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序

　
一
八
四
三
年
は
、
マ
ル
ク
ス
理
論
の
転
換
期
、
少
な
く
と
も
一

つ
の
転
換
期
、
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
一
八
四

三
年
『
ラ
イ
ン
新
聞
』
主
筆
辞
任
後
1
『
経
済
学
批
判
』
序
言

に
よ
れ
ぱ
、
彼
を
悩
ま
し
た
「
凝
問
」
の
解
決
の
た
め
に
ー
へ

ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
を
く
わ
だ
て
、
（
一
）
そ
の
最
初
の
成
果
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

る
「
へ
i
ゲ
ル
国
法
論
批
判
」
で
は
独
自
の
《
民
主
制
》
理
論
を

展
開
し
、
つ
づ
く
『
独
仏
年
誌
』
期
（
一
八
四
三
年
一
〇
月
－
翌

四
四
年
一
月
）
に
は
そ
れ
を
《
人
間
解
放
》
理
論
へ
と
転
ず
る
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
デ
ア
，
ス
ム
ヌ

方
、
（
二
）
こ
の
過
程
で
世
界
観
上
も
へ
ー
ゲ
ル
的
な
理
念
主
義

　
　
　
『
テ
エ
ア
，
ス
ム
ス

か
ら
「
唯
物
論
」
へ
の
転
換
を
遂
行
し
た
。
し
た
が
っ
て
一
八

四
三
年
を
マ
ル
ク
ス
理
論
の
原
理
的
転
換
期
と
規
定
し
て
も
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
　
　
辺
　
　
憲
　
　
正

れ
自
体
に
問
魑
が
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
研
究
文
献
に
お
い
て
、
か
か
る
理

論
転
換
は
、
一
般
的
に
は
転
換
H
移
行
と
認
め
ら
れ
な
が
ら
、
な

お
概
念
的
に
把
握
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

一
は
《
民
主
制
》
理
論
か
ら
《
人
間
解
放
》
理
論
へ
の
転
換
の
性

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

格
お
よ
び
根
拠
が
十
分
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
総
じ
て
、
研
究
文
献
で
は
《
民
主
制
》
理
論
と
《
人
間

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

解
放
》
理
論
は
理
論
構
制
上
、
差
異
性
よ
り
も
同
一
性
の
カ
テ
ゴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

リ
ー
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
か
ん
し
て
は
、
《
人

間
解
放
》
理
論
が
本
質
的
に
マ
ル
ク
ス
本
来
の
社
会
理
論
を
意
味

す
る
か
否
か
で
分
れ
る
諸
解
釈
の
あ
い
だ
に
も
、
一
致
の
見
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
く
て
《
民
主
制
》
理
論
と
《
人
間
解
放
》

理
論
の
差
異
も
さ
ま
ざ
ま
に
指
摘
さ
れ
は
す
る
が
、
に
も
か
か
わ
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ら
ず
、
こ
こ
に
存
在
す
る
理
論
転
換
は
原
理
上
の
転
換
と
し
て
は

　
　
　
　
　
＾
3
〕

性
楕
づ
け
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
根
拠
も
問
わ
れ
な
い

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
1
第
二
は
、
い
ま
述
べ
た

理
論
転
換
と
い
わ
ゆ
る
「
唯
物
論
」
へ
の
転
換
と
の
関
わ
り
が
内

在
的
に
問
わ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
「
国

法
論
批
判
」
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
が
一
つ
の
「
唯
物
論
」
－
フ

ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
主
義
的
な
「
唯
物
論
」
ー
に
転
換
を
遂
げ
て

い
る
こ
と
は
通
説
竺
言
う
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
ま
問
題
と

し
て
い
る
の
は
、
《
民
主
制
》
理
論
か
ら
《
人
間
解
放
》
へ
の
転

換
そ
の
も
の
が
同
時
に
マ
ル
ク
ス
独
自
の
唯
物
論
を
も
生
成
せ
し

め
る
過
程
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
か

ん
し
て
は
、
前
者
の
転
換
が
原
理
的
転
換
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に

至
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
ー
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論

の
生
成
期
と
し
て
よ
く
論
じ
ら
れ
な
が
ら
ー
十
分
に
問
わ
れ
る

こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
o

　
だ
が
私
見
に
よ
れ
ば
、
《
氏
主
制
》
理
論
と
《
人
間
解
放
》
理

論
と
は
、
理
論
構
制
が
原
理
的
に
異
な
る
の
で
あ
っ
て
、
前
者
か

ら
後
者
へ
の
転
換
は
マ
ル
ク
ス
独
自
の
社
会
理
論
の
生
成
過
程
で

あ
り
、
ま
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ヅ
ハ
主
義
を
止
揚
し
た
マ
ル
ク
ス
の

唯
物
論
を
創
出
す
る
過
程
で
も
あ
っ
た
。
一
八
四
三
年
は
、
こ
の

意
味
で
マ
ル
ク
ス
理
論
の
真
に
原
理
的
な
転
換
期
と
し
て
把
握
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
は
い
え
、
こ
の
転
換
期
の
全
体
を
論
ず
る
こ
と
は
、
問
題
が

多
岐
に
わ
た
り
、
解
釈
も
分
れ
て
い
る
だ
け
に
、
小
論
の
よ
く
為

し
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
私
は
、
さ
し
あ
た
っ
て

本
稿
の
テ
ー
マ
を
、
主
と
し
て
「
へ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
」
に
お

け
る
《
民
主
制
》
理
論
の
性
格
を
考
察
す
る
こ
と
に
限
定
す
る
。

そ
れ
は
《
氏
主
制
》
理
論
こ
そ
マ
ル
ク
ス
の
抱
え
た
と
言
う
「
疑

問
」
の
最
初
の
解
決
と
し
て
、
一
八
四
三
年
の
理
論
転
換
を
萌
芽

的
に
も
せ
よ
孕
ん
で
い
る
は
ず
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
そ

の
性
格
づ
け
に
諸
解
釈
の
分
岐
も
も
っ
と
も
著
し
く
現
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
．

（
1
）
　
草
稿
「
へ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
」
の
執
筆
時
期
に
つ
い
て
は
、

　
リ
ヤ
ザ
ノ
フ
以
来
、
一
八
四
三
年
三
月
以
降
と
い
う
の
が
通
説
の
よ

　
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
た
い
し
て
は
E
・
レ
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の

　
異
諭
が
知
ら
れ
て
い
る
（
く
o
盲
F
｝
■
o
峯
巴
ぎ
二
N
膏
ω
｝
m
雷
目
算
寿

　
〇
一
肖
雪
嘗
H
メ
m
O
旨
O
冒
ω
雪
里
富
－
自
目
O
Ω
窃
色
】
㎝
O
旨
良
富
－
何
巨
冨
一
旨
一
』
ミ
｝
札
O

意
、
吻
§
ざ
ぎ
サ
亀
§
§
ミ
、
ミ
s
～
吻
§
ざ
書
o
ミ
幕
一
｝
o
．
α
o
〇
一
H
目
巨
目
－

o
q
雪
宅
8
一
ω
．
α
む
－
α
ま
）
。
私
は
通
説
に
従
う
。
文
献
的
根
拠
も

　
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
以
上
に
論
の
展
開
に
か
か
わ
る
こ
と
な
の

　
で
、
の
ち
に
関
説
す
る
。
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（
2
）
た
と
え
ぱ
、
U
．
豪
■
o
＝
竃
一
ミ
s
ミ
｝
さ
ミ
§
目
ミ
涼
§

　
ピ
o
邑
昌
彗
旦
ω
轟
ぎ
σ
q
m
8
庁
o
H
ミ
9
勺
、
－
竃
一
贋
松
渉
『
青
年
マ

　
ル
ク
ス
論
』
（
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
）
：
ハ
八
ぺ
ー
ジ
、
参
照
。

（
3
）
　
コ
ル
ニ
ュ
に
よ
れ
ぱ
、
マ
ル
ク
ス
は
す
で
に
「
国
法
論
批
判
」

　
に
お
い
て
人
間
存
在
の
疎
外
の
根
拠
を
社
会
的
藷
関
係
、
と
り
わ
け

　
私
的
所
有
に
認
め
な
が
ら
、
し
か
し
共
産
主
義
に
は
至
ら
ず
、
な
お

　
急
進
的
民
主
主
義
に
あ
っ
た
と
言
う
（
く
O
O
F
＞
。
O
O
昌
三
宍
、
§
ミ

　
ミ
詩
軋
、
．
向
S
零
茅
卜
雨
冨
ミ
ミ
S
軋
§
、
ぎ
尻
O
ー
ピ
｝
智
－
旨
－
漂
十
ω
1

　
お
O
）
。
い
わ
ぱ
マ
ル
ク
ス
は
「
不
斉
合
」
を
お
か
し
て
い
る
わ
け
で

　
あ
り
、
し
た
が
っ
て
《
人
間
解
放
》
理
論
1
1
共
産
主
義
へ
の
転
換
も

　
こ
の
「
不
斉
合
」
が
正
さ
れ
さ
え
す
れ
ぱ
よ
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

　
を
し
も
原
理
的
転
換
と
冒
う
の
だ
ろ
う
か
。
山
中
隆
次
『
初
期
マ
ル

　
ク
ス
の
恩
想
形
成
』
（
新
評
諭
・
一
九
七
二
年
）
も
基
本
的
に
同
趣
旨

　
で
あ
る
。
ま
た
ル
カ
ー
チ
は
、
こ
の
時
期
の
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
一

　
貫
し
て
問
趣
だ
っ
た
の
は
ド
イ
ツ
の
プ
ル
ジ
目
ア
民
主
主
義
革
命
で

　
あ
り
、
こ
の
構
想
は
『
独
仏
年
誌
』
期
に
な
本
質
的
に
不
変
だ
と
す

　
る
解
釈
を
示
し
て
い
る
（
く
O
筥
「
Ω
。
■
自
｝
ぎ
叩
一
N
昌
O
巨
－
O
ω
毛
巨
ω
ま
呂

　
向
昌
≦
－
〇
一
｛
一
一
旨
o
q
o
鶉
］
一
冒
o
q
o
自
呂
胃
肖
［
H
o
o
阜
o
l
H
o
o
阜
阜
］
∵
ヨ
b
帖
ミ
暮
ぎ

・
N
＆
“
竃
ミ
ミ
、
畠
、
、
ミ
ざ
き
、
ぎ
雨
．
ド
ー
臼
す
『
O
目
嘗
自
O
q
S
㎞
ナ
｝
O
津
ド
ω
．

　
2
ナ
睾
o
o
）
。1

マ
ル
ク
ス
が
《
氏
主
制
》

の
概
念
を
展
開
し
た
の
は
「
へ
ー
ゲ

　
　
　
　
　
｛
1
）

ル
国
法
論
批
判
L
の
う
ち
で
も
へ
ー
ゲ
ル
君
主
権
論
の
批
判
の
，
こ

く
一
部
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
《
民
圭
制
》
理
論
は
そ
の

部
分
に
よ
っ
て
の
み
構
成
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
「
国
法
論

