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「
富
と
徳
」
あ
る
い
は
「
富
と
平
等
」

　
－
エ
ル
ブ
ェ
シ
ウ
ス
の
平
等
思
想
1
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（153）「宮と徳」あるいは「宮と平等」

は
じ
め
に

　
十
八
世
紀
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
「
宮
と
徳
」

の
対
立
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
こ
の
論
争
は
、
経
済
的
後
進
性
か
ら
脱

却
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
た
経
済
発
展
の
必
要
性
と
、
伝
統
的
制

度
維
持
の
要
求
と
の
予
盾
、
対
立
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
に
よ
れ
ぱ
経
済
発
展
に
伴
う
宮
の
増
大
は
、
私
的
、
物
質
的
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

害
の
増
大
に
よ
っ
て
徳
の
低
下
を
招
く
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
。

つ
ま
り
こ
こ
で
は
富
と
徳
と
は
対
立
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
こ
か
ら
「
貧
し
く
有
徳
な
国
民
」
と
「
豊
か
な
、
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

か
し
堕
落
し
た
国
民
」
と
い
う
対
比
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
論
争
は
ス
コ
ソ
ト
ラ
ン
ド
に
固
有
な
も
の
で
は
な
い
。

一
七
三
〇
年
代
以
降
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
経
済

発
展
を
背
景
に
、
宮
と
徳
を
め
ぐ
る
議
論
は
蓉
修
論
と
い
う
形
を

取
っ
て
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
。
審
傷
を
擁
護
す
る
人
々
は
、
こ
れ

を
経
済
発
展
お
よ
ぴ
社
会
進
歩
の
証
と
み
な
し
、
旧
来
の
道
徳
が

要
求
す
る
禁
欲
的
姿
勢
に
反
抗
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ぱ

徳
の
再
建
の
た
め
に
経
済
発
展
を
犠
牲
に
し
よ
う
と
す
る
態
度
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
〕

未
開
社
会
へ
の
復
帰
を
求
め
る
に
等
し
い
。
こ
こ
で
も
宮
と
徳
と

は
対
立
的
に
把
握
さ
れ
、
い
わ
ぱ
こ
れ
ら
二
つ
の
要
素
の
う
ち
、

蕃
修
を
批
判
す
る
人
々
は
徳
を
、
薯
移
擁
護
派
は
富
を
選
択
し
た

の
で
あ
る
。

　
英
仏
に
ま
た
が
る
こ
う
し
た
思
想
状
況
の
印
で
一
七
五
二
年
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＾
4
）

『
政
治
論
集
』
を
発
表
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
功
繍
は
極
め
て
大
き
な

も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
経
済
発
展
が
も
た
ら

す
社
会
的
、
遣
徳
的
効
果
を
論
じ
な
が
ら
、
宮
と
徳
と
の
対
立
そ

の
も
の
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば

商
業
、
製
造
業
の
発
展
は
人
々
の
勤
勉
を
刺
激
し
、
個
人
の
宮
を

増
す
だ
け
で
は
な
く
、
危
急
の
際
に
は
国
家
の
必
要
に
ふ
り
向
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
〕

ら
れ
る
こ
と
で
国
家
の
強
大
さ
に
と
っ
て
も
有
用
で
あ
る
。
さ
ら

に
「
産
業
と
知
識
と
人
間
性
と
は
解
き
が
た
い
鎖
で
結
び
つ
け
ら

　
　
＾
6
）

れ
て
い
る
」
た
め
、
経
済
活
動
は
知
識
、
勤
勉
を
増
大
さ
せ
る
ぱ

か
り
で
な
く
、
習
俗
を
穏
和
に
し
、
遭
徳
的
に
も
好
ま
し
い
影
響

を
与
え
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
解
に
基
づ
い
て
ヒ
ュ
ー

ム
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
崩
壊
を
蓉
移
と
技
芸
に
よ
る
も
の
と
す
る

古
く
か
ら
の
説
を
批
判
す
る
。
ロ
ー
マ
の
滅
亡
は
統
治
の
欠
陥
と

無
制
限
な
征
服
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
っ
て
、

　
「
快
楽
や
生
活
便
宜
品
に
お
け
る
洗
練
は
金
銭
ず
く
の
風
潮
や

　
堕
落
を
生
む
よ
う
な
本
来
的
傾
向
な
ど
全
く
持
っ
て
は
い
な

　
＾
7
）

　
い
。
」

　
し
か
し
こ
う
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
主
張
に
も
拘
ら
ず
著
修
や
経
済

発
展
を
有
害
と
す
る
見
解
は
根
強
く
存
在
し
た
。
た
と
え
ぱ
ル
ソ

ー
は
「
薯
傍
・
商
業
・
技
芸
」
と
題
さ
れ
た
断
片
の
中
で
次
の
よ

う
に
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
古
来
か
ら
薯
傍
は
腐
敗
の
象

徴
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
個
々
人
の
宮
の
増
加
は
、
祖

国
愛
、
徳
へ
の
愛
に
虚
栄
心
と
快
楽
へ
の
愛
を
置
き
換
え
、
商
業
、

技
芸
の
発
展
は
国
家
を
遠
か
ら
ず
滅
亡
さ
せ
る
、
と
い
う
の
で
あ

＾
8
〕る

。
そ
の
う
え
で
ル
ソ
ー
は
「
奇
抜
な
見
解
に
よ
っ
て
有
名
に
な

ろ
う
と
望
み
、
（
中
賂
）
古
く
か
ら
の
政
治
挙
上
の
経
済
椿
偉
を

す
ぺ
て
覆
そ
う
と
し
て
い
る
」
人
物
と
し
て
ヒ
ュ
ー
。
ム
を
批
判
す

　
　
　
＾
9
）

る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
ル
ソ
ー
は
単
に
宮
と
徳
と
の
対
立
を
繰
り
返
し
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
彼
は
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
を
提
起
す
る
。

宮
と
平
等
と
の
対
立
で
あ
る
。
『
不
平
等
起
源
論
』
に
お
い
て
彼

は
、
杜
会
の
成
立
、
発
展
に
伴
い
不
平
等
が
拡
犬
し
て
ゆ
く
過
程

を
描
き
出
し
た
。
重
要
な
点
は
ル
ソ
ー
が
そ
こ
で
宮
の
不
平
等
は

や
が
て
専
制
に
行
き
着
く
と
主
張
し
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ

ぱ
宮
の
不
平
等
は
貧
者
を
犠
牲
に
し
な
が
ら
拡
大
し
、
宮
者
と
貧

者
の
関
係
は
窟
の
拡
大
と
共
に
主
人
と
奴
隷
の
関
係
に
移
行
す
る
。

こ
の
た
め
、
宮
の
不
平
等
を
前
提
と
す
る
商
業
社
会
擁
護
の
た
め
、

社
会
的
不
平
等
を
自
然
的
不
平
等
に
よ
っ
て
正
当
化
し
よ
う
と
す

る
見
解
に
ル
ソ
ー
は
断
固
と
し
て
反
論
す
る
。

　
「
実
定
法
に
よ
っ
て
の
み
権
威
を
与
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
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（155）　「富と徳」あるいは「富と平等」

　
い
社
会
的
不
平
等
は
、
身
体
的
不
平
等
と
同
じ
比
率
で
な
い
隈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

　
り
常
に
自
然
法
に
反
す
る
。
L

　
こ
の
よ
う
に
ル
ソ
ー
は
平
等
を
自
由
の
前
提
と
す
る
に
当
た
っ

て
、
當
と
平
等
と
の
対
立
を
主
張
し
た
。
そ
の
た
め
彼
は
『
社
会

契
約
論
』
や
『
コ
ル
シ
カ
憲
法
草
案
』
に
お
い
て
、
商
工
業
が
未

発
達
で
、
貨
幣
も
十
分
に
流
通
し
て
い
な
い
小
国
を
最
善
と
考
え

る
の
で
あ
る
。

　
ル
ソ
ー
が
平
等
を
特
に
重
要
な
要
因
と
し
て
取
り
上
げ
た
背
景

に
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
比
べ
て
は
る
か
に
大
き
な
不
平
等
を
抱
え
る

フ
ラ
ン
ス
の
現
実
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で

は
ル
ソ
ー
の
態
度
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
に
モ
ン
テ

ス
キ
呈
1
は
平
等
を
必
要
と
せ
ず
健
全
に
機
能
す
る
溝
主
制
モ
デ

　
　
　
　
　
　
＾
1
1
〕

ル
を
提
出
し
て
い
る
。
平
等
を
自
由
の
前
提
に
据
え
る
見
解
は
何

よ
り
も
ま
ず
ル
ソ
ー
に
よ
っ
て
そ
の
重
要
性
を
提
起
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
が
直
面
し
て
い
た
以
上
の
よ
う

な
課
題
、
す
な
わ
ち
「
宮
と
徳
」
お
よ
ぴ
「
窟
と
平
等
」
と
い
う

問
題
に
対
し
て
、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
が
ど
の
よ
う
な
解
決
を
目
指

し
た
か
を
論
じ
る
。
彼
は
ル
ソ
ー
と
ヒ
ュ
ー
ム
と
い
う
全
く
異
な

る
立
場
を
と
る
二
人
の
思
想
家
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
『
精

神
論
』
か
ら
『
人
間
論
』
に
至
る
思
想
の
変
化
の
中
で
独
自
の
見

解
を
形
成
し
て
ゆ
く
。
そ
こ
で
こ
の
二
冊
の
著
作
の
間
に
見
ら
れ

る
変
化
に
注
目
し
な
が
ら
、
デ
ィ
ド
ロ
に
よ
る
批
判
を
念
頭
に
お

き
つ
つ
、
叙
述
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

1

　
一
七
五
八
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
精
神
論
』
の
中
で
エ
ル
ヴ
ェ
シ

ウ
ス
は
著
修
に
つ
い
て
論
じ
な
が
ら
、
宮
の
不
平
等
が
も
た
ら
す

重
大
な
悪
弊
を
指
摘
し
て
い
る
。
宮
の
不
平
等
は
そ
れ
自
体
、
拡

大
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
不
平
等
が
ひ
と
た
び
確
立
す
る
と
宮

