ
れ

な
い
以
上
、
誰
も
「
完
全
に
市
民
権
を
失
う
」
こ
と
は
な
い
。
追
放
さ
れ
た
者
さ
え
も
そ
う
だ
と
い
う
の
は
、
そ
の
家
族
が
代
わ
っ
て
分

配
地
を
所
有
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
最
後
に
④
に
つ
い
て
。
1
私
は
国
お
冨
巳
ロ
8
昌
い
く
畠
耳
憎
鵠
U
に
従
っ
て
、
こ
の
文
章
の
最
後
の
．
．
濫
b
e
犀
9
富
耳
9

σq

畠
緯
ヨ
、
．
で
は
、
、
、
酔
9
島
犀
9
＄
暮
9
．
．
（
「
こ
の
際
の
刑
罰
」
）
の
後
で
い
っ
た
ん
切
っ
て
上
記
の
よ
う
に
訳
し
、
「
こ
の
際
の
刑

罰
」
と
は
、
②
で
述
べ
た
罰
金
刑
が
ふ
さ
わ
し
い
犯
罪
の
こ
と
だ
と
理
解
す
る
。
だ
が
こ
れ
ら
の
単
語
を
、
．
o
q
お
器
9
5
．
．
に
結
び
つ
け

て
、
そ
の
前
に
読
点
を
置
い
て
読
む
解
釈
も
あ
る
（
森
肪
池
田
”
加
来
〔
一
九
七
六
〕
や
山
本
〔
一
九
七
五
〕
の
訳
文
は
そ
の
よ
う
で
あ

る
）
。
す
る
と
こ
の
文
章
は
、
「
そ
れ
で
、
こ
の
際
の
刑
罰
と
し
て
は
、
死
刑
…
…
あ
る
い
は
罰
金
刑
－
前
に
言
っ
た
よ
う
に
そ
の
支
払

い
を
す
べ
き
な
ら
ば
ー
が
あ
る
こ
止
に
な
る
」
と
い
う
ふ
う
に
訳
せ
る
が
、
そ
れ
で
は
「
こ
の
際
」
と
は
一
体
ど
の
際
な
の
か
が
わ
か

ら
な
い
。
一
番
自
然
な
の
は
神
殿
荒
し
の
犯
罪
だ
が
、
そ
の
刑
罰
は
死
刑
や
鞭
打
ち
で
は
あ
っ
て
も
、
投
獄
や
罰
金
で
は
な
い
。
④
は
神

殿
荒
し
と
い
っ
た
特
定
の
犯
罪
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
般
的
に
刑
罰
の
カ
タ
・
グ
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
テ
ナ
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イ
か
ら
の
客
人
が
そ
う
す
る
理
由
は
、
彼
が
o
。
累
q
以
下
の
短
い
部
分
の
中
で
色
々
な
刑
罰
に
言
及
し
た
、
そ
の
ま
と
め
の
意
昧
だ
ろ

う
。
な
お
こ
こ
で
列
挙
さ
れ
る
刑
罰
の
う
ち
、
死
刑
や
投
獄
や
鞭
打
ち
や
罰
金
刑
は
．
『
法
律
』
の
他
の
個
所
に
も
見
ら
れ
る
し
、
「
み
っ

と
も
な
い
姿
勢
で
立
F
っ
た
り
座
ら
せ
ら
れ
た
り
」
は
直
前
の
③
の
「
侮
辱
」
が
そ
れ
に
あ
て
は
ま
り
そ
う
だ
が
、
神
殿
で
の
さ
ら
し
者
に

つ
い
て
は
こ
こ
以
外
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
入
末
尾
補
注
も
見
よ
）
。
　
　
　
－
　
、
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
、

　
以
上
見
た
よ
う
に
、
o
。
呂
㌣
o
で
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
、
読
者
が
つ
い
て
行
け
な
い
ほ
ど
の
早
さ
で
文
章
．
こ
と
に
話
題
を
変
え
て

い
く
。
『
法
律
』
の
議
論
は
、
体
系
的
で
な
く
連
想
だ
け
に
よ
っ
て
進
ん
で
い
く
こ
と
が
よ
く
あ
る
が
（
竃
自
曾
ロ
8
0
。
］
｝
℃
や
監
争
o
。
）
、

こ
の
部
分
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
そ
こ
で
前
後
の
文
章
を
う
な
ぎ
あ
わ
せ
て
い
る
も
の
縁
「
分
配
地
の
維
持
（
①
と
②
と
③
後
半
y
や
罰

金
刑
（
②
と
③
前
半
と
④
）
へ
の
言
及
で
あ
る
。
た
だ
し
全
体
と
し
て
こ
の
部
分
は
『
法
律
』
の
刑
法
典
の
刑
罰
に
つ
い
て
の
総
則
（
極

め
て
断
片
的
だ
が
）
と
し
て
解
釈
で
き
る
。
そ
れ
は
日
本
の
刑
法
で
い
え
ば
、
ち
ょ
う
ど
第
一
編
第
二
章
「
刑
」
に
対
応
す
る
規
定
な
の

で
あ
る
。
（
≦
〇
一
｛
口
鶏
o
H
マ
ト
。
傘
昌
旨
は
「
純
粋
の
応
報
刑
は
こ
こ
に
は
欠
け
て
い
る
」
と
す
る
が
、
こ
の
文
章
だ
け
か
ら
は
そ
う

言
い
切
れ
な
い
。
な
お
『
法
律
』
の
刑
法
典
に
お
け
る
刑
罰
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
国
8
9
口
頴
o
］
一
℃
や
旨
o
占
α
ひ
が
詳
し
い
。
）

三
　
第
九
巻
　
八
五
九
C
I
八
六
四
C

　
刑
法
典
が
大
部
分
を
占
め
る
第
九
巻
の
途
中
で
、
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
犯
罪
と
刑
罰
の
性
質
に
つ
い
て
独
自
の
見
解
を
述
ぺ
る
。

こ
の
部
分
は
、
『
法
律
』
の
刑
罰
論
の
中
核
を
な
す
重
要
な
部
分
だ
が
、
し
ば
し
ば
曖
昧
で
あ
る
と
と
も
に
回
り
く
ど
く
も
あ
る
個
所
で

あ
る
。
私
は
こ
の
部
分
を
留
目
3
議
口
8
0
。
］
に
な
ら
っ
て
以
下
の
よ
う
に
区
分
し
て
（
た
だ
し
小
異
あ
り
）
、
注
釈
を
加
え
る
（
こ

の
部
分
の
解
釈
と
し
て
は
、
留
昌
留
誘
の
ほ
か
に
、
国
ロ
σ
負
『
巳
［
這
曽
］
器
一
8
嚇
O
曾
α
q
。
ヨ
塁
霧
ロ
8
0
》
署
■
嵩
令
畠
噂
．
ま
ゲ
卸
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＞
色
【
言
ω
［
一
8
0
］
曽
0
7

口
O
o
o
Q
］
｝
o
F
冥
器
8
9

第
一
部
o
。
岩
o
？
o
。
8
0
Q
・

第
二
部
　
o
。
ひ
O
論
や
o
。
蟄
畠
雪

第
三
部
　
o
。
蟄
o
一
－
o
。
9
帥
ド

第
四
部
　
o
。
α
Q
即
Q
－
o
。
宝
o
o
o
・

　
G
う
　
O
O
9
㊤
㍗
α
伊

　
ω
　
o
o
9
畠
？
①
亭
9

・
㈲
　
o
o
g
o
U
I
o
o
ひ
轟
即
o
o
●

　
㊥
　
o
o
象
騨
o
o
占
o
o
。

図
H
く
・
国
嚇
寓
臼
一
雪
［
一
8
0
0
］
糟

一
占
嚇
佐
々
木
〔
一
九
八
三
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
℃
や
象
－
源
森
〔
一
九
八
O
ソ
ヨ
8
ぎ
9
帯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
六
ー
九
頁
が
参
考
に
な
っ
た
）
。