批
判
」
の
全
体
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
論
拠
・
構
制
も
明
ら
か
に
な

る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
《
民
主
制
》
理
論
は
へ
ー
ゲ
ル
国
法
論

批
判
の
論
理
と
一
体
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ま
ず
は
こ
の
批
判
を

行
論
に
必
要
な
か
ぎ
り
で
考
察
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

　
へ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
に
お
け
る
間
題
の
核
心
は
、
言
う
ま
で

　
　
　
　
、
　
　
、

も
な
く
、
近
代
－
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
の
「
現
代
」
ー
の
市

民
社
会
と
政
治
的
国
家
の
関
係
に
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
、
市
民
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

会
と
政
治
的
国
家
の
分
離
と
い
う
近
代
の
事
実
を
前
提
と
し
て
、

（
一
）
両
者
の
関
係
を
理
念
主
義
的
に
把
握
し
、
（
二
）
こ
こ
に
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

立
す
る
市
民
社
会
と
政
治
的
国
家
と
の
対
立
を
官
僚
制
　
　
議
会

を
と
お
し
て
媒
介
的
に
綜
合
す
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
マ
ル
ク
ス

は
、
へ
i
ゲ
ル
国
法
論
を
批
判
し
つ
つ
、
一
貫
し
て
市
民
社
会
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

政
治
的
国
家
の
関
係
を
問
趨
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
近
代
そ
の
も

の
の
矛
盾
を
あ
ぱ
き
だ
す
。
そ
れ
ゆ
え
間
題
は
、
マ
ル
ク
ス
が
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
を
と
お
し
て
近
代
を
い
か
に
把
握
し
た
か
、

と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
私
は
こ
．
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の
間
題
を
、
垣
法
論
批
判
の
も
つ
二
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
に
お
い
て

考
察
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス

　
第
一
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
理
念
主
義
に
た
い
す
る
批
判
の
ア
ス
ペ

ク
ト
で
あ
る
。
こ
れ
に
か
ん
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
が
市
民
社
会
と
政

治
的
国
家
の
関
係
を
、
国
家
精
神
1
1
理
念
に
よ
る
観
念
性
（
市
民

社
会
）
の
措
定
－
対
自
的
に
無
限
な
精
神
と
し
て
の
政
治
的
国

家
の
実
現
と
い
う
、
理
念
の
自
己
展
開
の
過
程
と
と
ら
え
、
そ
れ

を
マ
ル
ク
ス
が
主
語
と
述
語
の
転
倒
だ
と
し
て
批
判
的
に
転
換
し

た
こ
と
は
、
も
は
や
詳
論
す
る
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
が
フ

ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
思
弁
哲
学
批
判
を
基
礎
と
し
て
い
る
だ
ろ
う

こ
と
も
、
と
く
に
問
題
は
な
い
。
問
題
と
す
べ
き
は
、
か
か
る
転

換
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
が
市
民
社
会
と
政
治
的
国
家
を
い
か
に
把

握
し
た
の
か
、
で
あ
る
。
－
こ
の
さ
い
、
マ
ル
ク
ス
が
そ
れ
に

よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
土
台
－
上
部
構
造
」
論
の
、
こ
と
く
に
市
民

社
会
を
政
治
的
国
家
の
土
台
と
し
て
把
握
し
た
圭
言
う
の
は
、
謬

見
で
あ
る
。
た
し
か
に
マ
ル
ク
ス
は
「
政
治
的
国
家
は
、
家
族
と

い
う
自
然
的
土
台
と
市
民
社
会
と
い
う
人
為
的
土
台
な
し
に
は
存

在
し
え
な
い
」
（
ω
』
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
マ

ル
ク
ス
が
言
わ
ん
と
す
る
の
は
、
家
族
・
市
民
社
会
へ
の
国
家
の

自
己
分
割
が
国
家
の
本
質
〔
在
り
方
〕
に
属
す
る
と
言
う
な
ら
、

家
族
・
市
民
杜
会
こ
そ
「
国
家
の
前
提
」
（
ω
。
o
。
）
で
あ
り
、
そ
れ

自
体
を
国
家
へ
と
形
成
す
る
主
体
〔
主
語
〕
、
「
本
来
的
に
能
動
的

な
も
の
」
（
O
巨
・
）
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
な
し
に
政
治
的
国
家
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

自
立
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
い
ま
や
家
族
・
市
民
社
会
は
、
い
や
国
家
も
が
、
い
ず
れ
も

人
間
の
本
質
的
な
「
社
会
的
存
在
様
式
」
（
ω
．
む
）
あ
る
い
は
「
類

的
成
体
」
（
ω
・
畠
）
だ
と
規
定
さ
れ
、
こ
う
し
た
類
的
成
体
の
総

体
が
国
家
（
広
義
の
国
家
）
を
な
す
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
市
民
社
会
と
政
治
的
国
家
（
狭
義
の
国
家
）
と
の
関
係

を
マ
ル
ク
ス
自
身
は
い
か
に
と
ら
え
る
の
か
。
さ
し
あ
た
っ
て
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ず
マ
ル
ク
ス
は
そ
れ
を
近
代
一
般
の
関
係
と
し
て
把
握
す
る
。
す

　
　
　
　
、
　
　
、

な
わ
ち
、
近
代
は
、
申
世
に
お
け
る
政
治
体
制
1
1
所
有
体
制
の
同

一
性
を
解
体
し
て
私
的
圏
域
と
し
て
の
市
民
杜
会
を
そ
れ
自
体
と

し
て
成
立
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
的
圏
域
と
は
区
別
さ
れ
る
普

遍
的
圏
域
と
し
て
の
政
治
的
国
家
を
形
成
し
た
、
と
す
る
の
で
あ

る
（
く
o
q
一
・
ω
・
3
）
。
前
者
が
自
立
し
た
現
存
を
獲
得
し
た
と
き
後

者
が
完
成
さ
れ
る
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
自
明
で
あ
る
。

か
く
し
て
政
治
的
国
家
と
い
う
抽
象
物
は
、
私
的
圏
域
と
い
う
抽

象
物
と
反
省
的
な
関
係
に
お
か
れ
、
ま
ず
は
こ
の
抽
象
性
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

て
、
私
的
圏
域
の
土
台
な
し
に
成
立
し
え
な
い
普
遍
と
し
て
と
ら
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、
　
　
、

　
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
1
と
こ
ろ
が
近
代
の
市
民
社
会
と
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
的
国
家
と
は
、
た
ん
に
特
殊
と
普
遍
と
し
て
区
別
さ
れ
る
だ
け
で

　
な
く
、
対
立
的
な
関
係
を
も
歴
史
的
に
は
生
み
だ
し
て
き
た
。
マ

　
ル
ク
ス
に
よ
れ
ぱ
、
政
治
的
国
家
を
そ
れ
自
体
と
し
て
形
成
す
る

　
こ
と
は
「
至
難
」
（
ω
・
竃
）
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
、
そ
れ
は
「
形

　
式
と
同
様
、
そ
の
内
容
も
類
的
な
内
容
で
あ
り
、
真
に
普
遍
的
な

．
も
の
で
あ
る
唯
一
の
圏
域
で
あ
っ
た
」
（
ω
、
3
）
が
、
に
も
か
か

　
わ
ら
ず
「
他
の
諸
圏
域
に
対
立
す
る
普
遍
的
理
性
と
し
て
、
そ
れ

　
ら
の
彼
岸
と
し
て
」
（
ω
・
亀
）
展
開
さ
れ
、
一
か
く
し
て
、
そ
れ
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
身
一
つ
の
特
殊
と
し
て
他
の
諸
圏
域
に
抽
象
的
に
対
立
す
る
こ
と

　
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
対
立
が
何
を
根
拠
と
し
て
生
ず
る
の

　
か
、
マ
ル
ク
ス
は
か
な
ら
ず
し
も
明
確
に
し
て
い
な
い
が
、
こ
こ

　
で
の
論
述
に
よ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
、
市
民
社
会
の
諸
関
係
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
で
は
な
く
て
、
さ
し
あ
た
り
国
家
形
態
の
問
題
と
し
て
把
握
さ
れ

　
＾
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

　
る
。
か
く
て
、
と
も
あ
れ
、
近
代
は
人
間
の
普
遍
的
・
類
的
理
性

　
を
体
制
と
し
て
人
間
自
身
に
対
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス

　
は
、
こ
の
よ
う
に
対
立
す
る
政
治
的
国
家
H
体
制
を
「
国
民
生
活

　
の
宗
教
的
圏
域
、
宗
教
」
（
ω
－
3
）
、
特
殊
的
諸
圏
域
そ
れ
自
体
の

　
「
疎
外
」
（
⑭
巨
．
）
の
肯
定
態
と
、
と
ら
え
る
（
「
政
治
的
疎
外
」

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

　
と
表
わ
す
）
。
近
代
と
は
こ
の
よ
う
な
疎
外
と
し
て
規
定
さ
れ
る
、

政
治
的
国
家
と
市
民
杜
会
と
の
「
抽
象
的
反
省
的
対
立
」
（
①
9
・
）

で
あ
り
、
「
抽
象
的
二
元
主
義
」
（
①
巨
．
）
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
こ
の
把
握
か
ら
す
れ
ぱ
、
へ
ー
ゲ
ル
国
法
論
は
近
代
の
疎
外
を

無
批
判
的
に
前
提
し
、
か
え
っ
て
疎
外
そ
の
も
の
を
理
念
的
関
係

と
し
て
把
握
し
た
の
だ
圭
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
へ
ー

ゲ
ル
は
君
主
権
論
に
お
い
て
結
局
の
と
こ
ろ
国
家
主
権
を
君
主
主

権
た
ら
し
め
る
。
そ
れ
は
、
へ
ー
ゲ
ル
が
、
国
家
主
権
を
現
実
的

諸
主
体
に
対
立
し
た
「
自
立
的
存
在
」
（
ω
・
畠
）
と
す
る
か
ら
で

　
　
　
、
　
　
　
、

あ
り
、
近
代
と
同
じ
「
二
元
主
義
」
（
①
巨
・
）
を
基
本
構
制
と
し
て

い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
君
主
制
こ
そ
マ
ル
ク
ス
に

よ
れ
ぱ
「
疎
外
の
完
壁
な
表
現
」
（
ω
・
簑
）
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
さ
て
、
第
二
は
、
市
民
社
会
と
政
治
的
国
家
の
へ
ー
ゲ
ル
的
綜

、合
に
た
い
す
る
批
判
の
ア
ス
ペ
ク
ト
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
ま
ず
確
認
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
の
は
、
マ
ル
ク
ス
が
へ

ー
ゲ
ル
国
法
論
に
お
け
る
綜
合
を
そ
れ
の
二
元
主
義
ゆ
え
に
否
定

し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
へ
ー
ゲ
ル

は
市
民
社
会
と
国
家
の
対
立
を
官
僚
制
（
政
府
）
と
議
会
と
に
よ

っ
て
綜
合
し
媒
介
せ
ん
と
す
る
け
れ
ど
も
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ぱ
、