者
は
無
数
の
小
土
地
所
有
者
を
呑
み
込
み
、
自
ら
の
領
地
を
拡
大

し
て
ゆ
く
。
土
地
を
奪
わ
れ
た
農
民
は
日
雇
い
労
働
者
と
な
り
、

労
働
カ
は
過
剰
と
な
り
賃
金
は
低
下
す
る
。
日
雇
い
労
働
者
は
最

低
限
の
賃
金
に
も
同
意
せ
ざ
る
を
え
ず
、
病
気
や
家
族
の
増
加
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
望

彼
ら
と
そ
の
一
家
を
容
易
に
破
滅
さ
せ
る
。

　
當
の
不
平
等
が
招
く
弊
害
は
『
人
間
論
』
（
一
七
七
三
年
）
で

一
層
詳
細
に
論
じ
ら
れ
る
。
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
そ
こ
で
「
持
て

る
も
の
」
と
「
持
た
ざ
る
も
の
」
へ
の
分
化
が
招
く
政
治
的
帰
結

に
考
察
を
進
め
る
の
で
あ
る
。

　
失
う
も
の
を
持
た
な
い
者
の
増
加
は
財
産
刑
に
ょ
る
犯
罪
抑
制
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効
果
を
弱
め
る
た
め
、
体
刑
が
強
化
さ
れ
、
法
は
過
酷
な
も
の
と

な
り
、
そ
れ
に
つ
れ
て
習
俗
も
荒
廃
す
る
。
さ
ら
に
犯
罪
の
増
加

は
こ
れ
を
口
実
に
権
カ
の
強
化
、
そ
の
悉
意
的
適
用
を
生
み
、
市

民
の
自
由
は
そ
の
安
全
を
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
エ
ル
ヴ
ェ

シ
ウ
ス
に
と
っ
て
所
有
権
は
政
治
的
自
由
の
支
え
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
人
は
所
有
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
国
事
に
関
心
を
も
つ
の
で

あ
る
。
富
の
極
度
な
不
平
等
は
無
産
者
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
政
治
的
無
関
心
の
風
潮
を
広
め
、
宮
者
に
依
存
し
な
け
れ
ぱ
生

き
て
ゆ
け
な
い
多
数
者
を
生
み
出
す
。
そ
の
結
果
は
少
数
の
富
者

へ
の
権
カ
集
中
で
あ
り
、
国
家
の
専
制
化
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
デ

し
て
成
立
し
た
悉
意
的
権
カ
は
不
公
正
な
課
税
に
よ
り
宮
の
集
中

　
　
　
　
　
＾
聰
〕

を
一
層
促
進
す
る
。

　
こ
う
し
て
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
窟
の
不
平
等
に
始
ま
る
悪
循
環

を
示
し
、
こ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
「
人
々
の
間
に
可
能
な
隈

り
の
平
等
を
維
持
す
る
た
め
の
少
数
の
原
理
を
導
き
、
最
良
の
統

　
　
　
　
　
　
A
皿
）

治
形
態
を
生
み
出
す
」
こ
と
を
、
人
間
精
神
進
歩
、
学
間
発
展
の

帰
結
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
る
の
で
あ
る
。

　
富
の
不
平
等
は
権
力
の
集
中
を
招
き
、
遂
に
は
専
制
に
至
る
と

い
う
見
解
は
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
ル
ソ
ー
の
も
の
と
し
て
有
名

で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
扱
う
に
際
し
て
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
が
用
い

る
諭
理
は
、
ル
ソ
ー
が
『
不
平
等
起
源
論
』
で
示
し
た
も
の
に
極

め
て
類
似
し
て
い
る
。
従
来
ル
ソ
ー
と
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
と
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
旭
）

係
に
つ
い
て
は
そ
の
対
立
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
『
エ

ミ
ー
ル
』
第
四
篇
に
収
め
ら
れ
た
「
サ
ヴ
ォ
ア
助
任
司
祭
の
信
仰

告
白
」
は
『
精
神
論
』
へ
の
批
判
を
含
み
、
一
方
、
『
人
間
論
』

第
五
篇
は
ル
ソ
ー
批
判
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
彼
ら
の

論
争
は
多
岐
に
渡
る
が
、
し
か
し
平
等
を
自
由
の
前
提
と
す
る
見

解
に
関
し
て
は
両
者
の
間
に
対
立
は
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
存

在
し
な
い
。
『
人
間
論
』
が
現
在
見
ら
れ
る
よ
う
な
形
を
整
え
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壼
）

の
は
一
七
六
〇
年
代
後
半
と
推
測
さ
れ
る
が
、
『
不
平
等
起
源
論
』

は
一
七
五
五
年
に
は
す
で
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
エ
ル
ヴ

ェ
シ
ウ
ス
に
対
す
る
ル
ソ
ー
の
影
響
を
見
る
こ
と
は
不
可
能
で
は

　
　
　
　
＾
η
）

な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
に
二
人
の
論
理
は
類
似
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
し
か
し
平
等
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
一
致
し
た
見
解
を
と
り
な

が
ら
も
、
経
済
発
展
へ
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
二
人
の
網
異
は
再
ぴ

鮮
明
に
な
っ
て
ゆ
く
。
正
確
に
は
『
精
神
論
』
に
お
い
て
は
ル
ソ

ー
と
同
じ
立
場
を
共
有
し
て
い
た
エ
ル
ブ
ェ
シ
ウ
ス
が
、
『
人
間

論
』
に
至
っ
て
態
度
を
変
え
、
ル
ソ
ー
と
は
扶
を
分
か
と
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
著
修
に
つ
い
て
の
分
析
は
こ
の
変
化
を
明
瞭
に
示

156



（157）　「富と徳」あるし、は「富と平等」

■

し
て
く
れ
る
。

　
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
『
精
神
論
』
の
中
で
薯
修
は
そ
れ
自
体
と

し
て
で
は
な
く
、
富
の
不
平
等
の
結
果
と
し
て
有
害
な
の
だ
と
論

じ
た
。
悪
弊
の
真
の
原
因
は
宮
の
集
中
で
あ
る
と
い
う
見
解
は

『
人
間
論
』
で
も
変
わ
ら
な
い
が
、
『
精
神
論
』
で
目
を
引
く
の
は

商
業
精
神
に
対
す
る
批
判
的
態
度
で
あ
る
。

　
ま
ず
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
従
来
か
ら
主
張
さ
れ
て
き
た
富
と
徳

と
の
対
立
を
繰
り
返
す
。
す
な
わ
ち
商
業
精
神
に
よ
る
宮
へ
の
欲

望
は
必
．
然
的
に
審
傍
へ
の
嗜
好
と
柔
弱
さ
と
を
も
た
ら
し
、
宮
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
旭
）

優
先
は
徳
と
才
能
と
の
衰
退
を
招
く
。
つ
ま
り
商
業
精
神
は
習
俗

を
腐
敗
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
次
に
彼
は
商
業
が
も
つ
対
外
的
効
果
を
論
じ
る
。
こ
こ
で
エ
ル

ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
商
業
の
発
展
が
引
き
寄
せ
る
貨
幣
は
一
時
的
な
利

点
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
そ
の
有
用
性
を
否
定
す
る
の
だ
が
、
そ

の
際
彼
は
こ
の
説
を
ヒ
ュ
ー
ム
を
引
用
し
な
が
ら
主
張
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ぱ
製
造
品
の
輸
入
に
よ
り
貨
幣
が
減
少
し
た
国
で
は
、

食
料
品
と
労
働
カ
の
価
楕
低
下
の
た
め
、
技
術
の
移
入
と
共
に
そ

れ
ま
で
輸
入
し
て
い
た
製
品
を
よ
り
安
く
製
造
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
そ
の
を
め
輸
入
国
は
輸
出
国
に
転
じ
、
．
貨
幣
の
流
れ
は
逆
に

＾
”
）

な
る
。

■

　
こ
こ
で
エ
ル
ヴ
ヱ
シ
ウ
ス
が
依
拠
し
て
い
る
の
は
『
政
治
論

集
』
中
、
「
貨
幣
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
エ
ヅ
セ
イ
で
あ
る
。

た
し
か
に
こ
の
中
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
一
国
に
よ
る
貨
幣
の
独
占
を
妨

　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
＾
2
0
〕

げ
る
要
因
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
彼
が
意
図
し
た
の
は
貿
易

差
額
重
視
の
通
商
政
策
へ
の
批
判
で
あ
り
、
製
造
品
貿
易
へ
の
批

判
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
の
点
は
一
七
五
八
年
に
追
加
さ
れ
た

「
貿
易
上
の
嫉
妬
に
つ
い
て
」
で
よ
り
明
確
に
さ
れ
る
が
、
少
な
く

と
も
ヒ
ュ
ー
ム
ホ
商
工
業
の
発
展
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
は

『
政
治
論
集
』
を
読
ん
で
い
た
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
に
と
っ
て
明
ら

　
　
　
　
　
　
　
＾
刎
）

か
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
ヒ
ュ
ー
ム

の
意
図
を
歪
め
、
商
業
精
神
批
判
の
た
め
に
彼
の
名
を
利
用
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
学
問
・
技
芸

の
発
展
を
擁
護
し
、
知
識
の
重
要
性
を
説
い
た
部
分
で
も
ヒ
ュ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
醜
）

ム
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
彼
は
ヒ
ュ
ー
ム
が

特
に
強
調
し
た
点
、
す
な
わ
ち
産
業
活
動
が
人
間
の
知
識
、
技
術

を
向
上
さ
せ
、
す
ぺ
て
の
学
問
分
野
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
主
張

を
省
略
し
て
し
ま
う
。
そ
の
う
え
で
彼
は
商
業
精
神
は
徳
に
対
立

す
る
と
し
て
、
ロ
ー
マ
を
滅
ぽ
し
た
の
は
宮
似
流
入
に
伴
う
著
移

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
〕

と
習
俗
の
腐
敗
で
あ
る
と
い
う
説
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
説
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
っ
て
反
駁
さ
れ
た
も
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の
で
あ
っ
た
。

