
『
審
判
』
に
お
け
る
「
対
話
」
の
予
見
構
造

　
　
〈
は
じ
め
に
〉

Ｉ
　
前
提

11
Ill

IVＶVI

独
断
的
理
性

独
断
的
理
性
の
揺
ら
ぎ

変
身
あ
る
い
は
浄
化
さ
れ
た
理
性
の
宿
命

ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
と
田
舎
か
ら
来
た
男
の
同
一
性
と
差
異

予
見
的
形
象
と
実
現
の
時

Ⅶ
「
対
話
」
を
ひ
ら
く
立
ち
返
る
問

　
　
〈
お
わ
り
に
〉

　
　
〈
凡
例
〉

　
引
用
の
底
本
に
は
左
記
の
も
の
を
使
用
し
、
引
用
の
末
尾
で
当
該
ペ
ー
ジ
を
括
弧

中
に
指
示
し
た
。
(
Ｆ
ｒ
ａ
ｎ
ｚ
　
Ｋ
ａ
ｆ
ｋ
ａ
　
:
　
Ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｐ
ｒ
ｏ
ｚ
ｅ
Ｂ
｡
　
ｈ
ｒ
ｓ
ｇ
.
　
ｖ
.
　
Ｍ
.
　
Ｂ
ｒ
ｏ
ｄ
｡
　
１
９
６
巴

…
　
ｄ
ａ
ｓ
　
ｅ
ｉ
ｎ
ｚ
ｉ
ｇ
ｅ
｡
　
w
ａ
ｓ
　
ｉ
ｃ
ｈ
　
j
e
ｔ
ｚ
ｔ
　
ｔ
ｕ
ｎ
　
ｋ
ａ
ｎ
ｎ
｡
　
i
ｓ
ｔ
谷
i
ｓ
　
ｚ
ｕ
m
　
Ｅ
乱
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
ｒ
ｕ
ｈ
ｉ
ｇ

ｅ
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｉ
　
ｌ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｎ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｄ
　
ｂ
ｅ
ｈ
ａ
ｌ
ｔ
ｅ
ｎ
.
：

　
〈
は
じ
め
に
〉

　
わ
た
し
が
本
稿
で
目
的
と
し
て
い
る
の
は
、
『
審
判
』
の
主
人
公
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
の

変
身
過
程
を
分
析
し
、
そ
の
分
析
視
点
か
ら
作
品
の
全
体
構
造
と
意
味
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
は
こ
こ
で
は
論
点
分
析
に
終
始
し
、
そ
こ
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か
ら
得
ら
れ
る
結
果
が
作
品
の
全
体
に
解
明
を
与
え
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
解
釈

を
提
示
す
る
。
そ
れ
故
に
、
作
品
そ
れ
自
体
の
包
括
的
な
解
釈
を
示
そ
う
な
ど
と
い

う
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
こ
と
は
断
っ
て
お
く
。
ま
た
、
こ
こ
で
わ
た
し
は
、
他
の
多

く
の
解
釈
者
と
違
っ
て
、
作
品
外
に
思
考
の
参
照
体
系
を
持
た
な
い
よ
う
に
努
め
て

い
る
。
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
た
し
は
感
情
移
入
を
称
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
こ
の
作
品
は
そ
れ
を
完
全
に
不
可
能
な
も
の
に
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
語
ら
れ
て
い
る
「
事
実
」
に
よ
っ
て
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
カ
フ
カ
の
作
品
の
な
か
に
「
変
身
」
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
も
の
が
あ

る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
だ
が
、
常
識
的
に
は
こ
の
『
審
判
』
は
そ
の
系
列
に
は
入
ら

な
い
よ
う
に
思
え
る
だ
ろ
う
。
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
は
も
と
も
と
猿
だ
っ
た
わ
け
で
も
、

あ
る
い
は
害
虫
と
な
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
人
間
の
姿
を
し
て
生
き
、

人
間
の
姿
を
し
て
死
ん
で
い
く
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
変
身
す

る
の
で
あ
る
。
「
変
身
」
の
モ
チ
ー
フ
は
、
何
も
外
貌
の
変
化
に
だ
け
限
っ
た
も
の
で

も
な
い
の
だ
。
こ
の
意
味
で
こ
の
作
品
は
一
風
変
っ
た
変
身
譚
と
呼
ん
で
さ
し
つ
か

え
な
い
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
加
え
て
、
『
審
判
』
に
は
他
の
作
品
と
較
べ
て
み
る
と
著
し
い
相
異
点
が
認

め
ら
れ
る
。
こ
の
物
語
の
主
人
公
は
、
他
の
作
品
の
主
人
公
だ
ち
と
は
違
っ
て
、
明

ら
か
に
「
救
い
」
に
つ
な
が
る
者
と
し
て
死
ん
で
い
く
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

Ｋ
が
殺
さ
れ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
死
は
彼
の
「
罪
」
に
対
す
る
刑

罰
で
あ
る
か
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
で
は
、
Ｋ
は
「
罪
」
を
蹟
う
こ
と
に
よ
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つ
て
救
わ
れ
る
、
と
筆
者
は
言
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。

「
罪
」
を
蹟
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
こ
ろ
に
ま
で
行
き
着
く
涯
に
、
別
の
地
平
か
ら

Ｋ
に
は
そ
れ
と
知
ら
れ
な
い
な
が
ら
も
光
が
差
し
て
く
る
の
だ
。

　
本
稿
の
提
示
す
る
帰
結
は
、
カ
フ
カ
の
他
の
作
品
に
対
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
と
は

違
っ
た
視
点
か
ら
の
意
味
づ
け
の
可
能
性
を
与
え
る
は
ず
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ

れ
は
本
稿
の
限
定
さ
れ
た
目
的
を
越
え
る
の
で
、
別
の
機
会
に
、
む
し
ろ
願
わ
く
は

他
の
手
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

　
あ
る
友
人
と
カ
フ
カ
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
と
言
葉
を
交
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
、

友
人
は
わ
た
し
に
こ
う
言
っ
て
の
け
た
。
今
も
そ
の
言
葉
が
強
く
残
っ
て
い
る
。
「
ど

ん
な
も
の
だ
っ
て
、
書
か
れ
て
い
る
っ
て
こ
と
で
救
わ
れ
て
る
気
が
す
る
。
」

　
　
Ｉ

　
周
知
の
と
お
り
、
『
審
判
』
は
全
体
を
見
通
す
位
置
に
立
つ
語
り
手
に
よ
っ
て
は
語

ら
れ
ず
、
語
り
手
が
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
の
視
点
に
ほ
と
ん
ど
同
化
し
て
、
ほ
ぼ
Ｋ
の
視

点
か
ら
の
み
語
る
物
語
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
こ
の
物
語
の
世
界
自
体
の
事
実
性
、

な
ぜ
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
が
訴
訟
に
巻
き
込
ま
れ
る
に
至
っ
た
の
か
、
結
局
彼
は
本
当
に

処
刑
さ
れ
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
等
、
普
通
読
者
の
期
待
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
全

く
判
然
と
し
な
い
。
物
語
の
内
に
は
そ
う
し
た
こ
と
の
事
実
性
の
根
拠
と
な
る
べ
き

も
の
が
、
語
り
手
に
よ
っ
て
は
一
切
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
何
も
か
も
が
お
ぼ
ろ
げ
な
薄
闇
の
中
と
見
え
な
が
ら
、
逆
に
こ
の
物

語
を
読
む
者
の
眼
前
に
は
、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
が
そ
の
時
何
に
目
を
向
け
、
そ
れ
を
ど

の
よ
う
に
解
釈
し
、
判
断
し
た
の
か
、
つ
ま
り
彼
の
主
観
性
が
刻
明
に
映
し
出
さ
れ

る
と
い
う
逆
説
的
明
哲
性
が
、
物
語
全
体
を
貫
い
て
い
る
。

　
こ
の
物
語
が
無
前
提
に
始
ま
る
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
定
言
は
読

む
者
の
先
入
見
が
土
台
と
な
っ
て
生
じ
て
来
る
事
態
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

語
ら
れ
た
事
柄
の
事
実
性
と
い
う
も
の
を
、
こ
う
し
た
判
断
は
唯
一
の
足
場
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
Ｋ
が
な
ぜ
裁
か
れ
る
の
か
、
何
か
裁
く
の
か
、
な
ぜ
処
刑

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
を
考
え
あ
ぐ
ね
る
。
こ
ん
な
に
も
明
哲
に
語
ら
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
目
に
は
何
も
事
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
の
だ
。

ま
る
で
読
者
自
身
、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
語
り
の
明
哲
性
と
い
う
た
だ
一
点
に
だ
け
目
を
向
け
て
考
え
る
な

ら
ば
、
む
し
ろ
こ
の
物
語
の
前
提
事
実
は
自
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
語
り

手
が
Ｋ
と
ほ
ぼ
同
化
し
て
い
る
以
上
、
語
り
は
Ｋ
の
感
覚
や
思
考
の
事
実
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
に
は
動
か
し
が
た
い
前
提
が
あ
る
の
だ
。
書
き
出
し
の

