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は
じ
め
に

　

過
去
半
世
紀
以
上
に
わ
た
る
思
想
史
的
研
究
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク

を
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
先
駆
者
と
し
て
近
代
的
な
問
題
関
心
の
な
か
で
読

む
こ
と
の
問
題
を
露
わ
に
し
た

）
1
（

。
と
こ
ろ
が
、
近
代
的
リ
ベ
ラ
ル
と
し

て
の
ロ
ッ
ク
像
が
根
強
く
残
る
一
分
野
で
あ
る
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
研

究
に
お
い
て
は
、
い
ま
で
も
彼
は
、
個
人
の
権
利
保
障
を
原
理
と
す
る

リ
ベ
ラ
ル
な
市
民
権
理
論
の
創
始
者
の
座
を
占
め
て
い
る

）
2
（

。
し
か
も
そ

れ
は
、
か
な
ら
ず
し
も
歴
史
的
根
拠
を
欠
く
わ
け
で
は
な
い
。
十
七
・

十
八
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
共
和
主
義
的
な
市
民
像
が
演
じ

た
役
割
を
浮
き
彫
り
に
し
た
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
、
ロ
ッ
ク
の
政
治
学
が
自

然
法
に
も
っ
ぱ
ら
依
拠
す
る
点
で
同
時
代
人
の
共
通
観
念
か
ら
外
れ
て

お
り
、
む
し
ろ
近
代
人
が
リ
ベ
ラ
ル
な
権
利
理
論
と
見
な
す
も
の
に
接

近
し
て
い
る
と
指
摘
す
る

）
3
（

。
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
歴
史
的
展
開
に
お

け
る
ロ
ッ
ク
の
位
置
づ
け
は
、
い
ま
な
お
定
か
で
は
な
い
。

　

本
稿
の
目
標
は
、
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
構
想
、

と
く
に
市
民
的
美
徳
の
理
念
を
、
そ
の
独
自
性
に
お
い
て
解
明
す
る
こ

と
で
あ
る
。
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
い
う
語
は
、
近
代
国
家
に
お
い
て

は
、
そ
の
成
員
と
し
て
の
法
的
地
位
（
市
民
権
）
を
示
す
が
、
し
か
し

伝
統
的
用
法
に
お
い
て
は
、
形
式
的
地
位
の
み
な
ら
ず
、
成
員
に
期
待

さ
れ
る
道
徳
的
な
態
度
や
気
風
に
か
ん
す
る
理
想
（
本
稿
で
は
市
民
像

〈
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と
呼
ぶ
）
を
も
含
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
ロ
ッ
ク
が
『
統
治
二
論
』（T

T, 

2.119
）
で
形
式
的
な
成
員
資
格
を
論
じ
る
さ
い
に
は
、
市
民
で
は
な
く

「
社
会
の
成
員
」m

em
ber of society

ま
た
は
「
統
治
の
服
従
者
」

subject of governm
ent

と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
―
―
も
ち
ろ
ん
後

者
は
君
主
政
国
家
の
成
員
資
格
を
指
す
一
般
的
用
語
「
臣
民
」subject

に
対
応
す
る

）
4
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ッ
ク
は
成
員
資
格
を
も
っ
ぱ
ら
受

動
的
服
従
に
よ
っ
て
定
義
づ
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
古
典
的
意

味
に
お
け
る
市
民
的
美
徳
、
す
な
わ
ち
公
共
事
へ
の
自
発
的
な
貢
献
を

つ
う
じ
た
能
動
的
生
活
を
奨
励
す
る
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
も
重
要
な

関
心
事
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
ロ
ッ
ク
が
掲
げ
る
主
要
な
徳
目
、
す
な

わ
ち
、
精
神
的
お
よ
び
物
質
的
生
活
の
改
善
と
い
う
意
味
に
お
け
る
勤

勉
は
、
古
典
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
は
属
さ
な
い
、
自
然
法
と
い
う

非
伝
統
的
な
原
理
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
着
目

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ッ
ク
が
描
き
出
す
市
民
像
を
、
古
典
的
類
型

に
も
近
代
的
類
型
に
も
還
元
し
え
な
い
、
過
渡
的
だ
が
独
創
的
な
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
構
想
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

一　

自
然
法
と
市
民
的
美
徳
の
緊
張

　

ロ
ッ
ク
の
政
治
学
を
基
礎
づ
け
て
い
る
自
然
法
理
論
は
、
一
部
の
研

究
者
に
と
っ
て
は
、
彼
を
人
文
主
義
や
共
和
主
義
の
伝
統
か
ら
孤
立
さ

せ
る
要
素
を
な
す
。
ト
ン
プ
ソ
ン
は
、
ロ
ッ
ク
が
実
践
的
な
政
策
論
へ

の
志
向
を
示
し
つ
つ
も
、
し
か
し
国
制
を
構
成
す
る
基
本
的
な
法
、
契

約
、
自
由
に
か
ん
す
る
歴
史
的
考
究
に
は
進
ま
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
自

然
法
に
依
拠
す
る
哲
学
的
契
約
説
の
枠
組
を
出
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る

）
5
（

。

ポ
ー
コ
ッ
ク
も
ま
た
、
ロ
ッ
ク
が
自
然
の
法
権
利
の
教
説
か
ら
統
治
の

「
目
的
と
起
源
」
を
引
き
出
す
一
方
で
、
そ
の
「
構
造
と
実
行
」
に
は

関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
と
指
摘
し
、
彼
を
十
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に

お
け
る
共
和
主
義
の
伝
統
か
ら
外
れ
た
思
想
家
と
見
な
す

）
6
（

。
そ
れ
ゆ
え

ポ
ー
コ
ッ
ク
は
ロ
ッ
ク
を
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
古
典
的
理
念
か
ら

リ
ベ
ラ
ル
な
理
念
へ
の
移
行
の
代
表
者
と
し
て
扱
う
。
ポ
ー
コ
ッ
ク
に

よ
れ
ば
ロ
ッ
ク
は
、
土
地
と
い
う
物
質
的
条
件
に
支
え
ら
れ
た
市
民
的

な
自
由
と
独
立
を
、
抽
象
的
な
所
有
権
と
し
て
保
障
さ
れ
た
法
学
的
な

自
由
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
、
古
典
的
市
民
像
を
生
来
的
な
権
利
保
有

者
と
し
て
の
近
代
的
市
民
像
へ
と
転
換
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た

）
7
（

。

　

こ
う
し
た
見
解
に
は
反
論
も
あ
る
。
タ
リ
ー
は
ロ
ッ
ク
の
政
治
学
と
、

彼
の
同
時
代
の
立
憲
主
義
的
お
よ
び
共
和
主
義
的
な
言
説
と
の
親
近
性

を
指
摘
す
る

）
8
（

。
マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
は
古
典
的
、
人
文
主

義
的
な
教
養
と
没
交
渉
で
は
決
し
て
な
く
、
セ
ネ
カ
や
と
く
に
キ
ケ
ロ

の
著
作
に
影
響
さ
れ
な
が
ら
、
市
民
的
な
義
務
や
美
徳
に
つ
い
て
継
続

的
に
考
察
し
て
い
た

）
9
（

。
ゴ
ル
デ
ィ
は
十
八
世
紀
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
政
治

学
の
受
容
史
を
ふ
ま
え
て
、
ロ
ッ
ク
に
帰
さ
れ
る
「
リ
ベ
ラ
ル
個
人
主

義
的
」
伝
統
を
、
市
民
的
人
文
主
義
の
伝
統
と
「
根
本
的
に
両
立
不
能
」

な
も
の
と
見
な
す
べ
き
で
は
な
い
と
指
摘
す
る

）
10
（

。
だ
が
ロ
ッ
ク
の
自
然
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法
理
論
と
人
文
主
義
と
の
融
合
な
い
し
収
斂
を
歴
史
的
に
跡
づ
け
る
こ

と
は
可
能
だ
と
し
て
も
、
理
論
的
水
準
に
お
い
て
は
両
者
の
差
異
を
無

視
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

）
11
（

。

　

本
稿
が
試
み
る
の
は
、
市
民
的
人
文
主
義
の
伝
統
で
は
な
く
、
シ
テ
ィ

ズ
ン
シ
ッ
プ
の
概
念
の
歴
史
に
お
い
て
、
ロ
ッ
ク
が
占
め
る
位
置
を
明

確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
の
政
治
学
に
と
っ

て
外
的
な
解
釈
枠
組
と
し
て
の
人
文
主
義
や
共
和
主
義
を
彼
に
当
て
は

め
る
の
で
は
な
く
、
彼
自
身
の
理
論
的
根
拠
す
な
わ
ち
自
然
法
か
ら
引

き
出
さ
れ
た
代
替
的
な
市
民
像
を
究
明
す
る
こ
と
が
狙
い
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
以
下
で
は
、
ま
ず
人
文
主
義
お
よ
び
共
和
主
義
に
お
け
る
市

民
像
の
諸
要
素
を
概
観
し
、
次
に
ホ
ッ
ブ
ズ
が
ロ
ッ
ク
に
先
立
っ
て
自

然
法
理
論
か
ら
引
き
出
し
た
代
替
的
な
市
民
像
を
見
た
う
え
で
、
両
者

と
の
対
比
に
お
い
て
ロ
ッ
ク
の
市
民
像
を
特
徴
づ
け
る
、
と
い
う
手
順

を
と
る
。

二　

徳
の
エ
リ
ー
ト
主
義
的
お
よ
び
民
主
的
理
念

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
諸
著
作
は
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
古
典
的
理

念
を
伝
え
る
も
っ
と
も
権
威
あ
る
記
録
の
一
つ
を
な
す
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
が
『
政
治
学
』
で
述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
、
市
民
た
ち
の
政
治
的
生

活
は
、
人
間
に
お
け
る
自
然
の
最
高
目
的
を
な
す
。
個
々
の
人
間
は
自

然
ま
た
は
生
来
の
能
力
に
お
い
て
異
な
る
が
、
し
か
し
い
わ
ば
船
の
乗

組
員
の
よ
う
に
、
各
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
に
応
じ
た
役
目
を
果
た
す