　
ル
ソ
ー
と
は
異
な
り
正
面
か
ら
ヒ
ュ
ー
ム
に
異
議
を
唱
え
る
こ

と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
ヒ
ュ
ー
ム
の
名
を
自
説
の
補
強
の
た
め
に
利

用
し
て
は
い
る
が
、
経
済
発
展
に
対
す
る
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
の
態

度
は
基
本
的
に
は
ル
ソ
ー
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
商
業
と
薯
移
と

を
批
判
し
な
が
ら
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
「
薯
像
と
文
明
と
を
誇
る
国
と
は
そ
の
犬
多
数
の
住
民
が
未
開

　
な
国
民
－
た
と
え
彼
ら
が
文
明
国
民
か
ら
軽
蔑
さ
れ
て
い
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
4
〕

　
う
と
－
よ
り
も
一
層
不
幸
な
国
で
あ
る
。
」

　
そ
し
て
同
じ
観
点
か
ら
、
巨
大
な
宮
を
も
つ
国
、
イ
ギ
リ
ス
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
売
〕

オ
ラ
ン
ダ
の
将
来
に
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
両
者
は
歴
史
的
現
実
へ
の
批
判
と
い
う
点
で
は
一
致
し

な
が
ら
も
、
問
題
解
決
の
方
向
に
つ
い
て
は
異
な
る
態
度
を
と
っ

て
い
る
。
あ
る
意
味
で
素
朴
な
習
俗
の
再
建
を
要
求
す
る
ル
ソ
ー

に
対
し
、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
経
済
発
展
を
所
与
の
条
件
と
し
て

捉
え
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
彼
は
平
等
の
再
建
を
目
指
そ
う
と
す

る
の
だ
が
、
『
精
神
論
』
で
は
そ
の
た
め
の
具
体
的
提
言
は
な
さ

れ
’
て
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
『
人
間
論
』
に
至
っ
て
エ
ル
ブ
ェ
シ
ウ
ス
は
商
業
の

利
点
を
積
極
的
に
評
価
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
都
市
の
商

業
は
国
家
を
強
大
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
宮
裕
は
国
民
の
幸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
聾

福
を
約
束
す
る
一
要
素
に
数
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ

ス
は
二
種
類
の
著
傍
と
い
う
見
解
を
示
す
。
ひ
と
つ
は
宮
の
不
平

等
に
由
来
す
る
薯
傍
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
『
精
神

論
』
で
宣
言
及
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
「
宮
の
分
配
が
過
度
に
不

均
等
で
な
け
れ
ぱ
薯
修
も
極
度
に
は
な
ら
な
い
。
箸
修
は
少
数
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
〕

の
手
中
に
宮
が
集
中
す
る
に
つ
れ
て
増
大
す
る
。
」
と
い
う
言
葉

が
示
す
よ
う
に
、
著
傷
は
こ
の
意
味
で
の
み
用
い
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
『
人
間
論
』
で
は
国
民
的
著
修
と
い
う
語
を
用
い
て
、
宮

の
分
配
が
平
等
で
、
国
民
全
体
が
富
裕
で
あ
る
社
会
が
構
想
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
箸
修
は
目
立
ち
は
し
な
い
が
、
必
需

品
を
越
え
る
余
剰
の
享
受
と
い
う
意
味
に
お
い
て
著
傍
の
一
種
で

あ
り
、
人
々
の
勤
勉
を
促
す
要
素
と
し
て
必
要
か
つ
有
益
で
、
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
8
〕

共
善
に
適
う
の
は
明
ら
か
だ
と
主
張
さ
れ
る
。

　
つ
ま
り
こ
こ
で
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
、
宮
の
平
等
さ
え
維
持
さ

れ
る
な
ら
、
宮
の
増
大
は
何
ら
有
害
で
は
な
い
と
の
立
場
に
転
じ

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
薯
修
が
も
た
ら
す
勤
勉
の
覚
醒
、
経

済
の
発
展
を
高
く
評
価
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
農
業
に
及
ぽ

す
好
ま
し
い
影
響
を
沌
認
め
る
。

　
「
薯
修
は
耕
作
者
の
勤
勉
を
増
す
生
言
わ
れ
て
き
た
が
そ
の
通
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■

●

　
り
だ
。
多
く
交
換
し
た
け
れ
ぱ
、
そ
の
た
め
に
農
地
を
改
良
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
9
〕

　
収
穫
を
向
上
さ
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
L

　
著
修
の
存
在
が
商
工
業
の
発
展
を
前
提
と
し
て
い
る
以
上
、
こ

の
一
節
は
農
業
と
商
工
業
の
分
化
、
発
展
を
通
し
て
生
産
カ
は
増

大
す
る
と
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
論
理
を
想
起
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
エ

ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
『
人
間
論
』
に
至
っ
て
ヒ
ュ
ー
ム
の
主
張
を
受

け
入
れ
る
方
向
へ
と
態
度
を
変
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
変
化
の
背
景
に
は
ど
の
よ
う
な
原
因
が
考
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
か
。
ま
ず
エ
ル
ヴ
ヱ
シ
ウ
ス
の
歴
史
観
お
よ
ぴ
道
徳
哲
学

と
の
関
連
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
痛
烈
な
文
明
批
判
を
展
開
し
た
ル
ソ
ー
と
は
異
な
り
、
元
来
エ

ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
文
明
の
進
歩
－
そ
れ
は
学
問
・
技
芸
の
向
上

で
あ
り
、
未
開
か
ら
の
脱
却
で
あ
る
の
だ
が
－
を
肯
定
的
に
評

価
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
無
知
は
野
蛮
と
同
義
で
あ

り
、
近
代
に
お
け
る
諸
々
の
学
問
分
野
の
発
展
は
人
類
に
光
明
を

も
た
ら
す
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
ル
ソ
ー
を
批
判
す
る
際

に
も
こ
の
問
題
は
大
き
な
争
点
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

た
め
経
済
発
展
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
け
る
復
古
的
色
調
は
、
彼
の

思
想
全
体
の
中
で
矛
盾
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

現
実
の
社
会
か
ら
商
業
、
貨
幣
を
駆
逐
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
の

■

は
、
彼
自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
明
白
で
あ
る
。
エ
ル
プ
ェ
シ

ウ
ス
は
商
工
業
の
発
展
を
前
提
に
し
て
平
等
を
実
現
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
『
人
間
論
』
に
お
け
る
変
化
は
そ
う

し
た
努
カ
の
ひ
と
つ
の
表
わ
れ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
快
楽
の
享
受
を
非
難
す
る
モ
ラ
リ
ス

ト
た
ち
に
抗
議
し
、
情
念
の
復
幡
を
叫
ぴ
、
個
々
人
の
自
己
利
益

追
求
は
必
然
だ
と
し
た
う
え
で
、
一
よ
り
多
く
の
人
々
の
自
己
愛
を

満
足
さ
せ
る
こ
と
が
統
治
の
至
上
命
題
だ
と
主
張
し
た
恩
想
家
で

あ
る
。
つ
ま
り
彼
の
功
利
主
義
は
禁
欲
的
な
道
徳
律
に
対
す
る
挑

戦
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
現
実
的
利
益
の
享
受
は
彼
の

恩
想
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
宮
へ
の
欲
望
も
そ
れ

が
多
数
者
の
利
害
を
侵
害
し
な
い
限
り
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
古
代
共
和
制
、
特
に
ス
バ
ル
タ
ヘ
の

憧
れ
は
エ
ル
ヴ
ユ
シ
ウ
ス
の
中
に
最
後
ま
で
根
強
く
存
在
す
る
が
、

商
業
精
神
へ
の
批
判
は
『
精
神
論
』
か
ら
『
人
間
論
』
へ
と
移
行

す
る
中
で
そ
の
カ
を
弱
め
、
逆
に
肯
定
的
側
面
が
指
摘
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
こ
の
変
化
は
彼
の
功
利
主
義
思
想
の
発
展
と
の
関
わ

り
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
最
後
に
一
七
六
四
年
春
の
イ
ギ
リ
ス
滞
在
経
験
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
妻
に
善
き
送
っ
た
書
簡
の
中
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で
、
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
形
態
を
称
賛
し
、
こ
れ
を
こ
の
国
の
最
大

の
長
所
だ
と
し
て
い
る
が
、
同
時
に
農
民
の
豊
か
さ
に
つ
い
て
も

　
　
　
　
＾
3
0
〕

言
及
し
て
い
る
。
ま
た
『
人
間
論
』
に
お
い
て
も
彼
は
、
商
業
精

神
が
勤
勉
を
刺
激
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
繁
栄
を
生
み
出
し
て
い
る
と

　
＾
聖

述
べ
る
。
お
そ
ら
く
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
イ
ギ
リ
ス
の
繁
栄
ぷ
り

を
自
分
の
目
で
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
指
摘
し

て
い
た
商
業
精
神
の
肯
定
的
側
面
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
至
っ
て
『
政
治
論
集
』
は
エ
ル
ブ
ェ
シ
ウ

ス
の
思
想
に
ょ
う
や
く
実
質
的
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
た
だ
し
こ
う
し
た
変
化
は
平
等
を
不
可
欠
と
す
る
見
解
の
放
棄

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
宮
の
不
平
等
は
そ
れ
自
体
拡
大
し
、

遂
に
は
専
制
に
至
る
と
い
う
主
張
は
不
変
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
．

貨
幣
、
商
業
の
存
在
は
宮
の
集
中
を
促
進
す
る
も
の
と
し
て
、
あ

く
ま
で
そ
の
否
定
的
側
面
を
も
持
ち
続
け
る
。
事
実
エ
ル
ヴ
ェ
シ

ウ
ス
は
イ
ギ
リ
ス
の
印
象
を
語
る
際
に
も
、
賛
辞
と
共
に
、
宮
へ

の
無
制
限
な
欲
望
が
暗
示
す
る
将
来
へ
の
不
安
を
付
け
加
え
る
こ

と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
て
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
商
業
精
神
を
二
面
的
に
捉
え
た