刑
罰
の
「
正
し
さ
」
と
「
立
派
さ
」

「
不
正
（
犯
罪
）
は
す
べ
て
不
随
意
的
で
あ
る
」

損
害
と
不
正
の
区
別
。
刑
罰
の
目
的

不
正
と
正
の
性
質

犯
罪
の
三
つ
の
原
因

犯
罪
の
知
的
原
因
と
感
情
的
原
因

不
正
と
正
の
定
義

犯
罪
の
分
類

［一

〇〇

］
℃
＞
勺
や
目
ご
ω
け
巴
一
〇
望
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第
一
部
　
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
、
刑
罰
を
秤
ず
か
こ
と
が
正
し
く
て
立
派
な
ら
ば
、
そ
れ
と
対
応
す
る
、
刑
罰
を
勢
ゆ
都
こ
と
も

ま
た
正
し
く
て
立
派
な
は
ず
な
の
に
、
大
衆
は
そ
れ
は
正
し
い
が
見
苦
し
い
こ
と
だ
と
考
え
て
お
り
、
「
正
し
さ
」
と
「
立
派
さ
」
と
を

分
離
す
る
首
尾
一
貫
七
な
い
し
た
見
解
を
持
っ
て
い
る
、
と
不
満
を
述
ぺ
る
。
大
康
の
こ
の
見
解
へ
の
正
面
切
っ
た
反
論
は
、
前
期
対
話

篇
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
≒
ひ
σ
－
α
が
す
で
に
行
っ
て
い
る
（
森
村
〔
一
九
八
四
〕
一
〇
二
－
九
頁
、
森
村
〔
一
九
八
八
〕
一
八
八
－
九
四
頁

を
参
照
）
せ
い
か
、
こ
こ
で
は
な
さ
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
、
神
殿
荒
ら
し
な
ど
の
犯
罪
の
刑
罰
を
制
定
す
る
途
中
で
中
断
し
た
（
。
。
鴇
げ
）
の
は
、
「
①
一
つ

に
は
そ
れ
ら
の
苦
痛
が
数
量
と
も
に
限
り
が
な
く
、
②
ま
た
一
つ
に
は
そ
れ
ら
が
あ
ら
ゆ
る
苦
痛
の
中
で
最
も
正
し
い
が
、
ま
た
最
も
見
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苦
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
」
、
（
o
。
8
げ
Q
占
）
か
ら
だ
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
そ
れ
ら
の
苦
痛
」
と
は
、
第
九
巻
の

前
の
部
分
で
あ
げ
ら
れ
た
刑
罰
を
指
す
と
解
す
る
人
も
い
る
が
、
「
刑
罰
と
い
う
苦
痛
」
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
さ
て
、
言
及
さ
れ
た
中
断

の
①
の
理
由
は
、
o
。
鴇
げ
で
の
ク
レ
イ
ニ
ァ
ス
の
質
問
（
な
ぜ
多
種
多
様
な
窃
盗
に
対
し
て
、
す
べ
て
倍
額
の
罰
金
と
い
う
同
一
の
刑
罰

を
科
す
る
の
か
？
）
に
言
及
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
②
が
ど
こ
に
対
応
し
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
国
β
σ
Q
一
p
呂
［
一
8
昌
一
＜
9

P
マ
ω
8
は
、
o
。
観
訂
や
［
o
。
蜜
o
に
見
ら
れ
る
、
受
刑
者
に
恥
を
か
か
せ
る
よ
う
な
刑
罰
を
あ
げ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
第
六
巻
凝
訂

で
、
財
産
申
告
を
偽
っ
た
者
へ
の
デ
ィ
ケ
ー
（
裁
判
・
刑
罰
・
正
義
）
は
立
派
で
も
名
誉
で
も
な
く
恥
ず
べ
き
も
の
だ
と
言
わ
れ
る
個
所

の
方
が
内
容
的
に
は
近
い
ゆ
し
か
し
こ
ち
ら
は
第
九
巻
と
離
れ
す
ぎ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
第
二
部
　
次
い
で
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
悪
人
は
あ
ら
ゆ
る
点
に
つ
き
、
不
随
意
的
に
（
鼻
α
馨
雷
）
悪
人
で
あ
る
」

（o。

畠
一
）
と
い
う
、
プ
ラ
ト
ン
の
最
初
期
の
著
作
か
ら
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
て
き
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
逆
説
を
こ
こ
で
も
提
唱
し
、
反
論

に
対
し
て
こ
の
説
を
い
か
に
し
て
一
貫
で
き
る
か
と
自
問
す
る
（
o
。
8
。
－
①
）
。
こ
の
部
分
と
前
の
第
一
部
と
の
接
続
は
ぎ
こ
ち
な
い
が
、

刑
罰
に
つ
い
て
の
「
立
派
だ
（
匿
一
8
）
／
見
苦
し
い
（
鉱
8
日
9
）
」
と
い
う
形
容
詞
に
お
け
る
の
と
同
様
な
用
語
上
の
混
乱
が
犯
罪
に

つ
い
て
の
「
随
意
的
（
ぎ
5
昌
）
／
不
随
意
的
（
爵
冒
）
」
に
も
存
在
す
る
ー
と
い
う
よ
う
に
、
内
容
の
関
連
と
論
法
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と

に
よ
づ
て
文
章
が
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
鼻
ω
窪
且
。
話
ロ
8
0
。
］
層
℃
や
轟
誌
ご
森
〔
一
九
八
O
〕
五
頁
）
。

　
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
逆
説
を
次
の
よ
う
に
敷
術
す
る
。

不
正
な
（
器
鱒
o
巴
者
は
確
か
に
悪
い
（
臣
ぎ
の
）
．
者
だ
が
、
悪
い
者
は
不
随
意
的
に
そ
う
な
の
で
す
。
し
か
し
随
意
的
な
こ
と
が
不

随
意
的
に
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
全
く
理
屈
に
合
い
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
不
正
を
不
随
意
的
な
も
の
と
す
る
あ
の
者
に
は
、
不
正
を
行

う
者
は
不
随
意
的
に
不
正
を
行
っ
て
い
る
と
見
え
る
で
し
ょ
う
し
、
そ
し
て
ま
た
今
も
私
は
そ
れ
に
同
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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つ
ま
り
私
は
不
正
な
こ
と
を
す
る
者
は
み
な
不
随
意
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。
1
も
し
誰
か
が
議
論
に
勝
ち
た
い
か

名
誉
が
ほ
し
い
一
心
で
、
『
不
随
意
的
に
不
正
で
あ
る
者
も
い
る
が
、
し
か
し
随
意
的
に
不
正
を
行
う
者
も
多
い
』
と
言
っ
て
も
、
私

の
説
は
前
の
も
の
で
あ
っ
て
沸
後
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
o
。
8
傷
？
o
ω
）
。
』
　
　
　
㌦
　
　
　
　
　
　
、
ー

　
こ
の
部
分
の
中
に
「
不
正
な
者
は
悪
い
者
で
あ
る
。
悪
い
者
は
不
随
意
的
に
そ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
不
正
な
者
は
不
随
意
的
に
そ
う
で

あ
る
」
と
い
う
推
論
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
解
釈
者
も
い
る
が
（
O
曾
碧
日
琶
霧
口
8
0
い
電
・
一
9
い
ま
た
式
部
〔
一
九
七
五
〕
三
二

六
頁
注
（
3
0
）
も
参
照
）
、
そ
の
必
要
は
あ
る
ま
い
（
竃
豊
巽
口
8
0
。
］
∪
や
ま
戸
。
“
ω
砦
且
Φ
胡
口
8
。
。
］
℃
や
爵
“
。
昌
↑
N
紹
ア
テ
ナ

