
は
じ
め
に

朱
子

(

一
一
三
〇
〜
一
二
〇
〇)

の
哲
学
は
、
彼
の
死
後
、
中
国
の
み
な
ら
ず
朝
鮮
半
島
な
ど
で
科
挙
に
取
り
入
れ
ら
れ
社
会
の

基
盤
を
形
成
す
る
思
想
と
な
り
、
日
本
に
も
広
が
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
の
普
遍
思
想
的
な
役
割
を
七
〇
〇
年
間
担
っ
て
き
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
西
洋
的
な
近
代
国
家
を
め
ざ
す
た
め
に
、
近
代
化
の
足
か
せ
に
な
る
も
の
と
し
て
朱
子
学
を
切
り
捨

て
て
き
た
。
朱
子
の
思
想
は
、
果
た
し
て
、
そ
の
よ
う
に
価
値
な
き
も
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
人
は
、
明
治
二
二
年
に
大
日
本
帝
国
憲
法
を
制
定
し
、
不
完
全
な
が
ら
も
西
洋
近
代
の
政
治
思
想
受
け
入
れ
て
き
た
。
そ
し

て
、
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
、
戦
後
、
近
代
的
な
権
利
の
思
想
が
現
在
の
日
本
国
憲
法
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
、
国
家
の
基
盤
を
形

成
し
た
。
こ
の
よ
う
に
近
現
代
の
日
本
人
は
、
権
利
や
自
由
や
民
主
主
義
と
い
っ
た
西
洋
思
想
を
受
容
し
国
家
や
社
会
を
作
っ
て
き
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た
。二

〇
一
六
年
夏
の
参
院
選
で
参
議
院
の
三
分
の
二
の
議
席
を
押
さ
え
た
安
倍
総
理
は
自
身
の
宿
願
で
あ
る
憲
法
改
正
に
つ
き
進
も

う
と
し
て
い
る
が
、
安
倍
総
理
の
憲
法
改
正
案
は
多
く
の
国
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
の
日
本
国
憲
法
の
思
想
、

す
な
わ
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
の
人
間
に
か
け
が
え
の
な
い
尊
厳
を
認
め
、
国
家
は
そ
の
個
人
の
尊
厳
を
守
る
た
め
に
あ
り
、
国
家
が
個

人
の
先
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
理
念
を
多
く
の
日
本
人
が
支
持
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
二
〇
一
二
年
に
発
表
さ
れ
た
自

民
党
の
改
憲
草
案
に
見
ら
れ
る
立
憲
主
義
や
権
利
の
思
想
の
否
定
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
近
代
化
の
歩
み
の
否
定
で
あ
り
、
広
範

な
国
民
の
支
持
を
受
け
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

日
本
国
憲
法
の
権
利
の
思
想
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
を
淵
源
の
ひ
と
つ
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
論
理
の
骨
格
を
も
っ

と
も
簡
潔
に
示
し
て
い
る
の
は
、
ト
マ
ス
・
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン

(

一
七
四
三
〜
一
八
二
六)

が
起
草
し
た
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宣
言

(

一

七
七
六
年)

で
あ
ろ
う
。｢

ポ
ス
ト
近
代｣

と
い
っ
た
立
場
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
西
洋
近
代
の
人
権
思
想
を
批
判
し
た
り
、
そ
れ
を

乗
り
越
え
る
べ
き
だ
と
い
う
人
々
が
い
る
。
あ
る
い
は
、
権
利
・
自
由
・
民
主
主
義
な
ど
の
思
想
が
東
洋
の

｢

伝
統｣

に
な
い
も
の

な
の
で
、
そ
の
よ
う
な

｢

伝
統｣

に
な
い
外
来
思
想
を
排
斥
し
よ
う
と
す
る

｢

伝
統
主
義
者｣

も
い
る
。
し
か
し
、
本
論
文
は
、
そ

の
よ
う
な
立
場
を
と
ら
な
い
。
権
利
や
自
由
、
民
主
主
義
と
い
っ
た
も
の
が
不
完
全
な
が
ら
根
付
き
つ
つ
あ
る
戦
後
の
日
本
社
会
に

生
き
る
私
た
ち
は
、
そ
の
恩
恵
を
受
け
て
き
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

戦
前
の
社
会
で
は
、
私
た
ち
の
生
命
さ
え
も
、
天
皇
の
戦
争
の
完
遂
の
た
め
に
軽
い
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
失
わ
れ

た
多
大
な
犠
牲
を
反
省
し
、
戦
前
の
あ
り
方
を
転
換
し
成
立
し
た
日
本
国
憲
法
は
、
な
ん
び
と
も
け
っ
し
て
奪
う
こ
と
が
で
き
な
い

基
本
的
人
権
、
そ
の
中
で
も
特
に
は
生
命
権
を
認
め
、
国
家
は
そ
の
生
命
権
を
保
護
す
る
た
め
に
あ
る
と
規
定
し
た
。
こ
の
よ
う
な

基
本
的
人
権
の
獲
得
は
、｢

多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努
力
の
成
果｣

(

日
本
国
憲
法
第
九
七
条)

で
あ
っ
て
、
少
し
で
も
油
断
す
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れ
ば
、
た
ち
ま
ち
に
そ
れ
を
失
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
、
と
も
す
れ
ば
人
々
の
権
利
を
侵
害
し
が
ち
な
国
家
権
力
に
対
し

て
、
た
ゆ
ま
ず
そ
れ
を
守
る
努
力
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
基
本
的
人
権
を
軽
ん
じ
、
批
判
を
加
え
よ
う
と
す
る
者
は
、
ひ
と

り
ひ
と
り
の
人
間
を
重
ん
じ
る
こ
と
が
国
家
の
目
的
の
遂
行
の
た
め
に
都
合
が
悪
い
と
考
え
る
国
家
主
義
的
思
考
を
持
ち
あ
わ
せ
て

い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
国
家
主
義
者
は
、
個
人
を
守
る
た
め
の
手
段
と
し
て
国
家
を
作
る
と
い
う
発
想
を
せ
ず
、
ひ
と
り
の
人
間

よ
り
も
国
家
の
都
合
を
優
先
す
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
を
軽
ん
じ
る
姿
勢
が
、
戦
争
を
引
き
起
こ
し
多
大
な
災
禍
を
も
た
ら
し
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
を
反
省
し
て
導
入
さ
れ
た
権
利
の
思
想
―
日
本
国
憲
法
の
基
底
と
な
る
思
想
―
こ
そ
を
、
私
た
ち
は
高
く
評
価
す
べ

き
で
あ
る
。

私
た
ち
に
と
っ
て
生
き
や
す
い
社
会
と
は
、
生
命
権
を
は
じ
め
と
す
る
権
利
が
十
分
に
認
め
ら
れ
、
尊
重
さ
れ
る
も
の
の
は
ず
で

あ
る
。
権
利
の
思
想
は
、
西
洋
で
誕
生
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
た
ち
に
と
っ
て
貴
重
か
つ
有
用
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
。
本
論
文
は
、
権
利
・
自
由
・
民
主
主
義
と
い
う
思
想
が
も
た
ら
し
た
恩
恵
を
認
め
た
上
で
、
前
近
代
に
東
ア
ジ
ア
の
普
遍
を

担
っ
て
き
た
朱
子
学
思
想
の
意
義
を
、
権
利
の
思
想
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
今
一
度
検
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
儒
教

の
思
想
は
、
近
代
化
の
弊
害
に
な
る
と
い
う
理
由
で
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
う
ち
捨
て
ら
れ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
本

論
文
は
、
朱
子
学
的
な
尊
厳
論
と
西
洋
の
権
利
の
思
想
と
の
間
に
親
和
性
が
あ
り
、
私
た
ち
の
伝
統(

教
育
勅
語
的
伝
統
で
は
な
い)

の
中
に
、
現
代
社
会
の
基
礎
を
な
す
権
利
の
思
想
と
類
似
す
る
思
惟
が
あ
っ
た
と
い
う
観
点
に
立
ち
、
私
た
ち
が
権
利
概
念
お
よ
び

朱
子
学
的
思
想
を
ど
の
よ
う
に
活
し
て
ゆ
け
る
の
か
を
模
索
す
る
も
の
で
あ
る
。(

１)

で
は
、
権
利
の
思
想
を
ア
メ
リ
カ
独
立
宣

言
に
基
づ
き
な
が
ら
概
観
す
る
。(

２)

で
は
、
比
較
の
た
め
に
朱
子
学
の
尊
厳
論
を
分
析
す
る
。(

１)

と

(

２)

の
内
容
は
、
拙

著

『

朱
子
学
的
普
遍
と
東
ア
ジ
ア

(

１)』

な
ど
で
不
十
分
な
が
ら
議
論
し
た
が
、
朱
子
学
の
尊
厳
論
の
構
造
を
分
析
し
き
れ
た
と
は
言
え

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は

(

１)
(

２)

を
踏
ま
え
つ
つ
、(

３)

に
お
い
て

『

中
庸』

や

『

太
極
図
説
解』

な
ど
に
見
ら
れ
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る
朱
子
の
性
や
太
極
の
議
論
を
い
ま
一
度
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
朱
子
学
の
尊
厳
論
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
西
洋
の
権
利
の
思

想
に
対
比
さ
せ
て
み
た
い
。

(

１)

ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
に
お
け
る
権
利
の
概
念

近
代
以
降
の
日
本
人
は
、
西
洋
の
政
治
思
想
に
基
い
て
国
家
建
設
を
し
て
き
た
。
西
洋
近
代
の
政
治
思
想
の
中
核
を
な
す
も
の
が

権
利
の
概
念
で
あ
る
。
権
利
概
念
は
、
日
本
国
憲
法
の
思
想
の
中
核
に
あ
り
、｢

は
じ
め
に｣

で
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
日
本
国
憲

法
の
第
一
三
条
は
、
次
の
よ
う
な
権
利
を
国
民
の
権
利
と
し
て
定
め
て
い
る
。

第
一
三
条

す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、

公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
、
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
。