う
え
で
、
そ
の
肯
定
的
側
面
は
守
り
な
が
ら
も
、
宮
の
集
中
を
促

進
す
る
と
い
う
機
能
は
法
的
に
平
等
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

抑
制
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
彼
が
提
示
す
る
手
段

は
デ
ィ
ド
ロ
の
批
判
を
浴
ぴ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
批
判
を
検

討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
の
平
等
思
想
の
特
質
を

よ
り
明
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

11

　
窟
の
集
中
に
は
ふ
た
つ
の
原
因
が
考
え
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
様

々
な
特
権
や
窓
意
的
税
制
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
政
治
制
度
上
の
欠

陥
で
あ
る
と
共
に
宮
の
不
平
等
が
招
い
た
権
カ
の
不
平
等
の
結
果

で
も
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
、
そ
し
て
よ
り
根
源
的
な
原
因
は
貨

幣
、
商
業
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
点
を
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
次
よ

よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
「
い
か
な
る
種
類
の
商
業
に
お
い
て
も
貨
幣
を
引
き
寄
せ
る
の

　
は
貨
幣
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
不
平
等
な
分
配
は
国
家
へ
の
貨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
警

　
幣
導
入
の
必
然
的
結
果
で
あ
る
。
」

　
各
人
の
努
カ
、
勤
勉
の
差
は
当
然
あ
る
程
度
の
宮
の
不
平
等
を

生
み
出
す
。
そ
し
て
貨
幣
の
流
通
は
こ
の
不
平
等
を
不
可
避
的
に

拡
大
し
て
ゆ
く
。
ま
た
遺
産
相
続
も
宮
の
集
中
を
生
む
要
因
で
あ

る
o
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エ
ル
プ
ェ
シ
ウ
ス
は
こ
の
よ
う
に
富
の
集
中
を
必
然
的
な
も
の

だ
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
決
し
て
彼
の
絶
望
を
示
す
も
の
で
は

な
い
。
彼
は
賢
明
な
法
の
確
立
に
よ
り
富
の
築
中
を
阻
止
し
、
公

益
を
実
現
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
信
じ
て
い
た
。

　
「
市
民
間
に
等
し
く
幸
福
を
分
け
与
え
る
た
め
に
は
国
窟
の
分

　
配
が
よ
り
平
等
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
（
中
略
）
あ
ら

　
ゆ
る
国
家
体
制
に
お
い
て
日
々
生
じ
で
い
る
変
化
は
、
少
な
く

　
と
も
こ
の
可
能
性
が
プ
ラ
ト
ン
的
夢
想
で
は
な
い
こ
と
を
証
明

　
　
　
　
＾
羽
）

　
し
て
い
る
。
」

　
そ
し
て
こ
の
可
能
性
を
実
現
す
る
の
は
、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
糾
）

よ
れ
ぱ
人
間
糟
神
の
進
歩
に
伴
う
立
法
の
改
善
な
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
い
く
つ
か
の
税
制
上
の
改
革
を
提

案
す
る
。
財
産
に
比
例
し
た
課
税
、
一
定
の
広
さ
を
越
え
る
土
地

へ
の
特
別
税
、
そ
し
て
相
続
に
対
す
る
大
幅
な
規
制
で
あ
る
。
と

り
わ
け
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
相
続
に
関
し
て
大
規
模
な
改
革
を
要

求
し
て
い
る
。
一
人
の
宮
者
が
死
亡
し
た
際
、
そ
の
所
有
地
は
多

数
の
貧
者
に
分
け
与
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
は

公
有
地
の
設
定
は
主
張
し
て
い
な
い
が
、
国
富
の
相
続
人
は
国
民

全
体
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
エ
ル
ブ
ェ
シ

ウ
ス
は
国
昆
を
形
成
し
て
い
る
全
家
族
に
そ
の
構
成
員
の
数
に
比

例
し
た
広
さ
の
土
地
を
割
り
あ
て
る
と
い
う
案
さ
え
検
討
す
る
の

　
　
＾
珊
）

で
あ
る
。

　
『
「
人
間
論
」
反
駁
』
と
魑
さ
れ
た
著
作
の
中
で
デ
ィ
ド
ロ
は
エ

ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
の
提
案
を
批
判
し
、
こ
う
し
た
措
置
は
自
由
、
勤

勉
、
商
業
を
害
し
、
所
有
権
を
侵
害
す
る
も
の
だ
と
抗
議
し
て
い

る
。
そ
し
て
彼
は
各
人
の
勤
勉
と
労
働
に
由
来
す
る
不
平
等
は
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
狛
〕

し
て
有
害
な
結
果
を
伴
わ
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
デ
ィ
ド
ロ
も
現
実
の
不
平
等
を
容
認
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
彼
も
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
と
同
じ
く
蕃
修
を
二
種

類
に
区
別
し
、
極
端
な
富
の
不
平
等
に
由
来
す
る
悪
し
き
薯
修
に
、

よ
り
平
等
な
分
配
に
基
づ
く
全
員
の
安
楽
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
〕

薯
修
を
対
置
し
て
い
る
。
た
だ
し
デ
ィ
ド
ロ
は
薯
修
を
、
各
市
民

の
社
会
的
地
位
に
応
じ
た
必
要
を
越
え
る
も
の
と
定
義
し
て
お
り
、
・

窟
の
よ
り
平
等
な
分
配
を
求
め
る
に
際
し
て
、
そ
の
程
度
は
エ
ル

ヴ
ェ
シ
ウ
ス
に
比
べ
て
は
る
か
に
ゆ
る
や
か
で
あ
る
。

　
従
っ
て
デ
ィ
ド
ロ
に
と
っ
て
の
問
魑
は
現
実
の
不
平
等
を
い
か

に
緩
和
す
る
か
で
あ
っ
た
。
彼
は
『
工
カ
テ
リ
ー
ナ
2
世
へ
の
覚

書
』
の
中
で
免
税
特
権
の
廃
止
、
教
会
財
産
の
削
滅
、
年
金
支
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵡
）

の
削
滅
、
王
領
地
の
売
却
と
い
っ
た
提
案
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ

の
う
え
で
デ
ィ
ド
ロ
は
、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
が
危
慎
し
た
貨
幣
社
　
　
伽



一橘論叢　第100巻　第1号　（162）

会
に
お
け
る
富
の
不
可
避
的
な
集
中
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
エ

ル
ブ
ェ
シ
ウ
ス
が
主
張
し
た
法
的
規
制
と
は
全
く
異
な
る
対
案
を

示
す
。
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
公
職
へ
の
コ
ン
ク
ー
ル
制
の
導
入
で

あ
る
。

　
］
ン
ク
ー
ル
制
と
い
う
案
は
『
「
人
間
論
」
反
駁
』
や
『
工
カ

テ
リ
ー
ナ
2
世
へ
の
覚
書
』
さ
ら
に
は
『
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
2
世
の

教
書
へ
の
批
判
』
に
も
登
場
し
、
一
七
七
〇
年
代
前
半
に
お
け
る

デ
ィ
ド
ロ
の
政
治
思
想
の
中
で
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ぱ
あ
ら
ゆ
る
公
職
は
才
能
、
知
識
、
徳
性

を
審
査
規
準
と
す
る
コ
ン
ク
ー
ル
の
対
象
と
な
る
。
こ
の
制
度
の

実
施
に
よ
り
身
分
的
閉
鎖
性
が
打
破
さ
れ
、
広
く
人
材
を
集
め
る

こ
と
が
で
き
る
ぱ
か
り
で
な
く
、
窟
を
何
よ
り
も
重
視
す
る
風
潮

が
弱
め
ら
れ
、
窟
の
集
印
を
阻
止
し
う
る
と
デ
ィ
ド
ロ
は
主
張
す

る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
デ
ィ
ド
ロ
に
よ
れ
ぱ
富
者
は
自
分
に
欠
け
て
い
る
も

の
を
求
め
る
の
が
常
で
あ
り
、
コ
ン
ク
ー
ル
制
が
実
施
さ
れ
れ
ぱ
、

窟
の
カ
だ
け
で
は
下
級
官
職
に
就
く
こ
と
、
さ
え
で
き
な
く
な
る
。

逆
に
そ
れ
ま
で
見
下
し
て
い
た
貧
者
が
才
能
と
徳
性
ゆ
え
に
高
位

に
就
く
の
を
見
て
侮
辱
を
感
じ
る
。
そ
の
結
果
、
宮
よ
り
も
才
能
、

徳
性
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
富
に
対
す
る
無
制
隈
な
欲
望

　
　
　
　
轟
）

は
緩
和
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
法
的
規
制
に
よ
る
直
接
的
介
入
を
通
じ
て
冨
の

集
中
を
防
，
こ
う
と
す
る
エ
ル
ブ
ェ
シ
ウ
ス
に
対
し
て
、
デ
ィ
ド
ロ

は
コ
ン
ク
ー
ル
制
が
も
つ
心
理
的
、
教
育
的
効
果
を
重
視
す
る
の

で
あ
る
。

　
両
者
の
姿
勢
の
相
異
を
説
明
す
る
ひ
と
つ
の
要
因
は
所
有
権
を

め
ぐ
る
見
解
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ド
ロ
の
コ
ン
ク
ー
ル
案
は
所
有
権

に
低
触
す
る
こ
と
な
く
窟
の
集
中
を
阻
止
し
う
る
と
さ
れ
て
い
る

点
が
そ
の
特
徴
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
所
有
権
■
の
侵
害
を
批

判
さ
れ
た
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
に
と
っ
て
も
、
所
有
権
の
保
護
は
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
個
人
の
利
害
を
国
窮
の
運
営
に
結
ぴ
つ
け

る
こ
と
で
政
治
的
自
由
の
支
え
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
勤

勉
を
促
し
、
人
々
を
知
的
、
経
済
的
活
動
に
向
か
わ
せ
る
動
機
と

し
て
も
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
ル
ソ
ー
と
共
に
、
平
等
は
自
由
の

前
提
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
と
り
、
平
等
の
破
壊
は
専
制
に
結
ぴ