イ
か
ら
の
客
人
は
不
正
な
者
と
悪
い
者
を
事
実
上
同
一
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
文
章
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
逆
説
を

複
数
の
わ
か
り
に
く
い
形
で
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
が
彼
は
な
ぜ
不
正
の
不
随
意
性
を
し
つ
こ
く
繰
り
返
し
｛
架
空

の
論
敵
を
け
ん
か
腰
で
非
難
し
た
り
す
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
は
、
こ
の
部
分
を
書
い
て
い
る
時
、
プ
ラ
ト
ン
は

特
定
の
論
者
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
想
像
で
き
る
。
「
議
論
に
勝
ち
た
、
い
か
名
誉
が
ほ
し
い
一
心
で
」
と
い
う
生
々

し
い
嫌
味
は
、
著
者
の
内
心
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
ゆ
国
お
鼠
且
口
8
昌
＜
＄
芦
℃
・
い
8
は
、
そ
の
論
敵
が
ア
リ

ス
｝
テ
レ
ス
だ
と
す
る
円
。
一
昌
ヨ
当
糟
め
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
確
か
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
七
巻
前
半

の
無
抑
制
（
舞
吋
霧
け
）
論
で
ツ
ク
ラ
テ
ス
の
逆
説
に
反
対
し
て
い
る
が
、
私
は
そ
こ
ま
で
は
確
信
が
持
て
な
い
っ

　
こ
の
部
分
の
く
ど
さ
の
別
の
原
因
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
自
分
の
用
語
法
の
難
点
を
意
識
し
て
い
た
こ
ど
に
あ
ろ
う
。
『
ゴ
ル
ギ
ァ
ス
』
’
以

来
プ
ラ
ト
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
逆
説
を
弁
護
し
て
、
不
正
な
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
自
分
の
望
ま
な
い
不
幸
に
導
ぐ
と
い
う

意
味
で
不
随
意
的
だ
と
言
っ
て
き
た
し
、
『
法
律
』
で
も
第
五
巻
の
蕊
ざ
と
蕊
轟
呂
セ
既
に
説
い
て
い
た
。
だ
が
こ
れ
ま
で
と
違
っ

て
『
法
律
』
第
九
巻
で
こ
の
用
語
法
が
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
が
刑
法
典
を
提
案
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
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（
馨
。
ぎ
鼠
①
ロ
。
。
。
一
］
も
℃
■
N
。
。
ご
ω
芭
菖
［
一
。
。
。
呂
も
・
ま
）
q
．

　
そ
の
こ
と
は
続
く
本
文
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
当
時
の
ギ
リ
シ
ァ
の
刑
法
は
多
く
の
犯
罪
に
つ
い
て
故
意
の
（
随
意
的
な
）
も

の
と
故
意
に
よ
ら
な
い
（
不
随
意
的
な
）
も
の
と
を
区
別
し
て
い
た
ー
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
も
実
質
的
に
は
こ
の
二
分
法
に
異
議
を
唱

え
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
が
言
い
た
い
の
は
、
・
こ
の
区
別
に
つ
い
て
の
一
般
の
観
念
は
問
違
9
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
o
。
8
。
－

。。

一
〇
）
。
彼
は
「
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
（
腫
不
正
行
為
。
区
詩
・
旨
騨
寅
）
、
は
不
随
意
的
で
あ
る
」
（
o
。
〇
一
。
o
。
）
の
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
法
に
も

反
す
れ
ば
不
敬
で
も
あ
る
と
言
っ
て
、
ま
た
も
や
論
証
な
し
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
逆
説
を
確
認
し
て
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
犯
罪
を
二
分

す
ぺ
き
か
を
語
ろ
う
と
す
る
。

　
第
三
部
　
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
が
反
対
す
る
の
は
、
他
者
へ
の
損
害
（
三
p
冨
）
と
不
正
（
㊤
色
鉦
p
）
と
を
同
一
視
し
て
、
そ
れ
ら

を
す
ぺ
て
随
意
的
な
も
の
と
不
随
意
的
な
も
の
に
分
け
る
二
分
法
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
に
対
し
て
他
者
へ
．
の
加
害
を
、
損
害
と
不
正
と
い

う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
異
な
っ
た
二
つ
の
要
素
に
分
け
る
。

　
ー
損
害
は
そ
の
す
べ
て
が
不
正
な
の
で
は
な
い
。
誰
か
が
不
随
意
的
に
人
を
害
し
た
と
し
た
ら
、
そ
の
害
の
大
き
さ
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
は
故
意
に
よ
ら
な
い
不
正
と
か
犯
罪
と
か
言
う
べ
き
で
な
い
。
そ
も
そ
も
不
正
で
も
犯
罪
で
も
な
い
の
だ
か
ら
（
後
述
第
四
部
㈲
を

参
照
）
。
大
切
な
の
は
行
為
者
が
「
正
し
い
性
格
（
理
ぎ
。
。
）
と
や
り
方
に
よ
っ
て
」
（
o
。
ひ
N
げ
い
）
行
動
し
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
し
て

損
害
の
方
は
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
生
じ
た
の
で
あ
れ
、
復
旧
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
o
。
α
一
Φ
一
ー
o
o
ひ
N
。
♪
α
轟
）
。
、

　
以
上
の
部
分
か
ら
は
、
随
意
的
な
損
害
は
不
正
を
伴
う
ー
そ
の
不
正
は
プ
ラ
ト
ン
的
な
意
味
で
は
不
随
意
的
で
し
か
あ
り
え
な
い
が

ー
と
見
な
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
も
推
測
で
き
る
。

　
損
害
へ
の
対
応
の
次
は
、
不
正
へ
の
対
応
が
語
ら
れ
る
。
1
不
正
は
「
魂
の
病
」
（
。
。
9
。
o
。
）
で
あ
る
。
矯
正
す
る
．
｝
と
が
で
き
る

犯
罪
者
は
、
法
律
は
言
葉
に
よ
っ
て
で
も
行
動
に
よ
っ
て
で
も
、
ど
ん
な
手
段
に
よ
っ
て
で
も
治
療
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
。
。
ひ
N
畠
一
，
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。
一
）
。
だ
が
矯
正
で
き
な
い
者
は
死
刑
に
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
①
生
き
続
け
る
こ
と
が
自
分
に
と
っ
て
善
で
な
い
当
の
本
人
に

と
っ
て
は
死
ん
だ
方
が
ま
し
だ
し
、
②
他
の
潜
在
的
犯
罪
者
へ
の
み
せ
し
め
に
な
る
し
、
③
国
か
ら
犯
罪
者
を
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
か

ら
で
あ
る
（
o
o
ひ
ト
⊃
o
サ
o
o
9
島
）
。

　
こ
の
部
分
は
矯
正
を
重
視
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
刑
罰
論
を
他
の
ど
の
個
所
よ
り
も
明
瞭
に
示
し
て
い
る
（
国
お
『
且
口
8
昌
8

。。

N
。
い
）
。
た
だ
し
こ
こ
で
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
犯
罪
者
の
矯
正
の
手
段
と
し
て
「
快
楽
」
や
「
名
誉
」
や
「
褒
賞
」
も
あ
げ
て
い

る
が
（
。
。
ひ
N
α
μ
ひ
）
、
彼
が
こ
の
対
話
篇
の
中
で
提
案
す
る
刑
法
典
は
、
犯
罪
者
に
苦
痛
や
不
名
誉
を
与
え
罰
金
を
科
す
る
こ
と
は
あ
っ