両
圏
域
は
そ
れ
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
実
践
的
に
対
立
す
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
（
一
）
官
僚
制
の
も
と
で
は
、
普
遍
的
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国
家
利
害
は
そ
れ
だ
け
で
一
つ
の
格
別
な
現
実
的
利
害
と
な
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
国
家
と
市
民
社
会
と
の
対
立
は
固
定
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
一
つ
の
非
現
実
的
な
対
立
」
（
ω
．
s
）
を

措
定
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
へ
ー
ゲ
ル
は
、
官
僚
制
に
よ
っ
て
「
一

つ
の
想
像
上
の
、
実
際
に
は
ま
た
し
て
も
対
立
で
あ
る
よ
う
な
同

一
性
に
た
ど
り
つ
く
だ
け
で
あ
る
」
（
o
巨
・
）
。
ま
た
（
二
）
狭
義

の
立
法
権
、
議
会
も
政
治
的
国
家
と
市
民
社
会
と
の
中
間
項
と
さ

れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
も
二
元
主
義
は
現
れ
る
。
「
議
会
と
は
、

国
家
と
市
民
社
会
と
の
、
国
家
に
お
け
る
、
措
定
さ
れ
た
矛
盾
な

の
だ
」
（
ω
・
胃
）
。
1
さ
ら
に
マ
ル
ク
ス
は
、
へ
ー
ゲ
ル
が
総
体

性
と
し
て
の
政
治
的
国
家
（
広
義
の
立
法
権
）
に
お
い
て
問
題
と

す
る
君
主
n
政
府
と
議
会
と
の
対
立
に
か
ん
し
て
も
、
「
真
の
対

立
は
君
主
と
市
民
社
会
に
あ
る
」
（
ω
・
8
）
と
し
、
だ
か
ら
事
柄

の
核
心
は
、
立
法
権
に
お
い
て
、
市
民
杜
会
が
議
会
的
要
素
と
し

て
、
君
主
権
が
統
治
権
〔
1
1
政
府
〕
と
し
て
「
は
じ
め
て
両
者
の

現
実
的
で
直
接
に
実
践
的
な
対
立
に
ま
で
奮
い
た
っ
た
」
（
ω
、
遣
）

と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
と
、
二
元
主
義
的
構
制
の
帰
結
を
示
し
て
い

る
。
二
元
主
義
を
基
礎
と
す
る
か
ぎ
り
、
立
法
権
そ
の
も
の
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ソ
チ
ノ
≡
ー

ち
に
あ
る
対
立
は
「
実
は
政
治
的
国
家
と
市
民
社
会
の
二
偉
背
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

で
あ
り
、
抽
象
的
国
家
の
自
己
矛
盾
で
あ
る
」
（
ω
・
昌
O
）
。
だ
か

ら
、
か
か
る
対
立
そ
の
も
の
が
現
実
的
本
質
的
な
対
立
で
あ
っ
て
、

い
か
に
し
て
も
媒
介
さ
れ
え
な
い
の
だ
、
こ
う
マ
ル
ク
ス
は
へ
1

　
　
　
　
＾
三

ゲ
ル
的
媒
介
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
議
会
は
、
市
民
社
会
と
国
家
の
綜
合
を
な
し
遂
げ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

中
間
項
と
さ
れ
る
が
、
本
来
市
民
社
会
の
構
成
す
る
政
治
的
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

と
し
て
、
そ
れ
自
体
が
近
代
の
矛
盾
を
か
か
え
た
特
異
な
存
在
で

あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ま
た
へ
ー
ゲ
ル
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
議
会

を
身
分
制
に
よ
っ
て
構
成
し
、
私
的
身
分
が
政
治
的
身
分
と
な
る

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、

こ
と
に
お
い
て
特
殊
と
普
遍
と
が
真
に
結
合
さ
れ
る
と
み
な
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

の
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
は
む
し
ろ
こ
こ
か
ら
近
代
そ
の
も
の
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

内
的
矛
盾
を
析
出
す
る
。
－
近
代
に
お
い
て
は
市
民
社
会
と
政

治
的
国
家
の
分
離
が
前
提
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
市
民
社
会
の

身
分
〔
立
場
〕
は
政
治
的
身
分
で
は
け
っ
し
て
な
い
」
（
ω
二
－
）
。

そ
れ
ゆ
え
私
的
身
分
は
、
政
治
的
意
義
と
働
き
と
を
獲
得
す
る
た

め
に
は
、
へ
ー
ゲ
ル
が
言
う
の
と
反
対
に
「
私
的
身
分
と
し
て
の

自
己
を
放
棄
」
（
ω
．
O
。
ひ
）
し
、
「
自
己
の
本
質
〔
在
り
方
〕
の
現
実

的
市
民
的
現
存
と
共
通
性
を
も
た
な
い
ぱ
か
り
か
、
か
え
っ
て
そ

れ
と
真
向
う
か
ら
対
立
す
る
、
自
己
の
い
ま
一
つ
の
本
質
部
分
を

発
揮
さ
せ
る
」
（
O
茎
■
）
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は

こ
れ
を
「
実
体
転
化
」
（
O
巨
・
）
と
規
定
す
る
。
こ
の
実
体
転
化
は
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一
個
人
を
も
貫
徹
す
る
二
般
的
法
則
L
（
①
竃
・
）
で
あ
っ
て
、
個

人
も
「
自
己
自
身
を
相
手
に
本
質
上
の
分
割
を
く
わ
だ
て
る
の
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
」
（
①
巨
・
）
。
か
く
て
市
民
社
会
と
政
治
的
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

家
の
分
離
が
、
つ
ま
り
は
近
代
が
完
成
す
れ
ぱ
、
個
人
も
ま
た
二

重
の
組
織
に
、
私
人
と
し
て
市
民
社
会
に
、
公
民
と
し
て
政
治
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

国
家
に
、
そ
れ
ぞ
れ
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
近
代
と
は
マ
ル
ク
ス

に
よ
れ
ぱ
、
本
質
的
に
こ
う
し
た
二
重
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ

の
二
重
性
は
、
政
治
的
疎
外
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
抽
象
的
二
元

主
義
と
は
意
味
が
異
な
る
。
政
治
的
疎
外
が
止
揚
さ
れ
て
な
お
存

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

在
す
る
で
あ
ろ
う
近
代
固
有
の
二
重
性
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

だ
が
、
こ
れ
も
ま
た
一
つ
の
矛
盾
で
は
あ
る
。
近
代
そ
の
も
の
が

内
的
に
抱
え
た
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
か
か
る
把
握
に
よ
っ
て
、
マ

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

ル
ク
ス
は
い
ま
や
近
代
の
二
元
主
義
を
、
現
実
的
諸
主
体
の
本
質

的
二
重
性
に
、
あ
る
い
は
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ぱ
、
主
体
的
二
元

主
義
に
還
元
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
そ
れ
ゆ
え
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
議
会
”
代
議
制
は
近
代
固
有

の
二
重
性
の
所
産
で
し
か
な
い
。
近
代
的
な
意
味
で
は
そ
れ
は
市

民
社
会
の
政
治
的
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
「
近
代
の

国
家
状
態
の
、
あ
ら
わ
な
、
い
つ
わ
り
の
な
い
、
首
尾
一
貫
し
た

表
現
」
（
ω
、
O
。
ω
）
で
あ
り
、
そ
の
「
包
み
隠
し
の
さ
れ
て
い
な
い

矛
盾
L
（
①
一
邑
．
）
な
の
で
あ
る
。

　
要
言
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
へ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
を
と
お
し

　
　
、
　
　
、

て
、
近
代
の
政
治
的
疎
外
・
抽
象
的
二
元
主
義
と
市
民
社
会
の
政

治
的
実
体
転
化
と
が
孕
む
矛
盾
を
ま
さ
に
矛
盾
と
し
て
措
定
し
た
。

そ
れ
は
、
へ
ー
ゲ
ル
国
法
論
が
む
し
ろ
基
本
構
制
と
も
し
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

隠
蔽
し
も
し
た
矛
盾
で
あ
っ
た
。
近
代
の
矛
盾
を
あ
ぱ
き
、
か
つ

、
　
　
、

近
代
を
こ
の
矛
盾
に
お
い
て
把
握
し
た
こ
と
、
こ
こ
に
こ
そ
へ
ー

ゲ
ル
国
法
論
批
判
の
意
味
は
あ
っ
た
生
言
う
べ
。
き
だ
ろ
う
。

（
1
）
　
テ
キ
ス
ト
は
、
以
下
の
新
メ
ガ
版
に
よ
る
。
呂
顯
臭
向
目
o
q
o
尿

　
Ω
o
窒
目
｛
昌
晶
巴
U
o
［
ミ
向
①
」
］
二
－
ジ
戸
峯
顯
買
考
宵
冨
・
＞
斗
岸
o
－
・

　
向
鼻
ミ
苛
守
旨
叫
冨
H
o
o
お
一
〕
げ
＞
自
o
目
易
“
一
〇
〇
主
一
｝
胃
＝
目
旨
o
0
N
’
な

　
お
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
引
用
等
は
す
ぺ
て
文
中
に
ぺ
ー
ジ
数
の
み
を

　
記
す
こ
と
と
す
る
。

（
2
）
　
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
根
拠
を
も
つ
自
立
的
主
体
と
し
て
現
実
を

　
と
ら
え
る
の
が
唯
物
論
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
マ
ル
ク
ス
は
疑
い
も
な

　
く
こ
こ
で
「
唯
物
論
」
に
転
換
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
3
）
　
市
氏
社
会
の
自
立
が
政
治
的
国
家
と
市
民
社
会
と
の
対
立
の
根

　
拠
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
た
し
か
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
む

　
し
ろ
の
ち
に
述
ぺ
る
《
民
主
制
曲
そ
の
も
の
が
他
の
国
家
形
態
1
－
政

　
治
体
制
と
対
比
的
に
論
じ
ら
れ
、
そ
れ
が
「
あ
ら
ゆ
る
国
家
体
制
の

　
本
質
」
（
ω
．
ヒ
）
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
言
っ
て
も
、
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
的
国
家
が
対
立
的
に
現
れ
る
こ
と
そ
の
も
の
は
国
家
形
態
上
の
問
題
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と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
4
）
　
マ
ル
ク
ス
は
こ
こ
で
、
立
法
権
に
お
け
る
諸
矛
盾
を
「
現
象
の

　
矛
盾
」
（
ω
・
旨
O
）
と
し
、
政
治
的
国
家
と
市
民
社
会
の
矛
盾
を
い
わ

　
ぱ
本
質
の
矛
盾
と
し
て
把
握
し
、
後
者
を
「
政
治
的
国
家
の
自
己
矛

　
盾
」
（
ω
一
〕
O
・
）
と
も
「
市
民
社
会
の
自
己
矛
盾
」
（
＆
P
）
と
も
規
定

　
す
る
。
こ
れ
は
、
脈
絡
か
ら
し
て
、
政
治
的
国
家
と
市
民
社
会
の
矛

　
層
は
抽
象
的
反
省
的
対
立
に
あ
る
両
圏
域
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
矛
眉
で