こ
と
で
共
通
善
に
寄
与
す
る

）
12
（

。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
理
想
的

市
民
と
は
自
己
の
卓
越
し
た
能
力
を
も
っ
て
共
同
体
に
奉
仕
す
る
有
徳

な
成
員
で
あ
り
、
そ
し
て
共
同
体
へ
の
奉
仕
と
は
公
的
な
責
務
す
な
わ

ち
「
裁
判
お
よ
び
公
務
へ
の
参
加
」
を
お
い
て
他
に
な
い

）
13
（

。
く
わ
え
て

留
意
す
べ
き
は
、
彼
が
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
お
い
て
、
徳
性
を

随
意
的
ま
た
は
自
発
的
な
（hekousión, voluntary

）
行
為
も
し
く
は
情

念
と
定
義
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
美
徳
や
悪
徳
と
い
う

評
価
は
、
あ
る
者
が
「
ま
っ
た
く
そ
れ
に
寄
与
し
て
い
な
い
」
と
こ
ろ

の
「
外
部
の
端
初
（arché, first principle

）
」
―
―
本
人
に
責
め
を
帰
す

こ
と
の
で
き
な
い
外
的
要
因
―
―
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
も
の
以
外
の
、

す
べ
て
の
行
為
に
適
用
さ
れ
る

）
14
（

。
し
た
が
っ
て
、
政
治
的
生
活
が
自
然

の
究
極
目
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
に
実
際
に
奉
仕
す
る
こ
と
は
各

市
民
の
意
志
と
自
発
性
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

　

他
方
で
、
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て

citizen

と
い
う
語
は
、
国
家
の
成
員
資
格
で
は
な
く
、
特
定
の
職
分
つ

ま
り
商
人
を
指
す
語
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
市
民
と
い
う
語
が
ひ
き
つ
づ

き
古
代
の
用
法
を
保
っ
た
社
会
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
イ
タ
リ
ア
の
都
市

国
家
に
限
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
家
の
成
員
資
格

を
示
す
標
準
的
な
語
は
、subject

す
な
わ
ち
臣
民
ま
た
は
服
従
者
で

あ
っ
た

）
15
（

。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
か
ぎ
ら
ず
、
初
期
近
代
の
欧
州
に
お
け
る

発
達
し
た
君
主
政
は
、
そ
の
広
大
な
領
土
に
お
い
て
相
互
に
隔
絶
し
て
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生
活
す
る
無
数
の
人
々
に
、
服
従
者
と
い
う
共
通
の
地
位
を
押
し
つ
け

た
。
服
従
者
と
は
、
文
字
ど
お
り
統
治
者
へ
の
服
従
と
忠
誠
の
義
務
に

も
と
づ
く
地
位
で
あ
り
、
古
代
に
お
け
る
市
民
と
は
対
照
的
に
、
受
動

性
を
核
と
す
る
観
念
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
代
、
古
典
的
な
市
民
像

は
「
服
従
〔
の
観
念
〕
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
」
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、

む
し
ろ
絶
対
君
主
の
時
代
を
「
生
き
残
っ
た

）
16
（

」
。
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ

た
の
は
、
リ
ー
ゼ
ン
バ
ー
グ
に
よ
れ
ば
、
共
同
体
へ
の
自
発
的
な
奉
仕

を
奨
励
す
る
古
代
の
市
民
的
理
想
が
、
急
速
な
商
業
発
展
の
時
代
に
お

い
て
「
社
会
的
責
任
を
唱
え
る
者
た
ち
」
を
惹
き
つ
け
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
時
代
に
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
理
念
は
、
社
会
の
階
層
秩
序
や
、

高
貴
な
身
分
に
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
奉
仕
す
る
格
別
の
義
務
が
課
さ

れ
て
い
る
と
い
う
信
念
と
両
立
可
能
な
も
の
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
は
「
発
展
し
つ
つ
あ
る
君
主
的
領
土
国
家
の
現
実
」

に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
る

）
17
（

。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
い
わ
ゆ
る
北
方
の
人
文
主
義
者
た
ち
の

あ
い
だ
で
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
理
念
が
幅
の
あ
る
政
治
的
含
意
を

帯
び
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
の
多
く
は
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
先
駆
者

と
同
様
に
、
と
り
わ
け
キ
ケ
ロ
に
よ
る
能
動
的
生
活
の
理
想
に
影
響
を

受
け
た
。
キ
ケ
ロ
は
『
義
務
論
』
に
お
い
て
、
思
弁
的
生
活
（vita 

contem
plativa

）
に
ふ
け
る
余
暇
（otium

）
を
も
つ
者
に
は
、
非
実
用

的
な
学
習
に
没
頭
す
る
の
で
は
な
く
、
労
苦
（negotium

）
を
と
も
な

う
能
動
的
生
活
（vita activa

）
に
身
を
投
じ
る
義
務
が
あ
る
と
説
い
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
い
う
能
動
的
生
活
と
は
、
公
共
的
、
政
治
的
な
生

活
、
つ
ま
り
共
同
体
の
統
治
に
奉
仕
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
教
え
に

触
発
さ
れ
た
人
文
主
義
者
た
ち
は
、
支
配
階
級
に
は
び
こ
る
共
通
善
の

無
視
と
自
己
利
益
の
追
求
を
戒
め
、「
徳
こ
そ
真
の
高
貴
さ
な
り
」（virtus 

vera nobilitas

）
と
い
う
格
言
の
意
味
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
モ
ン

ウ
ェ
ル
ス
の
道
徳
的
改
善
に
貢
献
し
よ
う
と
し
た

）
18
（

。
そ
の
か
ぎ
り
で
人

文
主
義
者
の
言
説
は
、
ス
キ
ナ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
血
統
や
富
に

も
と
づ
く
世
襲
の
支
配
階
級
」
を
潜
在
的
に
否
定
す
る
「
急
進
的
な
含

意
」
を
帯
び
て
い
た

）
19
（

。
だ
が
実
際
に
は
、
十
六
世
紀
の
人
文
主
義
者
の

大
半
は
、
そ
の
よ
う
な
美
徳
の
急
進
的
意
味
を
徹
底
し
な
か
っ
た
。
む

し
ろ
彼
ら
は
、
身
分
の
高
貴
さ
が
同
時
に
徳
の
高
さ
で
あ
る
こ
と
を
理

想
と
す
る
、
い
わ
ば
エ
リ
ー
ト
主
義
的
な
美
徳
の
理
念
を
保
持
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

エ
ラ
ス
ム
ス
お
よ
び
ト
マ
ス
・
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
徳
の
エ
リ
ー
ト
主

義
的
理
念
を
明
ら
か
に
共
有
し
て
い
た
。
エ
ラ
ス
ム
ス
の
『
キ
リ
ス
ト

教
君
主
の
教
育
』
（
一
五
一
六
年
）
は
、
高
貴
さ
を
富
や
血
統
と
同
一
視

す
る
こ
と
へ
の
強
い
戒
め
を
含
ん
で
い
る
が
、
し
か
し
基
本
的
に
は
あ

く
ま
で
「
真
の
君
主
」
に
「
庶
民
の
下
品
な
意
見
や
関
心
」
を
避
け
よ

と
助
言
す
る
も
の
で
あ
っ
た

）
20
（

。
エ
リ
オ
ッ
ト
も
ま
た
『
統
治
者
と
題
す

る
書
』
（
一
五
三
一
年
）
に
お
い
て
、
徳
は
「
善
き
人
間
を
構
成
す
る
も

の
」
だ
が
「
群
衆
の
な
か
に
は
通
例
は
見
ら
れ
な
い
」
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
民
主
政
は
暴
政
と
「
平
民
の
憤
怒
」
の
い
ず
れ
か
に
「
か
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な
ら
ず
や
」
陥
る
と
断
ず
る

）
21
（

。
こ
う
し
て
両
者
は
平
民
の
な
か
に
、
市

民
的
美
徳
す
な
わ
ち
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
能
動
的
成
員
と
し
て
行
為
す

る
能
力
の
欠
如
を
し
か
見
な
い
。

　

そ
の
一
方
で
、
成
長
す
る
君
主
権
力
に
た
い
し
て
諸
身
分
の
均
衡
を

作
り
出
そ
う
と
欲
し
た
混
合
政
体
の
擁
護
者
た
ち
は
、
平
民
層
の
道
徳

的
、
政
治
的
能
力
を
程
度
の
差
は
あ
れ
高
く
評
価
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

ペ
ル
ト
ネ
ン
が
説
明
す
る
よ
う
に
、
混
合
政
体
論
者
は
、
人
文
主
義
を

市
民
的
、
共
和
主
義
的
な
言
説
に
結
び
つ
け
る
「
重
要
な
接
触
点
」
を

な
し
た

）
22
（

。
民
衆
層
の
政
治
参
加
を
肯
定
的
に
論
じ
る
傾
向
に
あ
っ
た
彼

ら
混
合
政
体
論
者
に
お
い
て
は
、
徳
の
エ
リ
ー
ト
主
義
的
理
念
と
は
対

照
を
な
す
民
主
的
理
念
が
見
出
さ
れ
う
る
。

　

ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
位
に
就
い
て
か
ら
お
よ
そ

五
年
後
、
バ
ー
ナ
ブ
・
バ
ー
ン
ズ
は
『
公
務
論
六
編
』
で
、
王
は
「
非

常
に
下
賤
な
者
た
ち
を
顧
問
に
登
用
し
て
も
よ
い
」
の
だ
と
書
い
た

）
23
（

。

バ
ー
ン
ズ
に
と
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
「
民
衆
の
同
意
」
に
も
と
づ

く
政
体
に
他
な
ら
な
か
っ
た

）
24
（

。
さ
ら
に
年
月
が
下
る
と
、
空
位
期
ま
た

は
共
和
政
期
に
は
、
マ
ー
チ
ャ
モ
ン
ト
・
ニ
ー
ダ
ム
が
混
合
政
体
の
観

念
を
利
用
し
つ
つ
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
護
国
卿
体
制
の
巨
大
な
権
力
と
、

人
民
の
能
動
的
な
政
治
参
加
と
い
う
共
和
主
義
的
な
理
想
と
を
調
和
さ

せ
よ
う
と
試
み
る
。
一
六
五
四
年
に
ニ
ー
ダ
ム
は
、
護
国
卿
体
制
が
君

主
政
、
貴
族
政
、
民
主
政
の
三
要
素
を
あ
わ
せ
も
ち
、
そ
れ
ら
を
状
況

に
応
じ
て
効
果
的
に
機
能
さ
せ
る
と
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
体
制