権
利
の
思
想
は
、
戦
後
に
な
っ
て
急
に
日
本
に
移
入
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
日
本
人
が
西
洋
的
な
近
代
国
家
の
樹
立
を
め
ざ
し

て
明
治
政
府
を
立
ち
上
げ
た
時
か
ら
徐
々
に
日
本
に
根
付
い
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
福
沢
諭
吉
は
、
明
治
の
ご
く
は
じ
め
に
出
版
し

た

『

学
問
の
す
す
め』

で
権
利
の
概
念
を
紹
介
し
て
い
る

(

２)

。
明
治
に
入
り
、
そ
れ
ま
で
の
江
戸
時
代
の
身
分
制
社
会
か
ら
、
す
べ
て

の
人
々
は
平
等

(

天
皇
は
例
外)

と
い
う
社
会
が
出
現
し
た
。
福
沢
は
身
分
社
会
に
慣
れ
た
日
本
人
に
、
人
間
は
本
来
平
等
で
あ
る

こ
と
を
説
き
続
け
た
。
と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
は
平
等
と
言
う
時
に
、
い
っ
た
い
何
を
も
っ
て
平
等
と
す
る
の
か
。
福
沢
に
お
け
る
平

等
と
は
、
権
利
の
平
等
で
あ
る
。
福
沢
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
の
外
見
や
生
活
レ
ベ
ル
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
お
り
、
人
間
社

会
は
多
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
人
間
に
は
等
し
く

｢

権
理
通
義｣
が
、
す
な
わ
ち
基
本
的
人
権
が
天
よ
り
賦
与
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
点
に
お
い
て
人
間
は
平
等
な
の
で
あ
る
。
福
沢
の
言
う
人
権
の
具
体
的
な
中
身
と
は
、｢

そ
の
命｣

(

生
命)

、｢

そ
の
身
代
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所
持｣

(

財
産)

、｢

そ
の
面
目
名
誉｣

(

名
誉
・
尊
厳)

で
あ
り
、
こ
の
概
念
は
日
本
国
憲
法
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

権
利
の
思
想
は
、
人
々
に
か
け
が
え
の
な
い
人
権
を
認
め
、
そ
の
人
権
を
守
る
た
め
に
、
人
為
的
に
国
家
を
作
る
と
考
え
る
。
国

家
は
、
人
々
の
人
権

(

生
命
や
自
由
や
財
産)

を
守
る
た
め
と
い
う
目
的
の
も
と
に
人
為
的
に
作
ら
れ
る
が
、
人
々
は
治
安
の
た
め

に
権
利
の
一
部
を
国
家
に
譲
り
渡
す

(

例
え
ば
、
犯
罪
を
犯
し
た
ら
拘
留
さ
れ
る
こ
と)

に
同
意
し
、
国
家
が
権
力
装
置
と
し
て
機

能
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
い
か
な
る
国
家
・
団
体
も
、
基
本
的
人
権

(

究
極
的
に
は
生
命
権)

を
侵
害
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
規
定
し
、
国
家
が
し
て
は
な
ら
な
い
足
か
せ
を
、
法
と
い
う
形
で
与
え
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
を
、
日
本
で
は
い
ち
早

く
明
治
期
に
福
沢
諭
吉
や
中
江
兆
民
が
移
入
し
、
人
々
の
間
に
徐
々
に
浸
透
さ
せ
て
い
っ
た
。
戦
後
、
こ
の
思
想
を
全
面
的
に
取
り

入
れ
た
日
本
国
憲
法
の
成
立
を
も
っ
て
、
国
家
の
基
本
理
念
が
成
立
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
権
利
概
念
お
よ
び
、
そ
れ
に
基
づ
く

国
家
建
設
が
、
現
在
の
日
本
の
中
で
は
十
分
に
実
現
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
き
れ
な
い
が
、
現
代
の
日
本
社
会
を
支
え
る
基
本
思
想

と
な
っ
て
い
る
の
は
確
か
な
事
実
で
あ
る
。

近
代
的
な
権
利
の
思
想
の
確
立
者
の
代
表
と
言
え
る
の
は
、
一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ッ
ク
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
思
想

を
簡
潔
に
表
し
た
も
の
と
し
て
、
ト
マ
ス
・
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
が
中
心
に
な
っ
て
起
草
し
た
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宣
言

(｢

一
七
七
六
年

七
月
四
日
、
コ
ン
グ
レ
ス
に
お
い
て
一
三
の
ア
メ
リ
カ
連
合
諸
邦
の
全
員
一
致
の
宣
言｣)

が
あ
る

(

３)

。
こ
れ
は
短
い
も
の
で
あ
る
が
、

権
利
の
思
想
の
構
造
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
、
明
治
期
に
す
で
に
福
沢
諭
吉
が
紹
介
し
て
広
く
認
知
さ
れ
た
。
そ
の
独
立

宣
言
に
は
以
下
の
文
章
が
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
自
明
の
真
理
と
し
て
、
す
べ
て
の
人
は
平
等
に
造
ら
れ
、
造
物
主
に
よ
っ
て
、
一
定
の
奪
い
が
た
い
天
賦
の
権

利
を
付
与
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
生
命
、
自
由
お
よ
び
幸
福
の
追
求
の
含
ま
れ
る
こ
と
を
信
ず
る
。

ま
ず
独
立
宣
言
は
、
造
物
主

(

神)

が
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
平
等
に
権
利
を
与
え
た
と
考
え
る
。
そ
れ
は
奪
い
が
た
い
天
賦
の
権
利
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で
あ
る
。
そ
の
天
賦
の
権
利
の
代
表
が
、｢

生
命
・
自
由
・
幸
福
の
追
求｣

の
権
利
で
あ
る
。
生
命
権
と
い
う
の
は
、
政
府
批
判
を

し
て
も
、
政
府
や
国
家
権
力
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
な
い
権
利
で
あ
る
。
現
在
で
も
多
く
の
独
裁
国
家
に
お
い
て
、
政
府
批
判
を
し
た
人
々

が
騒
乱
を
煽
っ
た
な
ど
と
し
て

｢

死
刑｣

や
超
法
規
的
な
方
法
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
に
対
し
て
、
国
家

権
力
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
な
い
権
利
と
し
て
、
ま
ず
最
初
に
生
命
権
が
想
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
に
自
由
の
権
利
が
規

定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
第
一
義
的
な
意
味
は
、
政
府
の
拘
束
か
ら
の

｢

身
柄
の
自
由｣

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
権
力
者
は
、
自
分
へ

の
批
判
者
を
殺
さ
な
い
ま
で
も
、
自
由
を
奪
お
う
と
す
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
政
府
批
判
を
し
た
人
々
を
、
政
治
囚
収
容
所
な

ど
に
投
獄
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
当
な
拘
束
か
ら
の

｢

身
柄
の
自
由｣

が
、
生
命
の
次
に
重
要
な
権
利
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
宗
教
な
ど
の
信
条
の
違
い
を
め
ぐ
り
、
王
と
国
民
・
議
会
と
が
対
立
し
、
国
家
権
力
に
よ
る
不
当
な
殺

戮
や
投
獄
が
く
り
返
さ
れ
た
歴
史
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
自
由
の
権
利
の
概
念
が
生
ま
れ
た
。

生
命
と
自
由
が
保
障
さ
れ
た
上
に
、
さ
ら
に
、
人
間
ら
し
く
生
き
る
た
め
の
物
質
的
基
礎
が
必
要
で
あ
る
。
誰
も
が
人
間
ら
し
く

生
き
る
た
め
に
必
要
な
物
質
や
環
境
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
幸
福
の
追
求
の
権
利
と
し
て
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
独
立
宣
言
の
権
利
の
思
想
は
、
日
本
国
憲
法
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
、
現
在
の
私
た
ち
の
生
活
を
支
え
て
い
る
。

そ
の
中
核
が
先
に
挙
げ
た
第
一
三
条
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、｢

は
じ
め
に｣

で
言
及
し
た
二
〇
一
二
年
発
表
の
自
民
党
の
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
は
、
そ
の
第

一
三
条
で
、
人
権
が

｢

公
益
お
よ
び
公
の
秩
序
に
反
し
な
い
限
り｣

保
障
さ
れ
る
も
の
で
、
天
賦
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
、

権
利
は
立
法
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
法
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
権
利
が
保
障
さ
れ
る
と
い
う
ホ
ッ

ブ
ズ
的
論
理
に
同
一
で
あ
る
。
近
代
思
想
の
中
核
は
天
賦
人
権
論
で
あ
り
、
こ
の
改
正
案
は
、
近
代
思
想
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。

危
険
性
の
本
質
は
そ
こ
に
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
自
民
党
主
導
の
改
憲
に
多
く
の
人
々
が
拒
否
感
を
持
つ
の
は
そ
の
非
近
代
的
性
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質
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
権
力
側
は
常
に
人
々
の
権
利
を
侵
害
し
が
ち
で
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
権
利
を
守

ろ
う
と
す
る
人
々
と
の
た
た
か
い
が
近
現
代
の
歴
史
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

人
に
は
奪
い
が
た
い
基
本
的
人
権
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
次
の
論
点
に
う
つ
る
。
権
利
す
な
わ
ち
基
本
的
人
権
を

有
効
に
守
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
人
々
が
、
人
為
的
に
政
府
を
作
る
。
独
立
宣
言
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
確
保
す
る
た
め
に
人
類
の
あ
い
だ
に
政
府
が
組
織
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
正
当
な
権
力
は
被
治

者
の
同
意
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
る
。

政
府
と
は
、
各
人
の
権
利
を
守
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
人
工
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
所
与
の
も
の
で
は
な
い
。