　
も
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

（
5
）
　
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
媒
介
を
、
周
知
の
よ
う
に
、
農
民
身
分
（
土

　
地
貴
族
）
に
よ
っ
て
構
成
す
る
。
こ
の
根
拠
は
そ
の
独
立
し
た
資
産
、

　
つ
ま
り
「
勝
義
の
私
的
所
有
」
（
ω
・
旨
N
）
た
る
土
地
所
有
に
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
一

　
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
マ
ル
ク
ス
は
、
政
治
体
制
は
－
へ
ー
ゲ
ル
的

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
構
成
の
も
と
で
は
ー
そ
の
頂
点
に
お
い
て
「
私
的
所
有
の
体
制
」

　
（
ま
p
）
以
外
の
何
も
の
て
も
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
批
判
す
る
。
だ
が
、

　
こ
れ
を
政
治
体
制
一
般
に
か
ん
す
る
マ
ル
ク
ス
自
身
の
見
解
と
み
な

　
す
こ
と
は
、
当
然
な
が
ら
で
き
な
い
。

n

　
へ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
の
成
果
は
、
本
質
的
に
否
定
的
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
へ
ー
ゲ
ル
国
法
論
の
基
本
構
制
を
否
定
し
た
か
ら
ば
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

り
で
は
な
い
。
同
時
に
へ
ー
ゲ
ル
国
法
論
が
と
ら
え
て
い
た
近
代

そ
の
も
の
を
矛
盾
と
し
て
と
ら
え
、
間
題
化
し
た
こ
と
に
お
い
て

も
、
そ
れ
は
否
定
的
で
あ
る
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

こ
の
否
定
の
措
定
は
、
否
定
の
否
定
の
措
定
で
も
あ
る
。
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

ち
、
へ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
は
近
代
の
矛
盾
の
解
体
を
1
《
民

主
制
》
を
積
極
的
に
措
定
す
る
。
か
く
し
て
《
民
圭
制
》
理
論
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

へ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
の
示
し
た
近
代
の
矛
盾
を
－
政
治
的
疎

外
と
主
体
的
二
元
主
義
を
－
こ
の
矛
盾
ゆ
え
に
止
揚
せ
ん
と
す

る
理
論
と
し
て
構
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
実
は
こ
の
こ
と
は
な
お
証
明
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
ろ

う
。
ま
だ
《
民
主
制
》
理
論
が
と
る
理
論
構
制
は
示
さ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
っ
て
、
い
ま
述
べ
た
こ
と
は
た
ん
な
る
《
民
主
制
》
理

論
の
暫
定
的
な
性
格
づ
け
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
さ
し
あ
た

り
こ
こ
で
は
、
マ
ル
ク
ス
の
言
う
《
民
主
制
》
の
「
展
開
さ
れ
た

理
念
」
（
ω
。
さ
）
そ
の
も
の
が
考
察
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
《
民
主
制
》
の
理
念
1
－
概
念
は
、
基

本
的
に
二
つ
の
脈
絡
で
把
握
し
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
一
つ
は
、
政
治
的
疎
外
の
止
揚
、
と
い
う
脈
絡
で
あ
る
。
マ
ル

ク
ス
に
よ
れ
ば
《
民
主
制
》
は
「
あ
ら
ゆ
る
体
制
の
謎
の
解
決
さ

れ
た
も
の
」
（
ω
・
旨
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
《
民
主

制
》
と
は
、
国
民
（
］
U
①
冒
o
ω
）
自
身
が
体
制
を
積
極
的
に
形
成
し

て
い
る
共
同
体
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
こ
こ
で
は
、
体
制
は
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た
ん
に
即
自
的
・
本
質
的
に
の
み
な
ら
ず
、
現
存
・
現
実
か
ら
言

っ
て
も
そ
の
現
実
的
根
拠
で
あ
る
現
実
的
人
間
、
現
実
的
国
民
の

う
ち
に
つ
ね
に
つ
れ
も
ど
さ
れ
て
い
て
、
人
間
自
身
の
、
国
氏
自

　
　
ヴ
ェ
ル
ク

身
の
仕
業
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
L
（
Φ
巨
・
）
。
つ
ま
り
、
即
自

的
に
は
他
の
疎
外
さ
れ
た
国
家
体
制
に
お
い
て
も
体
制
の
現
実
的

根
拠
は
人
間
・
国
民
に
あ
る
が
、
《
民
主
制
》
に
あ
っ
て
は
そ
れ

が
対
自
的
に
な
っ
て
い
る
生
言
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
《
民

主
制
》
に
お
い
て
は
体
制
そ
の
も
の
が
「
国
民
の
一
規
定
、
し
か

も
自
己
規
定
と
し
て
」
（
①
9
・
）
現
れ
る
。
こ
れ
が
「
民
主
制
の
種

差
」
（
O
竃
・
）
を
な
す
。
1
こ
の
視
角
か
ら
マ
ル
ク
ス
は
他
の
あ

ら
ゆ
る
国
家
形
態
1
1
体
制
と
《
民
主
制
》
の
体
制
を
対
比
的
に
論

じ
て
い
る
。
ま
ず
《
民
主
制
》
以
外
の
国
家
体
制
は
、
一
つ
の
特

殊
的
な
国
家
形
態
と
し
て
、
他
の
特
殊
的
諸
圏
域
と
並
存
し
、
こ

の
、
い
わ
ぱ
「
実
質
的
国
家
」
（
ω
・
竃
）
に
た
い
し
て
は
「
そ
れ

を
組
織
す
る
形
態
」
（
ω
・
曽
）
と
し
て
、
つ
ま
り
「
支
配
す
る
契

機
」
（
ω
・
竃
）
と
し
て
対
立
す
る
（
政
治
的
疎
外
）
。
こ
れ
に
反
し

て
《
民
主
制
》
に
あ
っ
て
は
、
体
制
は
体
制
と
し
て
は
止
揚
さ
れ

る
の
だ
（
く
σ
目
一
・
①
巨
・
）
。
た
し
か
に
《
民
主
制
》
は
抽
象
的
国
家
形

態
と
し
て
共
和
制
を
も
つ
が
、
も
は
や
そ
れ
は
「
た
ん
に
政
治
的

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
体
制
た
る
こ
と
を
や
め
て
い
る
」
（
⑫
9
・
）
。

体
制
そ
の
も
の
が
こ
こ
で
は
人
間
の
自
由
な
所
産
で
あ
ウ
て
、
そ

れ
ゆ
え
に
か
え
っ
て
国
民
の
「
一
つ
の
特
殊
的
な
内
容
」
（
Φ
9
。
）

を
形
成
し
、
実
質
を
さ
え
も
か
た
ち
づ
く
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク

ス
が
《
民
主
制
》
を
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
形
態
の
「
真
理
」
（
O
巨
・
）

あ
る
い
は
「
あ
ら
ゆ
る
国
家
体
制
の
本
質
」
（
ω
．
旨
）
な
ど
と
規

定
す
る
の
も
、
お
そ
ら
く
は
以
上
の
意
味
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
か
る
《
民
主
制
》
の
概
念
か
ら
し
て
、
と

も
か
く
も
マ
ル
ク
ス
が
《
民
主
制
》
を
政
治
的
疎
外
の
止
揚
と
し

て
、
つ
ま
り
実
質
的
国
家
に
対
立
す
る
体
制
と
し
て
の
体
制
を
止

揚
す
る
も
の
と
し
て
、
構
想
し
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
確
証
さ
れ

る
も
の
と
考
え
る
。

　
だ
が
《
民
主
制
》
が
国
家
体
制
の
止
揚
と
い
う
脈
絡
か
ら
の
み

問
題
と
さ
れ
て
い
た
の
で
な
い
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
《
民
主
制
》
は
私
的
諸
圏
域
の
、
す
な
わ
ち

市
氏
社
会
の
私
的
本
質
〔
在
り
方
〕
を
も
止
揚
す
る
共
同
体
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
、
体
制
の
止
揚
と
い
う
私
的
諸

圏
域
の
「
権
利
返
還
請
求
」
（
ω
・
S
）
に
さ
い
し
て
「
特
殊
的
諸

圏
域
は
そ
の
私
的
本
質
が
体
制
ま
た
は
政
治
的
国
家
の
彼
岸
的
本

質
と
共
倒
れ
に
な
る
：
…
と
い
う
意
識
を
も
た
な
い
」
（
ω
・
竃
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

簑
）
と
、
右
の
こ
と
を
示
唆
す
る
。
ま
た
、
近
代
の
矛
盾
を
あ
ら
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わ
に
表
現
す
る
生
言
う
代
議
制
議
会
に
関
説
し
て
、
無
制
約
的
な

、
　
　
、

選
挙
に
お
い
て
市
民
社
会
が
自
己
を
捨
象
し
政
治
的
に
実
体
転
化

を
遂
げ
る
こ
と
の
意
味
を
、
こ
う
と
ら
え
る
。
「
こ
の
捨
象
の
完

成
は
同
時
に
そ
の
捨
象
の
止
揚
で
あ
る
。
市
民
社
会
は
、
そ
の
政

治
的
定
在
を
現
実
に
そ
の
真
の
定
在
だ
と
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
同
時
に
そ
の
市
民
的
定
在
を
…
－
非
本
質
的
な
も
の
と
し
て

措
定
し
た
の
で
あ
っ
て
、
分
離
さ
れ
た
も
の
と
と
も
に
そ
れ
の
他

者
－
：
・
・
も
共
倒
れ
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
選
挙
改
革
は
、

抽
象
的
な
政
治
的
国
家
の
内
部
で
は
政
治
的
国
家
の
解
体
の
要
請

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
市
民
社
会
の
解
体
の
要
講
で
も
あ
る
の

だ
」
（
ω
L
8
ー
ご
H
）
と
。
分
離
さ
れ
た
も
の
と
は
国
家
を
、
そ

の
他
者
と
は
市
民
社
会
の
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
こ
こ
で
も
、
体
制
の
止
揚
と
一
体
的
に
市
民
社
会
の
私
的

本
質
の
止
揚
な
い
し
解
体
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
《
民
主
制
》
は
、
お
そ
ら
く
市
民
社
会
の
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

的
本
質
の
止
揚
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
ま
た
近
代
そ
の
も
の
の
二

重
性
の
止
揚
と
し
て
構
想
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
う

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
か
く
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
構
想
す
る
《
民
主
制
》
に
お
い
て
は

（
一
）
「
形
式
的
原
理
が
同
時
に
実
質
的
な
原
理
」
（
ω
。
曽
）
と
な

　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

り
、
普
遍
が
特
殊
的
な
も
の
と
な
る
ぱ
か
り
で
な
く
、
（
二
）
特

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
〕

殊
が
ま
た
普
遍
的
な
も
の
と
な
り
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
「
普
遍
と

特
殊
の
真
の
一
体
性
」
（
①
9
．
）
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
こ
そ
「
人
間
の
最
高
目
的
の
た
め
の
共
同
体
」
（
ω
。
ミ
α
）
た
る