は
、
戦
時
に
は
君
主
政
の
「
統
一
と
い
う
美
徳
」
お
よ
び
貴
族
政
の
諸

機
能
を
働
か
せ
、
平
時
に
は
「
民
主
政
の
勤
勉
お
よ
び
勇
敢
さ
」
に
支

え
ら
れ
て
国
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る

）
25
（

。
こ
う
し
て
バ
ー
ン
ズ

や
ニ
ー
ダ
ム
に
は
、
平
民
が
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
能
動
的
成
員
と
し
て

果
た
す
役
割
を
擁
護
す
る
よ
う
な
市
民
的
美
徳
の
理
念
が
見
出
さ
れ
る

三　

ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
市
民
的
美
徳
と
し
て
の
服
従

　

と
こ
ろ
が
ホ
ッ
ブ
ズ
に
と
っ
て
は
、
統
治
へ
の
参
加
を
鼓
舞
す
る
市

民
的
美
徳
の
理
想
こ
そ
が
内
乱
の
源
泉
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
『
市
民

論
』
（
一
六
四
二
年
）
に
お
い
て
彼
は
、
人
文
主
義
的
な
学
問
や
そ
れ
が

描
き
出
す
市
民
の
理
念
が
「
服
従
者
の
精
神
を
扇
動
に
傾
け
る
」
（C

, 

12.8

）
も
の
だ
と
い
う
見
解
を
表
明
し
て
い
る

）
26
（

。
彼
は
民
主
政
を
擁
護

す
る
よ
う
な
教
説
だ
け
に
反
対
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
文
主
義

や
共
和
主
義
の
伝
統
を
、
そ
の
全
体
に
お
い
て
攻
撃
の
対
象
と
し
た
の

だ
っ
た

）
27
（

。

　

ホ
ッ
ブ
ズ
の
代
案
は
、
市
民
と
服
従
者
と
の
差
異
を
否
定
し
、
シ
テ
ィ

ズ
ン
シ
ッ
プ
を
単
な
る
服
従
へ
と
還
元
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
に

と
っ
て
、
政
治
共
同
体
の
成
員
を
市
民
と
呼
ぶ
こ
と
と
服
従
者
と
呼
ぶ

こ
と
と
に
違
い
は
な
い
。
と
い
う
の
も
「
あ
ら
ゆ
る
統
治
形
態
」
に
お

い
て
「
支
配
す
る
の
は
人
民
」
で
あ
り
、
主
権
の
担
い
手
が
誰
で
あ
ろ

う
と
「
一
者
の
意
志
を
つ
う
じ
て
意
志
す
る
」
の
は
人
民
そ
の
も
の
で
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あ
っ
て
、
一
つ
の
主
権
的
人
格
の
意
志
に
よ
り
統
合
さ
れ
た
人
民
を
な

す
各
成
員
が
、
統
治
形
態
の
違
い
に
応
じ
て
「
市
民
」
ま
た
は
「
服
従

者
」
と
呼
ば
れ
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
（C

, 12.8

）
。

　

君
主
政
と
民
主
政
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
政
治
的
権
威
の
源
泉

に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
実
行
」
に
お
い
て
、
つ
ま
り
統

治
の
「
運
営
」
の
方
式
に
お
い
て
異
な
る
に
す
ぎ
な
い
（C

, 10.16

）
。

そ
し
て
統
治
の
運
営
方
式
と
し
て
優
れ
て
い
る
の
は
君
主
政
で
あ
る
。

民
主
政
に
お
け
る
人
民
は
、
集
会
に
召
集
さ
れ
て
い
る
と
き
以
外
は
つ

ね
に
「
放
埒
な
群
衆
」
を
な
し
て
い
る
が
（C

, 7.5

）
、
そ
の
一
方
で
君

主
政
に
お
い
て
は
、
た
っ
た
一
人
の
自
然
的
人
格
の
み
が
「
み
ず
か
ら

の
権
威
を
行
使
す
る
現
前
の
能
力
」
と
し
て
つ
ね
に
ふ
る
ま
う
点
で
、

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
統
一
性
の
維
持
の
た
め
に
好
都
合
だ
か
ら
で
あ
る

（C
, 7.13

）
。
し
か
も
、
人
が
民
主
政
に
望
む
も
の
が
君
主
政
に
見
出
さ

れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
君
主
が
人
民
の
統
一
性
を
代
表
し
て
い
る
か

ぎ
り
で
「
民
主
政
と
君
主
政
と
は
同
等
で
あ
ろ
う
」
（C

, 10.15
）
。
民

主
政
に
お
い
て
も
、
人
民
は
「
一
人
ま
た
は
ご
く
少
数
の
人
々
」
に
統

治
の
責
任
を
託
し
「
〔
統
治
の
〕
運
営
な
き
権
威
」
に
満
足
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
一
方
で
、
た
と
え
ば
幼
少
の
君
主
の
も
と
で
、
多
く

の
者
が
「
野
望
と
権
力
」
に
よ
っ
て
「
公
的
な
顧
問
官
」
の
地
位
を
競

う
よ
う
に
な
れ
ば
、
君
主
政
は
、
そ
こ
に
放
埒
な
群
衆
が
見
出
さ
れ
る

と
こ
ろ
の
「
民
主
政
」
へ
と
転
じ
る
だ
ろ
う
（C

, 10.16

）
。

　

こ
う
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
民
主
政
と
君
主
政
が
い
ず
れ
も
人
民
を
権

威
の
源
泉
と
す
る
点
で
同
じ
だ
と
い
う
理
由
か
ら
、
社
会
成
員
の
能
動

的
な
形
象
す
な
わ
ち
市
民
と
、
そ
の
受
動
的
な
形
象
す
な
わ
ち
臣
民
と

の
、
実
質
的
な
違
い
を
否
定
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
見
た
人
文
主

義
者
や
共
和
主
義
者
た
ち
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
君
主
政
を

支
持
す
る
た
め
で
あ
れ
民
主
政
を
支
持
す
る
た
め
で
あ
れ
、
誰
が
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
担
い
手
か
、
誰
が
統
治
へ
の
能
動
的
貢
献
者
た
り

う
る
か
を
問
題
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
市
民
を
服
従

者
と
い
う
受
動
的
な
地
位
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
テ
ィ
ズ
ン

シ
ッ
プ
か
ら
能
動
性
や
美
徳
の
観
念
を
取
り
除
い
て
し
ま
う
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
古
典
的
市
民
像
を
支
配
層
の
道
徳
的
模

範
と
し
て
掲
げ
る
人
文
主
義
者
に
は
、
活
躍
の
場
を
与
え
な
い
。
『
リ

ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
（
一
六
五
一
年
）
で
彼
は
、
い
か
に
し
て
「
助
言
者
」

（C
ounsellour

）
が
主
権
者
に
貢
献
す
べ
き
か
を
論
じ
て
い
る

）
28
（

。
彼
が
適

切
と
考
え
る
助
言
者
は
、
助
言
を
受
け
る
者
の
利
益
の
た
め
に
助
言
す

る
者
（
み
ず
か
ら
の
利
益
が
受
け
手
の
利
益
と
矛
盾
し
な
い
者
）
、
理
性
的
に
、

適
切
な
語
彙
で
、
簡
潔
に
話
す
者
、
特
定
の
政
策
課
題
に
つ
い
て
よ
く

考
察
し
て
き
た
経
験
を
も
つ
者
で
あ
る
。
し
か
も
主
権
者
は
、
そ
う
し

た
者
か
ら
個
別
に
助
言
を
受
け
る
べ
き
で
、
論
争
に
お
け
る
雄
弁
を
助

言
と
取
り
違
え
る
べ
き
で
は
な
い
（L, 25.404-410

）
。
こ
う
し
て
ホ
ッ

ブ
ズ
は
助
言
者
に
、
政
策
上
の
実
際
的
問
題
に
つ
い
て
熟
知
し
た
専
門

的
な
有
識
者
と
し
て
話
す
こ
と
を
、
し
か
も
主
権
者
に
求
め
ら
れ
た
と

き
に
の
み
そ
う
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
で
あ
り
、
支
配
的
身
分
の
道
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徳
的
教
師
と
し
て
の
ふ
る
ま
い
を
求
め
て
は
い
な
い
。

　

能
動
的
市
民
の
か
わ
り
に
置
か
れ
る
べ
き
市
民
像
を
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は

『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
で
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
市
民
像
は
、
国
家
が

確
立
さ
れ
て
い
な
い
自
然
状
態
に
お
い
て
人
間
が
ど
う
ふ
る
ま
う
か
に

か
ん
す
る
、
彼
の
周
知
の
教
説
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
い
わ

く
、
自
然
状
態
に
お
け
る
人
間
は
、
自
己
保
存
の
た
め
に
自
己
の
判
断

の
み
に
従
っ
て
行
為
す
る
無
際
限
の
権
利
を
、
平
等
に
有
す
る
。
だ
が

ま
さ
に
こ
の
生
来
の
自
由
こ
そ
が
、
相
互
不
信
に
起
因
す
る
悲
惨
な
戦

争
へ
と
人
間
を
不
断
に
傾
向
づ
け
る
。
し
か
し
人
間
的
自
然
の
内
部
に
、

人
を
平
和
に
向
か
わ
せ
る
誘
因
も
ま
た
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
情

念
、
す
な
わ
ち
自
然
状
態
に
お
い
て
容
易
に
も
た
ら
さ
れ
る
死
へ
の
恐

怖
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
理
性
が
教
え
る
「
平
和
に
か
ん
す
る
好
都
合

な
条
項
」
と
し
て
の
「
自
然
法
」
で
あ
る
（L, 13.196
）
。

　

た
だ
し
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
自
然
の
情
念
と
理
性
だ
け
で
平
和
の
条
件
が

満
た
さ
れ
る
と
は
考
え
な
い
。
恒
常
的
な
戦
争
へ
の
恐
怖
か
ら
、
人
間

は
平
和
と
い
う
目
標
を
も
ち
、
ま
た
平
和
を
達
成
す
る
た
め
に
従
う
べ

き
義
務
を
推
論
に
よ
っ
て
知
る
。
し
か
し
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
の