数
ペ
ー
ジ
を
分
析
し
て
み
る
だ
け
で
、
そ
れ
が
判
る
だ
ろ
う
。

　
誰
か
が
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
を
誹
誇
し
た
の
に
相
違
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
何
も

わ
る
い
こ
と
を
し
な
か
っ
だ
の
に
、
あ
る
朝
、
逮
捕
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
（
６
）

　
こ
の
き
わ
め
て
明
解
な
叙
述
、
手
順
を
踏
ま
え
た
推
論
に
は
異
論
の
余
地
が
な
い
。

ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
は
「
逮
捕
」
さ
れ
た
。
し
か
る
に
彼
は
「
何
も
わ
る
い
こ
と
」
は
し

て
は
い
な
か
っ
た
。
な
ら
ば
こ
の
「
逮
捕
」
は
誰
か
悪
意
あ
る
者
の
事
実
無
根
の
「
排

泄
」
に
よ
る
に
違
い
な
い
。
帰
結
に
は
一
見
多
少
の
飛
躍
が
認
め
ら
れ
は
し
て
も
、

こ
の
時
彼
の
推
論
は
け
し
て
飛
躍
な
ど
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
少
し
後
の
叙

述
か
ら
察
せ
ら
れ
る
。
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
に
は
、
慎
重
で
な
い
こ
と
を
す
れ
ば
た
ち
ま

ち
自
分
を
ひ
ど
い
目
に
逢
わ
せ
る
の
が
こ
の
社
会
な
の
だ
と
い
う
実
践
的
世
界
観
が

あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
「
逮
捕
」
な
ん
て
ひ
ど
い
は
な
し
だ
。
自
分
で
は
慎
重
で

な
い
振
舞
な
ど
二
度
と
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
が
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
や
っ
た
の

か
も
知
れ
な
い
。
も
し
や
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
の
「
逮
捕
」
と
い
う
事
態
は
あ
り
そ

う
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
冒
頭
の
一
文
そ
の
も
の
に
は
飛
躍
が
見
ら
れ
て
も
、

実
際
に
は
全
く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
ま
た
、

Ｋ
は
「
逮
捕
」
が
、
例
え
ば
何
か
の
于
違
い
だ
ろ
う
な
ど
と
い
う
結
論
に
は
け
し
て

至
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
冒
頭
の
推
論
は
、
ふ
た
つ
の
確
実
な
前
提
と
ひ
と
つ
の
不
確

実
な
仮
説
と
か
ら
必
然
と
し
て
導
き
出
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。



　
と
こ
ろ
が
、
さ
ら
に
Ｋ
は
も
う
ひ
と
つ
の
可
能
性
を
も
考
え
た
。
「
逮
捕
」
を
同
僚

た
ち
の
「
性
の
よ
く
な
い
い
た
ず
ら
」
に
帰
す
る
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
推
理
の
前

提
だ
が
、
そ
れ
は
Ｋ
自
身
が
そ
の
日
に
三
十
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
誕
生
日
に
は
祝
い
が
付
き
も
の
で
あ
る
（
事
実
彼
は
銀
行
で
祝
わ
れ
る
）
。
若

い
同
僚
だ
ち
な
ら
「
逮
捕
」
な
ん
て
い
う
悪
ふ
ざ
け
ぐ
ら
い
は
や
り
そ
う
だ
、
と
Ｋ

は
考
え
る
わ
け
な
の
だ
。
だ
が
こ
の
推
理
の
根
拠
は
確
定
的
で
は
な
い
う
え
、
前
の

可
能
性
よ
り
は
確
か
ら
し
く
は
な
い
が
、
こ
れ
も
可
能
性
と
し
て
は
考
え
得
る
こ
と

で
は
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
可
能
性
の
う
ち
ど
ち
ら
が
事
実
な
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
前
提

の
う
ち
に
不
確
か
な
も
の
が
あ
る
以
上
、
さ
し
あ
た
っ
て
判
断
し
が
た
い
の
で
、
彼

は
「
慎
重
」
に
事
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ひ
ど
い

目
に
逢
う
の
が
お
ち
だ
か
ら
な
の
だ
。

　
こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
の
思
考
の
エ
ー
ト
ス
で
あ
る
。

彼
は
、
客
観
的
妥
当
性
あ
り
と
確
か
に
認
め
得
る
物
事
だ
け
を
「
事
実
」
と
す
る
。

彼
は
確
か
な
前
提
か
ら
出
発
し
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
し
得
る
こ
と
を
「
事
実
」
も
し

く
は
可
能
事
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
も
し
確
実
な
諸
前
提
だ
け
か
ら
は
、

了
解
可
能
な
真
実
が
見
え
て
こ
な
い
場
合
に
は
、
Ｋ
は
仮
説
を
作
る
と
い
う
手
段
を

使
う
の
で
あ
る
。
（
し
か
し
、
Ｋ
の
仮
説
は
次
々
に
打
ち
砕
か
れ
て
い
く
、
ま
た
そ
れ

だ
か
ら
こ
そ
結
局
最
後
ま
で
、
な
ぜ
Ｋ
が
処
刑
さ
れ
る
の
か
、
訴
訟
と
は
そ
も
そ
も

何
な
の
か
が
わ
れ
わ
れ
に
は
見
当
も
つ
か
な
い
わ
け
だ
。
）
も
ち
ろ
ん
、
仮
説
を
作
る

に
際
し
て
も
、
ゆ
る
ぎ
な
い
諸
前
提
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
Ｋ
は
疑
問
視
し
よ
う
と
は

し
な
い
。
「
彼
は
も
の
が
わ
か
っ
て
い
る
（
ｇ
～
目
冲
催
）
よ
う
だ
」
（
1
3
）
と
、
逮
捕

に
来
た
男
が
言
っ
て
い
る
の
は
こ
の
意
味
で
至
極
正
し
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ヨ

ー
ゼ
フ
・
Ｋ
の
対
象
認
識
の
た
め
の
健
全
な
理
性
使
用
－
－
こ
れ
が
こ
の
物
語
の
前

提
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
加
え
て
、
い
や
む
し
ろ
そ
れ
と
一
体
な
の
だ
が
、
理
性
使
用
の
も
う
ひ
と

つ
の
局
面
に
も
言
及
し
て
お
か
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
も

五
七
　
　
『
審
判
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お
け
る
「
対
話
」
の
予
見
構
造
　
（
富
重
）

理
解
で
き
よ
う
が
、
理
性
は
、
あ
る
明
確
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
最
も
効
果
的

か
つ
効
率
的
な
手
段
を
確
定
す
る
道
具
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
Ｋ
は
、
「
逮
捕
」
に
最

も
よ
く
対
処
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
そ
の
理
由
あ
る
い
は
正
体
を
認
識
す
る

必
要
が
あ
っ
た
。
対
処
の
手
段
を
見
つ
け
る
に
は
、
そ
も
そ
も
「
逮
捕
」
の
認
識
が

不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
理
性
使
用
の
こ
の
局
面
の

方
が
主
導
的
だ
と
す
ら
言
え
よ
う
。

　
こ
の
Ｋ
の
思
考
の
エ
ー
ト
ス
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
も
な
い
ら
し
い
。
彼
は
昔

か
ら
理
性
の
力
を
充
分
に
発
揮
さ
せ
て
き
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
彼
の
訴
訟
沙
汰
を

聞
き
つ
け
上
京
し
て
き
た
叔
父
ア
ル
ベ
ル
ト
が
、
一
門
の
こ
と
を
顧
慮
し
て
い
な
い

Ｋ
に
向
か
っ
て
、
「
お
前
は
変
っ
た
。
お
前
は
い
つ
だ
っ
て
正
し
い
理
解
力
を
持
っ
て

い
た
じ
や
な
い
か
。
な
の
に
今
の
今
は
そ
れ
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
か
」
（
ｍ
）
と
、

責
め
る
と
こ
ろ
か
ら
も
推
察
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
言
葉
は
Ｋ
の
理
性
が
こ
の

時
点
で
正
体
を
な
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
断
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ア
ル
ベ

ル
ト
は
た
だ
、
Ｋ
の
思
考
の
諸
前
提
に
、
「
家
族
」
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
難
じ

て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
Ｋ
の
思
考
の
エ
ー
ト
ス
は
「
逮
捕
」
以
前
か

ら
一
貫
し
て
保
持
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
Ｋ
の
理
性
に
と
っ
て
「
見
る
」
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
な
行
為
で
あ

る
。
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
は
観
察
す
る
。
外
的
な
現
象
ば
か
り
で
は
な
く
、
自
分
自
身
を

す
ら
対
象
化
し
て
見
る
の
で
あ
る
。
物
語
の
結
末
で
は
、
心
臓
に
ナ
イ
フ
を
突
き
立

て
ら
れ
て
、
死
を
目
前
に
し
て
も
な
お
、
二
人
の
処
刑
者
を
見
、
自
分
よ
り
も
高
い

視
点
か
ら
見
お
ろ
さ
れ
て
い
る
我
が
身
を
対
象
化
し
て
、
「
大
の
よ
う
だ
」
と
比
喩
を

ひ
ね
り
出
し
す
ら
し
た
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
Ｋ
は
、
結
末
に
至
る
全
過
程
に
お
い
て