べ
き
《
民
主
制
》
の
真
の
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
－
こ
れ
が

概
念
的
に
言
っ
て
、
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
人
倫
的
共
同
体
と
一
致

す
る
の
を
見
る
こ
と
は
た
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
か
か
る
一

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、

体
性
を
構
成
す
る
普
遍
も
特
殊
も
「
国
法
論
批
判
」
に
お
い
て
は

基
本
的
に
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
る
と
言
っ
て
よ

い
。
そ
の
か
ぎ
り
、
こ
こ
で
も
『
ラ
イ
ン
新
聞
』
期
と
同
様
、
マ

ル
ク
ス
は
な
お
へ
ー
ゲ
ル
的
原
理
の
圏
内
に
あ
る
。
し
か
し
、
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

ル
ク
ス
は
こ
の
原
理
の
ゆ
え
に
近
代
そ
の
も
の
を
も
止
揚
す
る
共

同
体
を
構
想
し
、
い
わ
ぱ
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
挙
の
「
真
理
」
を
展
開

し
た
の
で
あ
る
。

　
《
民
主
制
》
理
論
と
は
、
以
上
に
考
察
し
た
《
民
主
制
》
を
、

、
　
　
、

近
代
そ
の
も
の
の
も
つ
矛
盾
の
止
揚
と
し
て
構
想
す
る
理
論
で
あ

る
。
こ
の
理
論
構
制
そ
の
も
の
は
な
お
論
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
《
民
主
制
》
概
念
の
展
開
だ
け
に

よ
っ
て
も
お
の
ず
か
ら
そ
の
輸
郭
は
見
せ
て
き
た
よ
う
に
恩
わ
れ

る
。
だ
が
、
こ
れ
自
体
を
問
題
と
す
る
た
め
に
も
、
そ
れ
に
先
立
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っ
て
『
ラ
イ
ン
新
聞
』
期
の
マ
ル
ク
ス
の
か
の
「
疑
間
」
を
論
じ

て
お
か
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
（
1
）
　
た
と
え
ぱ
、
総
体
性
と
し
て
の
政
治
的
国
家
は
、
政
治
的
国
家

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
の
も
つ
矛
層
の
措
定
で
あ
る
が
、
同
様
に
し
て
そ
れ
の
措
定
さ
れ
た

　
　
、
　
　
、

　
　
解
消
で
も
あ
る
、
と
さ
れ
る
（
く
o
目
－
．
ω
、
ε
o
）
。

　
（
2
）
　
マ
ル
ク
ス
は
、
へ
ー
ゲ
ル
官
僚
制
諭
の
批
判
に
お
い
て
、
官
僚

　
制
の
止
揚
は
普
遍
的
利
書
が
現
実
に
特
殊
的
な
利
害
と
な
る
こ
と
で

　
　
し
か
あ
り
え
ず
、
こ
れ
は
ま
た
特
殊
的
刹
害
が
普
遍
的
な
利
害
と
な

　
　
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
の
だ
と
・
ほ
ぽ
同
一
の
趣
旨
の
こ
と

　
を
記
し
て
い
る
（
く
晒
－
．
ω
．
s
）
。

皿

　
い
っ
た
い
マ
ル
ク
ス
の
懐
い
た
「
凝
問
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の

か
、
こ
れ
に
か
ん
し
て
定
説
は
存
在
し
て
い
な
い
。
彼
が
『
ラ
イ

ン
新
聞
』
期
に
抱
え
た
問
魑
、
と
り
わ
け
私
的
利
害
の
問
題
お
よ

ぴ
共
産
主
義
の
問
題
と
の
関
わ
り
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
1
こ
の

こ
と
は
マ
ル
ク
ス
自
身
が
証
言
し
て
い
る
－
が
、
そ
れ
が
い
か

な
る
「
凝
問
」
を
惹
起
せ
し
め
た
の
か
、
ま
た
何
故
に
ほ
か
な
ら

ぬ
へ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
へ
と
マ
ル
ク
ス
を
向
か
わ
し
め
た
の
か

は
、
な
お
判
然
と
し
て
い
な
い
。
以
下
、
ま
ず
は
こ
れ
を
私
的
利

害
の
伺
題
と
の
鰯
連
で
考
察
す
る
。

　
さ
し
あ
た
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
『
ラ

イ
ン
新
聞
』
期
の
マ
ル
ク
ス
の
原
理
論
か
ら
し
て
私
的
利
害
の
間

題
が
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

研
究
文
献
上
で
も
一
般
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
期
の
マ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

ク
ス
は
普
遍
的
“
理
性
的
自
由
を
原
理
と
し
、
こ
の
自
由
の
実
現

態
た
る
人
倫
的
共
同
体
を
国
家
理
念
と
し
て
い
た
。
自
由
は
人
間

の
普
遍
的
本
質
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
う
ち
に
普
遍
的
に

実
現
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
究
極
目
的
で
あ
る
。
国
家
は
こ
の
目
的

を
自
由
の
法
と
制
度
に
も
と
づ
い
て
普
遍
的
に
実
現
す
る
の
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
、
そ
れ
自
体
へ
ー
ゲ
ル
主
義
的
な
、

自
由
を
原
理
と
す
る
理
論
が
『
ラ
イ
ン
新
聞
』
期
を
貫
く
マ
ル
ク

ス
の
原
理
論
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
は
か
か
る
原
理
に

よ
っ
て
、
検
閲
、
身
分
制
議
会
等
に
批
判
を
く
わ
え
た
の
で
あ
っ

た
。
一
八
四
三
年
二
月
に
執
筆
さ
れ
た
「
内
閣
訓
令
の
非
難
に
た

い
す
る
評
註
」
は
、
以
上
の
マ
ル
ク
ス
の
見
解
を
よ
く
示
し
て
い

る
。
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
『
ラ
イ
ン
新
聞
』
が
1
つ
ま
り
は

主
筆
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
が
1
主
張
し
た
の
は
、
身
分
支
配
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

一
面
的
な
官
僚
制
、
検
閲
等
が
国
家
原
理
一
般
と
し
て
の
君
主
制

原
理
に
矛
盾
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
だ
と
述
べ
、
つ
づ
い

て
『
ラ
イ
ン
新
聞
』
が
特
殊
な
国
家
形
態
を
格
別
に
偏
重
し
た
こ
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と
は
け
づ
し
て
な
い
、
肝
腎
な
の
は
人
倫
的
…
理
性
的
共
同
体
だ

っ
た
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
共
同
体
の
要
講
は
こ
れ
を
い
か
な
る

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

国
家
形
態
の
も
と
で
も
実
現
さ
れ
る
ぺ
き
、
ま
た
実
現
さ
れ
う
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

要
講
と
み
な
し
て
い
た
の
だ
、
と
論
駁
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
『
ラ
イ
ン
新
聞
』
期
を
と
お
し
て
人
倫
的

共
同
体
を
国
家
理
念
と
し
、
そ
し
て
「
評
註
」
に
言
う
と
こ
ろ
と

は
む
し
ろ
逆
で
あ
る
が
、
か
か
る
理
念
の
ゆ
え
に
い
や
応
な
し
に

現
存
国
家
と
対
立
し
、
す
で
に
原
理
的
に
は
立
憲
君
主
制
を
否
定

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

し
て
国
家
形
態
の
変
革
の
問
題
を
提
起
す
る
に
至
っ
て
い
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

が
確
認
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
ー
で
は
、
こ
う
し
た
原
理
論
と

マ
ル
ク
ス
の
意
識
に
た
い
し
て
、
私
的
利
害
は
い
か
な
る
間
題
と

な
っ
て
現
れ
る
の
か
。

　
マ
ル
ク
ス
が
私
的
利
害
あ
る
い
は
経
済
の
問
題
に
は
じ
め
て
つ

き
あ
た
っ
た
の
は
、
木
材
窃
盗
取
締
法
に
か
ん
す
る
ラ
イ
ン
州
議

会
の
討
論
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
私
的

利
害
そ
の
も
の
が
国
家
の
法
と
な
る
と
い
う
事
態
に
ま
み
え
る
こ

と
に
な
る
。
私
的
利
害
か
普
遍
的
法
か
、
の
対
立
に
お
い
て
普
遍

的
法
こ
そ
が
国
法
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
マ
ル
ク

ス
に
と
っ
て
自
明
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
的
利
害
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
っ
て
特
権
身
分
を
な
す
私
的
所
有
者
の
利
害

ー
に
と
ら
わ
れ
た
個
人
は
自
己
自
身
を
世
界
の
究
極
目
的
と
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

な
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
己
の
特
定
の
利
害
を
法
た
ら
し
め
る
。
か

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

く
て
普
遍
的
法
は
利
害
の
法
の
前
に
屈
し
、
ラ
イ
ン
州
議
会
も
特

　
　
　
　
、
　
　
、

定
身
分
の
利
害
を
代
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
分
制
議
会
た
る
の

　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

実
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
当
然
マ
ル
ク
ス
は
こ
れ
ら
を
普
遍
的
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

と
国
家
理
念
の
ゆ
え
に
批
判
す
る
。
近
代
は
「
普
遍
的
法
偉
の
時

＾
6
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

代
」
な
の
で
あ
っ
て
、
特
権
身
分
の
利
害
を
国
法
と
す
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
）

現
在
で
は
も
は
や
現
実
性
を
失
っ
た
「
動
物
的
な
形
態
の
法
」
を

要
求
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
精
神
的

動
物
の
国
」
へ
の
回
帰
を
意
味
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
こ
う
し
て
、
マ
ル
ク
ス
が
利
害
の
法
を
普
遍
的
法
と
国
家
理
性

の
ゆ
え
に
否
定
し
え
た
こ
と
は
凝
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
問

題
が
あ
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
批
判

に
お
い
て
、
あ
る
二
律
背
反
に
行
き
つ
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

マ
ル
ク
ス
は
こ
こ
で
利
害
を
特
権
的
な
身
分
利
害
と
と
ら
え
、
そ

　
　
、
　
　
、

れ
を
近
代
の
法
の
原
理
を
以
っ
て
否
定
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
否

　
　
　
、
　
　
、

定
す
る
近
代
こ
そ
、
私
的
利
害
の
圏
域
を
そ
れ
自
体
と
し
て
笑
現

し
た
時
代
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
ゆ
え
マ
ル
ク
ス
は
、
身
分
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

害
を
否
定
す
れ
ぱ
す
る
だ
け
近
代
の
私
的
利
害
の
間
題
に
行
き
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

か
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
い
ま
や
利
害
一
般
が
本
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、
　
　
、

質
的
に
間
題
と
な
る
。
マ
ル
ク
ス
杢
言
う
よ
う
に
、
利
害
は
利
己

的
か
つ
偏
狭
で
あ
り
、
し
か
も
外
的
な
物
的
実
在
を
そ
の
最
高
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
〕