義
務
に
人
間
た
ち
を
従
わ
せ
る
動
機
づ
け
が
欠
け
て
い
る
か
ぎ
り
、
人

間
は
戦
争
状
態
を
克
服
で
き
な
い
。
ま
し
て
や
、
そ
の
よ
う
な
自
然
法

へ
の
動
機
づ
け
を
、
人
間
の
「
自
然
的
情
念
」
に
期
待
す
る
こ
と
は
的

外
れ
で
あ
る
。
人
間
の
情
念
そ
の
も
の
は
、
偏
愛
、
自
尊
心
、
復
讐
、
等
々

に
傾
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
（L, 17.254

）
。

　

も
っ
と
も
こ
の
こ
と
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
と
っ
て
は
、
人
間
の
道
徳
的

な
欠
陥
や
退
廃
の
帰
結
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
の
前
道
徳
的
な

条
件
に
由
来
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
い
わ
く
、
人
間
に
望
み
う
る
最
高
の

幸
福
は
「
古
の
道
徳
哲
学
者
た
ち
」
が
唱
え
た
「
究
極
目
的
」
や
「
最

高
善
」
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
「
彼
〔
人
間
〕
の
将
来
の
欲
望
へ
の
道

を
永
遠
に
確
保
す
る
こ
と
」
に
こ
そ
存
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
い
ま
あ
る

程
度
の
幸
福
を
将
来
的
に
も
保
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
人
間
は

所
与
の
状
態
に
は
甘
ん
じ
え
ず
、
つ
ね
に
「
よ
り
多
く
を
獲
得
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
。
し
た
が
っ
て
、
幸
福
の
永
続
的
確
保
と
い
う
究
極

目
的
は
「
力
へ
の
欲
望
」
を
帰
結
さ
せ
る
。
こ
の
欲
望
こ
そ
が
「
財
産
、

名
誉
、
命
令
権
、
そ
の
他
の
力
を
め
ぐ
る
競
争
」
を
「
全
人
類
の
一
般

的
性
向
」
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
（L, 11.150, 152

）
。
た
し
か
に
、
あ

る
種
の
人
々
は
「
安
楽
」
「
知
識
」
「
平
和
的
技
芸
」
へ
の
欲
求
か
ら
、

他
人
の
力
に
よ
る
保
護
を
選
好
し
、
あ
る
い
は
「
自
分
が
そ
の
判
断
を

高
く
評
価
す
る
人
々
」
か
ら
の
「
称
賛
」
を
得
る
た
め
に
自
己
制
御
す

る
こ
と
が
で
き
る
（L, 11.152

）
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
人
々
が

呈
す
る
平
和
へ
の
志
向
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
人
間
に
一
般
化
す
る
こ

と
は
で
き
な
い

）
29
（

。

　

人
間
の
自
然
的
性
向
が
平
和
に
貢
献
し
な
い
こ
と
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に

よ
れ
ば
、
社
会
性
を
も
つ
他
の
動
物
と
は
異
な
り
、
人
間
の
み
が
理
性

的
被
造
物
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
彼
い
わ
く
、
蟻
や
蜂
の
よ
う
な

群
生
動
物
は
、
い
か
な
る
強
制
も
な
し
に
、
自
然
の
性
向
に
よ
り
調
和
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の
と
れ
た
社
会
生
活
を
営
む
。
そ
う
し
た
被
造
物
の
「
合
意
」

（agreem
ent

）
は
自
然
に
な
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
言
語
を
も
つ
人

間
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
、
合
意
は
「
人
為
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
協
約

（C
ovenant

）
の
み
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
そ
う
な
る
と
「
人
間
た
ち

の
合
意
を
恒
常
的
で
継
続
的
な
も
の
に
す
る
に
は
（
協
約
と
と
も
に
）

な
に
か
他
の
も
の
が
必
要
と
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
」
。
そ
れ
こ

そ
が
「
人
間
た
ち
を
恐
れ
さ
せ
て
お
く
」
た
め
の
「
共
通
の
権
力
」
な

の
で
あ
る
（L, 17.258, 260
）
。
そ
の
よ
う
な
権
力
が
不
在
で
あ
る
か
、

全
成
員
の
安
全
を
保
障
で
き
る
ほ
ど
強
く
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
人
間
は

相
互
へ
の
恐
怖
か
ら
、
か
な
ら
ず
や
「
み
ず
か
ら
の
強
さ
と
技
巧
を
頼

り
と
す
る
」
だ
ろ
う
（L, 17.254

）
。

　

し
た
が
っ
て
、
確
立
さ
れ
た
共
通
権
力
に
対
す
る
恐
怖
の
み
が
、
各

人
を
平
和
へ
の
義
務
に
従
わ
せ
る
動
機
づ
け
を
な
す
。
平
和
の
獲
得
の

た
め
の
理
性
的
手
段
、
つ
ま
り
自
然
権
の
放
棄
は
、
あ
く
ま
で
共
通
権

力
へ
の
恐
怖
の
も
と
で
し
か
達
成
さ
れ
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ロ
イ

ド
が
的
確
に
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
自
然
法
が
命
じ
る

の
は
「
理
性
が
万
人
に
要
求
し
て
い
る
と
し
ぶ
し
ぶ
判
断
し
な
が
ら
、

そ
れ
で
も
我
々
の
気
が
す
す
ま
な
い
こ
と
」
で
あ
る
か
ら
だ

）
30
（

。

　

力
へ
の
恐
怖
が
服
従
を
道
徳
的
に
耐
え
が
た
い
も
の
に
す
る
と
は

ホ
ッ
ブ
ズ
は
考
え
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
人
間
の
自
由
と
は
、
あ
る
者
が

自
分
に
と
っ
て
可
能
な
行
為
を
実
際
に
な
し
た
い
と
意
志
し
た
と
き
、

そ
れ
を
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
恐
怖
と
自
由
は

両
立
す
る
」
。
た
と
え
ば
船
が
沈
む
こ
と
を
恐
れ
て
積
み
荷
を
海
に
捨

て
る
者
は
、
そ
れ
を
「
ま
さ
し
く
自
発
的
に
」
（very w

illingly

）
お
こ

な
う
が
ゆ
え
に
、
自
由
に
行
為
す
る
の
で
あ
る
（L, 21.324, 326

）
。
ま

た
し
た
が
っ
て
、
一
群
の
人
間
が
征
服
者
の
力
を
恐
れ
て
服
従
を
誓
う

こ
と
と
、
彼
ら
が
相
互
へ
の
恐
怖
か
ら
協
約
に
よ
り
自
発
的
に
共
通
権

力
を
設
け
る
こ
と
に
は
、
い
か
な
る
違
い
も
な
い
（cf. L, 20.306

）
。

　

古
典
的
市
民
像
に
お
い
て
は
、
人
間
の
自
然
本
性
の
実
現
と
見
な
さ

れ
る
と
こ
ろ
の
、
政
治
共
同
体
へ
の
自
発
的
な
奉
仕
と
し
て
営
ま
れ
る
、

市
民
の
能
動
的
生
活
が
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ

の
関
心
事
は
、
人
間
の
自
然
本
性
が
も
た
ら
す
闘
争
の
克
服
で
あ
り
、

市
民
的
生
活
を
可
能
に
す
る
社
会
状
態
そ
の
も
の
を
成
立
さ
せ
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
恐
怖
を
動
機
づ
け
と
し
て
受
動
的
服
従
を
引
き

出
す
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
市
民

の
自
発
的
貢
献
と
い
う
観
念
を
放
棄
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
受
動

的
服
従
を
、
逆
説
的
に
も
、
一
つ
の
自
発
的
行
為
と
し
て
位
置
づ
け
た

の
で
あ
っ
た
。
古
典
的
市
民
像
に
お
い
て
自
発
性
と
は
、
行
為
に
道
徳

的
な
自
由
と
責
任
を
付
与
し
、
そ
れ
を
美
徳
な
い
し
悪
徳
と
い
う
評
価

の
対
象
た
ら
し
め
る
性
質
で
あ
っ
た
。
他
方
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
恐
怖
に

よ
る
服
従
を
、
道
徳
的
評
価
に
値
す
る
自
発
的
行
為
と
見
な
し
た
う
え

で
、
そ
れ
を
平
和
と
秩
序
へ
の
貢
献
と
し
て
価
値
づ
け
て
い
る
。
こ
う

し
て
服
従
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
学
に
お
い
て
、
成
員
の
法
的
義
務
で

あ
る
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
美
徳
を
も
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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四　

ロ
ッ
ク
に
お
け
る
精
神
的
改
善
と
し
て
の
勤
勉

　

ホ
ッ
ブ
ズ
と
同
様
に
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
も
、
道
徳
的
教
化
に
お
い
て

重
要
な
の
は
美
徳
よ
り
も
理
性
で
あ
り
、
能
動
的
市
民
の
理
想
よ
り
も

自
然
法
の
知
識
で
あ
っ
た
。
し
か
も
両
者
は
、
人
間
が
一
般
に
理
性
を

も
つ
こ
と
と
、
実
際
に
人
間
た
ち
が
理
性
に
従
う
こ
と
と
の
隔
た
り
へ

の
関
心
を
も
共
有
し
て
い
る
。
だ
が
そ
こ
か
ら
先
、
す
な
わ
ち
、
道
徳

的
お
よ
び
政
治
的
な
義
務
の
履
行
へ
と
人
間
を
い
か
に
動
機
づ
け
る
か

と
い
う
問
題
に
お
い
て
は
、
ロ
ッ
ク
は
ホ
ッ
ブ
ズ
か
ら
分
岐
し
て
い
く
。

ホ
ッ
ブ
ズ
の
解
決
は
、
社
会
成
員
の
枢
要
な
美
徳
を
受
動
的
服
従
に
還

元
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
強
制
お
よ
び
恐
怖
を
自
発
性
お
よ

び
自
由
と
両
立
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
ロ
ッ
ク
に
お

い
て
は
ふ
た
た
び
、
外
的
強
制
に
よ
ら
な
い
自
発
的
行
為
と
し
て
の
美

徳
が
問
題
と
な
る
。
た
だ
し
、
彼
に
と
っ
て
自
発
性
と
は
、
自
然
的
な

目
的
の
追
求
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
に
よ
れ
ば
、
道
徳
的
に
正
し
い
行

為
へ
の
内
的
な
動
機
づ
け
を
形
成
す
る
た
め
に
、
人
間
は
み
ず
か
ら
の

情
念
と
習
慣
の
改
善
に
努
め
ね
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
こ
の
努
力
そ
れ
自

体
こ
そ
が
、
人
間
の
主
要
な
美
徳
を
な
す
の
で
あ
る
。

　