て
も
、
そ
の
逆
の
規
定
は
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
お
こ
う
。
そ
の
た
め
に
『
法
律
』
の
刑
法
典
は
、
こ
の
プ
・
グ
ラ
ム
か
ら
想
像
さ
れ
る

ほ
ど
に
は
教
育
的
で
な
い
の
で
あ
る
（
留
昌
α
o
屋
口
8
0
。
］
｝
署
・
N
象
ご
ω
冨
一
一
2
［
這
o
。
い
］
”
℃
や
一
台
い
）
。

　
第
四
部
ω
　
ク
レ
イ
ニ
ァ
ス
は
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
の
言
う
こ
と
に
賛
意
を
表
す
る
が
、
「
不
正
と
損
害
と
の
相
違
と
、
随
意
的
と

不
随
意
的
と
の
相
違
と
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
の
中
で
ど
の
よ
う
に
交
錯
し
て
い
る
の
か
」
（
o
o
9
印
U
ム
）
を
も
っ
と
明
瞭
に
語
る
よ
う

に
頼
む
。

　
こ
の
引
用
部
分
の
「
相
違
（
象
帥
讐
。
同
帥
）
」
を
「
不
正
と
損
害
」
だ
け
に
か
け
て
「
随
意
的
と
不
随
意
的
」
に
は
か
け
ず
、
「
交
錯
」
す

る
も
の
を
「
随
意
的
と
不
随
意
的
」
と
解
す
る
人
も
多
い
。
そ
の
解
釈
に
よ
る
と
、
こ
こ
は
「
①
不
正
と
損
害
の
相
違
と
、
②
そ
の
よ
う

な
こ
と
の
中
で
の
随
意
的
と
不
随
意
的
の
交
錯
の
し
か
た
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
解
釈
を
と
る
ω
器
且
①
畠
［
G
謡
］
一
ゆ
畠
q

は
、
①
が
後
述
の
㈲
に
、
②
が
④
に
対
応
し
て
い
る
と
言
う
。
し
か
し
私
は
国
詣
『
民
口
8
昌
の
o
。
8
費
象
・
へ
の
注
釈
に
従
い
、

二
つ
の
「
相
違
」
が
交
錯
す
る
と
い
う
解
釈
を
と
っ
て
前
の
段
落
の
よ
う
に
訳
し
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
ま
だ
ク
レ
イ
ニ
ァ
ス
は

「
あ
ら
ゆ
る
不
正
は
不
随
意
的
だ
」
と
い
う
逆
説
的
主
張
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
し
（
そ
れ
だ
か
ら
こ
の
直
後
で
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客

人
は
詳
し
く
説
明
す
る
）
、
ま
た
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
の
説
に
よ
っ
て
も
損
害
は
随
意
的
で
も
不
随
意
的
で
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
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ク
》
イ
ニ
ア
ス
の
要
求
に
応
え
て
、
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
、
犯
罪
の
原
因
と
な
る
魂
の
三
つ
の
「
状
態
あ
る
い
は
部
分
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

（o。

Q
げ
ト
。
ム
）
と
し
て
、
1
「
激
情
（
怒
り
）
」
（
昌
ロ
ヨ
畠
）
（
σ
い
お
）
と
H
「
快
楽
」
（
冨
3
鼠
）
（
σ
？
℃
）
と
皿
「
無
知
」
（
品
8
す
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

（
o
学
昏
轟
）
を
あ
げ
る
。

　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
1
の
激
情
は
、
「
非
理
性
的
暴
力
に
よ
っ
て
（
a
夷
奪
9
玄
豊
）
多
く
の
者
を
覆
す
」
（
げ
“
）
。
H
の
快
楽
は
そ
れ
と
は
反
対
に
「
暴
力

　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

的
な
欺
隔
を
伴
う
説
得
に
よ
っ
て
（
還
一
夢
9
目
。
雷
竜
暮
留
玄
巴
2
）
」
（
σ
o
。
）
人
を
誤
ら
せ
る
。
こ
の
引
用
部
分
に
つ
い
て
、
激
情
と
は

反
対
の
快
楽
が
「
暴
力
的
」
で
あ
る
と
は
奇
妙
だ
と
し
て
、
．
＾
げ
藝
2
．
、
を
、
、
3
げ
猷
．
．
（
「
暴
力
に
よ
ら
ず
に
」
）
に
改
め
た
り
（
国
お
冨
且

口
8
昌
区
一
〇
ρ
）
、
単
純
に
削
除
し
た
り
す
る
解
釈
者
も
い
る
。
『
法
律
』
が
い
く
つ
か
の
個
所
で
説
得
と
暴
力
あ
る
い
は
強
制
と
を
対

立
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
（
N
一
一
P
葺
℃
o
も
8
P
o
。
o
。
軌
α
ρ
o
。
O
O
a
）
。
し
か
し
私
は
．
・
獣
a
3
、
．
を
そ
の
ま
ま
読
み
た
い
。

な
ぜ
な
ら
、
D
と
m
が
反
対
な
の
は
、
前
者
が
全
然
理
性
と
は
無
縁
な
の
に
対
し
後
者
は
一
見
理
性
的
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、
欺
隔
も
抵
抗

　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
（

し
が
た
い
と
い
う
意
味
で
暴
力
的
で
あ
る
、
と
い
う
解
釈
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
（
留
昌
号
岳
口
8
0
。
］
”
℃
や
お
軌
於
旨
自
R

ロ
8
0
。
］
・
や
鴇
員
ど
森
〔
一
九
八
○
〕
九
頁
注
（
3
0
）
）
。
「
説
得
」
（
需
客
a
）
の
中
に
暴
力
を
見
い
だ
す
発
想
は
古
代
ギ
リ
シ
ァ
に

は
時
々
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
『
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
』
鴇
軌
ふ
や
ゴ
ル
ギ
ア
ス
の
『
ヘ
レ
ネ
』
第
十
二
節
が
そ
う
で
あ
る

（
O
旨
ぼ
一
。
［
G
＄
い
や
8
言
践
P
。
咽
O
認
胃
首
［
ぢ
ま
い
や
O
。
曾
≦
置
巳
お
ε
昌
山
お
β
目
［
這
O
。
鼻
電
・
8
0
）
。
こ
れ
ら
の
章
句

は
意
識
し
て
逆
説
的
な
表
現
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
こ
と
は
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
『
法
律
』
o
。
ひ
い
ご
o
。
に
つ
い
て
も
言
え

る
（
ω
轡
ロ
ロ
q
①
H
の
口
8
0
0
H
層
鳶
α
戸
ひ
）
。
　
　
　
　
　
　

■
　
　
　
　
』

　
皿
の
無
知
は
、
ω
単
純
な
無
知
と
、
㈹
自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
い
込
む
二
重
の
無
知
と
に
二
分
さ
れ
る
。

　
（

後
者
の
よ
う
な
無
知
に
つ
い
て
プ
ラ
ト
ン
は
す
で
に
『
ソ
フ
ィ
ス
ト
』
器
8
、
『
ピ
レ
ボ
ス
』
畠
㌣
o
、
『
法
律
』
蕊
N
魯
で
も
言
及
し

て
い
た
が
、
こ
の
個
所
で
は
そ
れ
は
さ
ら
に
、
血
強
い
カ
を
伴
う
も
の
と
甲
弱
い
カ
し
か
も
た
な
い
も
の
と
に
分
け
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
κ
∪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ
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犯
罪
の
原
因
の
こ
の
三
分
は
、
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
が
、
中
期
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
第
四
巻
に
お
け
る
魂
の
三
分
と
対
応
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
q
激
情
は
魂
の
気
概
的
部
分
（
側
面
）
に
、
佃
快
楽
は
欲
望
的
部
分
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訴
え
か
け
る
む
の