も
ま
た
、
し
ば
し
ば
意
図
的
に
観
察
の
目
を
こ
ら
し
て
き
た
。
叔
父
に
ほ
と
ん
ど
強

引
に
付
け
ら
れ
た
弁
護
士
フ
ル
ト
が
、
訴
訟
に
有
利
な
成
果
を
い
っ
こ
う
に
あ
げ
て

い
な
い
た
め
、
Ｋ
は
彼
を
首
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
時
彼
は
こ
の
解
約
に
よ
っ

て
訴
訟
に
ど
ん
な
不
利
益
が
結
果
す
る
も
の
か
ど
う
か
判
断
が
つ
か
な
か
っ
た
の

で
、
直
接
フ
ル
ト
に
解
約
の
意
を
伝
え
れ
ば
、
「
た
と
え
弁
護
士
が
心
中
を
多
く
は
打
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ち
開
け
な
い
と
し
て
も
、
顔
や
態
度
か
ら
知
り
た
い
こ
と
は
何
で
も
簡
単
に
見
て
取

れ
る
だ
ろ
う
」
（
2
0
0
）
と
、
意
を
決
め
て
フ
ル
ト
の
も
と
へ
行
っ
た
の
だ
っ
た
。
（
し

か
し
結
果
は
、
「
ど
ん
な
に
遠
慮
会
釈
な
く
吟
味
し
な
が
ら
彼
を
ま
じ
ま
じ
と
見
つ
め

て
も
」
（
2
2
5
）
何
の
成
果
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
）
ま
た
、
Ｋ
の
下
着
類
を
く
す
ね
た

廉
で
、
銀
行
の
物
置
部
屋
で
笞
刑
を
受
け
か
か
っ
て
い
た
二
人
の
監
視
人
の
う
ち
の

フ
ラ
ン
ツ
が
、
同
情
を
買
お
う
と
し
て
か
銀
行
の
前
で
は
許
婚
者
が
自
分
を
待
っ
て

い
る
と
言
っ
て
い
た
こ
と
を
、
Ｋ
は
帰
り
が
け
に
確
か
め
よ
う
と
「
念
入
り
に
す
べ

て
の
通
行
人
を
観
察
し
た
が
、
か
な
り
広
い
範
囲
の
内
に
も
誰
か
ひ
と
を
待
っ
て
い

る
娘
な
ど
ひ
と
り
も
見
ら
れ
」
（
ｍ
）
ず
、
や
は
り
あ
れ
は
同
情
を
買
う
の
が
目
的
の

嘘
だ
っ
た
か
と
、
Ｋ
は
ひ
と
り
合
点
し
た
の
だ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
Ｋ
は
「
見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
実
の
確
実
な
裏
付
け
を
、
確

実
な
事
実
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
続
け
る
。
彼
の
思
考
の
働
き
を
「
見
る
」
と
い
う

行
為
に
象
徴
的
に
置
き
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
Ｋ
は
曖
昧
に
し
か
見
え
て
い
な

い
も
の
を
、
明
瞭
な
も
の
に
し
よ
う
と
、
は
っ
き
り
と
現
前
さ
せ
よ
う
と
努
力
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
見
え
て
こ
な
い
裁
判
組
織
、
訴
訟
の
実
体
を
な
ん
と
か

は
っ
き
り
認
識
し
よ
う
と
い
う
努
力
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か

も
そ
れ
は
合
目
的
的
認
識
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
さ
て
、
こ
の
物
語
に
つ
い
て
も
う
ひ
と
つ
確
か
め
て
お
か
な
く
て
は
い
け
な
い
こ

と
が
あ
る
。
語
り
手
の
視
点
が
Ｋ
の
視
点
に
ほ
ぼ
同
化
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ

と
だ
が
、
ま
た
同
化
が
完
璧
で
は
な
く
、
多
少
の
不
安
定
さ
が
あ
る
こ
と
も
既
に
指

適
さ
れ
て
き
た
。
語
り
手
は
Ｋ
と
は
不
即
不
離
の
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
注
意
す
る
べ
き
と
こ
ろ
は
次
の
点
に
あ
る
。
語
り
于
は
、
あ
る
時
は
Ｋ
の

意
識
に
完
全
に
同
化
し
な
が
ら
、
ま
た
あ
る
時
に
は
Ｋ
の
行
為
を
描
写
す
る
。
行
為

の
描
写
に
は
し
か
も
一
切
の
語
り
手
の
コ
メ
ン
ト
は
加
え
ら
れ
ず
、
ひ
た
す
ら
Ｋ
の

行
為
と
視
点
を
な
ぞ
る
だ
け
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
語
り
手
は
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
と
同
化

し
つ
つ
も
、
同
時
に
彼
を
静
に
観
照
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
物
語
に

お
い
て
語
り
手
は
同
時
的
二
重
存
在
性
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
通
常
の
三
人

称
小
説
の
場
合
、
語
り
手
は
物
語
の
全
体
を
見
通
し
、
物
語
の
事
実
性
を
保
証
す
る

も
の
で
、
ま
た
一
人
称
小
説
な
ら
ば
、
「
私
」
が
語
り
手
と
し
て
一
切
を
語
っ
て
も
、

一
切
は
過
去
に
位
置
し
て
い
る
の
が
普
通
で
、
過
去
の
「
私
」
を
現
在
の
「
私
」
が

見
通
し
、
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
語
り
手
は
言
葉
を
尽

く
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
の
事
実
性
を
保
証
す
る
。
だ
が
、
こ
の
『
審
判
』
に
お
い
て

は
語
り
手
独
自
の
言
葉
が
全
く
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
事
態
が
、
か
え
っ
て
沈
黙
し

て
い
る
語
り
手
の
存
在
を
き
わ
だ
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
Ｋ
そ
の
も
の
と
な

っ
て
見
た
り
、
聞
い
た
り
、
考
え
た
り
し
な
が
ら
、
同
じ
時
に
遠
く
上
昇
し
て
静
に

静
に
Ｋ
を
な
が
め
て
い
る
の
だ
。

　
が
、
語
り
手
は
一
体
何
を
ど
の
よ
う
に
観
照
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
の
沈
黙

は
何
を
た
た
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
物
語
は
こ
れ
を
明
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。
語

り
手
は
た
だ
見
え
て
い
る
現
象
を
、
Ｋ
の
意
識
の
流
れ
を
語
っ
て
い
る
だ
け
な
の
だ

ろ
う
か
。

　
　
Ｈ

　
Ｉ
に
お
い
て
、
Ｋ
が
健
全
に
理
性
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の

際
の
「
健
全
」
と
は
単
に
手
順
を
踏
ま
え
飛
躍
し
な
い
と
い
う
程
の
意
味
だ
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
具
体
的
使
用
の
様
態
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
は
Ｋ

の
理
性
が
い
か
に
独
断
的
で
あ
る
か
を
提
示
す
る
。

　
す
で
に
物
語
冒
頭
で
、
Ｋ
に
よ
る
理
性
使
用
の
特
徴
的
な
あ
ら
わ
れ
を
わ
れ
わ
れ

は
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
通
常
な
ら
ば
朝
八
時
に
料
理
女
ア
ン
ナ
が
彼
に
朝
食
を
運

ん
で
く
る
は
ず
な
の
に
、
今
日
は
来
な
い
。
向
か
い
の
老
婆
の
様
子
も
い
つ
も
と
違

っ
て
い
る
し
、
腹
だ
っ
て
空
い
て
き
た
。
こ
れ
は
ア
ン
ナ
の
怠
慢
だ
と
彼
は
断
定
し

た
。
Ｋ
は
自
分
が
八
時
を
過
ぎ
て
い
る
と
錯
覚
し
て
い
る
可
能
性
は
全
く
考
え
な
い

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ア
ン
ナ
を
呼
び
つ
け
よ
う
と
、
Ｋ
は
ベ
ル
を
鳴
ら
し
た
。
と
こ

ろ
が
ベ
ル
に
応
じ
て
来
だ
の
は
未
知
の
不
審
な
男
だ
っ
た
の
で
、
彼
は
「
ど
な
た
で

す
か
」
と
尋
ね
る
が
、
男
は
「
ペ
ル
を
鳴
ら
し
ま
し
た
ね
」
と
事
実
を
確
認
す
る
ば



か
り
だ
っ
た
。
自
分
の
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
来
た
未
知
の
男
が
誰
だ
か
を
知
る
こ
と
は
、

Ｋ
に
と
っ
て
み
れ
ば
当
然
の
必
要
事
で
、
そ
の
た
め
に
は
「
ど
な
た
」
と
尋
く
の
が

最
も
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
や
り
方
で
は
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
そ
の
男
に

と
っ
て
も
ベ
ル
の
音
が
事
実
だ
っ
た
の
か
と
確
認
す
る
行
為
は
許
さ
れ
て
当
然
し
か

る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
時
Ｋ
は
別
に
気
が
動
願
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た