人
間
が
自
然
に
理
性
を
も
つ
こ
と
と
、
自
然
法
を
正
し
く
知
る
こ
と

と
の
隔
た
り
を
、
若
き
ロ
ッ
ク
は
『
自
然
法
論
』
（
一
六
六
三
―
六
四
年
）

の
冒
頭
で
問
題
に
し
て
い
る
。
彼
い
わ
く
、
自
然
法
を
知
る
た
め
の
理

性
を
万
人
が
自
然
に
も
つ
か
ら
と
い
っ
て
「
自
然
法
が
誰
に
も
知
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
」
。
自
然
法
の
理
解
に

は
「
精
神
に
よ
る
注
意
深
い
反
省
、
思
索
、
配
慮
」
を
要
す
る
。
す
な

わ
ち
「
理
性
と
感
覚
」
と
い
う
「
た
が
い
に
助
け
合
う
」「
二
つ
の
能
力
」

を
も
っ
て
「
精
神
を
教
え
育
て
る
」
こ
と
で
の
み
、
人
間
は
自
然
法
を

発
見
し
う
る
の
で
あ
る

）
31
（

。
こ
う
し
て
ロ
ッ
ク
は
、
自
然
法
を
知
る
た
め

に
は
理
性
を
注
意
深
く
用
い
る
精
神
的
努
力
が
必
要
だ
と
説
く
。

　

た
だ
し
『
自
然
法
論
』
の
ロ
ッ
ク
は
、
何
が
人
を
そ
の
よ
う
な
精
神

的
努
力
へ
と
動
機
づ
け
る
か
の
考
察
に
進
む
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ

彼
に
は
、
人
間
を
理
性
の
導
き
か
ら
逸
脱
さ
せ
、
自
然
法
の
正
し
い
知

識
を
妨
げ
る
、
悪
し
き
慣
行
、
偶
有
的
な
欠
陥
、
卑
近
な
快
楽
の
誘
惑

な
ど
が
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
若
き
ロ
ッ
ク
は
、
道
徳
に
か
ん

す
る
問
題
は
「
人
民
の
多
数
派
」
で
は
な
く
「
他
よ
り
も
理
性
的
で
明

敏
な
人
々
」
に
相
談
す
べ
し
と
い
う
、
エ
リ
ー
ト
主
義
的
な
見
解
に
到

達
し
て
い
る

）
32
（

。

　

理
性
の
役
割
に
か
ん
す
る
従
前
の
見
解
を
、
ロ
ッ
ク
は
『
人
間
知
性

論
』
で
も
お
お
む
ね
維
持
し
て
い
る

）
33
（

。
同
書
で
彼
は
、
理
性
の
使
用
な

い
し
推
論
が
「
我
々
の
思
考
の
労
働
」
に
他
な
ら
ず
「
苦
痛
と
専
心
」

を
伴
う
こ
と
を
強
調
す
る
（E, 1.2.10

）
。
だ
が
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
『
知

性
論
』
の
ロ
ッ
ク
は
、
何
が
理
性
の
使
用
と
い
う
労
苦
へ
の
適
切
な
動

機
づ
け
で
あ
る
の
か
と
い
う
、
若
年
期
に
は
扱
わ
な
か
っ
た
問
題
に
も

関
心
を
注
い
で
い
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
こ
の
骨
折
り
へ
と
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人
を
動
機
づ
け
る
の
は
、
そ
れ
を
つ
う
じ
て
の
み
獲
得
さ
れ
う
る
快
ま

た
は
幸
福
を
目
指
す
と
こ
ろ
の
「
欲
望
」
で
あ
る
。
し
か
も
人
間
は
「
身

体
ば
か
り
で
な
く
精
神
の
快
苦
」
に
も
動
か
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
後

者
に
お
い
て
は
神
と
と
も
に
あ
る
喜
び
こ
そ
が
最
上
の
快
を
な
す
（E, 

2.21.41

）
。
と
こ
ろ
が
、
人
が
よ
り
大
き
な
善
を
眺
め
つ
つ
も
、
そ
れ

を
気
に
か
け
ず
、
む
し
ろ
取
る
に
足
ら
な
い
善
に
向
か
う
と
い
う
こ
と

が
、
し
ば
し
ば
生
じ
う
る
。
と
い
う
の
も
人
間
の
欲
望
は
、
よ
り
大
き

な
善
よ
り
も
、
眼
前
の
不
安
ま
た
は
「
落
ち
着
か
な
さ
」
に
よ
っ
て
、

す
な
わ
ち
、
自
分
の
幸
福
に
と
っ
て
必
須
で
あ
る
よ
う
な
善
の
欠
如
が

も
た
ら
す
苦
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
が
ち
だ
か
ら
で
あ
る
（E, 2.21.43-44, 

cf. 2.21.32-33

）
。
だ
と
す
れ
ば
、
人
間
が
か
な
ら
ず
し
も
高
次
の
善
に

向
か
わ
な
い
要
因
は
、
理
性
（
の
不
使
用
）
よ
り
も
動
機
づ
け
に
、
つ

ま
り
差
し
迫
っ
た
苦
痛
の
回
避
を
優
先
す
る
、
欲
望
そ
れ
自
体
の
自
然

的
傾
向
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
人
間
は
「
欲
望
の
あ

る
も
の
の
実
行
と
充
足
を
停
止
す
る
力
能
」
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
人
は
、
理
性
を
働
か
せ
て
、
企
図
さ
れ
る
行
為
の

善
悪
を
「
検
討
し
、
眺
め
、
判
定
す
る
た
め
の
機
会
」
を
作
り
出
す
。

こ
の
よ
う
に
「
公
正
な
検
討
の
最
終
的
結
果
に
し
た
が
っ
て
欲
望
し
、

意
志
し
、
行
為
す
る
こ
と
」
こ
そ
が
「
我
々
の
自
然
本
性
の
完
成
」
に

他
な
ら
な
い
（E, 2.21.47

）
。

　

こ
う
し
て
ロ
ッ
ク
は
、
外
的
対
象
に
左
右
さ
れ
る
自
然
的
性
向
と
し

て
の
欲
望
で
は
な
く
、
考
慮
の
す
え
選
び
取
ら
れ
た
幸
福
お
よ
び
欲
望

を
、
理
性
的
生
活
へ
の
内
発
的
な
動
機
づ
け
と
し
て
見
出
す
。
こ
の
動

機
づ
け
は
、
精
神
の
改
善
、
す
な
わ
ち
、
真
理
や
義
務
を
理
性
に
よ
っ

て
知
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
達
成
す
べ
き
善
と
し
て
も
欲
す
る
よ
う

に
、
精
神
を
導
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
善
を
目
指
す

努
力
は
、
労
苦
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
自
体
が
幸
福
と
満
足
の
源

に
も
な
る
。
ロ
ッ
ク
は
『
知
性
論
』
読
者
へ
の
緒
言
で
、
考
究
に
お
い

て
は
真
理
の
み
な
ら
ず
真
理
の
追
求
そ
の
も
の
が
「
楽
し
み
の
大
き
な

部
分
を
な
す
」
と
語
る
（E, p. 6

）
。

　

情
念
と
個
人
的
習
慣
の
み
な
ら
ず
社
会
的
慣
行
に
か
ん
し
て
も
、

ロ
ッ
ク
は
若
年
期
の
見
解
を
修
正
し
て
い
る
。
『
自
然
法
論
』
に
お
い

て
彼
は
、
美
徳
の
観
念
は
自
然
法
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
人
々

の
一
般
的
同
意
に
由
来
し
「
公
の
権
威
と
慣
行
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る

に
す
ぎ
ず
、
人
間
は
し
ば
し
ば
慣
習
に
従
う
こ
と
自
体
が
自
然
的
義
務

で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い
違
い
を
し
て
い
る
と
指
摘
す
る

）
34
（

。
そ
れ
ゆ
え

に
彼
は
『
知
性
論
草
稿
A
』
で
表
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
徳
の
研
究
か

ら
は
、
あ
る
国
の
道
徳
的
諸
用
語
の
「
定
義
と
意
味
」
お
よ
び
「
そ
れ

ら
を
適
用
す
る
方
法
」
し
か
得
ら
れ
ず
、
そ
う
し
た
知
見
は
「
我
々
の

〔
道
徳
的
〕
知
識
の
い
か
な
る
特
段
の
改
善
を
も
欠
い
て
」
い
る
と
考

え
て
い
た

）
35
（

。

　

だ
が
後
に
ロ
ッ
ク
は
、
快
苦
の
感
情
が
人
を
道
徳
的
善
悪
の
理
性
的

考
察
へ
と
導
く
よ
う
に
、
他
人
か
ら
与
え
ら
れ
る
評
判
も
ま
た
そ
の
よ

う
な
動
機
づ
け
を
な
し
う
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
一
六
七
八
年
の
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一
手
稿
で
ロ
ッ
ク
は
、
評
判
へ
の
関
心
、
と
く
に
悪
評
や
軽
蔑
へ
の
恐

れ
が
「
人
間
の
行
為
の
大
部
分
の
偉
大
な
源
泉
お
よ
び
指
導
者
」
を
な

す
と
認
め
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
統
治
者
は
人
民
の
あ
い
だ
に
「
い
か