つ
く
こ
と
で
自
由
を
被
壊
し
、
さ
ら
に
は
所
有
権
の
安
全
を
も
脅

か
す
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
た
し
か
に
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
平

等
の
維
持
の
た
め
、
富
の
蓄
積
に
大
幅
な
規
制
を
加
え
る
が
、
そ

れ
は
決
し
て
所
有
権
の
侵
害
で
は
な
く
、
む
し
ろ
宮
者
の
所
有
権

162
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に
、
一
定
の
隈
界
を
設
け
る
こ
と
で
多
数
者
の
所
有
権
を
守
る
た
め

の
手
段
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
市
民
間
の
カ
の
均
衡
の
維
持
は
「
弱

者
の
所
有
物
を
奪
い
取
ろ
う
と
す
る
強
者
の
継
続
的
努
カ
に
有
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
0
〕

に
対
処
す
る
た
め
絶
対
に
必
要
な
も
の
」
と
い
う
一
節
は
、
こ
う

し
て
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
所
有
権
は
市
民
間
に
平
等
が
存
在
し

て
初
め
て
安
定
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
が
主
と
し
て
規
制
の
対
象
と
し
て
い
る

の
は
相
続
権
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
権
利
を
明
確
に
は
否
定
し
て
い

な
い
が
、
自
己
の
所
有
物
を
任
意
に
処
分
す
る
権
利
は
死
に
よ
っ

て
消
減
す
る
と
の
説
を
紹
介
し
、
子
孫
へ
の
所
有
権
移
転
に
強
い

疑
問
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
相
続

権
が
社
会
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
有
害
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
な
ら
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
の

見
解
を
示
し
、
公
益
に
対
オ
る
相
続
権
の
従
属
を
主
張
す
る
の
で

ポ
苧

　
さ
ら
に
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
に
よ
れ
ぱ
、
所
有
権
と
は
公
共
利
害

が
そ
の
有
益
性
を
認
め
、
法
が
定
め
る
こ
と
に
よ
り
初
め
て
成
立

す
る
権
利
で
あ
り
、
社
会
の
成
立
に
先
立
っ
て
存
在
す
。
る
自
然
権

　
　
＾
㎎
〕

で
は
な
い
。
従
っ
て
公
益
を
守
る
た
め
に
平
等
が
不
可
欠
で
あ
る

と
の
見
解
を
と
る
以
上
、
平
等
維
持
の
た
め
所
有
権
に
一
定
の
隈

界
を
設
け
る
こ
と
は
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
に
と
ウ
て
は
何
ら
不
正
で

は
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
所
有
権
の
確
立
を
社
会
成
立
後
と
み
な
し
、
平
等
の

た
め
に
は
所
有
権
を
あ
る
程
度
眼
定
す
る
と
い
う
姿
勢
は
言
う
ま

で
も
な
く
ル
ソ
ー
の
も
の
で
あ
る
。
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
平
等
を

自
由
の
前
提
と
す
る
見
解
を
ル
ソ
ー
と
共
有
し
た
た
め
に
、
こ
こ

で
も
彼
に
近
い
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
ル
ソ
ー
は
土
地
の

占
有
権
を
所
有
権
に
転
化
す
る
に
際
し
て
次
の
三
条
件
を
課
し
て

い
た
。

　
一
、
他
に
誰
も
住
ん
で
い
な
い
こ
と
。

　
二
、
生
存
に
必
要
な
広
さ
に
隈
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
雀

　
三
、
自
ら
の
労
働
と
耕
作
に
よ
り
所
有
し
た
こ
と
。

　
ロ
ヅ
ク
と
同
じ
く
ル
ソ
ー
は
こ
れ
ら
の
条
件
に
よ
っ
て
宮
者
に

よ
る
土
地
の
吸
収
や
相
続
に
よ
る
財
産
の
増
加
な
ど
、
窟
の
集
中

を
招
く
要
因
を
予
め
排
除
し
て
い
る
。
こ
こ
で
間
題
と
な
る
の
は

第
二
の
条
件
で
あ
る
。
生
存
に
必
要
な
広
さ
に
限
る
と
い
う
条
件

は
、
余
剰
生
産
物
と
の
交
換
に
よ
る
薯
像
品
の
享
受
の
可
能
性
を

封
じ
た
も
の
で
あ
る
。
窟
の
蓄
積
が
も
た
ら
す
蕃
傷
へ
の
欲
望
を

批
判
し
、
経
済
発
展
に
否
定
的
だ
っ
た
ル
ソ
ー
だ
か
ら
こ
そ
こ
う

し
た
措
置
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
こ
の

163
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点
で
ル
ソ
ー
と
は
異
な
る
。
余
剰
へ
の
欲
望
を
重
視
し
、
富
裕
を

幸
福
の
重
要
な
要
素
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス

に
と
っ
て
、
土
地
の
広
さ
を
生
存
に
必
要
な
範
囲
に
隈
定
す
る
理

由
は
な
い
。
必
要
な
の
は
全
員
を
所
有
者
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
て

各
人
の
私
有
地
が
小
さ
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め

ル
ソ
ー
が
『
コ
ル
シ
カ
憲
法
草
案
』
で
要
求
し
た
公
有
地
設
定
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
糾
）

よ
る
私
有
地
制
限
や
奪
修
禁
止
法
と
い
っ
た
措
置
は
エ
ル
ヴ
ェ
シ

ウ
ス
に
は
見
ら
れ
な
い
。
各
人
の
生
活
が
豊
か
に
な
り
、
余
剰
生

産
物
を
薯
修
品
と
の
交
換
に
用
い
る
こ
と
は
、
平
等
が
保
た
れ
て

い
る
限
り
む
し
ろ
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
何
ら
有
害
で
は
な
い
。

　
他
方
デ
ィ
ド
ロ
は
所
有
権
の
安
全
を
は
る
か
に
重
視
し
て
い
る
。

彼
に
と
っ
て
自
由
と
所
有
権
と
の
保
護
は
す
べ
て
の
法
の
中
心
的

課
題
で
あ
り
、
社
会
の
幸
福
を
実
現
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
条
件

　
　
＾
竺

で
あ
る
。
さ
ら
に
相
続
権
に
つ
い
て
も
デ
ィ
ド
ロ
は
慎
重
な
婆
勢

を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
権
利
は
厳
密
な
意
味
で
は
自
然
権
で
は
な

い
。
し
か
し
自
ら
が
相
続
し
た
財
産
は
や
が
て
子
供
に
伝
え
る
べ

き
い
わ
ば
委
託
物
で
あ
り
、
自
己
の
労
働
に
よ
っ
て
新
た
に
つ
け

加
え
た
部
分
以
外
、
自
由
に
処
分
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う

　
　
　
＾
妬
）

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
は
、
富
者
の
遺
産
を
貧
者
に
分

配
す
る
と
い
う
エ
ル
ヴ
ェ
ジ
ゥ
ス
の
案
は
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
デ
ィ
ド
ロ
に
よ
る
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
批
判
は
所
有

権
を
め
ぐ
る
見
解
の
相
異
か
ら
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
両
者

の
対
立
は
こ
の
点
に
の
み
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
エ
ル
ヴ
ェ
シ

ウ
ス
は
大
規
模
な
法
的
規
制
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
富
の
集
中
は

防
げ
な
い
と
考
え
て
い
た
。
一
方
デ
ィ
ド
ロ
は
コ
ン
ク
ー
ル
制
が

も
た
ら
す
心
理
的
効
果
に
よ
っ
て
十
分
阻
止
で
き
る
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
認
識
の
違
い
は
商
業
社
会
へ
の
評
価
、
さ
ら
に
は
人
間

観
に
ま
で
関
わ
る
問
魑
を
含
ん
で
お
り
、
必
要
と
さ
れ
る
平
等
の

程
度
を
説
明
す
る
も
の
。
と
も
な
る
。

1II

　
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
商
業
精
神
に
対
し
て
二
重
の
評
価
を
下
し

て
い
た
。
商
業
精
神
は
質
素
、
倹
約
、
節
制
、
労
働
、
賢
明
、
平

穏
、
秩
序
、
規
則
の
精
神
を
導
き
、
偏
見
を
打
破
し
、
習
俗
を
穏

和
に
す
る
が
、
一
方
で
す
べ
て
の
行
為
を
金
銭
目
当
て
の
も
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
）

し
て
し
ま
う
効
果
を
も
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
見
解
に
最
も
近
い
態
度
を
と
っ

た
の
は
デ
ィ
ド
ロ
で
あ
っ
た
。
商
業
精
神
に
よ
っ
て
の
み
動
か
さ

れ
て
い
る
国
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
評
さ
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
。
に
滞
在
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（165） 「富と徳」ある、’は「宮と平等」

●

し
た
際
、
彼
も
や
は
り
二
重
の
評
価
を
下
し
て
い
る
。
デ
ィ
ド
ロ

に
よ
れ
ぱ
オ
ラ
ン
ダ
の
繁
栄
は
商
業
精
神
が
も
た
ら
す
勤
勉
と
倹

約
に
よ
り
築
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
こ
の
国
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
媚
〕

當
が
何
よ
り
も
重
視
さ
れ
、
習
俗
の
腐
敗
が
始
ま
っ
て
い
る
。

　
富
を
何
よ
り
も
重
視
す
る
風
潮
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
人
々
を

宮
の
獲
得
に
駆
り
立
て
、
ひ
い
て
は
富
の
不
平
等
を
拡
大
す
る
も

の
で
あ
る
。
従
っ
て
商
業
精
神
の
こ
う
し
た
マ
イ
ナ
ス
面
は
何
ら

か
の
方
法
で
抑
制
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
デ
ィ
ド
ロ
の
コ
ン

ク
ー
ル
制
と
は
、
富
に
よ
っ
て
は
手
に
入
ら
な
い
も
の
、
す
な
わ

ち
公
職
と
い
う
名
誉
を
人
為
的
に
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
名

誉
心
を
貨
幣
欲
に
対
抗
さ
せ
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
商
業
精
神
の
肯
定
的
側
面
を
高
く
評
価
し
た
う
え
で
商