従
っ
て
、
こ
の
権
利
を
守
る
と
い
う
目
的
を
果
た
さ
な
い
政
府
な
ら
ば
、
存
在
す
る
意
味
が
な
い
。
権
利
の
思
想
は
、
人
間
に
絶
対

不
可
侵
の
権
利
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
人
々
は
治
安
の
た
め
に
そ
れ
を
部
分
的
に
国
家
に
譲
り
渡
す
こ
と

(

犯
罪
を
犯
し
た
者
を
拘

留
す
る
な
ど)

に
同
意
し
、
国
家
が
権
力
装
置
を
維
持
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
い
か
な
る
国
家
・
団
体
も
、
基
本
的

人
権

(

究
極
的
に
は
生
命
権)

を
侵
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
規
定
し
、
国
家
が
し
て
は
な
ら
な
い
足
か
せ
を
、
法
と
い
う
形
で

与
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
基
本
的
人
権
を
守
る
た
め
の
手
段
と
し
て
政
府
を
組
織
す
る
。
そ
の
政
府
が
正
当
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、

人
々
が
そ
の
政
府
を
承
認
す
る
か
ど
う
か
に
よ
る
。
政
府
の
正
当
性
は
、
王
の
血
統
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
神
の
啓
示

に
よ
る
も
の
で
も
な
い
。
た
だ
人
々
の
同
意
の
み
に
そ
の
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
政
治
権
力
が
、
人
々
の
人
権
を
守
る
と
い
う
本
来
の
目
的
を
外
れ
て
権
利
を
踏
み
に
じ
る
時
、
人
々
は
そ
の
政
府
を

改
廃
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
独
立
宣
言
は
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
い
か
な
る
政
府
の
形
体
と
い
え
ど
も
、
も
し
こ
れ
ら
の
目
的
を
毀
損
す
る
も
の
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
人
民
は
そ
れ
を

改
廃
し
、
か
れ
ら
の
安
全
と
幸
福
と
を
も
た
ら
す
べ
し
と
み
と
め
ら
れ
る
主
義
を
基
礎
と
し
、
ま
た
権
限
の
機
構
を
も
つ
、
新
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た
な
政
府
を
組
織
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
信
じ
る
。

人
々
の
権
利
を
守
る
た
め
に
組
織
し
た
政
府
が
、
逆
に
人
々
の
権
利
を
損
ね
圧
政
を
お
こ
な
う
場
合
に
は
、
人
々
は
そ
の
政
府
を
改

廃
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
で
は
、
普
通
選
挙
が
お
こ
な
わ
れ
、
国
民
は
、
権
利
を
侵
害
し
、
幸
福
追
求
の
機
会
を
奪
う
政
権
を

倒
し
、
新
し
い
政
権
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
選
挙
制
度
が
整
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
人
々
は
、
時

に
は
革
命
や
蜂
起
に
よ
っ
て
圧
政
を
お
こ
な
う
政
権
を
退
場
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

永
く
存
続
し
た
政
府
は
、
軽
微
か
つ
一
時
的
の
原
因
に
よ
っ
て
は
、
変
革
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
は
、
実
に
慎
重
な
思
慮

の
命
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
過
去
の
経
験
も
す
べ
て
、
人
類
が
災
害
の
堪
え
得
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
か
れ
ら
の
年

来
し
た
が
っ
て
き
た
形
式
を
廃
止
し
よ
う
と
せ
ず
、
む
し
ろ
耐
え
よ
う
と
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
連
続
せ
る
暴

虐
と
簒
奪
の
事
実
が
明
ら
か
に
一
貫
し
た
目
的
の
も
と
に
、
人
民
を
絶
対
的
暴
政
の
も
と
に
圧
倒
せ
ん
と
す
る
企
図
を
表
示
す

る
に
い
た
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
政
府
を
廃
棄
し
、
自
ら
の
将
来
の
保
安
の
た
め
に
、
新
た
な
る
保
障
の
組
織
を
創
設
す
る
こ

と
は
、
か
れ
ら
の
権
利
で
あ
り
、
ま
た
義
務
で
あ
る
。

独
立
宣
言
は
、
ア
メ
リ
カ
の
一
三
の
連
合
諸
邦
の
人
々
が
、
植
民
地
を
搾
取
し
圧
政
を
続
け
る
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
対
し
て

｢

人
類
が

災
害
の
堪
え
得
ら
れ
る
か
ぎ
り｣

｢

む
し
ろ
堪
え
よ
う｣
と
し
た
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
堪
え
る
だ
け
堪
え
て
も
イ
ギ
リ
ス
政
府
は

｢

暴
虐
と
簒
奪｣
｢

絶
対
的
暴
政｣

に
よ
っ
て
抑
圧
し
続
け
た
。
従
っ
て
革
命
的
蜂
起
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
を
追
い
だ
し
、
新

し
く
人
々
が
納
得
し
承
認
す
る

(

つ
ま
り
同
意
す
る)

政
府
を
打
ち
立
て
た
。
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
家
の
始
ま
り
と
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
選
挙
の
な
い
時
代
や
地
域
に
は
、
圧
政
を
跳
ね
返
す
手
段
と
し
て
、
革
命
や
民
衆
の
蜂
起
し
か
方
法

は
な
く
、
そ
れ
も
ぎ
り
ぎ
り
堪
え
る
だ
け
堪
え
た
末
に
し
か
発
動
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
現
代
の
民
主
主
義
国
家
で
は
、
定

期
的
に
選
挙
が
あ
り
、
数
年
の
間
隔
で
容
易
に
政
権
の
改
廃
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
権
利
の
思
想
の
進
歩
で
あ
る
。
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(

２)

朱
子
学
に
お
け
る
尊
厳
論

朱
子
学
は
、
近
代
以
前
の
中
国
や
朝
鮮
半
島
で
は
、
科
挙
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
な
ど
し
て
、
社
会
の
中
核
を
担
う
思
想
で
あ
っ
た
。

日
本
で
も
近
世
以
降
は
、
朱
子
学
が
教
育
の
基
本
に
な
っ
た
。
伊
藤
仁
斎
や
荻
生
徂
徠
が
、
儒
教
の
内
部
の
立
場
か
ら
朱
子
学
批
判

を
繰
り
返
し
、
さ
ら
に
は
、
儒
教
思
想
そ
の
も
の
を
排
斥
す
る
本
居
宣
長
の
国
学
が
成
立
し
た
の
も
、
朱
子
学
が
普
遍
的
思
想
と
し

て
社
会
で
機
能
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
へ
の
反
発
が
起
き
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
朱
子
学
的
思
惟
は
、
近
代
以
前
の

東
ア
ジ
ア
の
普
遍
思
想
と
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

儒
教
思
想
は
、
そ
も
そ
も
人
間
の
本
性
を
絶
対
的
に
善
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
朱
子
も
、
そ
れ
を
踏
襲
し
、
そ
の
上
で
、
そ
れ
が

天
地
の
法
則
と
相
即
す
る
も
の
と
理
論
化
し
た
。『

大
学
章
句』

序
文
に
、
朱
子
の
次
の
文
章
が
あ
る

(

４)

。

夫
れ
以
ふ
に
学
校
の
設
、
そ
の
広
き
こ
と
此
の
如
し
。
之
を
教
ふ
る
の
術
、
其
の
次
第
節
目
の
詳
な
る
こ
と
又
た
此
の
如
し
。

而
し
て
其
の
教
を
為
す
所
以
は
、
則
ち
又
た
皆
な
之
を
人
君
の
躬
行
心
得
の
余
に
本
づ
け
、
之
を
民
生
の
日
用
彝
倫
の
外
に
求

む
る
を
待
た
ず
。
是
を
以
て
当
世
の
人
、
学
ば
ざ
る
こ
と
無
し
。
其
の
学
ぶ
者
は
、
以
て
其
の
性
分
の
固
よ
り
有
す
る
所
、
職

分
の
当
に
為
す
べ
き
所
を
知
つ
て
、
お
の
お
の
俛
焉
と
し
て
以
て
其
の
力
を
尽
く
す
こ
と
有
ら
ざ
る
は
無
し
。
こ
れ
古
昔
の
盛

ん
な
り
し
時
、
治
は
上
に
隆
に
、
俗
は
下
に
美
し
く
、
後
世
の
能
く
及
ぶ
所
に
非
ざ
る
所
以
な
り
。

朱
子
は
、
こ
こ
で
、
大
学
で
お
こ
な
う
学
問
の
目
的
を
、
自
己
の
本
性
と
し
て
も
と
も
と
備
わ
っ
て
い
る
性
分
を
認
識
し
実
践
す
る

こ
と
と
規
定
し
、
そ
の
た
め
の
確
実
な
方
法
は
、
聖
賢
の
経
典
を
読
書
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
学
問
の
本
質
は
、
本

来
の
自
己
の
も
っ
て
い
る
完
璧
な
能
力
、
本
性
を
回
復
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
朱
子
学
で
は
、
人
間
は
本
来
的
に
善
で
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あ
り
、
す
ば
ら
し
い
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
、
た
だ
し
、
そ
れ
は
気
質
の
拘
泥
を
う
け
て
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
学
問

に
よ
っ
て
復
活
さ
せ
る
と
認
識
す
る
。

そ
れ
で
は
、
人
間
に
本
源
的
に
備
わ
っ
て
い
る
性
分
、
完
全
な
る
本
性
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
朱
子
は『

大
学
或
問』

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

天
道
流
行
し
、
造
化
発
育
す
。
凡
そ
声
色
貌
象
有
て
、
天
地
の
間
に
盈
る
者
は
、
皆
物
な
り
。
既
に
こ
の
物
有
れ
ば
則
ち
、
そ

の
以
て
こ
の
物
と
な
す
所
の
者
は
、
お
の
お
の
当
然
の
則
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
く
し
て
、
自
ず
か
ら
已
む
べ
か
ら
ず
。
是
れ
み
な