な
る
風
習
（fashion

）
を
作
り
出
す
か
」
を
、
法
の
制
定
よ
り
も
重
要

な
関
心
事
と
し
て
追
求
す
べ
き
だ
と
力
説
し
て
い
る

）
36
（

。
さ
ら
に
ロ
ッ
ク

は
『
知
性
論
』
に
お
い
て
、
世
評
を
尺
度
と
す
る
美
徳
と
悪
徳
を
、
行

為
の
動
機
づ
け
と
し
て
の
道
徳
的
規
則
に
か
ん
す
る
一
般
理
論
の
な
か

に
包
摂
す
る
。
彼
は
ま
ず
道
徳
的
善
悪
を
、
人
間
の
「
有
意
の
行
為
」

と
「
立
法
者
の
意
志
お
よ
び
力
能
」
か
ら
発
す
る
「
法
」
と
の
「
一
致

ま
た
は
不
一
致
」
と
定
式
化
し
た
う
え
で
、
後
者
を
神
法
、
国
法
、
世

評
の
法
の
三
つ
に
類
別
す
る
（E, 2.28.5-7
）
。
そ
の
う
え
で
世
評
の
法
を
、

社
会
成
員
間
の
「
密
か
な
暗
黙
の
同
意
」
に
由
来
す
る
「
称
賛
と
嫌
悪
」

の
規
則
と
し
て
定
義
す
る
（E, 2.28.10

）
。
し
か
も
ロ
ッ
ク
は
も
は
や
、

国
ご
と
の
道
徳
的
意
見
の
多
様
性
や
相
互
矛
盾
や
自
然
法
と
の
不
一
致

を
強
調
せ
ず
、
む
し
ろ
徳
の
社
会
的
尺
度
は
「
大
体
は
」
ど
こ
で
も
同

じ
で
あ
り
、
概
し
て
ど
こ
で
も
「
神
の
法
」
に
対
応
し
て
い
る
と
述
べ

て
い
る
（E, 2.28.11

）
。
し
た
が
っ
て
世
評
を
尺
度
と
す
る
美
徳
も
ま
た
、

人
間
を
道
徳
的
生
活
に
向
か
わ
せ
る
有
益
な
動
機
づ
け
を
、
す
な
わ
ち
、

政
治
社
会
へ
と
結
合
し
た
人
々
が
「
同
胞
市
民
」
に
た
い
し
て
保
持
し

た
い
と
望
む
、
美
徳
を
推
奨
し
悪
徳
を
控
え
さ
せ
る
「
意
見
の
力
」
を

な
す
の
で
あ
る

）
37
（

。

　

こ
う
し
て
『
知
性
論
』
の
ロ
ッ
ク
は
、
幸
福
へ
の
欲
望
と
、
美
徳
を

奨
励
す
る
世
評
と
に
適
切
な
し
か
た
で
動
機
づ
け
ら
れ
る
か
ぎ
り
で
、

人
間
は
み
ず
か
ら
を
思
弁
的
、
道
徳
的
、
宗
教
的
な
真
理
へ
と
方
向
づ

け
、
自
己
改
善
を
達
成
し
う
る
と
考
え
る
。
こ
れ
に
か
ん
し
て
二
つ
の

こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
第
一
に
、
世
評
を
尺
度
と
し
て
与
え
ら
れ
る
美

徳
の
一
種
と
し
て
も
、
ま
た
動
機
づ
け
と
し
て
の
世
評
に
助
け
ら
れ
つ

つ
も
理
性
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
精
神
的
な
自
己
改
善
の
努
力
に
も
、

彼
は
「
勤
勉
」
（industry

）
と
い
う
名
称
を
与
え
て
い
る
（E, 1.2.10

）
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
ロ
ッ
ク
は
精
神
的
な
自
己
改
善
そ
の
も
の
を
特
別
な

美
徳
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
る
。

　

第
二
に
、
ロ
ッ
ク
は
す
べ
て
の
人
間
を
、
精
神
的
な
勤
勉
と
自
己
改

善
の
担
い
手
と
し
て
、
ま
た
そ
の
か
ぎ
り
で
対
等
な
道
徳
的
人
格
と
し

て
想
定
し
て
い
る
。
も
は
や
ロ
ッ
ク
は
、
若
年
期
の
よ
う
に
、
道
徳
的

問
題
を
一
握
り
の
知
的
卓
越
者
に
委
ね
よ
と
は
言
わ
な
い
。
彼
い
わ
く
、

ど
れ
ほ
ど
生
計
を
立
て
る
仕
事
に
か
か
り
き
り
の
者
で
も
「
自
分
の
魂

に
つ
い
て
考
え
た
り
、
宗
教
的
問
題
に
か
ん
す
る
知
見
を
増
し
た
り
す

る
た
め
に
割
く
時
間
を
ま
っ
た
く
も
た
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

む
し
ろ
、
国
の
宗
教
に
は
不
都
合
だ
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
無

知
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
人
々
に
比
べ
れ
ば
、
貧
し
い
人
々
の
ほ
う

が
真
理
に
近
づ
く
見
込
み
が
高
い
の
で
あ
る
（E, 4.20.3-4

）
。
こ
う
し

て
ロ
ッ
ク
は
、
身
分
や
階
層
の
差
異
に
か
か
わ
ら
ず
、
だ
れ
も
が
各
人

に
相
応
の
し
か
た
で
真
理
に
接
近
す
る
可
能
性
を
も
つ
と
認
め
る
よ
う

に
な
る
。
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五　

物
質
的
改
良
と
し
て
の
勤
勉

　

次
に
、
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
勤
勉
の
も
う
一
つ
の
意
味
を
考
察
し
よ
う
。

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
は
『
統
治
二
論
』
（
一
六
八
九
年
）
に
お
け
る
プ
ロ

パ
テ
ィ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
見
る
必
要
が
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
人

間
た
ち
が
同
意
に
よ
っ
て
政
治
社
会
を
創
設
す
る
さ
い
の
主
要
目
的
は
、

各
人
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
保
全
で
あ
る
（T

T, 2.124

）
。
彼
は
ま
た
、
政

治
社
会
に
お
け
る
「
公
共
善
」
を
、
そ
の
「
被
治
者
」
す
な
わ
ち
「
あ

ら
ゆ
る
個
々
の
成
員
」
に
と
っ
て
の
善
と
同
一
視
し
て
い
る
（T

T, 1.92

）
。

だ
が
こ
れ
ら
の
点
を
も
っ
て
、
ロ
ッ
ク
が
社
会
成
員
を
私
的
権
利
の
担

い
手
に
還
元
し
た
と
見
な
す
の
は
正
し
く
な
い
。
彼
は
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
、

各
人
の
権
利
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
社
会
成
員
の
相
互
的
な
義
務
の
根

拠
と
し
て
も
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ロ
ッ
ク
は
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
語
に
、
所
有
権
や
財
産
に
は
留
ま
ら
な
い

多
様
な
意
味
を
与
え
て
い
る
。
第
一
の
主
要
な
意
味
は
「
み
ず
か
ら
の

人
身
に
た
い
す
る
」
自
然
の
権
利
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
権
利

は
万
人
の
自
然
権
で
あ
り
、
ま
た
し
た
が
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
所
有
物

で
あ
る
身
体
の
働
き
が
生
み
出
し
た
産
物
も
ま
た
、
自
己
の
正
当
な
所

有
物
と
な
る
（T

T, 2.27

）
。

　

第
二
に
、
労
働
の
産
物
に
た
い
す
る
個
人
の
権
利
は
、
神
に
た
い
す

る
人
間
の
義
務
を
同
時
に
含
む
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
神
が
自
然
の
人

間
を
「
困
窮
」
の
状
態
に
置
い
た
の
は
、
人
間
が
み
ず
か
ら
の
労
働
に

よ
っ
て
「
地
上
を
征
服
」
し
「
そ
れ
を
生
活
上
の
利
益
の
た
め
に
改
良

す
る
」
よ
う
促
す
た
め
で
あ
っ
た
（T

T, 2.32

）
。
そ
れ
ゆ
え
に
人
間
は
、

み
ず
か
ら
の
労
働
の
果
実
に
よ
っ
て
暮
ら
す
と
い
う
意
味
で
「
勤
勉
か

つ
理
性
的
な
」
（T

T, 2.34

）
生
活
に
服
す
る
義
務
を
負
う
。

　

第
三
に
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
形
成
は
他
者
か
ら
の
称
賛
に
値
す
る
行
為

で
あ
る
。
労
働
は
対
象
へ
の
「
権
利
を
確
立
す
る
だ
け
で
な
く
、
土
地

の
生
産
性
を
高
め
、
私
的
な
財
の
み
な
ら
ず
「
人
類
の
共
同
の
備
蓄
を

増
や
す
」
こ
と
に
寄
与
す
る
か
ら
で
あ
る
（T

T, 2.37

）
。
ロ
ッ
ク
い
わ
く
、

占
有
さ
れ
た
土
地
は
、
所
有
者
の
「
労
働
に
よ
る
改
良
」
を
つ
う
じ
て
、

自
然
の
共
有
地
よ
り
も
「
は
る
か
に
大
き
な
価
値
」
を
作
り
出
す
（T

T, 

2.40

）
。
パ
ン
、
ワ
イ
ン
、
衣
類
と
い
っ
た
日
用
品
に
お
い
て
人
間
が

受
け
取
る
価
値
の
大
部
分
は
、
自
然
そ
れ
自
体
よ
り
も
、
実
に
「
人
間

の
勤
勉
か
ら
」
引
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（T

T, 2.42

）
。

　

勤
勉
な
労
働
が
も
た
ら
す
物
質
的
生
活
の
改
良
を
、
ロ
ッ
ク
は
人
類

一
般
へ
の
貢
献
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
同
じ
社
会
に
属
す
る
成
員
へ

の
貢
献
と
し
て
意
味
づ
け
、
ま
た
そ
こ
か
ら
社
会
成
員
の
相
互
的
義
務

を
引
き
出
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
一
群
の
人
間
た
ち
が
「
残
り
の

人
類
か
ら
分
か
れ
て
」
一
個
の
政
治
共
同
体
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
第
一
の
理
由
は
、
各
人
が
自
然
権
を
保
持
す
る
こ
と
が
プ
ロ
パ

テ
ィ
の
保
全
に
と
っ
て
不
都
合
な
た
め
で
あ
る
（T

T, 2.128

）
。
だ
が

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
社
会
に
お
け
る
個
人
は
「
同
じ
共
同
体
に
お
け
る
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他
の
人
々
の
労
働
、
支
援
、
社
交
」
か
ら
「
多
く
の
便
益
」
を
受
け
取
っ

て
も
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
社
会
成
員
は
「
自
分
自
身
の
た
め
に
与
え

ら
れ
た
生
来
の
自
由
」
を
「
社
会
の
善
、
繁
栄
、
安
全
が
要
求
す
る
程

度
」
に
「
放
棄
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（T

T, 2.130

）
。

　