業
社
会
の
安
定
性
を
主
張
す
る
見
解
も
存
在
し
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
で

あ
る
。
彼
に
と
っ
て
商
業
が
個
人
の
幸
福
と
国
家
の
強
大
化
に
貢

献
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く

ヒ
ュ
．
ー
ム
に
よ
れ
ぱ
商
業
社
会
は
無
制
隈
な
貨
幣
欲
を
抑
制
し
う

る
杜
会
な
の
で
あ
る
。

　
「
宮
は
、
人
々
が
親
し
ん
で
い
る
、
あ
る
い
は
望
ん
で
い
る
快

　
楽
を
い
つ
で
も
傭
入
で
き
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
・
い
つ
の
時

　
代
に
も
、
ま
。
た
誰
に
と
っ
て
も
価
値
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

－

　
そ
し
て
貨
幣
欲
を
抑
制
あ
る
い
は
規
制
し
う
る
の
は
名
誉
や
徳

　
と
い
っ
た
感
覚
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
感
覚
は
（
中
略
）
知
識
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
靱
〕

　
洗
練
の
時
代
に
最
も
豊
宮
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
」

　
知
識
、
洗
練
の
時
代
と
は
商
業
が
発
展
し
た
時
代
で
あ
る
。
従

っ
て
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
商
業
社
会
と
は
道
徳
的
に
も
す
ぐ
れ
た

社
会
な
の
で
あ
る
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
の
観
点
か
ら
す
れ
ぱ
、
商
業
社
会
に
お
け
る
當
の
不

平
等
の
拡
大
は
決
し
て
必
然
的
な
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
確
か
に

商
業
が
も
た
ら
す
利
益
が
よ
り
広
い
層
に
分
配
さ
れ
る
こ
と
を
求

め
、
宮
の
極
度
の
集
中
は
か
え
っ
て
商
業
を
阻
害
す
る
と
考
え
て

　
＾
珊
）い

る
。
し
か
し
ヒ
ュ
ー
ム
が
要
求
し
て
い
る
の
は
不
平
等
を
前
提

と
し
た
う
え
で
の
全
員
の
富
裕
で
あ
り
、
平
等
社
会
で
は
な
い
。

彼
の
こ
う
し
た
婆
勢
は
、
商
業
社
会
に
お
け
る
宮
の
不
平
等
と
労

働
者
の
宮
裕
と
の
両
立
を
分
業
に
よ
る
生
産
力
の
発
展
に
よ
っ
て

説
明
し
た
ス
ミ
ス
の
問
題
意
識
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

　
デ
ィ
ド
ロ
と
ヒ
ュ
ー
ム
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
商
業
社
会
に

お
け
る
富
の
集
中
は
法
的
規
制
に
よ
ら
な
く
て
も
防
止
し
う
る
と

い
う
見
解
で
あ
る
。
デ
ィ
ド
ロ
は
商
業
精
神
の
否
定
的
側
面
に
も

目
を
向
け
、
コ
ン
ク
ー
ル
制
と
い
う
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
で
、

ヒ
ュ
ー
ム
は
商
業
社
会
自
体
が
も
つ
道
徳
的
安
定
性
を
信
頼
す
る

1㈹
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こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
窟
の
不
平
等
は
必
ず
し
も
貧
者
の
抑
圧
に
向

か
う
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
彼
ら
は
あ
る
程
度
の
不
平

等
は
保
っ
た
ま
ま
、
商
業
が
も
た
ら
す
利
益
に
よ
っ
て
国
民
の
各

階
層
が
そ
れ
ぞ
れ
豊
か
に
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。

エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
が
要
求
し
た
直
接
的
な
規
制
は
所
有
権
、
勤
勉
、

従
っ
て
経
済
発
展
に
打
撃
を
与
え
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
た
。
商
業

社
会
が
そ
れ
自
体
、
道
徳
的
、
政
治
的
に
安
定
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
な
ら
、
こ
う
し
た
損
失
を
招
い
て
ま
で
平
等
に
固
執
す
る
必

要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
富
へ
の
欲
望
は
抑
え
よ
う
の

な
い
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。

　
「
貨
幣
に
対
す
る
人
々
の
異
常
な
愛
着
に
驚
い
て
は
な
ら
な
い
。

　
宮
に
無
関
心
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
そ
れ
こ
そ
驚
く
べ
き
現
象
で

　
あ
ろ
う
。
貨
幣
が
流
通
し
、
富
が
ど
ん
な
快
楽
と
で
も
交
換
で

　
き
る
国
で
は
ど
こ
で
も
、
富
は
ぞ
の
表
象
で
あ
る
快
楽
そ
の
も

　
の
と
同
様
に
追
い
求
め
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
国
民
か
ら
窟

　
へ
の
愛
着
を
奪
う
に
は
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
の
誕
生
と
貨
幣
の
追
放

　
　
　
　
　
　
＾
肌
）

　
が
必
要
で
あ
る
。
」

　
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
は
快
．
不
快
原

理
に
よ
っ
て
説
明
し
う
る
と
の
見
解
を
と
っ
て
い
た
。
快
を
求
め
、

不
快
を
避
け
よ
う
と
す
る
傾
向
を
彼
は
利
害
関
心
と
名
付
け
、
こ

れ
が
人
間
の
唯
一
の
行
動
原
理
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ

て
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
に
と
っ
て
、
名
誉
心
、
徳
や
正
義
・
公
正
を

尊
重
す
る
態
度
な
ど
は
す
べ
て
、
何
ら
か
の
現
実
的
利
益
を
報
酬

と
し
て
想
定
す
る
こ
と
に
よ
り
初
め
て
成
立
す
る
も
の
な
の
で
あ

る
。
人
間
と
は
自
己
利
益
の
み
を
追
求
す
る
存
在
で
あ
り
、
正

義
・
公
正
の
侵
害
が
不
利
益
を
招
か
な
い
限
り
、
こ
れ
ら
を
尊
重

す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

　
「
弱
者
と
強
者
の
間
を
裁
く
も
の
は
公
正
さ
で
は
な
い
。
見
せ

　
か
け
の
公
正
さ
で
す
ら
な
い
。
カ
、
犯
罪
行
為
、
そ
し
て
抑
圧

　
　
＾
駝
）

　
で
あ
る
。
」

　
「
人
々
が
互
い
に
正
義
を
尊
重
す
る
よ
う
強
い
る
の
は
、
有
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
爺
〕

　
で
相
互
的
な
恐
怖
で
あ
る
。
」

　
こ
う
し
た
人
間
観
に
立
つ
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
に
と
っ
て
名
誉
心

に
訴
え
る
こ
と
で
貨
幣
欲
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
到
底

考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
窟
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
現
実
的
利
益
で
あ
る
。

名
誉
と
い
う
執
酬
が
も
つ
価
値
は
富
の
前
で
は
色
あ
せ
る
。
貨
幣

の
流
通
、
商
業
の
発
展
は
今
や
金
銭
欲
を
最
も
強
力
な
行
動
動
機

と
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
抑
制
す
る
に
は
大
幅
な
法
的
規
制
に

よ
っ
て
無
制
眼
な
宮
の
獲
得
を
抑
え
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。
さ
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■

も
な
け
れ
ぱ
貨
幣
が
貨
幣
を
生
み
、
貧
宮
の
差
は
拡
大
し
、
必
ず

権
カ
の
集
中
、
貧
者
の
抑
圧
が
生
じ
る
。

　
平
等
は
自
由
の
前
提
で
あ
る
と
す
る
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
の
見
解

は
こ
う
し
た
人
間
観
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
同

じ
く
自
己
利
益
に
従
い
な
が
ら
も
同
感
作
用
に
よ
る
抑
制
に
よ
っ

て
社
会
全
体
の
利
害
と
の
対
立
を
回
避
し
て
い
る
ヒ
ュ
ー
ム
や
ス

、
・
・
ス
の
人
間
観
と
は
全
く
異
な
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

む
す
ぴ

　
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
最
初
の
著
作
に
お
い
て
宮
の
平
等
を
自
由

の
前
提
と
考
え
、
ま
た
経
済
発
展
に
対
し
て
も
極
め
て
否
定
的
な

見
解
を
と
っ
て
い
た
。
こ
の
点
で
彼
は
ル
ソ
ー
と
同
じ
立
場
を
共

有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
の
ち
に
エ
ル
プ
ェ
シ
ウ
ス
は
窟
の
増
大
に
対
す
る
評
価

を
変
え
、
商
業
精
神
が
も
た
ら
す
勤
勉
、
習
俗
の
穏
健
化
、
宮
裕

と
い
っ
た
要
因
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
り
、
あ
る
意
味
で
ヒ
ュ
ー

ム
の
見
解
に
接
近
す
る
。
と
こ
6
が
平
等
を
不
可
欠
と
す
る
姿
勢

は
彼
が
描
く
経
済
発
展
の
イ
メ
ー
ジ
を
ヒ
ュ
ー
ム
の
も
の
と
は
全

く
異
な
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
エ
ル
ヴ
ェ

■

シ
ウ
ス
の
平
等
恩
想
は
土
地
所
有
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

彼
が
商
工
業
に
与
え
た
重
要
性
と
は
単
に
箸
像
品
の
提
供
と
い
う

誘
因
に
よ
っ
て
土
地
所
有
者
の
勤
勉
を
促
し
、
彼
ら
を
富
裕
に
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
主
張
し
た
商

業
社
会
自
体
が
も
つ
遭
徳
的
自
偉
性
と
い
っ
た
議
論
は
エ
ル
ヴ
ェ

シ
ウ
ス
に
は
存
在
し
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
い
わ
ぱ
商
業
社
会
を
新

し
い
タ
イ
プ
の
社
会
と
考
え
、
古
代
共
和
制
に
対
す
る
そ
の
優
位

　
　
　
　
　
　
　
＾
榊
〕

を
主
張
し
て
い
る
が
、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
に
と
っ
て
古
代
共
和
制