の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
こ
の
人
物
を
充
分
詳
細
に
観
察
す
る
冷
静
を
保
っ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
や
。
男
が
未
知
で
あ
る
以
上
は
、
訪
問
者
と
考
え
ら
れ
る
べ

き
で
、
そ
れ
な
ら
ば
訪
問
者
が
先
ず
自
己
紹
介
や
訪
問
の
趣
旨
を
述
べ
る
の
を
Ｋ
は

待
ち
、
そ
れ
を
聞
い
た
上
で
何
か
言
う
べ
き
こ
と
を
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た

の
だ
。
そ
れ
が
常
識
と
い
う
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
Ｋ
は
無
視
し
、
自
己

の
論
理
に
発
す
る
必
然
性
に
の
み
盲
従
し
て
、
有
無
も
言
わ
せ
ず
た
だ
ち
に
相
手
に

質
問
を
あ
び
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
ま
た
、
Ｋ
は
未
知
の
男
の
事
実
確
認

の
言
葉
に
対
し
て
、
「
ア
ン
ナ
に
朝
食
を
持
っ
て
き
て
も
ら
い
た
い
」
と
、
全
く
か
み

合
わ
ぬ
対
話
を
重
ね
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
も
彼
の
発
言
は
一
見
飛
躍
し
す
ぎ
て
い

る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
は
す
る
が
、
彼
は
意
図
的
に
、
そ
の
言
葉
に
相
手
が
ど
う

反
応
す
る
か
を
観
察
し
、
相
手
の
正
体
を
見
究
め
よ
う
と
し
て
し
た
こ
と
だ
っ
た
の

で
あ
る
（
９
）
。
Ｋ
は
相
手
を
自
分
と
は
全
く
別
個
の
存
在
と
し
て
い
っ
た
ん
受
け
容

れ
、
そ
の
う
え
で
相
手
と
自
己
と
の
間
に
了
解
を
つ
く
り
出
そ
う
と
は
し
な
い
。
彼

は
一
方
的
に
自
分
の
思
惑
の
内
部
で
し
か
行
動
し
な
い
の
だ
。
男
は
Ｋ
の
前
に
現
れ

た
そ
の
瞬
間
か
ら
、
Ｋ
に
と
っ
て
の
未
知
の
男
と
し
て
の
み
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち

未
知
の
対
象
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
男
は
Ｋ
の
期
待
に
完
璧
に
応
え
て
「
対
象
。
」
そ
の
も
の
の
役

割
を
演
じ
は
し
な
い
し
、
そ
の
他
Ｋ
の
接
す
る
人
物
－
―
Ｉ
Ｉ
ビ
ュ
ル
ス
ト
ナ
ー
嬢
、
弁

護
士
フ
ル
ト
、
叔
父
ア
ル
ペ
ル
ト
等
‐
－
は
誰
も
彼
の
期
待
ど
お
り
に
「
対
象
」
と

し
て
固
定
さ
れ
は
し
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
Ｋ
は
「
対
象
」
に

影
響
さ
れ
ぬ
よ
う
他
者
か
ら
一
歩
退
い
て
観
察
吟
味
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
る

し
、
ま
た
自
己
観
察
す
る
場
合
に
も
、
な
る
べ
く
純
粋
な
「
対
象
」
と
し
て
自
己
を

五
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『
審
判
』
に
お
け
る
「
対
話
」
の
予
見
構
造
　
（
富
重
）

他
か
ら
引
き
離
し
て
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
だ
が
こ
の
連
中
が
目
の
前
に
い
た

ん
で
は
、
彼
に
は
（
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
1
1
1
筆
者
）
よ
く
考
え

る
こ
と
す
ら
で
き
な
か
っ
た
。
」
（
1
2
）

　
さ
て
、
「
対
象
」
と
し
て
し
か
他
者
を
見
な
い
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
は
Ｉ
で
も
述
べ
た
と

お
り
観
察
を
信
条
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
連
関
で
そ
れ
を
見
た
場
合
、
観
察
と
い

う
行
為
は
き
わ
め
て
目
的
負
荷
的
で
あ
る
こ
と
が
よ
り
明
瞭
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
Ｋ
は
し
ば
し
ば
、
自
分
が
相
手
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
意
図
を
、
相
手
に
そ
れ
と

悟
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
接
そ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
Ｋ
が
相
手
を
ど
ん
な
「
対

象
」
と
し
て
設
定
し
て
い
る
の
か
を
隠
す
の
で
あ
る
。
Ｋ
の
勤
め
る
銀
行
の
顧
客
で

あ
る
工
場
主
が
、
彼
の
訴
訟
沙
汰
を
聞
き
つ
け
、
自
分
の
融
資
問
題
が
有
利
に
結
着

す
る
よ
う
に
と
、
彼
に
裁
判
所
に
か
か
わ
っ
て
い
る
画
家
テ
ィ
ト
レ
リ
の
こ
と
を
紹

介
し
た
。
教
え
ら
れ
た
Ｋ
は
は
じ
め
か
ら
テ
ィ
ト
レ
リ
を
画
家
と
し
て
で
は
な
く
、

情
報
源
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
彼
を
訪
ね
た
。
さ
て
、
Ｋ
は
裁
判
所
に
関
す
る
情
報

を
す
ん
な
り
と
引
き
出
す
た
め
に
、
は
じ
め
は
テ
ィ
ト
レ
リ
の
絵
に
関
心
の
あ
る
よ

う
を
装
う
が
、
「
…
…
あ
な
た
は
裁
判
所
に
つ
い
て
何
か
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
ら
っ

し
や
る
。
そ
れ
で
ま
ず
、
私
の
歓
心
を
買
お
う
と
私
の
絵
に
つ
い
て
話
さ
れ
た
ん
だ
」

（
1
7
7
）
と
、
図
星
を
つ
か
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
相
手
が
こ
ち
ら
の
真
意
を
読
む
こ

と
な
く
、
進
ん
で
情
報
源
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
く
れ
る
よ
う
に
と
い
う
Ｋ
の
意

図
は
挫
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　
あ
る
時
は
ま
た
、
ビ
ュ
ル
ス
ト
ナ
ー
嬢
の
こ
と
で
気
ま
ず
い
別
れ
方
を
し
た
グ
ル

ー
バ
ッ
ハ
夫
人
と
、
ま
た
ビ
ュ
ル
ス
ト
ナ
ー
嬢
の
こ
と
で
話
を
し
た
く
な
っ
て
、
か

と
い
っ
て
直
接
の
話
題
に
は
で
き
な
い
の
で
、
ロ
実
を
作
っ
て
話
を
誘
導
し
よ
う
と

し
た
。
彼
は
控
の
間
の
騒
々
し
さ
の
理
由
を
知
っ
て
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
、
夫
人
に
非

難
が
ま
し
く
わ
ざ
と
問
い
質
す
の
で
あ
る
。
「
し
か
し
Ｋ
は
夫
人
を
試
し
て
み
た
の
だ

っ
た
…
…
。
」
（
9
5
）
騒
ぎ
の
原
因
が
モ
ン
ク
ー
ク
嬢
の
ビ
ュ
ル
ス
ト
ナ
ー
嬢
の
部
屋

へ
の
引
越
し
な
の
は
明
白
だ
っ
た
の
で
、
夫
人
に
良
だ
前
回
の
し
こ
り
が
ビ
ュ
ル
ス

ト
ナ
ー
嬢
の
こ
と
を
口
に
さ
せ
な
い
の
で
な
い
限
り
、
話
は
自
然
と
彼
女
の
こ
と
に
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及
ん
で
い
く
は
ず
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
夫
人
も
ま
た
情
報
源
と
い
う
対
象
と
し

て
し
か
Ｋ
に
と
っ
て
は
存
在
し
な
い
も
同
然
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
他
者
を
、
「
対
象
」
と
し
て
観
察
す
る
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
は
、
あ
る
明
確

な
目
的
を
成
就
す
る
た
め
に
の
み
他
者
と
接
し
、
し
か
も
他
者
を
最
も
効
果
的
・
効

率
的
な
手
段
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
利
用
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
Ｋ
の
理

性
は
、
自
分
で
設
定
し
た
「
対
象
」
が
そ
の
分
を
超
え
出
る
場
合
、
超
え
出
る
も
の

に
あ
ま
り
注
意
を
払
わ
な
い
し
、
ま
た
無
視
し
よ
う
と
も
す
る
。
た
ま
た
ま
そ
れ
が

彼
の
理
性
の
対
象
の
範
囲
内
に
入
っ
て
来
る
場
合
に
だ
け
、
彼
は
そ
れ
を
取
り
上
げ

る
の
で
あ
る
。

　
「
－
経
験
か
ら
学
ぶ
な
ん
て
ふ
だ
ん
は
彼
の
習
慣
で
は
な
か
っ
た
Ｉ
」
（
1
3
）

の
で
、
Ｋ
は
自
分
の
経
験
す
ら
あ
ま
り
重
ん
じ
な
い
。
ま
し
て
や
他
人
の
経
験
で
あ

れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
弁
護
士
フ
ル
ト
の
並
べ
た
て
る
経
験
的
知