社
会
成
員
の
相
互
的
義
務
の
拘
束
力
を
ロ
ッ
ク
が
ど
れ
ほ
ど
強
い
も

の
と
考
え
て
い
る
か
は
、
人
民
の
抵
抗
権
に
か
ん
す
る
彼
の
議
論
に
お

い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
共
通
善
と
い
う
目
的
を
破
壊

す
る
腐
敗
し
た
政
府
に
抵
抗
す
る
こ
と
を
、
ロ
ッ
ク
は
人
民
の
正
当
な

権
利
と
考
え
る
。
た
だ
し
彼
は
同
時
に
、
人
民
蜂
起
を
無
政
府
状
態
と

区
別
す
る
た
め
に
、
統
治
の
解
体
を
社
会
そ
の
も
の
の
解
体
か
ら
区
別

す
る
。
こ
の
区
別
が
意
味
を
も
つ
の
は
、
立
法
部
が
人
民
の
信
託
に
背

く
こ
と
で
、
統
治
が
内
部
か
ら
解
体
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

完
全
な
自
由
が
各
人
に
復
帰
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
の
最
高
権
力
す

な
わ
ち
立
法
権
が
「
社
会
」
ま
た
は
「
人
民
」
の
手
に
戻
っ
て
く
る
の

だ
と
ロ
ッ
ク
は
主
張
す
る
（T
T, 2.211, 221, 243

）
。
こ
う
し
て
、
ロ
ッ

ク
に
お
け
る
社
会
成
員
の
相
互
的
義
務
は
、
統
治
へ
の
服
従
義
務
が
解

消
さ
れ
て
も
な
お
拘
束
力
を
保
つ
も
の
で
あ
る
と
判
明
す
る
。

六　

市
民
的
美
徳
と
し
て
の
勤
勉

　

ロ
ッ
ク
は
勤
勉
と
改
良
を
、
市
民
の
消
極
的
義
務
（
自
然
権
の
放
棄
、

共
通
の
法
へ
の
服
従
）
の
一
根
拠
と
し
て
提
示
す
る
の
み
な
ら
ず
、
積

極
的
義
務
と
し
て
も
、
す
な
わ
ち
美
徳
と
し
て
奨
励
さ
れ
、
自
発
的
に

遂
行
さ
れ
る
、
市
民
の
能
動
的
貢
献
そ
れ
自
体
と
し
て
も
与
え
て
い
る
。

精
神
的
な
自
己
改
善
と
し
て
の
勤
勉
を
だ
れ
も
が
実
践
し
う
る
美
徳
と

見
な
し
た
の
と
同
様
に
、
こ
こ
で
ロ
ッ
ク
は
、
社
会
経
済
的
ま
た
は
商

業
的
な
意
味
に
お
け
る
勤
勉
―
―
労
働
、
専
有
、
改
良
―
―
を
、
社
会

の
全
成
員
に
適
用
さ
れ
る
徳
目
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
『
統
治
二
論
』
の
み
な
ら
ず
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
ロ
ッ
ク
の
論
稿
に

お
い
て
証
明
で
き
る
。
だ
が
そ
れ
ら
を
見
る
前
に
、
労
働
と
勤
勉
を
社

会
成
員
の
美
徳
と
見
な
す
こ
と
が
、
歴
史
的
に
み
て
ま
っ
た
く
新
奇
な

発
想
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
れ
は
間
違
い
な
く
主
張
で
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ロ
ッ
ク
以
前
に

は
、
商
業
的
貢
献
と
し
て
の
労
働
と
勤
勉
を
、
身
分
に
か
か
わ
ら
ず
実

践
さ
れ
る
べ
き
美
徳
と
し
て
扱
う
思
想
家
は
い
な
か
っ
た
。
人
文
主
義

者
お
よ
び
共
和
主
義
者
は
、
勤
勉
を
な
ん
ら
特
別
な
美
徳
と
は
見
な
さ

な
い
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
あ
る
身
分
に
固
有
の
特
殊
な
徳
目
と
し
て

し
か
扱
っ
て
い
な
い
。
ト
マ
ス
・
モ
ア
が
描
き
出
し
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
の

市
民
た
ち
に
は
、
勤
勉
は
そ
れ
自
体
と
し
て
よ
り
も
、
奢
侈
を
軽
蔑
す

る
と
い
う
枢
要
な
美
徳
と
の
関
連
で
意
味
を
も
つ
要
素
と
し
て
与
え
ら

れ
て
い
た

）
38
（

。
他
方
で
、
ト
マ
ス
・
エ
リ
オ
ッ
ト
は
勤
勉
の
美
徳
に
つ
い

て
語
る
が
、
そ
れ
は
ダ
ン
ス
と
の
類
推
で
教
示
さ
れ
る
よ
う
な
「
機
知

と
経
験
か
ら
生
じ
る
特
質
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
は
「
す
ば
や

く
知
覚
し
、
新
し
く
創
案
し
、
す
み
や
か
に
助
言
す
る

）
39
（

」
。
つ
ま
り
エ
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リ
オ
ッ
ト
は
、
商
業
的
貢
献
を
な
す
労
働
と
し
て
の
勤
勉
で
は
な
く
、

エ
リ
ー
ト
主
義
的
な
見
地
か
ら
、
助
言
者
の
美
徳
と
し
て
の
勤
勉
を
説

い
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
庶
民
か
ら
な
る
顧
問
官
と
い
う
仮
定
に
つ
い

て
語
っ
た
バ
ー
ン
ズ
に
と
っ
て
す
ら
、
勤
勉
は
君
主
や
そ
の
侍
者
、
あ

る
い
は
官
職
者
に
固
有
の
美
徳
で
し
か
な
か
っ
た

）
40
（

。
そ
の
一
方
で
、
ニ
ー

ダ
ム
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
民
主
政
の
担
い
手
た
ち
は
「
勤
勉
と
勇

気
」
に
よ
っ
て
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
貢
献
す
る
と
論
じ
て
い
た
。
彼
の

場
合
に
は
、
勤
勉
は
平
民
に
固
有
の
美
徳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

エ
ラ
ス
ム
ス
だ
け
は
、
勤
勉
を
主
要
な
市
民
的
美
徳
の
一
つ
に
数
え

入
れ
る
点
で
例
外
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
彼
は
「
富
裕
ま
た
は
高

貴
な
市
民
」
に
た
い
し
て
、
彼
ら
が
自
分
の
子
息
に
「
な
に
か
座
業
を
」

学
ば
せ
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
み
ず
か
ら
の
修
練
に

専
心
さ
せ
る
こ
と
で
、
若
者
を
「
数
多
い
誘
惑
か
ら
遠
ざ
け
て
」
お
き
、

人
が
「
怠
惰
に
よ
っ
て
」
陥
り
が
ち
な
落
と
し
穴
を
回
避
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る

）
41
（

。
「
座
業
」
す
な
わ
ち
物
づ
く
り
の
よ
う
な
仕

事
を
貴
族
の
息
子
た
ち
に
学
ば
せ
よ
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
商
業
的
貢

献
と
し
て
の
勤
勉
の
奨
励
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
そ
れ
は
少
な

く
と
も
、
手
工
業
者
に
低
い
価
値
し
か
認
め
な
い
古
代
的
な
美
徳
の
観

念
と
は
対
照
的
で
あ
る

）
42
（

。
だ
が
そ
れ
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
が
い
ぜ
ん
と
し

て
人
文
主
義
的
な
観
念
体
系
の
内
部
で
勤
勉
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
を

打
ち
消
さ
な
い
。
あ
く
ま
で
彼
は
、
統
治
へ
の
貢
献
者
た
る
身
分
に
属

す
る
諸
個
人
の
卓
越
性
を
涵
養
す
る
た
め
に
、
勤
勉
を
奨
励
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

他
方
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
古
典
的
意
味
に
お
け
る
市
民
的
美
徳
を
統
治

へ
の
危
険
と
見
な
し
、
こ
れ
を
斥
け
、
そ
の
か
わ
り
に
理
性
（
自
然
法
）

と
情
念
（
恐
怖
）
に
よ
り
促
さ
れ
る
自
発
的
服
従
に
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ

プ
を
根
拠
づ
け
た
。
彼
は
成
員
資
格
を
論
じ
る
さ
い
に
、
誰
が
統
治
の

担
い
手
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
い
―
―
身
分
と
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

と
の
結
び
つ
き
を
前
提
と
す
る
問
い
―
―
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

社
会
的
身
分
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
自
然
法
の
み
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
市

民
像
を
案
出
し
た
点
に
お
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
間
違
い
な
く
ロ
ッ
ク
の

先
例
を
な
し
て
い
る
と
言
え
る
（
ロ
ッ
ク
が
ホ
ッ
ブ
ズ
を
意
図
的
に
援
用

し
た
か
ど
う
か
と
は
別
の
話
と
し
て
）
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者

に
は
若
干
の
決
定
的
相
違
が
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

を
受
動
的
服
従
に
還
元
し
た
が
、
し
か
し
ロ
ッ
ク
は
『
統
治
二
論
』
の

執
筆
に
い
た
る
ま
で
に
、
社
会
成
員
を
服
従
と
受
動
性
に
固
く
縛
り
つ

け
て
お
く
よ
う
な
政
治
的
教
説
を
危
険
視
す
る
立
場
に
移
行
し
た

）
43
（

。
そ

れ
に
と
も
な
い
ロ
ッ
ク
の
政
治
学
は
、
個
人
が
統
治
の
服
従
者
と
し
て

負
う
義
務
の
（
ま
た
し
た
が
っ
て
政
府
が
服
従
者
に
行
使
し
う
る
権
力
の
）

限
界
を
画
定
す
る
も
の
と
な
り
、
他
方
に
お
い
て
は
、
精
神
的
な
自
己

改
善
お
よ
び
物
質
的
生
活
の
改
良
を
つ
う
じ
た
市
民
相
互
の
尊
重
と
貢

献
を
も
考
慮
に
入
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
た

ん
に
政
治
的
貢
献
か
ら
美
徳
の
栄
誉
を
取
り
去
っ
た
だ
け
で
あ
る
の
に

た
い
し
て
、
ロ
ッ
ク
は
商
業
的
貢
献
を
主
要
な
市
民
的
美
徳
に
据
え
た
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の
で
あ
る
。

　

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
労
働
と
勤
勉
は
、
神
が
定

め
た
人
類
の
自
然
的
義
務
で
あ
る
と
と
も
に
（cf. T

T, 2.32, 34

）
、
同

じ
社
会
に
属
す
る
成
員
の
あ
い
だ
の
相
互
扶
助
で
も
あ
る
（cf. T

T, 

2.130

）
。
こ
う
し
て
ロ
ッ
ク
は
理
論
的
に
、
勤
勉
を
社
会
に
お
け
る
称

賛
さ
れ
る
べ
き
貢
献
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
だ
が
理
論
的
の
み
な
ら
ず