天
の
賦
す
る
所
に
得
て
人
の
能
く
為
す
所
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
今
且
つ
其
の
至
つ
て
切
に
し
て
近
き
者
を
以
て
こ
れ
を
言
へ
ば

則
ち
、
心
の
物
た
り
実
に
身
に
主
た
り
。
そ
の
体
は
則
ち
、
仁
義
礼
智
の
性
に
有
り
。
其
の
用
は
則
ち
惻
隠
羞
悪
恭
敬
是
非
の

情
に
あ
り
。
渾
然
と
し
て
中
に
在
り
。
感
に
随
て
応
じ
、
お
の
お
の
主
と
す
る
と
こ
ろ
有
て
、
乱
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
次
に

し
て
身
の
具
す
る
所
に
及
で
は
則
ち
口
鼻
耳
目
四
支
の
用
あ
り
。
又
次
に
し
て
身
の
接
す
る
所
に
及
て
は
則
ち
君
臣
父
子
夫
婦

長
幼
朋
友
の
常
有
り
。
是
れ
皆
必
ず
当
然
の
則
有
て
自
ら
已
む
べ
か
ら
ず
。
い
は
ゆ
る
理
な
り

(

５)

。

人
間
の
心
の
本
体
に
は
、｢

仁
義
礼
智｣

(

こ
れ
に
信
を
加
え
る
と
五
常)

が
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
代
表
は
仁
で
あ
り
、
人
は
本
能

的
に
人
を
信
じ
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
あ
る
。
人
は
、
ご
く
身
近
な
家
族
か
ら
そ
の
愛
の
対
象
を
他
人
に
広
げ
て
、｢

五
倫｣

(

親
・
兄
弟
・
夫
婦
・
君
臣
・
朋
友
の
関
係)

を
よ
く
保
つ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
理
で
あ
り
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た

本
来
的
な
能
力
で
あ
る
。

結
局
、
朱
子
学
に
お
け
る
絶
対
的
に
善
な
る
性
質
を
有
す
る
人
間
の
内
実
と
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
で
き
る
。
究
極
的
に
は
、
人

は
仁
を
本
性
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
人
を
愛
し
、
善
意
で
接
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
身
近
な
人
間
関
係

(

父
子
・

夫
婦
・
兄
弟
な
ど)

を
正
し
く
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
は
本
来
的
に
道
徳
的
存
在
で
あ
り
、
家
の
中
で
の
身
近
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な
人
間
関
係
を
遂
行
す
る
能
力
が
そ
な
わ
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
押
し
広
げ
て
、
国
家
や
全
人
類
規
模
で
の
友
愛
の
達
成
が
可
能
で
あ

る
。性

を
理
と
考
え
る
こ
と
が
、
朱
子
の
倫
理
思
想
の
前
提
で
あ
る
。
性
と
は
理
の
こ
と
で
あ
る
。
気

(

天
気
地
質)

が
な
け
れ
ば
、

理
が
お
ち
つ
く
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
の
理
が
付
着
し
た
気
が
清
明
な
ら
ば
、
本
来
善
で
あ
る
理
は
順
調
に
発
現
す
る
が
、
そ
の
付
着

し
た
と
こ
ろ
が
気
質
に
お
お
わ
れ
て
い
る

(

気
質
が
昏
濁
し
て
い
る)

場
合
、
私
欲
が
ま
さ
っ
て
理
の
発
現
が
さ
ま
た
げ
ら
れ
、
悪

が
生
じ
る
。｢

本
原
之
性(

＝
理)｣

は
、
善
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
原
之
性
は
、
気
質
を
離
れ
て
は
落
ち
着
く
場
所
が
な
い
。
性
は
、

気
質

(

そ
れ
は
清
明
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
が
往
々
に
し
て
昏
濁
で
あ
る)

と
一
緒
に
あ
る
時
は
、
気
質
に
包
ま
れ
て
い
る
の
で
気
質

之
性
と
な
り
、
本
原
之
性
と
は
異
な
る
も
の
と
な
り
、
善
い
も
の
だ
け
で
な
く
悪
い
も
の
も
あ
り
得
る

(『

朱
子
語
類』

巻
四
・
43
。

(

６)

心
に
は
、
性
が
付
着
し
て
い
る
。
性
そ
れ
自
体
は
天
命
之
性
で
あ
る
が
、
心
と
い
う
気

(

神
明
不
測)

に
付
着
し
た
時
か
ら
、
そ

れ
は
気
を
通
し
て
存
在
せ
ざ
る
を
得
な
い
気
質
之
性
と
な
る
。
気
質
之
性

(

性
が
気
質
に
拘
泥
さ
れ
て
い
る
状
態)

で
あ
れ
ば
、
心

の
機
能

(

知
覚)

は
、
非
常
に
制
限
さ
れ
た
も
の
と
な
り
危
険
で
あ
る(

人
心)

。
気
質
が
澄
ん
で
い
て
気
質
之
性
が
本
来
の
天
命
之

性
に
限
り
な
く
近
い
状
態

(

道
心)

は
、
め
っ
た
に
な
い
も
の
で
あ
る
。
心
は
、
こ
の
よ
う
に
、
道
心
と
人
心
に
分
類
で
き
る

(『

朱
子
語
類』

巻
四
・
39)

。

心
は
、
衆
理(

性)

を
具
足
し
て
お
り
、
本
来
的
に
善
で
あ
る
。
し
か
し
心
自
体
が
気
形
で
あ
り
、
そ
れ
が
濁
っ
て
い
る
時
に
は
、

性

(

本
原
之
性)

は
、
濁
っ
た
気
質
之
性
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
悪
が
生
じ
る
。
人
心

(

気
質
之
性
に
拘
泥
さ
れ
て
知
覚
す
る)

で
あ

れ
ば
、
悪
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
道
心

(

気
質
が
澄
ん
で
い
て
、
気
質
之
性
が
、
本
来
善
で
あ
る
天
命
之
性
に
限
り
な
く

近
い
時)

で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
悪
が
生
じ
る
余
地
は
な
い

(『

朱
子
語
類』
巻
五
・
33)

。

朱
子
の
性
と
心
の
関
係
を
ま
と
め
れ
ば
、
器
官
と
し
て
の
心
は
気
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
性
は
理
で
あ
る
。
性
が
、
気
に
よ
っ
て
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形
成
さ
れ
る
心
に
付
着
し
て
い
る
た
め
に
、
性
が
理
の
ま
ま
に
発
現
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
、
心
の
機
能
も
制
限
さ
れ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
心
の
汚
れ
を
ぬ
ぐ
い
、
本
来
の
性
の
発
現
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
善
な
る
本
性
は
無
条
件
に
発
揮
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
が
人
で
あ
る
以
上
、
気
稟
の
制

限
を
う
け
、
善
な
る
本
性
の
発
露
が
阻
害
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
犯
罪
を
犯
し
た
り
、
人
と
共
感
で
き
ず
社
会
生
活
に
支
障
を
き
た

す
一
部
の
人
々
は
、
こ
の
発
露
が
極
端
に
阻
害
さ
れ
て
い
る
と
説
明
す
れ
ば
、
現
実
に
は
悪
が
あ
る
こ
と
も
説
明
が
つ
く
。

そ
れ
で
は
、
気
質
の
拘
泥
を
受
け
、
善
な
る
性
質
が
全
面
的
に
は
発
露
で
き
な
い
状
態
に
お
い
て
、
人
は
何
を
な
す
べ
き
か
。
私

た
ち
は
、
学
問
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
善
な
る
本
性
を
回
復
す
る
必
要
が
あ
る

(

復
初)

。
朱
子
学
に
お
い
て
人
が
生
き
る
と
い
う

こ
と
は
、
学
び
続
け
て
復
初
を
し
て
ゆ
く
過
程
で
あ
る
。

善
な
る
本
性
の
回
復

(

こ
れ
こ
そ
学
問
の
目
的)

に
は
、
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
内
面
の
理
の
涵
養
と
、
外
的
な
事
物
の
理
の
探

究
で
あ
る
。
朱
子
は
、
外
の
事
理
の
探
究
に
よ
っ
て
、
内
面
の
理(

本
性)

を
も
涵
養
で
き
る
と
考
え
た
。
朱
子
の
理
論
に
よ
れ
ば
、

外
部
の
理
と
内
部
の
理
は
同
一
で
つ
な
が
っ
て
お
り
、
朱
子
は
、
こ
の
二
つ
の
う
ち
、
外
の
理
の
探
究
の
方
に
よ
り
重
点
を
置
い
た
。

朝
鮮
最
大
の
朱
子
学
者
で
あ
る
李
退
渓
は
、
内
部
の
理

(

敬)

の
確
立
の
方
に
重
点
を
置
い
た
。
そ
し
て
、
李
退
渓
の
姿
勢
に
影
響

を
受
け
た
日
本
の
山
崎
闇
斎
も
ま
た
内
部
の
理
の
確
立
を
最
優
先
し
た
。

朱
子
の
死
後
、
朝
鮮
や
日
本
に
伝
わ
っ
た
朱
子
学
の
東
ア
ジ
ア
的
広
が
り
の
中
で
、
理
の
探
究
の
方
法
に
つ
い
て
は
多
様
な
見
解

が
生
ま
れ
た
が
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
採
る
に
せ
よ
、
人
の
本
性
は
絶
対
的
に
善
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
人
間
の
尊
厳
を
認
め

る
の
が
、
儒
教
の
仁
論
で
あ
る
。
善
な
る
本
性
が
十
全
に
発
揮
さ
れ
る
と
き
、
人
間
は
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
さ
な
い
の
で
、
朱
子
学
で

は
、
国
家
権
力

(

と
く
に
治
安
機
構
や
強
制
を
と
も
な
う
国
家
行
為)
の
存
在
を
必
要
と
し
な
い
。
国
の
統
治
者
の
実
体
は
、
偉
大