識
を
理
解
で
き
な
い
Ｋ
は
彼
の
解
約
を
思
い
つ
く
の
だ
。
も
と
も
と
Ｋ
は
「
こ
の
自

分
の
件
で
は
、
ど
ん
な
助
け
も
そ
し
て
た
と
え
き
わ
め
て
わ
ず
か
の
人
の
助
け
を
も

借
り
る
の
は
嫌
だ
っ
た
し
、
ま
た
誰
も
助
け
に
呼
び
た
く
は
な
か
っ
た
。
助
け
を
求

め
る
こ
と
で
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
に
し
て
も
こ
っ
ち
の
事
情
を
悟
ら
せ
た
く
は
な
か
っ

た
」
（
4
7
）
の
で
、
裁
判
所
へ
行
く
の
に
車
さ
え
使
わ
な
か
っ
た
程
だ
っ
た
の
だ
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
ん
な
Ｋ
も
他
者
の
経
験
と
自
分
の
そ
れ
と
を
比
較
し
は
じ
め
る
。

自
分
と
い
か
な
る
利
害
関
係
も
な
い
テ
ィ
ト
レ
リ
の
言
う
こ
と
が
、
他
の
人
か
ら
こ

れ
ま
で
に
聞
い
た
こ
と
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
Ｋ
は
気
づ
き
（
1
8
2
）
、
自
分
同
様
起

訴
さ
れ
て
い
る
商
人
ブ
ロ
ッ
ク
か
ら
経
験
を
聞
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
Ｋ
が
経
験
に
注
意
を
向
け
だ
し
た
の
に
は
は
っ
き
り
と
し
た
目
的
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
Ｋ
は
白
身
訴
訟
に
乗
り
出
し
て
無
罪
を
勝
ち
取
る
決
意
を
固
め
、
そ
の
目

的
に
適
う
突
破
口
を
探
す
た
め
に
他
者
の
経
験
に
耳
を
傾
け
だ
し
た
の
だ
っ
た
。
Ｋ

は
叔
父
の
要
請
も
あ
っ
て
、
自
分
の
訴
訟
を
受
け
容
れ
、
身
を
防
ぐ
決
意
を
し
た
。

そ
れ
ま
で
は
自
分
の
無
罪
と
い
う
こ
と
に
も
あ
ま
り
確
信
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、
訴
訟
自
体
を
も
半
ば
傍
観
者
の
態
度
で
見
て
い
た
が
、
一
度
決
心
し
た
以
上
「
何

よ
り
も
何
か
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
に
と
い
う
な
ら
、
必
然
的
に
、
罪
が
あ
る
か
も
知

れ
な
い
と
い
う
考
え
は
み
な
予
め
退
け
ら
る
べ
き
」
（
1
5
2
）
で
、
「
…
…
自
分
の
利
益

を
で
き
る
だ
け
し
っ
か
り
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
」
（
迎
つ
ま
り
、
訴
訟
に
勝
つ
た

め
に
は
、
こ
の
不
可
解
な
裁
判
に
つ
い
て
、
そ
の
機
構
や
手
続
な
ど
を
知
ら
な
く
て

は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
Ｋ
は
裁
判
所
を
己
が
無
罪
を
勝
ち
取
る
べ
き
相
手
と
し
て

対
象
化
し
た
。
こ
の
限
定
さ
れ
た
目
的
の
た
め
に
だ
け
、
彼
は
他
者
の
経
験
に
学
ぽ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
目
的
を
設
定
し
た
Ｋ
の
知
り
得
た
こ
と
は
愚
に
も
つ
か
ぬ

こ
と
ば
か
り
で
、
結
局
「
あ
ん
た
は
自
分
が
ど
ん
な
裁
判
所
の
た
め
に
働
い
て
い
る

の
か
知
ら
な
い
ん
じ
や
な
い
で
す
か
。
…
…
ｙ
」
れ
は
た
だ
私
の
経
験
か
ら
言
う
ん
で

す
が
ね
」
（
2
5
4
）
と
、
ド
ー
ム
で
僧
に
向
か
っ
て
己
が
無
力
の
自
嘲
を
批
判
と
し
て
ぶ

つ
け
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
理
性
は
裁
判
機
構
に
及
ば
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
今
は
裁
判
機
構
は
措
く
と
し
て
も
、
Ｋ
は
幾
た
び
か
理
性
を
超
え
る

も
の
に
遭
遇
し
て
い
る
。
そ
の
上
う
な
も
の
を
前
に
し
て
彼
は
一
体
ど
の
よ
う
に
対

処
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
は
じ
め
て
呼
び
出
さ
れ
て
行
っ
た
常
識
外
れ
の
裁
判
所

で
は
、
判
事
に
対
し
て
市
民
社
会
の
正
当
な
法
常
識
を
盾
に
溶
々
と
批
判
を
弁
じ
た

て
論
陣
を
張
っ
た
。
が
、
辺
り
か
ま
わ
ず
、
グ
リ
グ
リ
と
押
し
寄
せ
て
く
る
身
内
の

ア
ル
ベ
ル
ト
に
対
し
て
は
、
「
正
直
に
す
べ
て
白
状
す
る
こ
と
が
叔
父
の
考
え
に
対
し

て
…
…
あ
え
て
な
し
得
る
唯
ひ
と
つ
の
抗
議
で
あ
っ
た
。
」
（
1
2
1
）
　
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
は

無
関
係
だ
と
思
う
も
の
に
対
し
て
は
、
己
が
理
性
の
言
葉
を
あ
ら
ん
限
り
に
繰
り
出

し
て
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
無
縁
で
あ
り
得
ぬ
者
に
は
Ｉ
言
た
り
と
理
性
の

言
葉
を
語
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
「
抗
議
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
Ｋ
は
自
ず
か
ら
の
理
性
を
そ
の
ま
ま
保
持
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
る
。

　
そ
れ
と
は
逆
に
、
彼
の
理
性
が
昏
倒
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
を
忘
れ
る
べ

き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
銀
行
の
物
置
で
あ
め
二
人
の
監
視
人
が
Ｋ
の
下
着
類
を
ネ
コ

バ
バ
し
た
廉
で
笞
刑
を
受
け
る
く
だ
り
で
、
Ｋ
は
憐
っ
ぽ
く
自
分
に
除
刑
を
懇
願
す



る
二
人
を
、
裁
判
所
の
腐
敗
を
改
善
す
る
た
め
の
一
環
と
し
て
、
何
と
か
助
け
て
や

ろ
う
と
し
た
が
、
失
敗
に
終
わ
り
、
そ
の
日
は
二
人
の
悲
鳴
を
あ
と
に
し
て
家
路
に

つ
く
。
翌
日
も
二
人
の
こ
と
が
念
頭
か
ら
離
れ
ず
、
仕
事
も
は
か
ど
ら
な
い
た
め
帰

り
が
前
日
よ
り
も
遅
く
な
っ
て
し
ま
う
。
帰
り
が
て
ら
に
ま
た
例
の
物
置
を
開
け
て

み
る
と
、
何
と
憐
っ
ぽ
い
声
で
「
だ
ん
な
１
・
」
と
す
が
っ
て
く
る
昨
日
と
全
く
変
ら

な
い
光
景
が
そ
こ
に
あ
っ
た
の
だ
。
「
ほ
と
ん
ど
泣
き
出
し
そ
う
に
な
っ
て
彼
は
小
使

の
も
と
へ
走
っ
て
行
っ
た
。
」
（
ｍ
）
こ
の
あ
り
様
は
、
Ｋ
の
理
性
を
全
く
超
え
て
い

た
。
そ
れ
を
目
に
し
た
Ｋ
は
し
ば
し
の
間
短
絡
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
何
か
に
お

び
え
る
子
供
が
大
人
た
ち
に
ぴ
っ
た
り
と
く
っ
着
い
て
離
れ
な
い
よ
う
に
、
Ｋ
も
小

使
た
ち
の
も
と
を
な
か
な
か
離
れ
な
か
っ
た
。
理
性
の
理
解
で
き
る
、
安
心
で
き
る

場
に
Ｋ
は
緊
急
退
避
し
た
の
で
あ
る
。
が
、
や
が
て
元
ど
お
り
に
Ｋ
の
理
性
は
短
絡

か
ら
自
己
修
復
し
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
は
理
性
を
独
断
的
に
使
用
し
、
出
会
う
存
在
す

べ
て
か
ら
、
自
分
に
と
っ
て
の
爽
雑
物
を
除
去
し
、
対
象
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
対
象
化
は
ま
た
、
Ｋ
の
設
定
す
る
目
的
達
成
の
手
段
を
構
成
す
る
と
も
言

え
よ
う
。
し
か
も
Ｋ
は
自
分
の
目
的
設
定
が
正
し
い
の
か
ど
う
か
と
一
度
も
疑
っ
た

り
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
は
卑
劣
な
事
す
ら
あ
え
て
す
る
。

他
者
に
対
し
て
自
分
が
対
象
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
な
い
よ
う
に
、
彼
は

極
力
意
図
を
隠
し
、
秘
密
裡
に
事
を
成
就
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
も
し
誰
か
が
、