実
践
的
に
も
、
彼
は
勤
勉
を
、
身
分
や
地
位
に
関
係
な
く
奨
励
さ
れ
る

べ
き
商
業
的
貢
献
と
し
て
一
般
化
し
て
い
る
。
一
六
九
二
年
の
『
利
子
・

貨
幣
論
』
に
お
い
て

）
44
（

、
ロ
ッ
ク
は
製
造
業
者
を
「
も
っ
と
も
重
要
な
」

商
業
的
貢
献
者
と
し
て
認
め
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
「
職
人
た
ち
」

（H
andicrafts M

en

）
に
よ
る
「
労
働
」
が
製
造
業
に
お
い
て
主
要
な
役

割
を
占
め
る
と
い
う
見
解
を
も
表
明
し
て
い
る
（pp. 241-242

）
。
ロ
ッ

ク
は
ま
た
「
王
国
の
負
担
の
主
要
部
分
を
担
う
」
土
地
所
有
者
た
ち
へ

の
共
感
を
表
明
し
て
い
る
が
（pp. 280-281

）
、
し
か
し
同
時
に
「
借
地

人
の
勤
勉
な
し
に
は
」
彼
ら
の
土
地
は
「
わ
ず
か
な
収
益
」
し
か
上
げ

な
い
か
、
あ
る
い
は
「
な
ん
の
収
益
も
」
生
ま
な
い
だ
ろ
う
と
も
付
言

し
て
い
る
（pp. 250-251

）
。
そ
の
一
方
で
、
ロ
ッ
ク
は
「
仲
買
人
」
が

い
か
な
る
貢
献
も
果
た
さ
ず
、
む
し
ろ
「
通
商
で
得
た
利
益
の
あ
ま
り

に
大
き
な
部
分
を
食
い
尽
く
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
理
由
で
、
そ
の
増

加
が
社
会
に
と
っ
て
有
害
で
す
ら
あ
る
と
警
告
し
て
い
る
（pp. 241-

242

）
。
さ
ら
に
次
の
点
も
付
言
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ロ
ッ
ク
は
『
統

治
二
論
』
に
お
け
る
「
賢
明
で
神
の
ご
と
き
」
君
主
へ
の
期
待
を
表
明

し
た
一
節
で
、
そ
の
よ
う
な
君
主
は
「
確
立
さ
れ
た
自
由
の
法
」
に
よ

り
「
人
類
の
誠
実
な
勤
勉
の
保
護
お
よ
び
奨
励
」
を
確
保
し
う
る
よ
う

な
統
治
者
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（T

T, 2.42

）
。
こ
う
し
て
ロ
ッ
ク
は

勤
勉
を
、
統
治
者
の
美
徳
た
る
賢
明
さ
の
評
価
尺
度
と
し
て
す
ら
適
用

す
る
。

　

ま
さ
に
こ
の
こ
と
の
反
面
と
し
て
、
市
民
の
主
要
な
悪
徳
を
ロ
ッ
ク

は
怠
惰
に
見
出
す
。
彼
が
「
救
貧
法
論
」
（
一
六
九
七
年
）
に
お
い
て
提

言
し
た
貧
民
対
策
の
苛
酷
さ
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
仕
事
が
で
き

な
い
か
家
族
を
養
え
な
い
「
ふ
り
を
す
る
」
者
た
ち
を
ロ
ッ
ク
は
「
怠

惰
な
浮
浪
者
」
と
名
指
し
た
う
え
で
、
そ
の
よ
う
な
類
の
人
々
を
強
い

て
働
か
せ
る
た
め
に
、
移
動
の
制
限
、
強
制
労
働
、
旅
行
許
可
証
を
偽

造
し
た
者
に
た
い
す
る
耳
の
切
除
刑
な
ど
の
措
置
を
彼
は
提
案
し
た

）
45
（

。

そ
れ
ら
が
残
酷
な
だ
け
で
な
く
懲
罰
的
で
も
あ
る
こ
と
は
、
ロ
ッ
ク
が

怠
惰
を
い
わ
ば
二
重
の
悪
徳
と
、
す
な
わ
ち
、
自
然
法
の
侵
害
か
つ
社

会
成
員
間
の
相
互
的
責
務
の
放
棄
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
か
ら
説
明
が

つ
く
だ
ろ
う
。
『
統
治
二
論
』
に
お
い
て
彼
は
、
神
が
世
界
を
与
え
た

の
は
「
喧
嘩
っ
早
く
争
い
好
き
な
者
」
で
は
な
く
勤
勉
で
理
性
的
な
者

に
た
い
し
て
で
あ
っ
て
、
前
者
は
「
彼
の
勤
勉
が
及
び
う
る
」
部
分
が

世
界
に
残
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
他
人
の
骨
折
り
と
改
良
の
成
果
に
た

い
し
て
ど
ん
な
権
利
も
要
求
で
き
な
い
と
論
じ
た
（T

T, 2.34

）
。
こ
こ

に
は
、
ロ
ッ
ク
が
怠
惰
を
他
人
の
自
然
権
ま
た
は
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
侵
害

と
ほ
と
ん
ど
同
一
視
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
く
わ
え
て
、
す
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で
に
見
た
よ
う
に
ロ
ッ
ク
は
、
同
じ
社
会
の
成
員
か
ら
労
働
を
つ
う
じ

て
提
供
さ
れ
る
便
益
を
、
社
会
成
員
が
相
互
に
負
う
義
務
の
一
根
拠
と

し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
怠
惰
は
、
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
い
わ
ゆ
る
た

だ
乗
り
を
、
つ
ま
り
市
民
の
道
徳
的
義
務
の
放
棄
を
意
味
す
る
の
で
あ

る
。

　

外
国
人
も
ま
た
、
勤
勉
に
よ
り
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
寄
与
し
う
る
点

で
は
市
民
と
違
わ
な
い
こ
と
を
ロ
ッ
ク
は
認
め
て
い
る
。
ナ
ン
ト
の
勅

令
の
撤
回
以
降
に
急
増
し
た
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
難
民

へ
の
対
応
が
議
論
さ
れ
て
い
た
時
期
に
、
ロ
ッ
ク
は
集
団
帰
化
法
案
を

擁
護
す
る
一
六
九
三
年
の
論
稿
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
難
民
を
受
け
入

れ
る
こ
と
の
利
点
を
強
調
し
た
。
こ
う
し
た
人
々
が
「
怠
惰
」
と
な
っ

て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
負
担
を
作
り
出
す
だ
ろ
う
と
い
う
反
対
派
の
主
張

を
予
期
し
つ
つ
、
ロ
ッ
ク
は
「
他
人
の
労
働
に
よ
っ
て
生
き
て
い
け
る

な
ど
と
期
待
し
て
」
他
の
国
に
移
る
者
な
ど
存
在
す
る
は
ず
が
な
い
と

主
張
し
て
い
る

）
46
（

。
こ
う
し
て
ロ
ッ
ク
は
、
権
利
義
務
で
は
な
く
純
粋
に

国
益
の
見
地
か
ら
で
は
あ
る
も
の
の
、
外
国
人
に
た
い
し
て
市
民
と
同

じ
評
価
尺
度
を
当
て
は
め
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
ロ
ッ
ク
は
、
平
民
の
生
業
を
含
む
す
べ
て
の
私
的
な
生
産

活
動
を
、
勤
勉
の
美
徳
の
実
践
と
し
て
、
す
な
わ
ち
物
質
的
生
活
の
改

良
に
よ
る
同
胞
市
民
へ
の
商
業
的
貢
献
と
し
て
価
値
づ
け
た
。
勤
勉
の

実
践
に
か
ん
し
て
、
ロ
ッ
ク
は
す
べ
て
の
社
会
成
員
を
身
分
に
か
か
わ

ら
ず
対
等
な
道
徳
的
人
格
と
見
な
し
て
い
る
。
身
分
そ
の
も
の
を
否
定

す
る
よ
う
な
平
等
主
義
を
ロ
ッ
ク
が
意
図
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
自

身
が
弁
明
し
て
い
る
と
お
り
だ
（T

T, 2.54

）
。
だ
が
同
時
に
彼
は
、
社

会
成
員
を
平
等
に
扱
う
方
法
が
あ
る
と
も
考
え
て
い
た
。
そ
の
一
つ
は

法
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
、
政
府
が
「
宮
廷
の
寵
臣
に
も
鋤
を
と
る
農

夫
に
も
」
単
一
の
法
の
支
配
を
敷
く
こ
と
で
あ
る
（T

T, 2.142

）
。
そ

し
て
も
う
一
つ
が
、
勤
勉
と
商
業
的
貢
献
を
市
民
的
美
徳
と
し
て
一
般

化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
自
体
は
身
分
的
不
平
等

を
否
定
す
る
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
が
、
し
か
し
勤
勉
の
一
般
化
を

商
業
的
な
支
配
階
級
の
道
徳
的
正
当
化
に
寄
与
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
（
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
）
と
評
す
る
こ
と
も
正
し
い
と
は
言

え
な
い

）
47
（

。
他
方
で
、
そ
れ
を
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
層
の
自
意
識
に
還
元
す

る
こ
と
も
一
面
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
れ
ば
、

ロ
ッ
ク
の
道
徳
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
（
勃
興
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に

で
は
な
い
に
せ
よ
）
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
卓
越
し
た
部
分
と
し
て
の
ジ
ェ

ン
ト
ル
マ
ン
層
に
向
け
ら
れ
て
い
た

）
48
（

。
だ
が
ロ
ッ
ク
の
道
徳
思
想
や
政

治
思
想
の
性
格
は
、
か
な
ら
ず
し
も
彼
の
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
と
し
て
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
が

勤
勉
な
商
業
的
貢
献
者
と
し
て
の
市
民
像
を
提
示
し
た
こ
と
に
は
、
身

分
や
財
産
や
能
力
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
成
員
に
相
互
的
義
務
の

意
識
が
喚
起
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
ロ
ッ
ク
の
見
解
が
読
み
取
れ
る
。
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お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
ロ
ッ
ク
の
市
民
像
を
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
古
典
的
類

型
に
も
近
代
的
類
型
に
も
還
元
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
独
自
性
に
お
い

て
特
徴
づ
け
る
こ
と
を
試
み
た
。
人
文
主
義
や
共
和
主
義
の
伝
統
か
ら

離
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ッ
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