な
教
師
で
あ
る
。
よ
り
偉
大
な
教
師
の
資
質
を
も
っ
た
人
間
が
王
と
な
り
、
王
＝
教
師
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
持
て
る
能
力
を
正
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し
く
開
花
で
き
る
よ
う
に
手
助
け
を
す
る
。
儒
教
に
お
い
て
は
、
国
家
は
大
き
な
学
校
の
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

悪
を
犯
し
た
人
間
は
、
ま
だ
自
身
の
能
力
を
開
花
し
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
よ
り
適
切
に
教
育
を
受
け
本
来
の
善
性
を
取

り
戻
す
べ
き
で
あ
る
。
理
論
的
に
は
、
強
制
力
を
と
も
な
っ
た
刑
罰
が
介
入
す
る
余
地
は
な
い
。
警
察
・
軍
隊
と
い
っ
た
暴
力
的
な

強
制
機
構
を
必
要
と
せ
ず
、
過
ち
を
犯
し
た
人
間
は
、
教
育
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
本
来
の
人
間
性
を
回
復
で
き
る
と
す
る
。

朱
子
学
は
、
理
想
状
態
に
お
い
て
国
家
権
力
を
ま
っ
た
く
必
要
と
し
な
い
の
で
、
権
力
の
暴
走
を
ふ
せ
ぐ
法
を
整
備
す
る
こ
と
も

な
い
。
従
っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
国
家
権
力
が
介
入
で
き
な
い
範
囲

(

基
本
的
人
権)

を
想
定
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
も
そ

も
思
想
の
立
脚
点
が
異
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
発
想
が
な
く
と
も
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
の
住
む
現
実
社
会

は
、
教
育
や
福
祉
が
完
全
に
整
い
す
べ
て
の
人
間
の
善
性
が
発
揮
さ
れ
る
と
い
う
理
想
は
達
成
さ
れ
て
い
な
い
が
た
め
に
、
警
察

(

場
合
に
よ
っ
て
は
軍
隊)

な
ど
の
強
制
力
を
伴
う
機
構
が
存
在
し
て
い
る
。
平
和
で
、
人
々
の
自
治
意
識
も
高
く
、
そ
の
出
番
は

限
り
な
く
少
な
く
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
小
さ
な
政
府
で
あ
っ
た
と
し
て
も
で
あ
る
。
こ
の
状
態
で
は
、
人
間
に
基
本
的
人
権
を
想

定
し
、
そ
れ
を
侵
害
す
る
可
能
性
の
あ
る
国
家
権
力
を
法
に
お
い
て
縛
っ
て
ゆ
く
と
い
う
西
洋
の
人
権
思
想
は
有
効
で
あ
り
、
現
在

の
日
本
や
東
ア
ジ
ア
世
界
で
も
そ
の
有
用
性
を
認
め
、
国
家
の
法
整
備
の
基
盤
と
し
て
い
る
。

朱
子
学
の
思
想
は
、
西
洋
の
人
権
思
想
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
補
完
し
、
強
制
力
を
伴
う
国
家
権
力
の
役
割
を
制

限
し
、
最
終
的
に
な
く
し
て
ゆ
く
と
い
う
方
向
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
も
う
一
度
、
人
を
絶
対
善
と
見
な
し
、
誰
も
が

潜
在
的
に
は
そ
の
よ
う
な
能
力
を
平
等
に
有
す
る
と
考
え
る
朱
子
学
思
想
を
評
価
し
て
み
た
い
。

朱
子
学
に
お
い
て
、
人
は
善
な
る
本
性
を
有
し
、
今
仮
に
不
完
全
で
悪
を
犯
し
た
と
し
て
も
、
常
に
人
は
み
ず
か
ら

(

あ
る
い
は

外
部
か
ら
、『

大
学
章
句』

の
言
う
新
民
と
は
民
を
新
た
に
す
る
、
他
人
に
よ
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
で
あ
る

(

７))

に
よ
っ
て
、
そ
の

失
敗
を
つ
ぐ
な
い
完
全
な
る
本
性
に
復
帰
す
る
可
能
性
を
持
つ
続
け
る
存
在
で
あ
る
。
西
洋
近
代
の
人
権
思
想
に
お
い
て
は
、
人
に
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は
国
家
権
力
な
ど
他
者
が
介
入
で
き
な
い
不
可
侵
の
領
域
が
あ
る
と
す
る
。
朱
子
学
に
お
い
て
、
天
理
が
人
間
の
本
性
と
し
て
そ
な

わ
っ
て
い
る
本
然
の
性
、『

大
学』

の
言
葉
に
よ
れ
ば
明
徳
こ
そ
が
、
人
間
に
お
け
る
尊
厳
の
根
源
で
あ
り
、
不
可
侵
の
領
域
で
あ

る
。
明
徳
と
は
、
す
な
わ
ち
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
あ
か
る
い
か
が
や
か
し
い
徳
で
あ
り
、
人
間
に
生
ま
れ
つ
き
の
本
来
的
な
も
の

で
あ
り
、
虚
霊
不
昧
の
も
の
で
あ
る
。
虚
霊
不
昧
と
は
、
い
か
な
る
障
害
に
も
妨
害
さ
れ
ず
自
由
自
在
に
働
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
こ
に
衆
理
を
そ
な
え
、
万
事
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
実
に
は
明
徳
は
、
気
質
と
人
欲
に
お
お
わ
れ
束
縛
さ
れ
た
状
態

で
存
在
し
て
い
る
が
、
本
来
の
姿
は
輝
か
し
く
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
間
に
こ
の
明
徳
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
す
る
朱

子
の
論
理
か
ら
、
仮
に
悪
を
犯
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
間
を
罰
し
場
合
に
よ
っ
て
は
死
刑
に
す
る
と
い
う
論
理
的
を
導
き
だ
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
常
に
可
能
性
を
も
つ
人
間
の
輝
か
し
い
未
来
は
、
誰
も
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
人
は
、
常
に
教
育
に

よ
っ
て
の
み
、
本
来
の
輝
か
し
い
姿
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
な
朱
子
学
的
思
考
を
、
現
代
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
刑
罰
も
教
育
に
収
斂
し
て
ゆ
く
教
育
的
思
想
と
し
て
蘇
ら
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。
日
本
や
東
ア
ジ
ア
の
社
会
に
は
、
人
間
の
絶
対
的
善
性
を
想
定
し
、
社
会
の
営
み
は
す
べ
て
そ
の
隠
さ
れ
た
善
性
を

回
復
す
る
こ
と
と
規
定
す
る
儒
教
思
想
が
存
在
し
た
。
朱
子
学
的
な
尊
厳
論
や
儒
教
の
仁
論
は
、
西
洋
近
代
の
人
権
思
想

(

お
よ
び

そ
れ
と
表
裏
に
あ
る
国
家
権
力
の
横
暴
を
法
に
よ
っ
て
制
限
す
る
と
い
う
考
え
方)

と
対
立
せ
ず
む
し
ろ
補
完
し
あ
う
も
の
で
あ
る
。

西
洋
の
人
権
概
念
の
根
底
に
は
、
差
異
は
あ
っ
て
も
同
じ
人
間
と
し
て
認
め
合
い
尊
重
す
る
人
類
愛
の
思
想
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
東
ア
ジ
ア
の
普
遍
思
想
と
し
て
機
能
し
た
朱
子
学
に
お
い
て
も
、
独
自
の
尊
厳
論
、
仁
論
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
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(

３)

朱
子
学
の
尊
厳
論
の
根
源
―

｢

性｣

と

｢

太
極｣

の
議
論
―

朱
子
学
の
尊
厳
論
を
性
と
太
極
の
概
念
に
着
目
し
て
さ
ら
に
掘
り
下
げ
、
そ
こ
に
西
洋
の
権
利
の
思
想
に
つ
な
が
る
論
理
が
見
い

だ
せ
る
の
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

『

中
庸』

に
朱
子
が
独
自
の
注
を
付
し
た

『

中
庸
章
句』

は
、『

大
学
章
句』

と
並
ん
で
朱
子
学
の
基
本
文
献
で
あ
る
。
そ
の
首
章

で
は
、
本
格
的
な
性
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、『

中
庸』

理
論
の
中
核
を
な
す
。『

中
庸』

の
後
章
は
、
こ
の
首
章
を
敷
衍
し
た

も
の
に
す
ぎ
な
い
。
今
こ
の
首
章
に
見
ら
れ
る
性
の
議
論
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、『

中
庸』

本
文
に
次
の
文
章
が
あ
る
。

天
の
命
ず
る
、
之
を
性
と
謂
い
、
性
に
率
う
、
之
を
道
と
謂
い
、
道
を
修
む
る
、
之
を
教
と
謂
う
。

天
が
下
し
た
命
令
そ
れ
が
性
で
あ
る
。
こ
の
性
に
し
た
が
う
こ
と
を
道
と
い
い
、
ど
の
よ
う
に
道
を
修
め
て
ゆ
く
か
を
具
体
化
し
た

も
の
が
教
で
あ
る
。
朱
子
は
、
こ
の
文
章
に
対
し
て
、『

中
庸
章
句』

で
次
の
よ
う
に
注
解
し
て
い
る
。

命
は
な
ほ
令
の
ご
と
き
な
り
。
性
は
即
ち
理
な
り
。
天
は
陰
陽
五
行
を
以
て
万
物
を
化
生
す
。
気
は
以
て
形
を
成
し
、
理
も
亦

こ
れ
に
賦
す
。
な
ほ
命
令
の
ご
と
き
な
り
。
是
に
於
い
て
人
と
物
と
の
生
、
お
の
お
の
そ
の
賦
す
る
所
の
理
を
得
る
に
因
つ
て
、