ど
う
あ
っ
て
も
対
象
化
さ
れ
得
な
い
と
き
に
は
、
Ｋ
の
理
性
は
自
己
防
衛
手
段
に
う

っ
た
え
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
極
端
な
場
合
に
は
、
幼
児
的
緊
急
退
避
も
辞

さ
な
い
の
だ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
修
復
機
能
す
ら
持
つ
独
断
的
理

性
の
持
ち
主
な
の
だ
が
、
彼
が
そ
う
あ
り
続
け
得
だ
の
は
、
彼
の
理
性
に
喰
い
込
ん

で
く
る
も
の
の
存
在
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
誰
も
Ｋ
に
そ
の
理
性
を
根
本
か
ら

揺
る
が
す
関
係
に
入
っ
て
来
た
者
が
な
か
っ
た
の
だ
。
Ｋ
も
そ
う
し
た
関
係
か
ら
は

そ
れ
ま
で
は
逃
が
れ
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
だ
が
、
そ
ん
な
Ｋ
も
終
に
そ
の
よ
う

」－
／Ｘ

㎜Ｉ

『
審
判
』
に
お
け
る
「
対
話
」
の
予
見
構
造
　
（
富
重
）

な
関
係
の
中
に
引
き
摺
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
Ｋ
が
ド
ー
ム
で
僧
と
相

対
し
た
と
き
に
起
こ
る
の
で
あ
る
。

　
．
ｍ

　
こ
れ
ま
で
出
会
っ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
関
係
を
、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
は
ド
ー
ム
の
中

で
経
験
し
た
。
も
し
そ
う
で
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
彼
は
そ
れ
ま
で
と
何
ら
変
る
こ

と
な
く
、
僧
と
の
対
話
の
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
理
性
を
独
断
的
に
使
用
し
お
お
せ

た
か
、
も
し
く
は
、
ち
ょ
う
ど
あ
の
笞
刑
第
二
日
目
の
と
き
の
よ
う
に
、
理
性
を
揺

さ
ぶ
る
も
の
か
ら
た
だ
ち
に
無
反
省
に
名
誉
あ
る
退
却
を
お
こ
な
っ
て
、
事
な
き
を

得
た
こ
と
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
Ｋ
は
そ
の
対
話
に
よ
っ
て
自
己
の
理
性
が
根
幹
か

ら
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
の
を
し
か
と
経
験
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
「
法
の
入
門
書
」
か
ら
の
抜
粋
を
語
り
終
え
た
僧
に
、
Ｋ
は
門
番
は
男
を
だ
ま
し
た

の
だ
と
い
う
解
釈
を
示
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
僧
は
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
反
証
と

異
説
を
提
示
し
た
。

　
第
一
に
、
Ｋ
の
解
釈
が
妥
当
性
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
そ
の
立
論
の
根
拠
は
、
門
番

の
最
初
の
発
言
と
最
後
の
も
の
と
の
間
に
矛
盾
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
最
初
の
言
葉
自
体
す
で
に
最
後
の
も
の
を
含
ん
で
す
ら
い
る
か
ら
、
Ｋ
の
説

は
成
立
し
難
い
。
第
二
は
、
Ｋ
と
反
対
の
解
釈
で
、
門
番
の
方
が
思
い
違
い
を
し
て

い
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
門
番
の
言
葉
か
ら
推
す
と
、
彼
は
非
常
に
単
純
で
、
法
に

つ
い
て
は
全
然
あ
る
い
は
あ
る
程
度
し
か
知
ら
ず
、
ま
た
自
分
か
本
末
男
に
従
属
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
す
ら
知
ら
な
い
。
従
っ
て
、
門
番
は
錯
覚
に
陥
っ
て
い
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
対
立
す
る
の
が
第
三
説
で
、
門
番
は
法
に
仕
え
て

い
る
以
上
、
法
同
様
門
番
に
対
し
て
も
人
間
風
情
が
批
判
す
る
余
地
は
な
い
と
い
う
。

　
以
上
の
各
説
に
Ｋ
が
ど
う
反
応
し
た
の
か
を
注
意
し
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
第
一
の
反
証
に
対
し
て
彼
は
し
ば
し
沈
黙
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
で
は
田
舎
か

ら
来
た
男
は
だ
ま
さ
れ
な
か
っ
た
と
で
も
と
、
僧
に
詰
め
寄
る
Ｋ
は
、
そ
う
い
う
意

見
も
あ
る
の
だ
、
Ｋ
が
そ
れ
に
捉
わ
れ
る
必
要
は
毛
頭
な
い
と
言
わ
れ
る
。
Ｋ
の
解



六
二
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知
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釈
は
こ
の
反
証
に
よ
っ
て
自
ず
と
粉
々
に
打
ち
砕
か
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
僧
の
言
葉
で
留
保
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
異
説
に
は
一
理
あ
り
と
Ｋ
は
認
め
た
。
た
だ
、
そ
れ
故
に
無
知
な
門
番
の

錯
覚
が
、
結
果
と
し
て
男
の
不
利
益
の
因
と
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
彼
は
お
払
い
箱
に

さ
れ
て
当
然
だ
と
言
う
。
こ
の
と
き
Ｋ
は
自
分
が
最
初
に
た
て
た
解
釈
を
翻
し
て
い

る
。
門
番
の
虚
言
で
社
な
く
錯
覚
を
是
と
し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
解
釈

に
す
ん
な
り
と
賛
同
し
た
の
は
、
そ
の
立
論
が
納
得
の
い
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に

よ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
の
解
釈
が
、
男
が
門
に
入
れ
な
か
っ
た
、
不
利
益
を
蒙
っ

た
と
い
う
ど
と
を
否
定
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
第
三
の
解
釈
は
男
の
不
利
益
を
根
本
に
お
い
て
否
定
し
去
り
、
と
て

も
Ｋ
の
賛
同
し
得
る
説
で
は
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
解
釈
を
す
れ
ば
、
門
番
の
言
葉
は

す
べ
て
「
真
実
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
。
第
二
の
説
で
す
で
に
、
門
番
の
錯
覚

が
立
証
さ
れ
た
で
は
な
い
か
と
彼
は
抗
弁
す
る
が
、
僧
の
「
す
べ
て
が
真
実
だ
と
思

う
必
要
は
な
い
。
必
然
と
だ
け
思
わ
な
く
て
は
」
（
2
6
4
）
と
い
う
言
に
、
ま
る
で
引
導

を
わ
た
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
Ｋ
は
、
僧
に
よ
っ
て
自
説
を
突
き
崩
さ
れ
る
か
と
思
う
と
、
救
わ
れ
、

ま
た
し
っ
か
り
し
た
島
に
と
り
つ
か
せ
て
も
ら
っ
た
か
と
思
え
ば
、
ま
た
突
き
離
さ

れ
る
と
い
う
具
合
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
う
そ
が
世
界
秩
序
に
さ
れ
る
」

（
2
6
4
）
と
叫
ん
で
は
み
て
も
、
も
は
や
こ
の
断
定
形
式
の
判
断
で
す
ら
確
固
と
し
た
も

の
と
し
て
保
ち
得
な
い
程
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
と
き
す
で
に
、
そ
れ
ま
で

保
持
し
続
け
て
き
た
独
断
的
理
性
が
、
対
話
に
よ
っ
て
封
じ
込
め
ら
れ
て
、
「
慣
れ
な

い
思
考
の
進
め
方
」
（
2
6
4
）
を
経
験
し
た
結
果
、
Ｋ
は
大
き
く
揺
る
が
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
憎
が
自
分
の
説
を
立
て
て
、
真
向
か
ら
Ｋ
と
対
決
し

た
り
せ
ず
、
意
見
の
対
立
は
そ
の
ま
ま
に
Ｋ
を
黙
っ
て
受
け
容
れ
た
た
め
に
生
ず
る

事
態
で
も
あ
っ
た
。
も
し
憎
が
Ｋ
に
向
か
っ
て
あ
か
ら
さ
ま
に
批
判
の
矢
を
放
っ
て

い
た
と
し
た
ら
、
Ｋ
は
た
だ
ち
に
理
性
の
殼
に
閉
じ
込
も
っ
て
寵
城
す
る
こ
と
も
で

き
た
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
黙
っ
て
受
け
容
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
Ｋ
に
は

み
じ
ん
の
抵
抗
・
反
撃
の
余
地
さ
え
残
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。
Ｋ
は
僧
を
対
立
者
、

論
敵
と
し
て
対
象
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
僧
は
、
理

解
で
き
な
い
何
者
か
、
自
分
と
相
異
な
っ
て
い
な
が
ら
も
自
分
を
そ
の
ま
ま
受
け
容

れ
る
何
者
か
な
の
だ
。
Ｋ
は
そ
の
よ
う
な
存
在
を
そ
れ
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
が
な

か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
独
断
的
理
性
の
根
幹
を
根
こ
そ
ぎ
に
さ
れ
た
Ｋ
は
、
い
つ