は
最
後
ま
で
称
賛
の
的
で
あ
り
続
け
た
。
窟
を
積
極
的
に
評
価
す

る
態
度
は
貨
幣
、
商
業
の
存
在
、
つ
ま
り
窟
が
す
で
に
人
間
に
と

っ
て
最
大
の
利
害
関
心
の
対
象
と
な
っ
た
社
会
を
前
提
に
し
た
も

の
で
あ
る
。
富
へ
の
欲
望
を
抑
圧
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、

同
時
に
快
楽
の
享
受
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
彼
の
思
想
自
体
に
も

反
し
て
い
た
。
商
業
社
会
に
対
す
る
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
の
態
度
は

ヒ
ュ
ー
ム
に
比
ぺ
て
、
は
る
か
に
消
極
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
の
平
等
思
想
を
支
え
て
い
た
の
は
、

快
．
不
快
原
理
に
よ
っ
て
の
み
動
か
さ
れ
る
と
さ
れ
た
人
間
像
で

あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
彼
は
人
間
を
一
種
の
受
動
的
な
機
械
と
し

て
捉
え
て
お
り
、
事
実
、
自
由
意
志
の
存
在
は
否
定
さ
れ
、
人
間

の
行
動
を
決
定
す
る
の
は
外
都
世
界
の
運
動
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

16？
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壼
）る

。
デ
ィ
ド
ロ
は
こ
う
し
た
人
間
観
自
体
を
批
判
し
、
よ
り
豊
か

で
多
様
な
、
そ
し
て
能
動
的
な
人
間
像
を
描
き
出
そ
う
と
努
め
て

い
る
。
こ
う
し
た
デ
ィ
ド
ロ
の
批
判
は
エ
ル
ヴ
ニ
シ
ウ
ス
が
主
張

す
る
人
間
観
の
観
念
性
を
鋭
く
突
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
人
間
は

常
に
現
実
的
な
利
害
の
た
め
に
行
動
す
る
存
在
で
あ
り
、
正
義
・

公
正
の
避
守
や
徳
の
実
践
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
す
る
エ
ル

ヴ
ェ
シ
ウ
ス
の
説
を
デ
ィ
ド
ロ
は
次
の
よ
う
に
評
す
る
。

　
「
こ
の
作
品
は
私
を
悲
し
い
気
分
に
さ
せ
る
。
最
も
苛
美
な
幻

　
　
　
　
　
　
＾
那
）

　
想
を
私
か
ら
奪
う
。
」

　
し
か
し
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
が
こ
う
し
た
人
間
観
に
立
ち
、
冨
の

平
等
を
要
求
し
、
土
地
再
分
配
に
固
執
し
た
背
景
に
は
フ
ラ
ン
ス

の
農
民
が
抱
え
て
い
た
深
刻
な
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
農
村
の
荒
廃
は
も
は
や
税
の
軽
減
に
よ
っ
て
は
救

え
な
い
と
し
て
、
エ
ル
ブ
ェ
シ
ウ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
十
八
世
紀
半
ぱ
農
村
日
雇
い
労
働
者
の
日
当
は
多
く
の
地
方
で

8
ソ
ル
で
あ
り
、
日
曜
、
祭
日
に
よ
る
9
0
日
、
病
気
や
賦
役
に
よ

る
3
0
日
、
合
計
㎜
日
の
非
労
働
日
を
考
え
る
と
、
彼
ら
が
一
日
に

費
消
し
う
る
金
額
は
6
ソ
ル
し
か
な
い
。
こ
の
額
は
一
人
が
暮
ら

し
て
ゆ
く
た
め
の
最
低
必
要
額
で
あ
り
、
結
婚
や
子
供
の
誕
生
は

た
ち
ま
ち
生
活
を
破
綻
さ
せ
る
。
そ
こ
で
人
頭
税
を
免
除
し
た
と

し
て
も
、
所
得
の
増
加
分
は
一
日
あ
た
り
わ
ず
か
4
分
の
ー
ソ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
駆
）

に
し
か
な
ら
ず
、
こ
れ
で
は
生
活
の
向
上
は
と
て
も
望
め
な
い
。

　
元
徴
税
請
負
人
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
、
自
ら
は
巨
額
の
宮
を
築

き
な
が
ら
も
、
こ
う
し
た
農
村
の
状
況
に
目
を
向
け
て
い
た
。
彼

の
平
等
思
想
は
こ
の
よ
う
な
現
実
を
背
景
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
に
と
っ
て
第
一
の
課
題
は
窟
の
再
分
配

で
あ
っ
て
、
経
済
の
発
展
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
意
味
で
宮
は
公

共
の
幸
福
実
現
の
た
め
に
重
要
な
要
素
で
は
あ
っ
て
も
平
等
に
優

先
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
』
o
巨
自
肉
o
σ
o
斗
竃
P
。
．
已
嵩
ω
8
蟹
白
向
邑
耐
巨
昌
彗
“
暮
艘
而

　
　
－
自
己
房
o
｛
巨
－
o
g
i
o
旨
串
g
匡
o
冒
；
弐
　
ミ
雨
ミ
き
s
s
軋
　
「
“
ミ
ミ
軸
o
p

　
　
σ
㌣
－
一
＝
O
自
一
簑
目
口
く
パ
H
o
o
ヨ
凹
富
o
饒
’
O
瞠
自
－
σ
ユ
ρ
岬
o
　
H
o
o
o
い
　
、
O
’
　
H
ω
N
－

　
　
H
山
o

　
（
2
）
軍
く
竃
＝
o
員
　
．
．
↓
ぼ
．
ユ
o
フ
o
昌
鼻
｛
毛
o
8
8
冒
9
㌣
，

　
　
ρ
ぎ
津
o
ヲ
ω
8
ま
讐
o
－
鶉
m
－
s
－
o
o
旨
巨
邑
o
8
目
o
昌
く
、
．
き
軌
、
ラ

　
　
N
N
N
I

　
（
3
）
　
こ
う
し
た
蕾
修
擁
護
の
論
陣
を
代
表
す
る
の
は
ム
ロ
ン
と
ヴ
ォ

　
　
ル
テ
ー
．
ル
で
あ
る
o
o
「
向
＝
曾
一
カ
o
葛
一
、
．
］
≦
芭
自
匝
①
く
…
P
昌
色
O
目
皿
膏
｛

　
　
＜
o
斥
巴
冨
一
匡
旨
o
ユ
o
q
－
富
o
申
け
5
　
巨
■
膏
｝
　
8
鼻
8
く
宵
く
　
｛
目

　
　
『
轟
昌
o
、
、
9
ミ
き
竃
§
；
ミ
ミ
ミ
§
軋
、
￥
冊
b
暗
ミ
§
ミ
昏
o
§
§
ミ

　
　
a
昌
H
蟹
一
乞
ぎ
O
や
一
〇
〇
ξ
1
6
旨

　
（
4
）
U
睾
匡
＝
冒
昌
9
、
き
§
ミ
b
軋
害
§
；
塞
向
9
き
冒
o
q
巨
一
ご
N
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（169）　「宮と徳」あるいは「富と平等」

　
以
下
こ
の
作
品
か
ら
の
引
用
は
す
ぺ
て
次
の
版
に
よ
る
。
H
ぎ
、
ミ
・

　
雲
母
ミ
§
、
ミ
ミ
ぎ
県
b
§
ミ
§
§
～
＆
1
耳
■
声
o
富
昌

　
顯
昌
o
↓
一
匡
一
Ω
『
o
器
一
■
o
冒
o
o
目
H
o
0
N
革
－
－
o
0
N
餉
阜
く
o
尿
一
8
目
H
目

（
5
）
　
葭
＝
昌
〇
一
．
。
9
o
o
昌
旨
雪
8
、
、
き
鼻
勺
や
8
㌣
N
8

（
6
）
　
雷
自
昌
9
．
．
O
｛
宛
o
饒
目
o
昌
o
■
叶
ぎ
↓
｝
o
＞
『
冨
。
．
ト
S
斗
や
い
0
N

（
ア
）
ミ
斗
？
ω
富

（
8
）
』
こ
・
家
妻
彗
一
専
秦
§
§
一
肪
ミ
鳶
§
監
冨
9
ミ
雨
｝

　
S
ミ
§
二
P
寝
・
卑
3
管
。
葦
9
冨
－
昏
這
昌
二
彗
二
目

　
～
胃
尿
s
寒
o
・
胃
N
以
下
ル
ソ
ー
の
作
品
の
引
用
は
す
べ
て
こ
の

　
版
に
よ
る
。

（
9
）
§
｝
ラ
㎞
崖
9
o
l
－
竃
o

（
1
0
）
　
え
o
冨
器
彗
一
b
葛
S
ミ
｝
由
ミ
、
、
ミ
耐
｝
§
軸
こ
葛
さ
註
昏
§
§
誌
昏

　
、
、
ぎ
膏
ミ
註
、
ミ
§
｝
～
寓
ぎ
§
§
竃
勺
勺
I
H
ε
I
H
茎

（
u
）
　
富
の
増
大
が
平
等
に
対
立
す
る
も
の
だ
と
し
て
、
質
素
、
平
等
、

　
徳
の
不
可
分
を
主
張
し
た
の
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
で
あ
る
。
し
か
し

　
彼
は
不
平
等
を
前
提
と
し
て
機
能
す
る
君
主
制
モ
デ
ル
を
示
す
こ
と

　
に
よ
り
、
ル
ソ
ー
と
は
異
な
る
立
場
を
採
っ
て
い
る
。
モ
ン
テ
ス
キ

　
ュ
ー
に
よ
れ
ぱ
溝
主
制
に
お
い
て
も
政
治
的
自
由
の
維
持
は
。
可
能
で

　
あ
り
、
平
等
は
必
ず
し
も
自
由
の
前
提
で
は
な
い
。
彼
の
提
示
す
る

　
君
主
制
は
経
済
発
展
と
政
治
的
自
由
と
を
共
に
実
現
す
る
も
の
と
し

　
て
構
想
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
モ
ン
テ
ス
キ
ニ
ー
は
窟
と
平
等
と
の