　
　
　
　
ラ

で
あ
り
、
皿
無
知
は
理
性
的
部
分
の
欠
陥
で
あ
る
。

　
　
　
　
（

　
第
四
部
④
　
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
、
人
は
快
楽
と
激
情
に
は
勝
つ
と
か
負
け
る
と
か
言
う
が
、
無
知
に
つ
い
て
は
そ
う
言
わ
な
い

と
指
摘
す
る
（
o
。
α
い
ユ
α
－
一
一
）
。
『
プ
・
タ
ゴ
ラ
ス
』
い
舞
げ
－
呂
ご
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
快
苦
に
負
け
る
無
抑
制
と
い
う
状
態
は
存
在
せ

ず
、
一
見
そ
う
見
え
る
状
態
は
快
苦
に
つ
い
て
の
無
知
に
過
ぎ
な
い
と
説
い
た
が
、
後
期
の
プ
ラ
ト
ン
は
こ
の
主
知
的
主
義
的
人
間
観
か

ら
離
れ
た
。
こ
の
部
分
も
、
快
楽
か
激
情
の
た
め
に
自
己
の
善
悪
の
判
断
と
異
な
っ
た
こ
と
を
し
て
し
ま
う
無
抑
制
の
存
在
を
認
め
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
無
抑
制
で
は
な
く
て
無
知
に
よ
っ
て
行
動
す
る
場
合
は
、
そ
も
そ
も
内
面
的
な
葛
藤
が
存
在
し
な
い
か
ら
、
勝
ち
負
け
の

用
語
は
不
適
当
な
の
で
あ
る
（
ω
智
且
o
窃
口
8
0
0
］
・
℃
や
畠
α
ご
竃
8
犀
9
臥
o
［
G
o
。
昌
・
℃
マ
N
＆
い
も
ほ
ぽ
同
旨
。
異
説
と
し
て

0
9
鴨
ヨ
彗
島
口
8
0
］
｝
や
ご
・
。
も
参
照
）
。
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
続
い
て
言
う
。

352

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
〔
激
情
．
快
楽
・
無
知
〕
は
み
な
、
自
分
の
望
ん
だ
方
向
に
向
が
っ
て
い
る
と
き
、
し
ば
し
ぱ
同
時
に
反
対
の
方
向

に
向
か
わ
せ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
ほ
言
い
ま
す
（
o
o
ひ
い
①
卜
o
占
）
。

　
こ
の
文
章
は
「
あ
ら
ゆ
る
不
正
は
不
随
意
的
だ
」
と
い
う
逆
説
の
間
接
的
・
非
形
式
的
な
証
明
を
意
図
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
状
態
が
、

本
人
の
本
当
に
望
ん
で
い
る
目
的
（
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
＆
ひ
雫
＆
o
。
。
と
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
の
森
村
〔
一
九
八
四
〕
六
〇
1
一
頁
、
森

村
〔
一
九
八
八
〕
一
五
五
頁
を
参
照
）
と
は
逆
の
方
向
に
人
を
向
か
わ
せ
る
（
激
情
や
快
楽
に
よ
る
と
き
は
、
本
人
は
そ
の
こ
と
に
気
付

い
て
い
る
が
抵
抗
で
き
ず
、
無
知
に
よ
る
と
き
は
そ
も
そ
も
気
付
い
て
い
な
い
）
と
き
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
不
正
は
、
本
人
が
十
分
理
性



的
だ
っ
た
ら
犯
さ
な
か
っ
た
は
ず
だ
と
い
う
意
味
で
す
ぺ
て
不
随
意
的
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
「
（
不
）
随
意
的
」
と
い
う

こ
と
ば
の
意
味
を
こ
の
よ
う
に
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
逆
説
を
救
う
こ
と
が
で
き
た
（
ω
＄
一
一
2
［
這
o
。
呂
”
o
『
駐
。
。
。
9
錦

佐
々
木
〔
一
九
八
四
〕
四
〇
八
頁
）
。
な
お
留
昌
魯
屋
ロ
8
0
。
］
一
や
お
¶
と
森
〔
一
九
八
O
〕
九
頁
は
、
不
正
と
は
理
性
的
な
欲
求
が

非
理
性
的
な
欲
求
の
強
制
的
な
力
に
負
け
た
状
態
だ
か
ら
不
随
意
的
と
言
わ
れ
る
、
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
よ
う
に
し

て
欲
求
の
強
さ
に
理
由
を
求
め
る
こ
と
は
、
激
情
や
快
楽
に
よ
る
無
抑
制
の
場
合
に
は
う
ま
く
行
っ
て
も
、
無
知
ゆ
え
の
不
正
に
つ
い
て

は
説
得
力
が
な
い
だ
ろ
う
。

　
第
四
部
㈲
　
こ
こ
ま
で
を
前
置
き
に
し
て
、
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
「
不
正
」
（
器
蓉
帥
）
を
は
っ
き
り
と
定
義
す
る
。

魂
に
お
け
る
激
情
、
恐
怖
、
快
楽
、
苦
痛
、
嫉
妬
、
欲
望
の
借
主
制
を
ー
そ
れ
が
損
害
を
与
え
よ
う
が
与
え
ま
い
が
1
総
じ
て
私

は
不
正
と
呼
ぴ
ま
す
（
o
。
9
0
“
o
。
翁
ゆ
一
）
。
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ラ

　
不
正
が
損
害
か
ら
い
か
に
し
て
区
別
さ
れ
る
か
は
、
こ
れ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
だ
が
こ
こ
で
は
犯
罪
の
三
つ
の
原
因
の
う
ち
、
皿
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

「
無
知
」
だ
け
が
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
直
後
の
、
不
正
で
な
い
状
態
に
つ
い
て
の
文
の
中
で
、
い
わ
ば
裏
か
ら
間
接
的
に
触
れ

ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
・
岬

最
も
よ
き
も
の
に
つ
い
て
の
信
念
が
〔
…
…
〕
魂
の
中
で
勝
利
を
占
め
、
そ
の
人
全
体
を
秩
序
づ
け
る
な
ら
ば
、
ど
う
か
し
て
何
か
間

違
い
を
犯
す
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
の
す
べ
て
と
、
そ
の
よ
う
な
支
配
の
下
に
あ
る
各
人
の
状
態
は
正

し
く
、
そ
し
て
人
間
の
生
全
体
を
通
じ
て
最
も
よ
き
も
の
だ
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
（
o
。
ひ
轟
ロ
一
・
ω
－
ひ
）
。
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そ
の
反
対
に
、
㍉
最
も
よ
き
も
の
に
つ
い
て
の
信
念
」
を
欠
く
状
態
は
、
犯
罪
や
不
正
の
原
因
で
あ
る
無
知
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
解

し
て
も
牽
強
付
会
で
は
あ
る
ま
い
。
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
こ
こ
で
「
信
念
」
（
a
葛
）
と
言
っ
て
、
「
知
る
」
と
か
「
知
識
」
に
当

た
る
表
現
を
用
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
理
由
は
、
こ
こ
で
立
法
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
一
般
人
に
は
後
者
ま
で
期
待
で
き
な
い
し
、

実
際
的
な
目
的
の
た
め
に
は
彼
ら
の
信
念
が
誤
っ
て
い
な
け
れ
ば
十
分
だ
と
考
え
た
か
ら
だ
ろ
う
（
ひ
鴇
。
？
ρ
鵠
o
。
げ
ρ
鵠
。
p
o
。
u
げ
吋

を
参
照
）
。
、

　
≧
こ
ろ
で
、
■
・
こ
の
信
念
を
持
っ
た
人
が
「
ど
う
か
し
て
何
か
間
違
い
を
犯
す
こ
と
が
あ
・
て
も
（
犀
鴛
も
げ
毘
警
巴
試
〉
」
（
㊤
斜
）
乏
は

ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
？
　
正
し
い
信
念
を
持
っ
て
い
る
人
が
過
ち
を
犯
し
う
る
の
は
奇
妙
だ
と
感
じ
て
、
「
た
と
え
何
か
の
損
害
が

生
じ
る
こ
と
淋
あ
っ
て
も
」
と
解
す
る
人
も
い
る
（
た
と
え
ぱ
国
お
寅
邑
ロ
8
昌
呂
一
〇
ρ
）
。
そ
う
す
れ
ば
、
直
前
の
「
そ
れ
が
損
害

を
与
え
ま
う
が
与
え
ま
い
が
」
（
o
。
ひ
ざ
o
。
）
や
直
後
の
「
そ
の
よ
う
な
損
害
」
（
c
。
ひ
3
下
ぐ
ゆ
）
と
平
行
し
て
理
解
で
き
る
が
、
、
．
ω
9
巴
陣
巴
、
．

に
こ
の
意
味
を
与
え
る
の
は
無
理
な
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
は
、
『
ソ
フ
ィ
ス
ト
』
N
N
ぎ
で
も
「
無
知
」
と
の
関
係
で
用
い
ら
れ

て
い
た
。
『
　
　
．
p
　
　
　
　
　
，
　
，
．
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
，
：
，

　
次
に
、
「
最
弼
よ
き
も
の
に
つ
い
て
の
信
念
に
お
い
て
間
違
っ
て
い
る
と
し
て
も
」
と
い
う
意
味
に
理
解
す
る
人
も
い
る
（
＞
α
匹
甥

［
這
a
］
噂
や
8
。
。
）
。
自
己
の
信
念
に
従
マ
て
い
れ
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
間
違
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
行
為
者
は
正
し
い
と
い
ケ
の
で

あ
る
。
だ
が
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
に
よ
れ
ば
、
無
知
も
立
派
に
犯
罪
の
原
因
の
一
つ
だ
っ
た
。
実
際
『
法
律
』
第
十
巻
で
罰
さ
れ
る
不

信
仰
な
者
の
中
に
は
、
性
格
は
悪
く
な
い
が
無
知
の
ゆ
え
に
そ
ヶ
な
っ
、
て
い
る
者
も
い
る
ゆ
彼
ら
は
最
低
五
年
間
は
牢
獄
に
入
れ
ら
れ
て
、

矯
正
さ
れ
る
ま
で
「
夜
明
け
前
の
会
議
」
の
会
員
の
説
諭
を
受
け
る
（
8
。
。
。
も
0
3
）
。
「
良
心
」
に
従
ー
っ
た
犯
人
や
確
信
犯
は
罰
し
て
は

な
ら
な
い
な
ど
と
い
う
思
想
は
、
プ
ラ
ト
シ
と
は
、
い
や
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
一
般
の
思
考
と
も
、
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
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第
三
の
解
釈
は
、
．
「
善
を
実
現
す
る
手
段
や
方
法
に
つ
い
て
間
違
っ
て
も
」
乏
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
（
た
と
え
ば
O
α
お
Φ
9
き
房

［一

8
い
℃
や
8
0
。
ど
望
毘
曙
［
G
o
。
呂
｝
℃
や
8
0
。
い
）
。
こ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
思
想
と
矛
盾
は
し
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
部
分
で
ア
テ

ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
ど
こ
で
も
手
段
や
方
法
に
は
言
及
し
て
お
ら
ず
、
o
。
ひ
轟
p
一
の
「
最
も
よ
き
こ
と
に
つ
い
て
の
信
念
」
も
善
に
関
す

る
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
の
信
念
と
解
す
る
方
が
自
然
だ
か
ら
、
や
や
無
理
な
解
釈
で
は
な
い
か
。

｝
結
局
私
は
こ
の
部
分
を
戸
「
全
般
的
に
善
に
つ
い
て
正
し
い
信
念
を
持
っ
て
い
る
な
ら
ぱ
、
時
に
さ
さ
い
な
点
で
間
違
っ
て
も
」
と
い

う
意
味
だ
と
理
解
し
た
い
（
留
巨
留
お
口
8
0
。
］
｝
℃
や
台
。
。
－
ホ
碧
森
〔
一
九
八
○
〕
一
〇
頁
…
冨
8
冨
嵩
一
。
［
這
o
。
一
い
署
・
N
命
い
）
。

い
つ
竜
過
た
な
い
正
し
い
信
念
を
通
常
の
人
間
に
要
求
す
る
の
は
無
理
な
相
談
だ
か
ら
、
軽
微
な
過
ち
ま
で
不
正
と
し
て
省
め
る
べ
き
で

は
な
い
の
だ
ろ
う
つ
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
が
引
用
文
で
、
そ
の
よ
う
な
人
が
正
し
い
と
単
純
に
言
い
切
ら
ず
、
「
正
し
い
と
言
わ
ね
ぱ

な
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
い
る
の
も
、
こ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
考
慮
の
表
れ
か
も
し
れ
な
い
（
ω
碧
呂
Φ
房
口
8
0
。
］
｝
や
斜
鴇
・
P

N
）
。
，

　
第
四
部
㊥
　
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
不
正
の
原
因
を
総
ざ
ら
い
す
る
。
そ
の
一
つ
は
激
情
で
あ
り
（
o
。
9
び
㌣
避
そ
れ
は
こ
こ
で
は

「
苦
痛
」
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
森
H
池
田
”
加
来
〔
一
九
七
六
〕
五
三
七
頁
注
（
－
）
を
見
よ
）
、
第
二
は

快
楽
で
あ
る
（
げ
ひ
×
第
三
は
無
知
だ
が
、
そ
れ
は
諸
写
本
で
は
「
最
も
よ
き
こ
と
に
つ
い
て
の
期
待
や
真
な
る
信
念
の
刺
激
（
あ
る
い

は
「
4
く
信
念
へ
の
試
み
」
）
」
（
①
一
豆
3
昌
留
匿
一
3
器
の
縞
ω
巴
㎝
跨
o
島
℃
R
＝
o
碧
耳
8
名
ゴ
霧
ε
（
o
。
象
げ
ひ
も
）
だ
と
言
わ
れ
て

い
る
。
し
か
し
こ
、
の
表
現
は
、
そ
れ
自
体
意
味
が
通
じ
に
く
い
。
ま
た
か
り
に
そ
の
よ
う
な
「
刺
激
」
や
「
試
み
」
が
不
正
の
原
因
に
な

る
と
解
す
る
と
し
て
も
（
た
と
え
ば
O
α
お
o
日
弩
蕩
．
［
一
8
0
い
y
三
ε
零
三
百
［
這
ひ
o
。
い
℃
や
鴇
ど
ω
霞
器
錺
口
鶏
U
い
や
一
鵠
…

ぎ
即
お
一
〇
［
這
。
。
o
］
”
り
鴇
い
戸
猛
）
、
そ
れ
が
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
言
わ
な
け
れ
ぱ
舌
足
ら
ず
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
様
々
の
改
訂

案
が
提
出
さ
れ
て
き
て
い
る
（
団
梶
一
雪
O
ロ
8
』
一
呂
一
8
…
ω
欝
呂
。
吋
の
口
8
0
。
］
堕
署
・
＆
譲
・
を
見
よ
）
が
、
私
は
爵
曾
の
提
案
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に
従
い
、
．
、
。
℃
富
器
．
”
に
か
え
て
、
．
も
冨
静
．
．
（
「
欠
如
」
）
を
読
み
、
「
最
も
よ
き
こ
と
に
つ
い
て
の
期
待
や
真
な
る
信
念
の
欠
如
」
と
訳

し
た
い
。

　
さ
て
こ
の
無
知
は
す
で
に
第
四
部
G
り
で
三
分
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
犯
罪
・
不
正
の
原
因
は
全
部
で
五
種
類
あ
る
こ
と
に
な
る
（
o
。
父
σ
。
。
－