ま
で
も
未
練
が
ま
し
く
、
な
か
な
か
僧
の
そ
ば
を
立
ち
去
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
ま
る
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
き
ま
と
う
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
さ
な
が
ら
に
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
Ｋ
の
思
考
の
エ
ー
ト
ス
の
揺
ら
ぎ
を
し
か
ら
し
め
た
僧
の
言
論
を
、
そ
の

作
用
を
中
心
に
素
描
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
僧
は
、
Ｋ
の
産
ん
だ
意
見
を

反
証
を
あ
げ
て
突
き
崩
し
た
。
Ｋ
は
自
説
の
根
拠
を
僧
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。

が
、
僧
は
そ
れ
で
逃
げ
道
を
ふ
さ
い
で
Ｋ
に
意
見
の
撤
回
を
迫
っ
た
り
せ
ず
に
、
彼

の
意
見
を
宙
ぶ
ら
り
ん
の
状
態
に
落
と
し
入
れ
る
。
つ
ま
り
、
僧
は
Ｋ
に
解
釈
の
根

拠
に
つ
い
て
み
ず
か
ら
の
反
省
を
強
い
た
わ
け
で
あ
る
。
次
に
僧
は
、
す
で
に
足
も

と
お
ぼ
っ
か
な
く
な
っ
て
い
る
Ｋ
に
、
異
説
を
提
示
し
て
、
こ
の
よ
り
整
合
性
が
あ

る
と
見
え
る
説
に
飛
び
つ
か
せ
た
。
こ
の
説
で
僧
は
、
Ｋ
が
最
初
の
解
釈
で
秘
め
て

い
た
意
図
を
救
っ
て
や
る
と
同
時
に
、
Ｋ
の
独
断
的
思
考
に
進
ん
で
批
判
的
で
あ
る

こ
と
を
余
儀
な
く
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
見
確
か
ら
し
い
と
思
わ
れ
た
こ
の
説
を
完

全
に
反
故
に
す
る
異
説
を
、
僧
は
あ
ら
た
に
Ｋ
に
示
す
。
僧
は
こ
の
説
で
「
法
」
の

絶
対
性
、
正
当
性
を
強
く
印
象
づ
け
る
。
Ｋ
は
こ
の
意
見
に
強
こ
い
反
発
を
感
じ
て
は

い
る
か
、
断
固
と
し
て
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
「
法
」

を
疑
う
こ
と
は
、
Ｋ
が
そ
れ
ま
で
無
謬
の
前
提
と
し
て
い
る
市
民
社
会
の
法
で
す
ら

疑
わ
し
い
も
の
と
看
倣
さ
ざ
る
を
得
な
く
す
る
か
ら
で
あ
る
。
Ｋ
は
ま
た
し
て
も
宙

ぶ
ら
り
ん
の
状
態
に
陥
る
。
こ
の
異
説
に
抵
抗
は
し
て
も
、
Ｋ
白
身
そ
の
虚
し
さ
を

自
覚
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
虚
し
い
抵
抗
で
す
ら
も
僧
は
黙
っ
て
受
け
容
れ
る
も

の
だ
か
ら
、
Ｋ
と
し
て
は
己
が
批
判
に
耐
え
得
る
足
場
を
探
す
か
ど
う
か
せ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
う
す
る
と
、
Ｋ
に
は
四
つ
の
可
能
的
選
択
肢
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
一



は
、
対
話
の
一
切
を
無
視
し
て
元
の
自
説
に
退
避
す
る
道
。
第
二
は
、
僧
の
提
示
し

た
錯
覚
説
を
採
る
道
。
第
三
は
、
「
法
」
の
絶
対
性
を
認
め
る
こ
と
。
そ
し
て
第
四
は
、

こ
れ
ら
を
超
え
る
説
を
た
て
る
こ
と
で
あ
る
。

　
第
一
の
道
は
も
は
や
Ｋ
の
探
り
得
る
も
の
で
は
な
い
。
Ｋ
は
す
で
に
そ
れ
が
批
判

に
耐
え
な
い
こ
と
を
み
ず
か
ら
知
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
け
し
て
こ
の
説
を
弁
護
で

き
な
い
以
上
、
こ
こ
へ
戻
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
の
可
能
性
は
、

錯
覚
説
が
論
理
的
整
合
性
を
保
ち
得
る
も
の
な
ら
ば
、
Ｋ
の
選
べ
る
も
の
だ
が
、
そ

の
た
め
に
は
「
法
」
の
無
謬
性
が
否
定
さ
れ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
選

択
肢
は
第
三
の
選
択
肢
の
排
除
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
「
法
」
の

絶
対
説
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
Ｋ
の
属
す
る
市
民
社
会
の
法
に
も
疑
い
を
向
け
ざ
る

を
得
な
く
す
る
。
Ｋ
が
自
身
前
提
と
し
て
い
る
こ
の
法
を
疑
い
得
る
な
ら
ば
、
第
二

の
可
能
性
を
選
び
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
四
の
道
は
Ｋ
の
思
考
圏
か
ら
は

除
外
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
Ｋ
の
理
性
は
「
法
」
が
正
し
い
か
正
し
く

な
い
か
、
門
番
が
う
そ
を
つ
い
て
い
る
か
思
い
違
い
を
し
て
い
る
か
、
は
た
ま
た
真

実
を
述
べ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
設
定
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
か
ら
は
け
し

て
第
四
の
選
択
肢
に
入
る
道
は
そ
も
そ
も
通
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

Ｋ
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、
第
二
か
第
三
の
選
択
肢
な
の
で
あ
る
。

　
Ｋ
の
批
判
的
－
１
不
安
定
で
は
あ
る
が
Ｉ
Ｉ
理
性
は
市
民
社
会
の
法
常
識
が
誤
っ

て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
ま
た
、
「
法
」
が
誤
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。
物
語
の
終
章
か
ら
も
明
ら
か
だ
が
、
Ｋ
は
第
三
の
選
択
肢
を
選
び

取
る
他
ど
う
し
よ
う
も
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
Ｋ
は
『
「
法
」
の
絶
対
性
を
認
め
な

く
て
は
い
け
な
い
の
だ
。
こ
こ
へ
Ｋ
の
理
性
は
辿
り
着
く
。

　
こ
う
し
て
Ｋ
の
理
性
は
独
断
的
状
態
か
ら
脱
し
て
、
よ
り
純
粋
な
、
批
判
的
理
性

に
転
身
す
る
。

　
　
Ⅳ

　
物
語
の
最
終
章
は
、
す
で
に
変
身
し
か
か
っ
て
い
る
Ｋ
が
何
か
を
待
っ
て
い
る
と

六
三
　
　
『
審
判
』
に
お
け
る
「
対
話
」
の
予
見
構
造
　
（
富
重
）

こ
ろ
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
へ
辿
り
着
く
過
程
、
す
な
わ
ち
独
断
的
理
性
の
動

揺
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
こ
ま
で
Ｋ
が
行
き
つ
い
た
も
の
か
は
語
ら
れ
て
は
い

な
い
。
本
橋
前
章
で
予
め
示
唆
し
た
と
お
り
、
論
理
的
に
Ｋ
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
方

向
へ
と
彼
が
い
か
に
歩
ん
で
き
た
か
、
こ
の
過
程
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で

も
、
彼
が
こ
こ
で
は
も
う
脱
皮
間
近
に
あ
っ
た
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
。
何
へ
と
変

身
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
純
粋
な
理
性
へ
で
あ
る
。

　
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
は
予
め
の
通
知
を
受
け
取
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
な
ぜ

黒
い
服
と
手
袋
を
身
に
着
け
て
、
訪
れ
て
く
る
者
を
待
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

ん
な
Ｋ
に
ま
る
で
引
き
寄
せ
ら
れ
で
も
し
た
か
の
よ
う
に
彼
の
も
と
へ
二
人
の
男
が

や
っ
て
来
た
の
だ
。
こ
の
二
人
が
や
が
て
Ｋ
の
心
臓
を
ナ
イ
フ
で
突
き
差
す
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
Ｋ
の
思
考
を
分
析
し
て
み
れ
ば
、
彼
が
死
を
待
と
う
と

し
て
い
た
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
な
ぜ
殺
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
か
も
、
わ
れ
わ
れ
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
の
で
あ
る
。

今
お
れ
に
で
き
る
唯
一
の
こ
と
は
、
静
か
に
区
分
け
し
て
い
く
悟
性
を
保
ち
続
け

る
こ
と
だ
。
お
れ
は
い
つ
だ
っ
て
二
十
本
の
手
を
世
の
中
に
突
っ
込
も
う
と
し
て

い
た
。
し
か
も
正
当
と
は
認
め
ら
れ
得
ぬ
目
的
の
た
め
に
だ
。
こ
れ
は
不
正
だ
っ

た
。
だ
の
に
今
さ
ら
、
こ
の
一
年
間
の
訴
訟
で
さ
え
も
お
れ
の
蒙
を
ひ
ら
く
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
せ
と
、
お
れ
に
言
う
の
か
。
物
分
か
り
の
悪