本
質
と
す
る
一
つ
の
実
践
的
な
カ
で
あ
る
。
人
は
私
的
利
害
に
と

ら
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
人
間
は
現
実
に

私
的
利
害
に
と
ら
わ
れ
、
そ
の
か
ぎ
り
で
他
の
一
切
を
自
己
の
手

段
た
ら
し
め
る
。
こ
の
こ
と
は
な
に
も
特
権
身
分
に
隈
ら
れ
た
こ

と
で
は
な
い
。
他
方
、
こ
う
し
た
私
的
利
害
一
般
を
実
践
的
に
止

揚
す
る
こ
と
な
し
に
普
遍
的
法
が
あ
り
え
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

あ
る
。
こ
こ
に
は
近
代
そ
の
も
の
の
も
つ
二
偉
背
反
が
あ
る
。

　
こ
の
二
律
背
反
を
い
か
に
廃
棄
す
る
の
か
。
マ
ル
ク
ス
が
こ
れ

に
た
い
し
て
、
私
的
利
害
一
般
の
止
揚
を
課
題
と
し
て
立
て
た
だ

ろ
う
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
否
、
そ
も
そ
も
人
倫
的
共
同
体
の
概

念
が
近
代
市
畏
社
会
の
原
理
の
止
揚
を
前
提
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
私
的
利
害
は
君
主
制
の
廃
止
の
，
こ
と
く

に
単
純
に
国
家
形
態
の
問
題
と
し
て
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
。
い
っ

た
い
私
的
利
害
に
と
ら
わ
れ
た
人
間
に
よ
っ
て
人
倫
的
共
同
体
は

可
能
で
あ
る
の
か
。
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
が
止
揚
さ
れ
る
べ
き
市
民

社
会
を
真
に
止
揚
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
に
は
す

で
に
明
白
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
に
私
的
利
害
の
止
揚

の
問
題
、
換
言
す
れ
ぱ
現
実
に
私
的
利
害
に
と
ら
わ
れ
た
人
間
を

い
か
に
し
て
普
遍
的
理
性
的
存
在
た
ら
し
め
る
か
、
と
い
う
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

が
マ
ル
ク
ス
に
生
じ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ひ
る
が
え
っ
て
、
す
で
に
当
為
と
し
て
あ
っ
た
立
憲
碧
主
制
の

否
定
に
し
て
も
、
そ
れ
が
国
家
形
態
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

る
か
ぎ
り
は
、
い
わ
ゆ
る
「
自
由
な
制
度
」
を
構
想
す
れ
ぱ
事
足

り
る
と
し
て
も
、
こ
の
国
家
は
「
政
治
的
動
物
界
」
（
ω
・
ミ
α
）
で

あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
一
八
四
三
年
五
月
の
ル
ー
ゲ
宛
書
簡
に
お
い

て
、
君
主
制
ド
イ
ツ
を
、
政
治
的
動
物
界
、
つ
ま
り
世
襲
の
主
と

こ
の
主
た
ち
を
い
た
だ
き
主
た
ち
の
も
の
と
な
っ
て
臣
従
す
る
だ

け
の
俗
物
の
な
す
世
界
だ
と
、
性
格
づ
け
る
（
く
o
目
ピ
o
g
・
）
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ス

れ
は
非
人
間
化
さ
れ
た
人
間
を
原
理
と
す
る
「
首
尾
一
貫
し
た
体

テ
ム制

」
（
①
巨
・
）
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
だ
か
ら
こ
そ
旧
体
制
は
破

綻
せ
ず
に
は
い
な
い
と
断
ず
る
が
、
い
ま
や
判
明
す
る
の
は
、
君

主
制
の
廃
止
が
「
受
動
的
な
、
無
思
想
に
享
受
す
る
俗
物
ど
も
の

動
物
界
」
（
ω
・
ミ
①
）
な
い
し
「
営
利
と
商
業
の
、
財
産
と
人
間
搾

　
　
シ
ス
テ
ム

取
の
体
制
」
（
Φ
9
・
）
の
総
体
的
変
革
と
一
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
こ
で
も
人
間
を
い
か
に

理
性
的
に
変
革
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
の
核
心
に
な
ら
ざ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ス
デ
ム

を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
「
体
制
」
と
い
う
表
現

に
そ
の
自
覚
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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こ
う
し
て
、
私
的
利
害
の
問
題
は
マ
ル
ク
ス
の
原
理
論
に
か
か

わ
る
意
味
を
も
っ
た
の
だ
と
、
私
は
考
え
る
。
マ
ル
ク
ス
と
し
て

は
私
的
利
害
の
止
揚
の
課
魑
を
措
定
す
る
と
と
も
に
、
改
め
て
国

家
形
態
の
変
革
を
そ
れ
と
一
体
的
な
課
題
と
し
て
設
定
せ
ざ
る
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
近
代
の
諸

個
人
の
ト
ー
タ
ル
な
理
性
的
変
革
は
い
か
に
可
能
な
の
か
と
い
う

問
題
を
抱
え
こ
ん
だ
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
畢
寛
す
れ
ぱ
、
こ
こ
に

こ
そ
マ
ル
ク
ス
の
「
疑
問
」
は
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
（
1
）
　
こ
の
期
の
マ
ル
ク
ス
の
国
家
観
等
に
か
ん
し
て
は
た
し
か
に
諸

　
　
説
が
あ
る
が
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
原
理
と
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
さ

　
　
れ
な
い
。
く
o
o
－
．
』
’
目
胃
－
o
p
ま
雨
恕
｝
ミ
s
～
軋
｝
雨
§
ミ
ぎ
急
泳
o
ぎ

　
　
吻
§
ミ
良
耐
“
ミ
一
田
o
自
目
H
o
N
o
－
ω
．
■
α
｛
．

　
（
2
）
く
。
目
一
．
旨
昌
ご
ぎ
目
畳
o
阯
蜆
昌
昌
o
昌
ぎ
ε
晶
彗
o
鶉

　
　
峯
－
冒
涼
ぎ
ユ
巴
冨
8
『
号
↓
㎜
－
ぎ
一
竃
o
」
一
－
ー
ピ
ω
．
ω
2

　
（
3
）
　
周
知
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
一
八
四
二
年
三
月
に
ル
ー

　
　
ゲ
に
宛
て
て
マ
ル
ク
ス
は
「
国
内
体
制
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
で
の
へ

　
　
ー
ゲ
ル
自
然
法
の
批
判
」
を
予
告
し
、
そ
の
核
心
を
「
ま
す
ま
す
自

　
　
己
矛
層
を
き
た
し
、
自
己
を
止
揚
す
る
半
陰
陽
体
と
し
て
の
立
憲
落

　
　
主
制
に
た
い
す
る
闘
争
」
だ
と
記
し
て
い
る
（
く
O
官
F
§
①
ト
ー
H

　
　
ー
ピ
ω
1
§
）
。

　
（
4
）
く
o
・
一
－
呂
胃
さ
U
o
訂
蓋
自
嘗
σ
害
匝
易
葭
〇
一
邑
尉
冨
冨
巨
m
－

　
　
o
⑭
蜆
o
“
ド
ー
目
－
ミ
㎞
o
」
－
－
ー
ピ
ω
一
～
N
u
一
N
山
ω

（（（（8765
））））

く
o
司
－
1
o
σ
〇
一
ω
一
8
ω

向
σ
o
二
ω
．
N
0
α

向
σ
p
一
ω
－
8
伽

く
o
目
－
．
〇
一
邑
二
ω
l
s
o
I
昌
一

　
　
　
　
　
w

　
い
ま
一
つ
の
間
題
、
す
な
わ
ち
共
産
主
義
、
杜
会
主
義
の
問
題

が
、
以
上
に
論
じ
た
私
的
利
害
の
止
揚
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
共
産
主
義
が
同
じ
脈

絡
で
マ
ル
ク
ス
の
問
題
に
な
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、
十
分
に
考
え

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
は
一
八
四
二
年
一
〇
月

に
も
、
そ
し
て
翌
四
三
年
の
九
月
に
も
、
共
産
主
義
の
現
実
性
を

認
め
ず
、
こ
れ
を
批
判
し
た
。
一
八
四
三
年
九
月
の
書
簡
に
よ
れ

ぱ
、
マ
ル
ク
ス
の
批
判
は
こ
う
で
あ
る
。
（
一
）
現
存
の
共
産
主

義
は
一
つ
の
教
条
的
抽
象
に
す
ぎ
な
い
。
（
二
）
そ
れ
は
そ
の
対
立

物
で
あ
る
私
的
制
度
に
感
染
し
た
人
間
主
義
的
原
理
の
特
異
な
一

現
象
で
あ
る
。
（
三
）
共
産
主
義
は
社
会
主
義
的
原
理
の
一
つ
の

特
殊
な
、
一
面
的
な
実
現
で
あ
る
。
（
四
）
社
会
主
義
的
原
理
の

全
体
は
そ
れ
自
体
が
ま
た
、
真
の
人
間
存
在
の
実
在
性
に
か
か
わ

る
一
面
に
す
ぎ
な
い
。
も
う
一
方
の
側
面
で
あ
る
人
間
の
理
論
的
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な
在
り
方
（
宗
教
・
挙
間
等
）
を
も
批
判
の
対
象
と
し
な
け
れ
ぱ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、

な
ら
な
い
し
、
同
時
代
に
働
き
か
け
る
た
め
に
は
宗
教
と
政
治
を

批
判
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
以
上
（
く
o
q
F
ω
・
阜
o
・
N
）
。

　
現
存
の
共
産
主
義
な
い
し
社
会
主
義
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
の
か
。
こ
の
研
究
は
こ
こ
で
の
テ
ー
マ
で
は
な
い
し
、
ま
た

カ
に
余
る
仕
事
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
一
八
四
二
年
－
四

三
年
の
諸
文
献
に
よ
っ
て
概
要
は
得
て
お
か
ね
ぱ
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
こ
こ
で
は
と
く
に
、
共
産
主
義
を
ド
イ
ツ
に
知
ら
し
め
た
基

本
文
献
の
一
つ
、
L
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
現
代
フ
ラ
ン

ス
の
社
会
主
義
と
共
産
主
義
』
（
初
版
、
一
八
四
二
年
）
を
と
り

あ
げ
る
。

　
さ
て
、
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ぱ
、
共
産
主
義
の
本
質
は
既
成
の

　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
＾
1
）

も
の
一
切
を
純
粋
に
否
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
否
定
の
基
礎

は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
の
平
等
原
理
に
も
と
づ
く
抽
象
的
人
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

性
、
無
隈
な
自
我
の
理
念
で
あ
る
。
無
隈
な
自
我
は
自
己
の
摘
象

的
自
由
を
要
講
し
、
か
く
し
て
現
存
世
界
－
国
家
・
宗
教
・
社

会
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
現
れ
る
既
成
世
界
1
と
の
た
え
ざ
る

闘
争
（
革
命
）
に
行
き
つ
く
。
こ
う
し
て
生
ま
れ
る
否
定
の
理
念

の
今
日
的
形
態
が
、
共
産
主
義
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

は
、
な
ん
ら
か
の
規
定
さ
れ
た
成
果
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
が
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
純
粋
否
定
の
事
実
上
の
基
礎
を
な
す
の
は
、
シ

ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ぱ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
お
い
て
の
み
共
産
主
義
は
可
能
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
共
産
主
義
そ
れ
自
体
が
規
定
性
を
お
ぴ
る
こ
と
に

な
る
。
な
る
ほ
ど
無
隈
な
否
定
の
要
講
ゆ
え
に
国
家
・
宗
教
の
否

定
は
な
お
無
規
定
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
共
産
主
義
は
財
産
の
共

有
制
を
構
想
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
平
等
を
実
現
せ
ん
と
す
る
の
で

　
？
）

あ
る
。
か
く
し
て
平
等
原
理
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
あ
っ
て
と

る
欲
求
の
形
態
は
ご
く
身
近
な
欲
求
に
も
と
づ
く
の
で
あ
っ
て
、

共
産
主
義
に
お
い
て
は
物
質
的
欲
求
が
「
第
一
の
、
も
っ
と
も
主

　
　
　
＾
6
〕

要
な
欲
求
」
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ぱ
、
共
産

主
義
で
は
産
業
上
の
利
得
が
生
活
の
全
形
態
の
う
ち
で
も
っ
と
も

優
位
を
占
め
、
国
家
・
学
問
・
芸
術
は
自
立
し
た
目
的
を
も
た
な

　
　
　
　
＾
7
）

い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
ス
テ
ム

　
こ
れ
に
た
い
し
て
社
会
主
義
は
、
産
業
組
織
の
体
系
を
社
会
組

織
と
し
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
、
挙
問
的
1
1
実
践
的
な
活
動
の
総

　
　
　
＾
8
〕

体
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
一
方
で
は
全
社
会
を
包
括
す
る
法

則
を
知
り
、
新
し
い
社
会
組
織
の
真
理
を
肯
定
的
に
措
定
す
る
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

つ
の
学
問
、
社
会
の
学
で
あ
り
、
他
方
で
は
こ
の
組
織
化
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
〕

て
「
完
成
さ
れ
た
人
格
」
と
い
う
理
念
を
成
就
す
る
実
践
で
あ
る
。
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究
極
目
的
は
完
成
さ
れ
た
人
格
で
あ
っ
て
、
こ
の
人
間
の
最
高
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
1
）

使
命
が
社
会
主
義
の
す
べ
て
の
体
系
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
。
社

会
主
義
は
こ
の
理
念
を
産
業
組
織
の
う
ち
で
、
と
り
わ
け
人
間
の

享
受
欲
求
を
充
足
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
す
る
。
す
な
わ
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

人
格
の
平
等
だ
け
で
な
く
、
お
の
お
の
の
人
楕
に
享
受
を
も
も
た

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
〕

ら
そ
う
と
言
う
の
で
あ
る
。
社
会
主
義
は
こ
う
し
て
「
享
受
の
道

＾
1
3
〕

徳
」
に
、
当
為
の
真
理
に
到
達
す
る
。
し
か
し
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ

れ
ぱ
、
以
上
の
社
会
主
義
の
基
本
理
念
か
ら
二
つ
の
帰
結
が
生
ず

る
こ
と
に
な
る
。
一
つ
は
個
的
人
格
を
究
極
目
的
と
す
る
が
ゆ
え

に
国
家
な
ど
の
共
同
生
活
の
い
か
な
る
形
態
も
た
ん
な
る
手
段
に

　
　
　
　
　
　
＾
1
4
）

堕
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
民
族
、
国
民
性
に
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
旭
）

い
す
る
無
理
解
ど
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
、
シ
ュ
タ
イ
ン
に
し
た
が
え
ぱ
、
共
産
主
義
・
社
会
主
義

は
、
い
ず
れ
も
、
人
格
性
な
い
し
完
成
さ
れ
た
人
格
と
い
う
理
念

を
物
質
的
享
受
に
お
い
て
実
現
せ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
、
他
方
、

国
家
1
1
政
治
、
宗
教
は
ー
共
産
主
義
に
あ
っ
て
は
挙
閲
・
芸
術

等
も
ー
こ
れ
を
否
定
す
る
か
、
独
自
の
意
味
を
認
め
な
い
こ
と
、

そ
し
て
現
実
に
は
、
社
会
主
義
の
み
な
ら
ず
共
産
主
義
さ
え
も
が

な
ん
ら
か
の
理
論
上
の
体
系
を
構
想
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
等

が
知
ら
れ
よ
う
。
だ
が
、
こ
う
し
た
シ
ュ
タ
イ
ン
の
了
解
は
、
現

存
共
産
主
義
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
『
ス
イ
ス
に

お
け
る
共
産
主
義
者
』
は
も
と
よ
り
、
見
解
に
相
異
は
あ
れ
、
エ

ン
ゲ
ル
ス
の
「
大
陸
に
お
け
る
社
会
改
革
の
進
展
」
や
バ
ク
ー
ニ

ン
の
「
共
産
主
義
」
な
ど
の
文
献
に
お
い
て
も
基
本
的
に
確
認
さ

れ
う
る
事
柄
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
か
る
了
解
に
し
た
が
っ

て
、
マ
ル
ク
ス
の
批
判
を
間
題
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と

　
　
＾
1
6
）

恩
わ
れ
る
。

　
い
ま
や
（
二
）
の
批
判
は
よ
く
了
解
の
い
く
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

抽
象
的
人
格
性
を
理
念
と
す
る
共
産
主
義
は
た
し
か
に
人
間
主
義

的
で
は
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
人
格
性
を
財
産
共
有
制
・
享
受
に
お

い
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
今
日
の
私
的
制
度
の

普
遍
的
実
現
で
し
か
な
い
。
（
三
）
も
、
共
産
主
義
に
よ
る
私
的

所
有
の
否
定
そ
の
も
の
が
財
産
に
と
ら
わ
れ
て
一
面
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
い
ず
れ
も
批
判
の

核
心
は
、
財
産
共
有
制
に
よ
る
享
受
の
実
現
と
い
う
一
面
性
に
共

産
主
義
が
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

論
点
を
社
会
主
義
原
理
全
体
に
一
般
化
し
た
の
が
（
四
）
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
共
産
主
義
も
社
会
主
義
も
人
間
存
在
の
実
在
性
の
み

に
か
か
わ
る
だ
け
で
、
国
家
・
宗
教
な
ど
は
こ
れ
を
た
ん
に
否
認

す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
か
ら
す
れ
ば
問
題
は
た
ん
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な
る
否
定
で
は
済
ま
な
い
。
人
間
存
在
は
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
何

よ
り
も
本
質
的
に
自
由
な
理
性
的
存
在
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ

の
人
間
を
享
受
の
み
に
隈
局
し
て
は
た
し
て
ト
ー
タ
ル
な
変
革
が

可
能
と
な
る
だ
ろ
う
か
。
マ
ル
ク
ス
は
ま
だ
感
性
の
普
遍
性
…
理

性
性
に
は
想
到
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
問
題
を
人
間
存
在
の
一

面
に
還
元
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
人
間
存
在
の
ト
ー
タ
ル
な
批

判
で
あ
る
。

　
最
後
に
（
一
）
の
共
産
主
義
”
教
条
と
い
う
批
判
は
、
以
上
と

は
い
さ
さ
か
趣
を
異
に
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
マ
ル
ク
ス
の
意
識

か
ら
す
れ
ぱ
、
や
は
り
き
わ
め
て
本
質
的
だ
っ
た
も
の
と
恩
わ
れ

る
。
同
じ
書
簡
で
、
批
判
が
新
し
い
原
理
1
1
教
条
を
か
か
げ
て
空

論
的
に
世
界
に
立
ち
向
か
う
こ
と
を
、
マ
ル
ク
ス
が
繰
り
返
し
戒

め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
知
ら
れ
う
る
。
マ
ル
ク
ス
が
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

題
と
し
て
い
る
の
は
何
か
。
：
冒
で
言
え
ぱ
、
批
判
の
内
在
性
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
教
条
的
構
想
に
よ
っ
て
私
的
所
有
を

否
定
す
る
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
私
的
利
害
に
と
ら
わ
れ

た
人
間
を
変
革
し
え
よ
う
か
。
だ
が
、
こ
の
問
魑
の
解
決
な
し
に

共
産
主
義
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
問
題
は
か
の
私

的
利
害
の
問
題
と
か
さ
な
り
あ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
問
題
は
、
近
代
を
ト
ー
タ
ル
に
、
し
か
も

内
在
的
に
批
判
し
変
革
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
ゆ
え
に

マ
ル
ク
ス
は
、
私
的
所
有
を
否
定
す
る
共
産
主
義
・
杜
会
主
義
を

し
り
ぞ
け
る
。
そ
し
て
逆
に
、
こ
の
批
判
を
と
お
し
て
も
マ
ル
ク

ス
の
「
凝
問
」
の
何
で
あ
っ
た
か
が
了
解
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
（
1
）
　
く
o
q
－
．
■
．
く
o
目
望
9
三
b
ミ
吻
o
o
ぎ
ミ
㎞
§
§
s
ミ
』
O
o
§
§
ミ
ミ
帖
－

　
　
§
§
軋
竃
ぎ
ミ
膏
§
専
§
導
舳
｛
O
ざ
一
■
O
号
昌
O
O
富
も
一
ω
1
a
卓

　
（
2
）
く
o
目
一
1
①
巨
二
ω
二
呂

　
（
3
）
＜
晒
一
；
巨
二
ω
1
ω
寒

　
（
4
）
　
く
阻
．
o
げ
o
二
ω
．
い
3

　
（
5
）
　
く
牲
一
＆
p

　
（
6
）
向
巨
二
ω
．
い
等

　
（
7
）
　
く
魁
－
g
p

　
（
8
）
く
o
目
卜
o
巨
二
ω
二
さ

　
（
9
）
く
σ
・
－
．
o
巨
‘

　
（
1
0
）
　
向
一
〕
o
二
ω
．
H
曽

　
（
1
1
）
　
く
o
目
－
．
〇
一
邑
二
ω
．
H
竃

　
（
1
2
）
　
く
o
膏
－
〇
一
邑
二
ω
．
ご
ω

　
（
u
）
　
向
σ
q
二
ω
．
5
㎞

　
（
1
4
）
　
く
σ
百
－
o
σ
o
二
ω
．
ご
N

　
（
∬
）
　
く
晒
F
〇
一
邑
二
ω
－
ご
o
o

　
（
1
6
）
　
共
産
主
義
と
マ
ル
ク
ス
の
関
係
に
つ
い
て
、
と
く
に
シ
ュ
タ
イ
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ン
を
介
在
さ
せ
て
論
じ
た
文
猷
と
し
て
、

主
義
と
初
期
マ
ル
ク
ス
L
（
『
現
代
の
眼
』

所
載
）
が
あ
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。

V

廣
松
渉
「
フ
ラ
ン
ス
社
会

一
九
七
一
年
四
－
七
月
号
、

　
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、
い
ま
や
た
ん
に
君
主
制
の

廃
止
で
も
、
た
ん
に
私
的
所
有
の
否
定
で
も
な
い
。
問
題
は
、
非

　
　
　
　
　
　
フ
ス
一
丁
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

人
閥
化
さ
れ
た
体
制
と
し
て
の
君
主
制
あ
る
い
は
近
代
の
二
元
主

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

義
で
あ
り
、
そ
し
て
近
代
そ
の
も
の
の
原
理
的
矛
盾
で
あ
る
。
こ

　
シ
ス
テ
ム

の
体
制
・
近
代
の
変
革
は
総
体
的
か
つ
内
在
的
に
し
か
あ
り
え
な

い
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
マ
ル
ク
ス
の
問
題
と
は
、
こ
の
変
革
を
い