以
て
健
順
五
常
の
徳
を
為
す
。
い
は
ゆ
る
性
な
り
。

性
と
い
う
の
は
天
が
下
し
た
命
令
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
っ
と
普
遍
的
な
言
葉
で
置
き
換
え
る
な
ら
理
で
あ
る
。
物
質

(

人
の
体
も
含

む)

的
な
も
の
を
形
成
す
る
の
は
気
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
気
を
あ
る
べ
き
よ
う
に
あ
ら
し
め
て
い
る
の
が
、
理
で
あ
る
。
私
た

ち
の
肉
体
は
気
で
で
き
て
い
る
が
、
そ
こ
に
理
が
あ
た
か
も
命
令
が
下
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
賦
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
個
々
の
存
在
、
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物
に
そ
れ
ぞ
れ
わ
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
理
が
特
に
性
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

朱
子
は
さ
ら
に
性
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
た
と
え
を
し
て
い
る
。
理
が
人
や
物
に
わ
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
月
が
大
小
の

茶
碗
の
水
に
う
つ
る
と
き
、
そ
の
茶
碗
の
大
き
さ
に
あ
わ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
月
が
自
己
の
姿
を
わ
り
つ
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ

ば
そ
れ
ぞ
れ
に
月
に
姿
が
ま
る
ご
と
わ
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
朱
子
は
、
天
地
万
物
の
理
を
総
じ
て
太
極
と
も
呼
ぶ
が
、
お
の
お
の

の
存
在
が
各
自
、
ひ
と
つ
の
太
極
を
完
全
に
具
有
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
理
が
人
に
内
在
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、｢

健
順
五

常
の
徳｣

す
な
わ
ち

｢

仁
義
礼
智
信｣

の
五
常
の
徳
を
人
は
完
全
な
か
た
ち
で
有
し
て
い
る
。
そ
の
五
つ
を
包
括
す
る
の
が

｢

仁｣

で
あ
り
、(

２)

で
示
し
た

『

大
学』

の
文
章
に
あ
る
よ
う
に
、
人
は
本
来
人
類
愛
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
完
全
な
存
在
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の

『

中
庸』
本
文
に
、
朱
子
は
次
の
注
を
つ
け
て

｢

道｣

に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。

率
は
循
な
り
。
道
は
な
ほ
路
の
ご
と
き
な
り
。
人
と
物
と
の
お
の
お
の
其
の
性
の
自
然
に
循
へ
ば
、
則
ち
其
の
日
用
事
物
の
間
、

お
の
お
の
当
に
行
く
べ
き
の
路
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
是
れ
則
ち
い
は
ゆ
る
道
な
り
。

『

中
庸』

本
文
の

｢

率｣

と
い
う
字
は
、
し
た
が
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
人
あ
る
い
は
物
が
そ
れ
ぞ
れ
天
よ
り
命
じ
ら
れ
た

(

お

の
お
の
に
割
り
当
て
ら
れ
た
性)

に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
日
々
の
生
活
の
実
践
に
お
い
て
当
然
ゆ
く
べ
き
道
が
発
見
自
覚
さ
れ
る
。

し
か
し
、
朱
子
に
お
い
て
、
こ
の
性
が
わ
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
肉
体(

気
稟)

に
は
差
異
が
あ
る
と
い
う
議
論
が
続
く
。
朱
子
は
、

『

中
庸
章
句』

で
以
下
の
解
釈
を
加
え
て
い
る
。

修
は
之
を
品
節
す
る
な
り
。
性
と
道
と
は
同
じ
な
り
と
雖
も
、
而
も
気
稟
或
ひ
は
異
な
る
。
故
に
過
不
及
の
差
無
き
こ
と
能
は

ず
。
聖
人
、
人
と
物
と
の
当
に
行
く
べ
き
所
の
も
の
に
因
り
て
之
を
品
節
し
、
以
て
法
を
天
下
に
為
し
、
則
ち
之
を
教
と
謂
ふ
。

礼
楽
刑
政
の
属
の
ご
と
き
是
な
り
。

修
と
い
う
の
は
品
節
す
る
こ
と
で
あ
る
。
品
節
と
は
、
人
間
関
係
に
お
い
て
親
疎
の
差
を
ふ
ま
え
て
冠
婚
葬
祭
の
関
係
を
か
え
る
こ
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と
で
あ
る
。
儒
教
で
は
人
間
関
係
に
親
疎
の
差
が
あ
る
こ
と
は
、
ご
く
自
然
な
議
論
の
前
提
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
差
は
気

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
輝
か
し
い
性
を
賦
与
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
実
際
に
は
気
稟
を
通
じ
て
し
か
実
在
し
え

ず
、
そ
の
実
在
の
性
を
気
質
の
性
と
よ
ぶ
。
聖
人
は
気
稟
の
差
に
基
づ
い
て
人
お
よ
び
物
の
な
す
べ
き
こ
と
を
道
と
し
て
さ
ま
ざ
ま

に
品
節
し
、
法
度
や
実
践
的
規
則
を
作
っ
た
。
そ
れ
が
教
で
あ
る
。

私
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
教
に
の
っ
と
り
生
き
て
い
る
と
い
う
議
論
の
前
提
に
は
、
誰
に
も
天
の
命
令
で
あ
る
性
が
賦
与
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
あ
る
。
朱
子
の
議
論
に
お
い
て
は
、
気
稟
が
作
る
差
異
の
背
後
に
、
こ
の
性
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間

は
、
自
分
に
性
と
い
う
も
の
が
内
在
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
天
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
も
知
ら
ず
、
日
常
の
実
践
に

お
い
て
、
い
ち
い
ち
道
が
性
に
依
拠
す
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
い
。
気
稟
の
差
に
ま
ど
わ
さ
れ
、
等
し
く
理
が
わ
り
つ
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
よ
く
認
識
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に

『

中
庸』

の
首
章
に
は
、｢
未
発
の
中｣

に
つ
い
て
説
い
た
以
下
の
文
が
あ
る
。

喜
怒
哀
楽
の
未
だ
発
せ
ざ
る
、
之
を
中
と
謂
ふ
。
発
し
て
皆
な
節
に
中
る
、
之
を
和
と
謂
ふ
。
中
な
る
者
は
、
天
下
の
大
本
な

り
。
和
な
る
者
は
、
天
下
の
達
道
な
り
。

こ
れ
を
ふ
ま
え
た
未
発
・
已
発
の
概
念
は
、
朱
子
の
倫
理
学
に
極
め
て
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
朱
子
は
、

『

中
庸
章
句』

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

喜
怒
哀
楽
は
情
な
り
、
其
の
未
だ
発
せ
ざ
る
は
則
ち
性
な
り
。
偏
倚
す
る
所
無
し
、
故
に
之
を
中
と
謂
ふ
。
発
し
て
皆
な
節
に

中
る
は
、
情
の
正
な
り
、
乖
戻
す
る
所
無
し
、
故
に
之
を
和
と
謂
う
。
大
本
な
る
者
は
天
命
の
性
に
し
て
、
天
下
の
理
、
皆
な

此
れ
由
り
出
ず
、
道
の
体
な
り
。
達
道
な
る
者
は
、
性
に
循
う
の
謂
ひ
に
し
て
、
天
下
古
今
の
共
に
由
る
所
、
道
の
用
な
り
。

此
れ
性
情
の
徳
を
言
ひ
、
以
て
道
の
離
る
べ
か
ら
ざ
る
の
意
を
明
か
に
す
。
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喜
怒
哀
楽
は
情
で
あ
る
が
、
そ
の
情
が
発
動
し
て
い
な
い
状
態
で
は
、
心
は
静
か
な
本
来
的
な
性
の
状
態
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性

の
あ
り
方
は
不
偏
不
倚
で
中
で
あ
る
。
情
が
発
動
し
て
も
し
か
る
べ
き
節
度
に
あ
て
は
ま
れ
ば
情
の
正
常
状
態
で
あ
り
理
に
そ
む
く

も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
気
稟
の
差
に
よ
り
過
不
及
を
生
じ
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
そ
の
現
実
を
超
越
し
て
、
現

実
の
中
に
あ
る

｢

未
発
の
中｣

、
す
な
わ
ち
思
慮
が
ま
だ
萌
さ
す
、
一
毫
の
私
欲
も
な
い
の
で
何
の
偏
り
も
な
い
寂
然
と
し
た
不
動

な
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
知
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
は
偏
り
の
な
い
情
の
根
底
に
未
発
の
性
が
あ
る
こ
と
を

常
に
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
朱
子
は
強
調
す
る
。

『

中
庸』

第
十
三
章
に
お
い
て
、
道
の
不
可
離
性
に
つ
い
て
、
次
の
議
論
が
展
開
す
る
。

子
曰
く
、
道
、
人
に
遠
か
ら
ず
。
人
、
道
を
為
し
て
而
も
人
に
遠
き
は
、
以
て
道
と
為
す
可
か
ら
ず
。

道
は
い
か
な
る
場
合
に
も
人
間
か
ら
遠
い
も
の
で
は
な
い
、
さ
ら
に

『

中
庸』

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

詩
に
云
ふ
、
柯
を
伐
り
柯
を
伐
る
、
其
の
則
遠
か
ら
ず
と
。
柯
を
執
り
て
以
て
柯
を
伐
る
。
睨
し
て
之
を
視
る
も
、
な
ほ
以
て

遠
し
と
為
す
。
故
に
君
子
は
人
を
以
て
人
を
治
め
、
改
め
て
止
む
。

こ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る

『

詩
経』

の
詩
の
意
味
は
、｢

斧
の
柄
を
作
ろ
う
と
す
る
と
き
に
、
そ
の
長
さ
を
決
め
る
基
準
は
遠
く
に

存
在
し
な
い｣

す
な
わ
ち
、
斧
を
見
て
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
柄
を
作
れ
ば
い
い
だ
け
で
あ
る
。
道
も
ま
た
遠
く
に
存
在
し
な
い
。
私
た