巳
）
。
だ
が
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
そ
の
五
分
法
に
加
え
て
、
犯
罪
を
①
公
然
た
る
暴
力
的
な
も
の
と
②
秘
密
裡
に
欺
い
て
な
さ
れ
る

も
の
と
に
二
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
法
律
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
（
o
学
o
。
）
。
す
る
と
結
局
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
は
そ
の
原
因
と

実
行
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
五
掛
け
る
二
で
十
種
類
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
れ
ら
の
分
類
は
、
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
が
提
案
す
る
刑
法
典
で
十
分
に
活
用
さ
れ
て
は
い
な
い
。
最
後
に
と
っ
て
つ
け
た

よ
う
に
導
入
さ
れ
た
、
犯
行
の
態
様
に
よ
る
二
分
法
は
、
そ
の
痕
跡
遼
ほ
と
ん
ど
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
長
々
と
説
明
さ
れ

た
、
原
因
に
よ
る
五
分
法
の
方
も
、
意
外
な
ほ
ど
利
用
さ
れ
て
い
な
い
。

　
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
。
。
a
ゆ
以
後
再
ぴ
刑
法
典
に
戻
る
と
、
ま
る
で
o
。
8
－
o
。
9
の
議
論
を
忘
れ
た
か
の
よ
う
に
、
日
常
的
な
意

味
で
「
随
意
的
／
不
随
意
的
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
犯
罪
を
分
類
す
る
。
通
常
の
随
意
的
犯
罪
（
故
意
犯
）
は
快
楽
か
激
情
に
よ
る
も

の
な
の
だ
ろ
う
が
、
特
に
こ
の
両
者
を
区
別
し
て
別
の
刑
を
科
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
の
は
、
殺
人
と
傷
害
の
揚
合
く
ら
い
で
あ
る

（o。

ひ
侮
－
o
。
＄
9
0
。
翼
o
・
o
。
お
7
。
。
N
o
や
）
。
こ
こ
で
彼
は
随
意
的
犯
行
と
不
随
意
的
犯
行
の
中
間
に
、
激
情
に
よ
る
犯
行
と
い
う
種
類
を
設

け
て
お
り
、
こ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
独
創
で
あ
る
（
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
ω
琶
一
亀
ロ
。
。
。
ω
］
も
F
軍
。
Q
。
9
斜
嚇
佐
々
木
〔
一
九
八
四
〕

四
一
三
－
四
、
四
一
六
頁
を
参
照
）
。
で
は
「
無
知
」
に
よ
る
犯
罪
は
ど
う
だ
ろ
う
か
？
　
故
意
の
欠
如
と
い
う
日
常
的
な
意
味
で
の
無

知
に
よ
る
加
害
は
、
損
害
の
賠
償
こ
そ
必
要
だ
が
、
刑
罰
を
要
求
す
る
犯
罪
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
（
佐
々
木
〔
一
九
八
四
〕
四
二
五

頁
注
（
1
0
）
を
参
照
）
。
も
っ
と
も
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
の
言
う
「
最
も
よ
い
こ
と
に
つ
い
て
の
信
念
」
の
欠
如
と
い
う
意
味
で
の
無

知
は
、
犯
罪
の
成
立
を
妨
げ
な
い
だ
ろ
う
（
8
0
。
ρ
℃
睾
や
を
見
よ
）
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
無
知
に
よ
る
犯
罪
の
処
罰
に
つ
い
て
明
示
的
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に
規
定
し
た
個
所
は
ほ
と
ん
ど
な
い
（
た
だ
し
8
0
。
o
も
8
帥
）
。

も
現
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
犯
罪
の
分
類
が
刑
法
典
と
は
関
連
が
薄
い
こ
と
は
、

こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
し
て
o
。
ひ
い
a
で
な
さ
れ
た
「
無
知
」
の
・
三
分
は
、
も
は
や
ど
こ
に

そ
れ
が
法
律
的
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
理
論
的
な
関
心
か
ら
な
さ
れ
た

四
第
十
一
巻
九
三
二
e
l
九
三
三
e

プラトン『法律（ノモイ）』への覚書

　
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
第
十
一
巻
の
終
わ
り
の
方
で
、
「
薬
物
使
用
（
嘗
碧
ヨ
舞
。
ε
」
に
よ
る
、
殺
人
に
至
ら
な
い
程
度
の
加
害

に
つ
い
て
述
べ
る
。
彼
に
よ
る
と
薬
物
使
用
は
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
の
種
類
ω
は
文
字
通
り
の
も
の
で
、
「
自
然
な
仕
方
で
、

物
質
に
よ
っ
て
物
質
〔
身
体
〕
を
（
8
日
霧
一
8
目
即
寅
）
害
す
る
」
（
℃
鵠
ゆ
一
）
が
、
こ
れ
に
対
し
て
第
二
の
種
類
ω
は
オ
カ
ル
ト
的
な

呪
術
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
こ
の
種
の
加
害
者
だ
け
で
な
く
、
被
害
者
に
も
そ
の
実
効
性
を
信
じ
さ
せ
て
し
ま
う
（
℃
Q
ぎ
一
も
呂
即
軌
）
。

　
し
か
し
次
の
部
分
で
、
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
当
時
ア
テ
ナ
イ
で
は
ぴ
こ
っ
て
い
た
（
∪
＆
2
［
這
段
］
一
℃
や
G
禽
■
廟
2
冴
ω
8

［
這
鳶
］
噂
℃
や
一
ご
占
り
目
o
琶
－
一
8
窃
［
G
。
。
鼻
や
器
N
戸
芦
℃
』
8
を
参
照
）
④
の
呪
術
の
効
力
に
つ
い
て
不
可
知
論
的
な
見
解

を
示
す
。
ー
こ
の
種
の
こ
と
に
つ
い
て
「
本
当
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
し
、
ま
た
誰
か
が
そ
れ
を
知
っ

て
も
、
他
の
人
々
を
説
得
す
る
こ
と
は
難
し
い
」
（
8
ぢ
α
い
）
。
な
ぜ
な
ら
人
々
は
そ
の
よ
う
な
呪
術
が
（
効
果
は
と
も
か
く
）
実
行
さ

れ
る
の
を
見
て
お
り
、
定
見
を
持
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
ー
。
だ
が
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
の
こ
の
態
度
に
は
「
奇
妙
な
判
断
留
保
」

（
蜜
o
旨
o
ミ
ロ
8
昌
》
ゆ
＆
N
戸
一
8
）
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
す
で
に
第
十
巻
の
弁
神
論
の
中
で
、
神

々
は
買
収
さ
れ
う
る
と
い
う
見
解
に
反
論
し
、
特
に
℃
8
σ
で
は
明
示
的
に
④
の
タ
イ
プ
の
呪
術
の
実
践
者
を
、
宗
教
的
不
敬
罪
の
犯
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罪
者
の
中
で
も
最
悪
の
む
の
と
し
て
断
罪
し
て
お
り
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぽ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
は
『
国
家
』
ま
“
ぽ
で
も
同
様
の
呪
術
に

言
及
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
個
所
で
の
プ
ラ
ト
ン
の
態
度
は
、
「
懐
疑
的
」
（
∪
＆
3
［
這
旨
］
も
F
o
戸
ξ
）
と
い
う
よ
り
も
む
し

ろ
明
瞭
に
否
定
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
呪
術
が
迷
信
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
な
ら
ぱ
な
ぜ
、
国
民
を
そ
の
よ
う

な
迷
信
か
ら
救
う
ぺ
き
だ
と
言
わ
な
い
の
か
？
　
（
蜜
9
8
毛
口
8
昌
｝
℃
や
＆
㌣
轟
嚇
O
①
昌
9
［
這
匂
い
や
O
図
臼
く
戸
N
）
こ
の
疑
問