か
に
な
し
遂
げ
る
の
か
、
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
を
悩
ま
し
た
と
言
う
か
の
「
疑
問
」
を
、
お
よ
そ
以

上
の
よ
う
に
ま
と
め
て
大
過
な
い
の
だ
と
す
れ
ぱ
、
彼
は
そ
れ
を

い
か
な
る
根
拠
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
あ
る
い
は

同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
「
へ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
」
は
何
を
以
っ

て
か
か
る
「
疑
問
」
の
解
決
を
は
か
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
に
立

ち
返
っ
て
論
じ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
結
論
的
に
言
え
ぱ
、
か
か
る
根
拠
を
マ
ル
ク
ス
に
与
え
た
も
の

こ
そ
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ヅ
ハ
主
義
だ
っ
た
の
だ
と
、
私
は
考
え
る
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ヅ
ハ
の
宗
教
批
判
は
、
神
的
存
在
を
人
間
存
在
の

対
象
化
”
疎
外
と
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
疎
外
を
人

間
の
類
的
本
質
と
人
間
個
人
の
対
立
に
遼
元
し
、
こ
の
対
立
・
矛

盾
ゆ
え
に
意
識
の
改
革
を
実
現
し
て
、
こ
こ
に
世
界
史
的
な
転
換

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
宗
教
の
矛
盾
を
解
体
す
る

根
拠
は
、
人
間
の
類
的
本
質
1
1
理
性
に
あ
る
。
こ
う
し
た
理
性
を

根
拠
と
す
る
批
判
を
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ヅ
ハ
主
義
と
言
う
な
ら
、
こ

れ
こ
そ
が
マ
ル
ク
ス
に
現
実
の
総
体
的
か
つ
内
在
的
な
批
判
の
啓

示
を
与
え
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
自
身
、

す
で
に
ふ
れ
た
一
八
四
三
年
九
月
の
書
簡
で
「
わ
れ
わ
れ
の
全
目

的
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
の
宗
教
批
判
が
為
し
た
よ
う
に
、
宗

教
的
お
よ
び
政
治
的
諸
問
題
に
自
覚
的
人
間
的
な
形
態
を
与
え
る

こ
と
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
」
（
ω
、
“
O
．
O
。
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
マ
ル
ク
ス
が
考
え
て
い
る
－
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
主
義
的
な

　
　
、
　
　
、

－
批
判
と
は
、
理
論
的
・
実
践
的
意
識
の
い
か
な
る
形
態
を
も

と
り
あ
げ
て
「
現
存
の
現
実
の
固
有
の
諸
形
態
か
ら
、
真
の
現
実

を
そ
れ
の
当
為
お
よ
び
究
極
目
的
と
し
て
展
開
す
る
」
（
ω
二
〇
。
N
）

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
根
拠
は
現
存
の
諸
形
態
と
矛
盾
す
る
理
性
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

あ
る
。
具
体
的
に
マ
ル
ク
ス
が
問
題
と
す
る
の
は
近
代
の
政
治
的

国
家
で
あ
っ
て
、
同
書
簡
に
よ
れ
ぱ
、
政
治
的
国
家
は
一
方
で
は
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、
　
、

理
性
の
存
在
を
前
提
す
る
が
、
他
方
で
は
「
そ
の
理
念
的
規
定
と

そ
の
実
在
的
な
諸
前
提
と
の
矛
盾
」
（
ω
・
お
O
。
）
に
陥
る
。
そ
れ
ゆ

え
「
政
治
的
国
家
の
も
つ
こ
の
自
己
自
身
と
の
衝
突
か
ら
、
い
た

る
と
こ
ろ
で
社
会
的
真
理
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
0
9
・
）
。

こ
の
視
角
か
ら
す
れ
ぱ
、
国
家
形
態
の
間
趨
、
た
と
え
ぱ
身
分
議

会
制
と
代
議
制
の
違
い
の
問
題
も
「
原
理
の
水
準
」
（
①
9
・
）
に
も

と
る
も
の
で
は
な
く
、
政
治
的
な
形
態
を
と
っ
て
人
間
の
支
配
か

私
的
所
有
の
支
配
か
が
争
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ー
こ
う
し

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

て
、
マ
ル
ク
ス
は
近
代
の
あ
ら
ゆ
る
国
家
形
態
に
存
在
す
る
理
性

の
諸
要
講
と
現
実
と
の
矛
盾
か
ら
新
し
い
原
理
を
展
開
し
、
こ
れ

に
よ
っ
て
「
意
識
の
改
革
」
（
0
9
。
）
を
、
す
な
わ
ち
「
時
代
の
自

己
了
解
」
（
ω
．
阜
o
。
り
）
を
、
成
就
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ヅ
ハ
主
義
と
呼
ぴ
う
る
か
ど
う
か
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

れ
自
体
解
釈
が
分
れ
よ
う
が
、
近
代
に
存
在
す
る
理
性
と
現
実
の

諸
形
態
と
の
矛
盾
に
よ
っ
て
真
理
を
展
開
す
る
と
い
う
理
論
構
制

に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
意
識
に
お
い
て
そ

う
で
あ
っ
た
ぱ
か
り
で
な
く
、
そ
れ
自
体
が
7
オ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ

主
義
的
で
あ
っ
た
生
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
批

判
を
現
実
に
遂
行
し
た
の
が
「
へ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
」
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
も
は
や
詳
し
く
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。
政
治
体
制
を
「
国
民
生
活
の
宗
教
」
と
規
定
し
た
の
も

偶
然
で
は
な
く
、
ま
た
、
市
民
社
会
の
政
治
的
実
依
転
化
に
主
体

的
な
二
元
主
義
を
と
ら
え
た
の
も
意
識
的
な
も
の
で
あ
っ
た
圭
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

う
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
《
民
主
制
》
は
、
ま
さ
に
近
代
の
諸
矛

盾
の
う
ち
か
ら
書
簡
に
言
わ
れ
る
「
社
会
的
真
理
」
と
し
て
展
開

さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
も
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ

れ
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
「
教
条
」

で
な
い
、
新
し
い
原
理
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、
か
の
「
凝

問
」
の
解
決
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
一
八
四
三
年
九
月
の
マ
ル
ク

ス
は
そ
う
考
え
た
で
あ
ろ
う
。

　
何
故
に
マ
ル
ク
ス
は
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
を
く
わ
だ
て
た
の

か
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ぱ
、
そ
れ
は
か
の
「
疑
問
」
を
解
決
す
る

た
め
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
す
で
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ヅ
ハ
主

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

義
に
定
位
し
た
批
判
を
前
提
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ヅ
ハ
主
義
に
よ
っ
て
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
は
政
治
的
国
家
の
「
あ

ら
ゆ
る
近
代
的
形
態
」
を
批
判
し
て
、
こ
こ
か
ら
「
真
の
現
実
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

を
展
開
で
き
る
。
だ
か
ら
、
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
が
近
代
の
国
家
を

と
ら
え
て
い
る
か
ぎ
り
、
マ
ル
ク
ス
は
そ
れ
の
批
判
に
よ
っ
て
ま

さ
し
く
「
疑
問
」
を
も
解
決
し
う
る
と
考
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
－
も
ち
ろ
ん
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
の
目
的
は
そ
れ
ぱ
か
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り
で
は
な
く
、
や
は
り
隼
来
の
へ
ー
ゲ
ル
立
憲
君
主
制
批
判
を
遂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
ス
テ
ム

行
す
る
た
め
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
体
制

の
批
判
の
脈
絡
に
お
い
て
意
味
づ
け
ら
れ
、
私
的
利
害
の
止
揚
と

一
体
の
課
題
と
し
て
措
定
さ
れ
た
う
え
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
こ

で
も
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
主
義
が
カ
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
以

上
二
つ
の
批
判
の
同
時
的
遂
行
の
た
め
に
、
マ
ル
ク
ス
の
く
わ
だ

て
る
べ
き
は
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
挙
批
判
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
と
私
は
考
え
る
。

　
も
は
や
《
昆
主
制
》
理
論
の
性
格
は
行
論
の
う
ち
に
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
総
括
的
に
言
う
な
ら
、
マ
ル
ク
ス
の
《
民
主
制
》
理
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

と
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ヅ
ハ
主
義
を
基
礎
と
し
て
、
近
代
の
理
性

と
現
実
と
の
矛
盾
を
、
そ
の
矛
盾
の
ゆ
え
に
解
消
し
1
そ
れ
ゆ

え
一
方
で
は
政
治
的
疎
外
を
止
揚
し
つ
つ
、
他
方
で
は
市
民
社
会

　
　
　
　
　
　
シ
ス
テ
ム

の
私
的
利
害
の
体
制
を
解
体
し
　
　
真
の
人
倫
的
共
同
体
す
な
わ

ち
《
民
主
制
》
を
実
現
せ
ん
と
す
る
理
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

れ
は
、
近
代
に
存
在
す
る
理
性
を
前
提
し
、
こ
の
理
性
と
現
実
と

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

の
矛
盾
ゆ
え
に
近
代
そ
の
も
の
を
理
性
的
に
変
革
す
る
と
い
う
理

　
　
　
　
　
＾
2
）

論
構
制
を
も
つ
、
そ
の
か
ぎ
り
で
ま
こ
と
に
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ヅ
ハ

主
義
的
な
、
理
論
で
あ
っ
た
。
も
し
マ
ル
ク
ス
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
主
義
を
云
々
し
よ
う
圭
言
う
な
ら
、
そ
れ
は
《
民
主
制
》
理

論
に
こ
そ
認
め
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
（
1
）
　
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ヅ
ハ
の
宗
教
批
判
に
た
い
す
る
私
自
身
の
了
解

　
　
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
・
テ
ー
ゼ
』
六
に
か

　
　
ん
す
る
一
解
釈
」
（
『
一
橘
論
叢
』
第
九
十
一
巻
第
一
号
、
所
収
）
参

　
　
照
。

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
（
2
）
　
だ
か
ら
、
近
代
的
理
性
を
疑
う
と
き
に
《
民
主
制
影
理
論
は
被

　
　
綻
す
る
。
こ
こ
に
『
独
仏
年
誌
』
期
に
お
け
る
《
人
間
解
放
曽
理
論

　
　
へ
の
転
換
の
必
然
性
が
あ
る
。
こ
の
理
論
転
換
が
把
握
さ
れ
て
は
じ

　
　
め
て
《
民
主
制
》
理
諭
の
性
格
づ
け
も
完
全
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、

　
　
そ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
は
別
稿
の
課
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
元
一
橘
大
挙
功
手
）
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