　
対
立
を
基
本
的
に
は
認
め
な
が
ら
も
、
ル
ソ
ー
の
よ
う
に
平
等
を
不

　
可
欠
と
す
る
見
解
に
は
与
し
て
い
な
い
。

（
1
2
）
震
一
く
窒
冨
一
b
こ
．
、
急
ミ
昏
ユ
ニ
N
畠
冒
眈
§
一
房
；
9
…

　
○
勺
I
H
o
－
N
0

（
1
3
）
　
曽
o
～
陣
ぎ
9
b
雨
、
、
き
§
§
雨
■
o
自
亭
覇
H
ミ
ω
～
く
o
－
蜆
．
ω
8
庄
o
目

　
＜
－
乞
o
冨
H
卜
9
・
く
＝
－
9
×
こ
こ
で
使
用
し
た
版
は
D
・
W
・

　
ス
、
ミ
ス
に
よ
り
4
と
分
類
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
o
－
U
．
ミ
．
ω
邑
葺

　
．
．
＞
　
勺
篶
旨
昌
ぎ
彗
｝
　
里
；
o
o
q
『
凹
勺
巨
o
巴
　
＝
津
　
g
　
回
9
急
け
旨
蜆
、
蜆

　
ミ
胃
尿
．
．
」
§
ミ
ミ
ぎ
彗
㌧
§
§
ミ
県
、
、
雨
§
“
い
ミ
§
婁
ε
旨
＜
＝

　
目
O
・
ω
ε
N
O
勺
O
1
N
遣
1
い
ミ

（
1
4
）
　
b
耐
～
．
■
篭
ミ
豆
碧
昌
冨
－
＜
9
．
H
－
－
や
㎞
昌

（
1
5
）
　
ル
ソ
ー
と
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
の
対
立
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
考

　
が
有
益
で
あ
る
。

　
．
＞
・
ω
o
巨
冨
一
、
余
■
串
肩
o
δ
邑
g
o
二
〇
一
ま
く
一
s
一
冨
墨
く
ξ
彗
e

　
g
一
〇
－
～
冨
《
U
o
－
．
向
名
『
岸
》
、
亀
§
§
良
、
ミ
之
ミ
ミ
ミ
ミ
烹
§
“
ミ
軋
恥

　
ざ
、
、
亀
s
§
8
冒
o
×
く
■
H
o
H
o
o
や
N
N
㎞
－
～
貧

　
・
吊
．
害
－
峯
芭
留
o
p
　
、
射
o
自
蜆
器
顯
自
　
o
o
目
旨
o
　
｝
o
－
く
9
ζ
岬
．
一
亀
§
ミ
軸

　
軋
、
ミ
急
3
ミ
§
蕊
§
“
ミ
害
、
S
ミ
§
§
ざ
昌
O
×
＜
H
■
H
淳
－
勺
O
．

　
H
o
ω
－
H
N
卓

　
貝
ミ
・
ω
昌
津
F
寒
ぎ
“
嵩
§
、
』
吻
§
母
“
s
、
ミ
竃
§
ミ
§
o
艮
o
a

　
5
α
㎞
、
や
ミ
N
I
H
o
o
企

　
．
永
冶
目
出
雄
「
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
対
ル
ソ
ー
及
び
デ
ィ
ド
ロ
の
哲

　
挙
．
教
育
論
争
に
つ
い
て
」
そ
の
ω
・
ω
『
愛
知
教
育
大
学
研
究
報

　
告
（
教
育
科
挙
編
）
』
％
・
2
6
一
九
七
六
年
三
月
・
一
九
七
七
年
三

　
月（

1
6
）
　
一
七
六
三
年
に
始
ま
っ
た
レ
ン
ヌ
高
等
法
院
と
王
権
と
の
対
立
、

　
一
七
六
四
年
の
ジ
ェ
ズ
イ
ヅ
ト
追
放
、
一
七
六
四
年
お
よ
ぴ
翌
年
の
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イ
ギ
リ
ス
、
プ
ロ
シ
ア
滞
在
な
ど
が
『
人
間
諭
』
に
は
反
映
さ
れ
て

　
い
る
。
た
だ
し
執
筆
開
始
時
期
は
不
明
で
あ
る
。

（
1
7
）
　
ホ
ロ
グ
ィ
ヅ
ツ
は
平
等
に
関
す
る
両
者
の
一
致
を
指
摘
し
て
は

　
い
る
が
、
影
響
関
係
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
■
F
籟
0
8
三
貝

　
o
、
昌
ミ
軋
軸
ミ
込
｛
“
ミ
ミ
3
－
］
杏
｝
“
o
｝
｛
諒
雨
、
　
心
、
－
〕
雨
ミ
δ
o
、
昌
ミ
邑
s
軋
」
呵
曽
、
耐
．

　
“
、
ミ
竃
S
，
2
0
毫
　
く
O
H
斥
　
一
〇
㎞
卓
　
O
勺
．
－
い
N
1
一
餉
ω

（
1
8
）
b
こ
、
夢
ミ
；
ぎ
昌
易
■
ま
×
×
甲
婁
9
冒
§
自
ヨ

　
H
－
－
o
－
．
）
（
－
－
o
弓
．
令
H
全
－
阜
H
㎞

（
”
）
　
－
庁
“
～
．
－
）
尿
o
o
目
『
㎜
－
o
ブ
・
－
－
H
勺
・
～
ω

（
2
0
）
　
＝
目
－
目
9
、
．
O
申
冨
O
目
O
｝
．
．
患
・
O
辻
・
O
勺
・
ω
H
0
1
ω
一
－

（
2
1
）
　
『
政
治
論
集
』
は
一
七
五
二
年
に
出
版
さ
れ
た
。
ま
た
翌
年
に

　
は
フ
ラ
ン
ス
語
訳
も
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
が
利
周

　
し
た
の
は
こ
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
「
商

　
業
に
つ
い
て
」
や
「
箸
移
に
つ
い
て
」
を
読
め
ぱ
ヒ
ュ
ー
ム
の
意
図

　
が
商
工
業
批
判
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

（
2
2
）
　
b
雨
｝
、
向
蜆
心
、
辻
－
）
ポ
o
o
自
H
餉
H
H
o
｝
－
×
－
）
（
（
。
）
？
一
〇
〇
〇

（
2
3
）
　
－
9
軋
一
U
ポ
o
o
自
鶉
自
H
o
9
×
×
く
－
弓
o
・
阜
い
｝
1
壮
山
ひ

（
脾
）
　
－
｝
｝
、
l
H
旨
O
O
自
H
㎜
－
O
巨
・
H
H
一
　
（
O
）
O
・
N
一

（
2
5
）
－
§
．
豆
套
胃
二
；
巨
・
×
×
勺
」
8

（
2
6
）
冒
一
．
ま
§
§
m
邑
8
；
巨
・
戻
？
ω
N
黒
書
8
ε
o
・

　
o
o
o
o

（
η
）
　
」
O
耐
“
、
向
吻
帖
、
註
－
〕
ポ
O
O
自
H
眈
－
O
プ
・
－
H
－
O
O
・
－
O
O
、
－
O

（
2
8
）
　
b
㎞
、
、
き
§
§
雨
ω
o
o
匡
o
目
＜
－
o
匡
・
H
＜
、
℃
・
o
o
ω
．
o
o
ナ
o
戸
く
勺
？

　
O
O
㌣
O
O
σ
9
Z
O
富
α
ラ
H
S
た
だ
し
著
修
を
必
需
品
を
越
え
る
余

　
剰
の
享
受
と
定
義
し
た
の
は
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
が
最
初
で
は
な
い
。

　
こ
の
見
解
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
も
存
在
し
、
さ
ら
に
マ
ン
ド
ヴ
ィ

　
ル
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
o
－
峯
o
目
冨
餉
ρ
邑
o
p
b
雨
、
、
向
急
、
ミ

　
き
｝
卜
o
｝
o
邑
里
冒
眈
o
耐
ミ
e
、
雨
肺
o
o
§
、
§
膏
｝
㎞
o
o
曽
『
射
．
o
凹
－
＝
o
尿
勺
p
ユ
叩

　
H
o
阜
o
－
㎞
H
N
く
o
尿
－
片
o
昌
o
■
■
－
く
冨
く
昌
o
戸
H
勺
一
ω
ω
お
向
昌
o
自

　
H
川
O
蜆
蜆
　
＝
－
O
O
’
　
O
｝
け
■
；

（
2
9
）
　
－
｝
註
．
ω
何
o
匡
o
目
く
－
2
o
冨
ζ
o
・
一
曽

（
3
0
）
．
、
O
實
毫
冒
魯
婁
｛
．
墨
曇
嘉
纈
§
轟
｛
。
昌
目
。
、
、
葦

零
＞
O
巨
募
O
ミ
ミ
ミ
㎞
ミ
意
二
こ
§
、
・
ぎ
冒
・
一
；
一

　
H
N

（
3
1
）

（
3
2
）

（
3
3
）

（
払
）

H
o
o
o
－
　
H
o
〇
一

－
〕
軸
　
“
－
室
o
§
§
雨

　
、
庁
軋
、
．
　
m
…
o
o
“
－
O
目

　
－
｝
札
軋
．
　
ω
o
o
叶
－
o
ヨ
［

　
－
｝
｝
軋
．
　
m
…
o
o
叶
｛
o
－
一

ω
o
〇
一
－
o
自
　
＜
H
　
4
〇
一
〇

＜
－
o
げ
ー
×
o
．
一
〇
N

く
自
一
〇
9
×
×
く
□

一
×
O
戸
－
く
、
や

蟹
o
1

H
企
一

o
o
．
N
0
N
－
N
α
o
o

ω
8
1
ω
9
た
だ
し
工

ル
ヴ

　
エ
シ
ウ
ス
は
あ
ら
ゆ
る
国
家
は
誕
生
・
成
長
・
老
化
・
死
と
い
う
過

程
を
経
る
と
考
え
て
い
た
。
永
遠
に
続
く
国
家
は
あ
り
え
な
い
。
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史
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ず
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