は
、
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
が
（
広
義
の
〉
薬
物
使
用
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
要
請
し
勧
告
す
る
部
分
を
読
む
と
一
層
強
ま
る
。

①
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
誰
も
企
て
て
は
な
ら
な
い
。
②
ま
た
多
く
の
人
々
を
、
ち
ょ
う
ど
脅
え
て
い
る
子
供
と
同
様
に
恐
れ
さ
せ
て
は

な
ら
な
い
。
③
ま
た
、
人
々
か
ら
こ
の
よ
う
な
恐
れ
を
追
い
払
う
よ
う
に
立
法
者
や
裁
判
官
に
強
い
て
も
な
ら
な
い
（
8
い
〇
一
ム
）
。

358

　
な
お
島
で
国
お
一
昏
畠
ロ
8
昌
く
9
鍔
や
軌
象
に
従
っ
て
、
．
3
冒
鉱
8
暮
器
．
．
を
、
d
①
ぎ
緯
8
暮
器
．
．
と
読
み
、
「
脅
え
て

い
る
子
供
と
同
様
に
恐
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
」
で
は
な
く
「
子
供
も
同
様
に
、
脅
え
さ
せ
て
恐
れ
さ
せ
て
は
な
ち
な
い
」
’
乏
解
す
る
人

も
い
る
が
、
諸
写
本
の
読
み
を
わ
ざ
わ
ざ
捨
て
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
。
多
く
の
人
々
は
す
で
に
呪
術
に
十
分
脅
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
　
　
　
　
－
、
　
　
　
一
．
　
∴
、
．
一
二
　
ー
．
㌧
．
『
『

　
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
が
そ
の
よ
う
に
勧
告
す
る
理
由
は
、
「
薬
物
を
使
お
う
と
す
る
者
は
自
分
の
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
i
ω
医

術
を
知
．
っ
て
“
る
者
で
む
な
け
れ
ば
身
体
へ
の
き
き
め
を
知
ら
な
い
し
、
ま
た
一
方
ω
予
言
者
か
占
い
師
で
も
な
け
れ
ば
魔
法
に
つ
い
て

知
ら
な
い
ー
か
ら
」
（
℃
呂
o
令
圃
）
で
あ
る
。
じ
か
し
①
と
②
の
勧
告
は
わ
が
る
が
、
③
の
勧
告
は
む
し
ろ
逆
で
あ
る
方
が
プ
ラ
ト
ン

に
ば
ふ
さ
わ
し
ぞ
う
に
思
え
る
。
一
般
に
プ
ラ
ト
ン
の
理
想
国
の
立
法
者
や
統
治
者
は
、
国
民
へ
の
説
諭
を
遠
慮
し
た
り
は
し
な
い
の
で

あ
る
。
私
は
プ
ラ
ト
ン
が
呪
術
へ
の
迷
信
的
恐
怖
を
マ
グ
ネ
シ
ァ
か
ら
追
放
し
な
い
原
因
は
、
彼
が
国
民
の
思
想
善
導
の
た
め
に
伝
統
的
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な
宗
教
が
果
た
す
役
割
を
重
視
し
た
か
ら
だ
と
考
え
る
。
彼
は
そ
の
刑
法
典
の
中
に
、
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
に
あ
っ
て
は
復
古
的
と
評
す
る

こ
と
が
で
き
蚤
よ
う
癒
規
定
を
少
な
か
ち
ず
盛
り
込
ん
で
い
た
（
佐
々
木
〔
一
九
八
四
〕
四
一
〇
ー
一
頁
、
森
村
〔
一
九
八
五
〕
一
四
七

－
九
頁
、
森
村
〔
一
九
八
八
〕
二
二
九
－
二
一
一
二
頁
）
。
彼
は
為
政
者
で
な
い
大
多
数
の
国
民
が
生
半
可
に
啓
蒙
さ
れ
る
よ
り
も
、
不
合

理
な
信
念
を
あ
る
程
度
保
持
し
て
い
る
ほ
う
が
扱
い
や
す
い
と
思
っ
七
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
最
後
に
薬
物
使
用
に
関
す
る
法
律
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
i
ω
加
害
を
目
的
に
薬
物
を
使
用
し
た
者

は
、
0
ゆ
も
し
そ
の
者
が
医
者
な
ら
ぱ
死
刑
に
処
し
、
㈹
も
し
素
人
な
ら
ぱ
裁
判
所
が
刑
罰
を
定
め
洛
。
“
方
ω
呪
術
に
よ
っ
て
「
害
を
与

え
て
い
ξ
よ
う
に
思
わ
れ
る
者
（
3
溶
一
ぎ
目
o
δ
ω
0
5
繊
び
一
畳
8
ま
一
）
」
，
（
℃
器
Φ
晩
い
）
は
、
ω
も
し
そ
の
者
が
予
言
者
や
占
い
師
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
酒

ば
死
刑
に
処
し
、
㈲
も
し
「
こ
の
種
の
薬
物
使
用
」
（
．
。
）
（
つ
ま
り
呪
術
）
の
素
人
庵
ら
ぼ
裁
判
折
が
捌
嗣
嘘
定
め
る
パ
o
呂
仙
ド
、
．
¢
挿

　
ω
ω
と
ω
ω
は
そ
れ
ぞ
れ
専
門
家
と
し
て
、
ω
㈹
と
④
㈲
と
は
違
っ
て
死
刑
に
な
る
が
、
そ
れ
は
彼
ら
の
方
が
社
会
に
与
え
る
害
悪
が

大
き
い
か
ら
だ
6
う
（
内
9
号
口
8
0
H
マ
き
。
・
た
だ
し
矯
正
不
可
能
性
の
考
慮
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
）
。
プ
ラ
ト
ン
が
呪
術
の
実

効
性
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
ζ
と
は
、
右
に
引
用
し
た
8
い
巴
い
の
表
現
か
略
も
示
唆
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
呪
術
を
行
う
G
D
の
犯

人
が
ω
の
犯
人
と
全
ぐ
同
様
の
取
り
扱
い
を
受
け
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
？
　
ω
の
処
罰
の
理
由
は
、
意
図
さ
れ
た
被
害
者
に
犯
人
が
実

際
に
害
を
与
え
る
か
ら
で
は
な
く
、
彼
ら
が
不
正
な
人
間
で
あ
り
、
そ
の
呪
術
に
よ
っ
て
人
々
を
惑
わ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
迷
信
犯
は
不

可
罰
だ
と
い
ケ
の
が
今
日
の
刑
法
の
常
識
だ
が
、
犯
行
よ
り
も
む
し
ろ
行
為
者
の
非
道
徳
性
と
反
社
会
性
に
関
心
を
示
す
プ
ラ
ト
ン
の
刑

法
で
は
、
迷
信
狙
が
罰
さ
ポ
る
こ
と
に
何
の
不
思
議
も
な
い
。
魔
法
の
カ
ヘ
の
不
信
を
公
言
す
る
ホ
ッ
ズ
え
も
》
魔
女
た
ち
を
そ
の
誤
？

た
信
念
と
悪
々
き
意
図
の
ゆ
寿
に
罰
ず
る
ご
ど
は
正
当
だ
と
考
え
て
い
た
ー
も
っ
と
も
彼
は
プ
ラ
ト
ン
と
は
違
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
迷

信
ガ
根
絡
さ
宅
た
方
が
、
人
々
は
社
会
的
服
従
に
適
し
た
蚤
の
に
廠
る
と
考
遠
て
は
い
た
が
（
『
リ
ヴ
ァ
イ
ァ
サ
ン
』
第
二
章
末
尾
）
。
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