ち
に
備
わ
っ
て
い
る
性
に
し
た
が
っ
て
生
き
る
こ
と
、
そ
れ
が
道
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
気
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
差
異
の

世
界
の
根
底
に
、
誰
も
に
等
し
く
賦
与
さ
れ
て
い
る
性
が
あ
り
、
気
稟
を
か
き
わ
け
そ
の
性
に
し
た
が
っ
て
生
き
る
こ
と
こ
そ
私
た

ち
が
な
す
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
気
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
世
界
を
見
れ
ば
、
私
た
ち
に
は
天
の
命
で
あ
る
理
す
な
わ
ち
性
が
内
在
し
て
い
る
。
こ

の
性
が
自
動
的
に
発
動
す
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
お
の
ず
と
人
類
愛
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
行
動
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
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よ
う
な
論
理
を
権
利
の
思
想
と
較
べ
て
み
た
い
。

先
に
見
た
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
に
は
造
物
主
＝
神

(

あ
る
い
は
天
、
自
然)

に
よ
り
基
本
的
な
権
利
を
賦
与

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
重
要
な
も
の
は
、
生
命
権
、
生
き
る
権
利
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
も
う
少
し
具
体
的
に
説
明
し
て
み

る
と
、
こ
の
生
き
る
権
利
と
い
う
も
の
は
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
に
よ
れ
ば
神
か
ら
賦
与
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
権
利
と
は
何
か

と
い
う
と
、
多
少
の
制
約
は
あ
る
が
―
例
え
ば
自
分
が
生
き
る
た
め
に
他
者
の
権
利
を
侵
害
し
な
い
、
例
え
ば
殺
さ
な
い
、
奪
わ
な

い
な
ど
―
、
誰
に
も
邪
魔
を
さ
れ
ず
に
好
き
な
よ
う
に
行
使
し
て
よ
い
と
い
う
神
か
ら
の
許
可
で
あ
る
。
ま
た
、
好
き
な
よ
う
に
行

使
す
る
力

(

能
力)
と
も
言
え
る
。

今
、
私
た
ち
の
性
は
、
天
が
賦
与
し
た
正
し
く
生
ら
れ
る
能
力
で
も
あ
り
、
正
し
く
生
き
よ
と
い
う
命
で
も
あ
る

(

８)

。
正
し
く
生
き

る
と
は
仁
、
人
類
愛
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
行
動
を
取
る
こ
と
で
り
、
私
た
ち
は
気
の
拘
泥
を
取
り
除
く
と
そ
の
能
力
が
自
動
的
に
開
花

す
る
。
こ
の
よ
う
な
朱
子
学
の
性
の
議
論
は
、
権
利
の
思
想
と
少
し
重
な
る
点
が
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
は
、
権
利
が
神
に
よ
っ
て
賦
与
さ
れ
て
い
る
と
す
る
が
、
誰
が
権
利
を
賦
与
し
た
の
か
と
い
う
議
論
は
論
者

に
よ
り
違
い
が
あ
る
。
日
本
に
権
利
の
思
想
を
紹
介
し
た
福
沢
諭
吉
は
、
自
然
が
賦
与
し
た
と
し
た
。

そ
れ
で
は
、
朱
子
学
に
お
い
て
、
性
を
根
拠
づ
け
る
論
理
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
朱
子
は
、
性
を
、
私
た
ち
を
あ

る
べ
き
よ
う
に
正
し
く
動
か
す
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
と
考
え
る
。
朱
子
は
、
ま
た
、
性
す
な
わ
ち
理
を
太
極
と
呼
び
存
在
の
根
拠
と

す
る
。
周
濂
渓
の

『

太
極
図
説』

の

｢

無
極
に
し
て
太
極｣
と
い
う
句
を
、
朱
子
は

『

太
極
図
説
解』

で
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い

る

(

９)

。
上
天
の
載
は
、
声
な
く
臭
な
く
し
て
、
実
に
造
化
の
枢
紐
に
し
て
品
彙
の
根
柢
な
り
。
故
に
無
極
に
し
て
太
極
と
曰
ふ
。
太
極

の
外
に
、
復
た
無
極
あ
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
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造
化
の
中
枢
で
あ
り
、
す
べ
て
の
存
在
の
根
拠
と
な
る
も
の
が
太
極
で
あ
る
。
そ
れ
は
存
在
し
て
い
る
が
物
質
的
で
は
な
く
形
を
超

え
た
形
而
上
の
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、『

太
極
図
説』

に
は
次
の
一
文
が
あ
る
。

太
極
動
い
て
陽
を
生
じ
、
動
く
こ
と
極
つ
て
静
か
な
り
。
静
か
に
し
て
陰
を
生
じ
、
静
か
な
る
こ
と
極
つ
て
復
た
動
く
。
一
陰

一
陽
、
互
い
に
そ
の
根
と
な
り
、
陰
に
分
れ
陽
に
分
れ
て
、
両
儀
立
つ
。

こ
の
よ
う
に
太
極
が
動
き
、
気
か
ら
陰
陽
と
い
う
物
質
の
世
界
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
朱
子
は

『

太
極
図
説
解』

で
以
下
の
よ
う
に
注
釈
し
て
い
る
。

蓋
し
、
太
極
と
は
本
然
の
妙
な
り
。
動
静
と
は
乗
る
所
の
機
な
り
。
太
極
は
、
形
よ
り
し
て
上
の
道
な
り
。
陰
陽
は
、
形
よ
り

し
て
下
の
器
な
り
。
こ
の
以
に
そ
の
著
は
る
る
者
よ
り
し
て
こ
れ
を
観
れ
ば
、
す
な
は
ち
動
静
は
時
を
同
じ
う
せ
ず
、
陰
陽
は

位
を
同
じ
う
せ
ざ
る
も
、
太
極
は
在
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
そ
の
微
か
な
る
者
よ
り
し
て
こ
れ
を
観
れ
ば
、
す
な
は
ち
沖
漠
朕
な

き
も
、
陰
陽
動
静
の
理
は
已
に
悉
く
そ
の
中
に
具
は
る
。
然
り
と
雖
も
、
こ
れ
を
前
に
推
し
て
そ
の
始
め
の
合
ふ
を
見
ず
、
こ

れ
を
後
に
引
い
て
そ
の
終
り
の
離
る
る
を
見
ざ
る
な
り
。
故
に
程
子
曰
く
、
動
静
は
端
な
く
、
陰
陽
に
始
め
な
し
、
道
を
知
る

者
に
あ
ら
ず
ん
ば
た
れ
か
能
く
こ
れ
を
識
ら
ん
と
。

太
極
は
形
而
上
の
存
在
で
あ
る
。｢

あ
ら
ざ
る
こ
と
な
し｣
な
の
で
、
存
在
は
し
て
い
る
が
感
覚
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
形

を
超
越
し
た
も
の
で
あ
る
。｢

沖
漠
朕｣

と
は
空
漠
な
何
も
な
い
天
地
の
間
に
万
物
が
生
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
感
覚
で
は

と
ら
え
ら
れ
な
い
太
極
が
、
気

(

物
質)

を
支
え
そ
れ
を
生
み
出
す
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に

『

太
極
図
説』

は
、
陰
陽
以
下
の
存
在
と
太
極
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

五
行
は
一
陰
一
陽
な
り
。
陰
陽
は
一
太
極
な
り
。
太
極
は
本
々
無
極
な
り
。
五
行
の
生
ず
る
や
各
々
そ
の
性
を
一
に
す
。
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こ
れ
に
つ
い
て
朱
子
は
以
下
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

蓋
し
五
行
は
質
を
異
に
し
、
四
時
は
気
を
異
に
す
る
も
、
み
な
陰
陽
に
外
な
る
こ
と
能
は
ず
。
太
極
た
る
所
以
の
者
に
至
つ
て

は
、
ま
た
初
め
よ
り
声
臭
の
言
ふ
べ
き
な
し
。
こ
れ
性
の
本
体
然
る
な
り
。
天
下
に
豈
に
性
外
の
物
あ
ら
ん
や
。
然
れ
ど
も
五

行
の
生
ず
る
や
、
そ
の
気
質
に
随
つ
て
稟
く
る
所
は
同
じ
か
ら
ず
。
い
は
ゆ
る
各
々
そ
の
性
を
一
に
す
る
も
の
な
り
。
各
々
そ

の
性
を
一
に
せ
ば
、
す
な
は
ち
渾
然
た
る
太
極
の
全
体
は
、
各
々
一
物
の
中
に
具
は
ら
ざ
る
こ
と
な
く
し
て
、
性
の
在
ら
ざ
る

所
な
き
こ
と
、
ま
た
見
る
べ
し
。

存
在
の
根
拠
で
あ
る
太
極

(

理)

が
お
の
お
の
の
存
在
の
中
に
備
わ
っ
て
お
り
そ
れ
は
性
と
も
よ
ば
れ
る
。
そ
の
性
は
一
な
る
も
の

で
完
全
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
を
形
成
し
て
い
る
気
の
質
に
よ
っ
て
違
い
が
生
じ
る
。
人
に
は
誰
も
天
の
命
令
、
性

(

す
な

わ
ち
理)

が
賦
与
さ
れ
て
お
り
、
気
の
拘
束
を
脱
し
正
し
く
作
動
す
れ
ば
人
は
よ
く
生
き
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
性

(

理)

は
万
物
の

存
在
の
根
拠
で
あ
る
。
理
は
天
の
命
、
正
し
く
生
き
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
寸
分
た
が
わ
ず
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。
正
し

い
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
内
在
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
人
は
不
可
侵
で
あ
り
―
そ
れ
は
天
が
賦
与
し
た
も
の
で
あ
る
―
太
極
に
よ
っ
て
根
拠

づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

権
利
は
一
定
の
制
約
の
も
と
で
自
由
に
行
使
し
て
も
よ
い
と
い
う
許
可
で
あ
り
、
そ
れ
が
神
よ
り
与
え
ら
れ
て
い
る
。
朱
子
学
に

お
い
て
は
、
正
し
く
生
き
ら
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
人
に
は
あ
ら
か
じ
め
賦
与
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
与
え
た
の
は
天
で
あ
る
。
そ
の

性
は
人
の
み
な
ら
ず
す
べ
て
の
存
在
に
内
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
別
名
、
理
と
も
太
極
と
も
言
い
、
こ
の
世
界
を
動
か
す
プ
ロ
グ
ラ

ム
で
あ
る
と
同
時
に
こ
の
世
界
を
支
え
る
根
拠
で
あ
る
。

権
利
の
思
想
に
お
い
て
許
可
や
能
力
と
い
う
い
わ
ゆ
る
権
利
を
神
や
自
然
が
与
え
た
と
す
れ
ば
、
朱
子
学
に
お
い
て
は
、
性
す
な

わ
ち
太
極
自
身
が
根
拠
と
な
る
。
両
者
の
論
理
は
異
な
る
が
、
よ
く
生
き
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
他
人
の
権
利
を
侵
害
し
な
い
限
り
は
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自
由
に
生
き
れ
る
能
力
が
お
の
ず
と
備
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
点
で
共
通
性
も
あ
る
。

お
わ
り
に

儒
教
は
、
身
分
制
を
擁
護
す
る
思
想
で
あ
り
、
近
代
化
の
た
め
に
克
服
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
福
沢
諭
吉
の
見
解
で
あ
る

(

�)

。

ま
た
、
福
沢
よ
り
早
く
、
江
戸
時
代
後
期
に
孤
立
し
た
思
想
家
と
し
て
登
場
し
た
安
藤
昌
益
は
、『

自
然
真
営
道』

に
お
い
て
同
様

の
主
張
を
し
た
。
し
か
し
、
朱
子
学
の
本
来
の
思
想
に
身
分
制
を
擁
護
す
る
論
理
は
な
い
。

本
論
で
示
し
た
よ
う
に
、
朱
子
学
で
は
、
む
し
ろ
そ
の
正
反
対
の
論
理
が
展
開
さ
れ
る
。
す
べ
て
の
人
間
の
本
然
の
性
は
絶
対
的

に
善
で
あ
り
、
人
は
努
力
に
よ
っ
て
気
質
の
性
を
そ
れ
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
た
ち
は
誰
も
が
、
気
質
の
性
と
本
然
の
性

が
限
り
な
く
一
致
す
る
聖
人
と
な
る
可
能
性
を
持
つ
。
私
た
ち
は

｢

学
べ
ば
聖
人
に
な
れ
る｣

の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
可
能
性
に
お

い
て
平
等
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
朱
子
学
的
な
平
等
思
想
を
体
現
す
る
シ
ス
テ
ム
が
科
挙
制
度
で
あ
る
。
人
は
出
自
に
関

係
な
く
、
学
べ
ば
政
治
に
参
画
す
る
機
会
が
生
ま
れ
る
。
島
田
虔
次
は
、
宋
代
以
降
の
中
国
社
会
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て

い
る
。こ

の
科
挙
の
平
等
主
義
が
相
当
程
度
ま
で
事
実
上
の
平
等
主
義
で
あ
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
相
当
な
下
層
社
会
か
ら
科
挙
に
よ
っ

て
士
大
夫
層
に
く
り
こ
ま
れ
て
ゆ
く
こ
と
は
け
っ
し
て
ま
れ
な
現
象
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
清
朝
の
末

頃
、
い
わ
ゆ
る
改
革
運
動
・
独
立
運
動
が
激
し
く
な
っ
て
き
た
と
き
、
孫
文
・
章
炳
麟
、
康
有
為
、
梁
啓
超
ら
の
、
い
わ
ゆ
る

志
士
た
ち
の
間
に
共
通
な
認
識
は
、
中
国
に
は

｢

秦
漢
以
降
、
階
級

(
生
ま
れ
に
よ
る
身
分)

は
な
い｣

と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た

(

�)

。
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宋
代
以
降
の
中
国
の
知
識
人
は
、
自
分
た
ち
の
社
会
を
平
等
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
高
級
武
士
の
家
に
生
ま
れ
な
け
れ
ば
政
治

に
参
加
で
き
な
か
っ
た
江
戸
時
代
の
日
本
の
状
況
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
本
来
の
朱
子
学
は
、
す
べ
て
の
人
が
学
べ
ば
聖
人
に
な

れ
る
と
い
う
可
能
性
の
平
等
の
理
念
の
も
と
、
開
か
れ
た
科
挙
制
度
と
一
体
と
な
っ
た
思
想
で
あ
る
。
科
挙
が
な
く
身
分
制
が
固
定

し
た
日
本
の
近
世
社
会
の
形
態
は
、
朱
子
学
の
理
念
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
朱
子
学
や
儒
教
は
前

近
代
の
思
想
で
あ
る
が
、
福
沢
の
よ
う
に
す
べ
て
を
捨
て
去
る
べ
き
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

権
利
の
思
想
は
外
来
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
外
来
思
想
を
尊
重
す
る
必
要
は
な
く
、
権
利
を
わ
が
ま
ま
と
解
釈
し
、
国
民

の
そ
れ
を
制
限
し
国
家
に
よ
る
統
制
を
強
め
よ
う
と
す
る
現
代
の
情
勢
に
際
し
て
、
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
的
思
惟
で
あ
る
朱
子
学
の
尊

厳
論
と
、
西
洋
近
代
の
権
利
概
念
に
は
、
一
定
の
親
和
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
朱
子
学
に
お
け
る
明
徳
、
心

に
そ
な
わ
っ
た
本
然
の
性
の
輝
き
は
、
け
っ
し
て
減
る
こ
と
も
失
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
輝
き
を
有
す
る
と
い
う
点

に
お
い
て
人
は
尊
厳
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
、
西
洋
の
権
利
概
念
と
イ
コ
ー
ル
で
あ
る
は
ず
は
な
い
が
、
他
者

が
け
っ
し
て
踏
み
込
ん
で
は
な
ら
な
い
領
域

(
権
利)

を
措
定
す
る
権
利
の
思
想
と
、
人
間
の
根
源
に
そ
な
わ
っ
た
け
っ
し
て
減
る

こ
と
の
な
い
輝
き
を
想
定
す
る
朱
子
の
尊
厳
論
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
不
可
侵
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
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注(
１)

下
川
玲
子

『

朱
子
学
的
普
遍
と
東
ア
ジ
ア
―
日
本
・
朝
鮮
・
現
代』

(

ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
一
年)

第
三
章
。

(
２)
福
沢
諭
吉

『

学
問
の
す
ゝ
め』

(

岩
波
文
庫
、
一
九
七
八
年
改
版)

二
三
頁
。

(

３)
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宣
言
は
、『

人
権
宣
言
集』

(

岩
波
文
庫
、
一
九
五
七
年)

一
一
三
〜
五
頁
に
よ
る
。

(

４)
『

大
学』

『

大
学
章
句』

『

中
庸』

『

中
庸
章
句』

は
、
新
編
諸
子
集
成
第
一
輯

『

四
書
章
句
集
注』

(

中
華
書
局
、
一
九
八
三
年)

に
よ
る
。

『

大
学』

『
中
庸』

解
釈
は
、
島
田
虔
次

『

大
学
・
中
庸

上
・
下』

(

朝
日
文
庫
、
一
九
七
八
年)

な
ど
を
参
考
に
し
た
。

(

５)
『

大
学
或
問』

(
『

５
和
刻
影
印

近
世
漢
籍
叢
刊

思
想
三
編

孟
子
或
問
・
大
学
或
問
・
中
庸
或
問』

荒
木
見
悟
・
岡
田
武
彦
編
、
友
枝

龍
太
郎
解
題
、
中
文
出
版
社)

三
七
〜
八
頁
。

(

６)

岡
田
武
彦
他
校
注

『

朱
子
語
類』

朱
子
学
大
系
第
六
巻

(

明
徳
出
版
社
、
一
九
八
一
年)

、
興
膳
宏
他
訳
注

『

朱
子
語
類』

訳
注

(

及
古
書

院
、
二
〇
〇
九
年
〜)

を
参
考
に
し
た
。

(

７)

朱
子
は
、『

大
学』

の

｢

親
民｣
と
い
う
句
を

｢

新
民｣

と
解
釈
す
る
。

(

８)

垣
内
景
子

『

朱
子
学
入
門』
(

ミ
ネ
ル
バ
書
房
、
二
〇
一
五
年)

四
五
頁
。

同
様
に
、｢

理｣

は
本
来
善
悪
と
い
っ
た
価
値
判
断
と
は
無
縁
な
の
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
人
間
の

｢

理｣

を

｢

性｣

と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、

｢

理｣

も
善
な
る
も
の
と
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
や
こ
と
は
、
本
来
あ
る
が
ま
ま
の
姿
に

お
い
て
善
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
多
様
な
有
り
様
は
美
し
く
調
和
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(

９)
『

太
極
図
詳
解』

(

北
京
・
学
苑
出
版
社
、
一
九
九
〇
年)
。
解
釈
は
麓
保
孝
他
校
注

『

朱
子
の
先
駆

上』
(

朱
子
学
大
系
第
２
巻
、
明
徳
出

版
社
、
一
九
七
八
年)

な
ど
を
参
考
に
し
た
。

(

�)

福
沢
諭
吉

『

文
明
論
之
概
略』

(

岩
波
文
庫
、
一
九
九
五
年)

六
四
頁
。

(

�)

島
田
虔
次

『

朱
子
学
と
陽
明
学』

(

岩
波
新
書
、
一
九
六
七
年)

一
六
頁
。
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