い
人
間
と
し
て
立
ち
去
れ
と
言
う
の
か
。
訴
訟
が
始
ま
っ
た
時
は
そ
れ
を
終
ら
せ

よ
う
と
し
て
お
き
な
が
ら
、
今
さ
ら
そ
の
終
局
に
な
っ
て
ま
た
始
め
た
が
っ
て
い

る
と
、
ひ
と
に
言
わ
せ
て
い
い
と
言
う
の
か
。
お
れ
は
、
そ
う
は
言
わ
れ
た
く
な

い
ん
だ
。
あ
り
か
た
い
こ
と
に
、
道
中
こ
の
ほ
と
ん
ど
物
言
わ
ぬ
、
わ
け
の
分
か

っ
て
い
な
い
連
中
が
お
れ
に
付
け
ら
れ
た
し
、
お
れ
の
思
う
ま
ま
に
、
自
分
に
向

か
っ
て
必
然
た
る
べ
き
こ
と
を
言
わ
せ
て
く
れ
た
。
（
2
6
9
）

ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
は
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
「
罪
」
を
認
め
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
「
罪
」
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と
い
う
の
は
、
ど
う
み
て
も
正
当
と
は
言
え
な
い
目
的
の
た
め
に
、
一
人
で
十
人
分

の
手
を
世
間
に
突
っ
込
ん
で
か
っ
さ
ら
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。
Ｋ
の
批
判
的
理
性
は
「
罪
」
を
こ
の
よ
う
に
自
分
の
こ
れ
ま
で
の
生
き
方
に
結

び
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
対
象
化
を
Ｋ
は
し
て
い
な
い
。
右
の
独
白

は
、
そ
の
よ
う
な
自
分
の
「
罪
」
を
Ｋ
が
自
己
宣
言
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
自
己
宣
言
の
中
に
は
Ｋ
の
理
性
に
抵
抗
し
よ
う
と
し
て
い

る
も
の
の
存
在
が
言
外
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
気
付
か
ざ
る
を

得
な
い
。
Ｋ
に
「
罪
」
が
な
い
も
の
と
し
て
振
る
舞
え
と
命
ず
る
も
の
、
「
罪
」
な
ど

認
め
な
い
で
逃
げ
出
し
て
し
ま
え
と
命
ず
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
、
Ｋ
の
言
葉
か
ら

う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
彼
は
こ
う
独
白
す
る
少
し
以
前
に
、
二
人
の
男

に
対
し
て
、
「
も
は
や
大
い
に
力
を
使
え
ば
い
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
今
や
す
べ
て

の
力
を
ふ
る
っ
て
み
よ
う
」
（
2
6
8
）
と
、
根
限
り
の
抵
抗
を
試
み
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
直
後
ビ
ュ
ル
ス
ト
ナ
ー
嬢
と
覚
し
き
人
影
が
Ｋ
の
視
野
に
入
っ

て
く
る
や
否
や
、
彼
は
す
ぐ
さ
ま
「
抵
抗
の
価
値
の
な
さ
」
に
気
が
つ
く
。
「
抵
抗
」

な
ど
は
「
生
の
最
後
の
見
か
け
の
輝
き
」
(
ｄ
ｅ
ｎ
　
l
e
ｔ
ｚ
ｔ
ｅ
ｎ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｓ
）

を
未
練
が
ま
し
く
味
わ
お
う
と
す
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
と
、
彼
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
瞬
間
、
Ｋ
は
「
生
」
を
支
配
し
尽
く
す
べ
き
理
性
の
使
命
に
目
覚
め
た
の
だ
っ

た
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
彼
は
自
己
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
に
そ
の
使
命
を

言
い
ふ
く
め
、
堅
固
な
自
覚
を
作
り
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
「
生
」
を
黙
ら
せ
ろ
。

「
罪
」
を
認
め
、
そ
れ
を
順
え
と
言
い
聞
か
せ
て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
て
Ｋ
は
、
独
断

的
な
理
性
の
状
態
か
ら
、
浄
化
さ
れ
た
純
粋
な
、
批
判
的
理
性
へ
と
変
身
を
遂
げ
た

と
言
い
得
る
わ
け
で
あ
る
。

　
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
変
身
を
遂
げ
た
Ｋ
の
理
性
に
対
す
る
「
生
」
の
抵

抗
が
、
結
局
理
性
の
力
で
は
打
ち
勝
ち
難
い
こ
と
を
は
し
な
く
も
暗
示
し
て
い
る
。

忘
れ
ら
れ
て
い
た
異
議
が
あ
っ
た
の
か
。
た
し
か
に
そ
う
い
う
異
議
が
あ
る
。
論

理
は
な
る
ほ
ど
揺
る
が
せ
は
し
な
い
が
、
生
き
よ
う
と
す
る
人
間
の
敵
で
は
な
い

の
だ
。
（
2
7
2
）

　
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
は
「
罪
」
を
認
め
た
。
そ
れ
故
に
彼
の
理
性
は
そ
の
漬
い
を
要
求

し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
こ
れ
は
必
然
の
論
理
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
従
っ
て
彼
は
、

本
来
こ
の
必
然
に
従
っ
て
、
「
・
：
ナ
イ
フ
を
自
分
で
つ
か
ん
で
、
我
が
身
を
貫
抜
く
の

が
自
分
の
義
務
だ
」
（
ｍ
）
と
、
は
っ
き
り
と
（
匈
～
目
）
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
一
体
ど
ん
な
わ
け

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
義
務
」
の
遂
行
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
他
な
ら
な
い
「
生
」
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
「
生
」
の
抵
抗
が
Ｋ
に
全
力
を
使
わ
せ
て
し
ま
っ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
も
は
や
Ｋ
は
み
ず
か
ら
の
浄
化
さ
れ
た
理
性
の
命
ず

る
「
義
務
」
を
履
行
し
得
な
い
仕
儀
に
な
っ
て
い
た
わ
け
な
の
だ
。
そ
こ
で
「
義
務
」

を
完
う
し
得
な
く
な
っ
た
我
が
身
を
、
Ｋ
の
理
性
は
恨
み
に
思
う
。
理
性
に
よ
る
完

全
な
支
配
の
挫
折
の
つ
け
は
、
未
練
が
ま
し
い
抵
抗
を
あ
え
て
し
た
「
生
」
の
方
に

ま
わ
さ
れ
る
べ
き
だ
と
、
Ｋ
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
（
ｍ
）

　
な
ら
ば
、
彼
は
自
分
の
な
し
得
な
い
こ
と
を
二
人
の
男
に
代
わ
っ
て
や
っ
て
も
ら

う
こ
と
で
、
安
ん
じ
得
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
二
人
に
よ
っ
て
「
生
」
を
処
断
し
て
も

ら
え
れ
ば
、
我
が
身
の
不
甲
斐
な
さ
は
呪
っ
て
も
、
結
果
と
し
て
は
Ｋ
の
理
性
は
必

然
の
論
理
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
点
で
彼
は
喜
ん
で
も
よ
い
は
ず

だ
っ
た
。

　
だ
が
、
実
際
の
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
は
ど
う
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
彼
は
喜
ん
で
い
た
だ

ろ
う
か
。
否
で
あ
る
。
結
局
、
そ
こ
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
、
で
は
「
生
」
を
呪
い

は
し
た
だ
ろ
う
か
。
否
で
あ
る
。

　
「
一
度
も
会
わ
な
か
っ
た
裁
判
官
は
ど
こ
に
い
た
の
だ
ろ
う
。
け
し
て
辿
り
着
か
な

か
っ
た
裁
判
所
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
」
（
2
7
2
）
と
自
問
す
る
Ｋ
は
、
こ
の
と
き

す
で
に
「
生
」
の
唱
え
る
異
議
を
認
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、



必
然
の
論
理
さ
え
も
生
き
よ
う
と
す
る
も
の
に
は
敵
し
得
な
い
こ
と
を
Ｋ
は
受
け
容

れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
こ
こ
で
Ｋ
は
、
一
度
は
純
粋
な
批
判
的
理

性
に
変
身
し
お
お
せ
た
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
、
再
び
、
と
い
う
よ
り
は
さ
ら
に
、

理
性
の
限
界
を
自
覚
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
理
性

の
命
に
従
お
う
と
し
な
い
自
己
の
正
当
性
を
自
覚
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
さ
ら
に
先
へ
進
む
前
に
ひ
と
つ
の
疑
問
を
解
い
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
Ｋ
の
「
罪
」
の
蹟
い
は
ど
う
し
て
「
死
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
は
、
Ｋ
の
考
え
た
「
罪
」
の
内
容
が
あ
の
よ
う
に
世
俗
的

な
、
い
わ
ば
ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
う
な
、
誰
で
も
や
る
よ
う
な
普
通
の
こ
と
で
あ
っ

て
み
れ
ば
、
な
お
さ
ら
深
ま
る
ば
か
り
だ
ろ
う
。
し
か
も
だ
。
Ｋ
を
捉
え
て
離
さ
な

い
裁
判
機
構
の
実
体
は
け
し
て
常
識
的
次
元
の
も
の
で
な
い
こ
と
だ
け
は
確
実
な
の

に
、
「
罪
」
だ
け
が
日
常
の
次
元
で
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
も
、
ど
こ
か
肺
に
落

ち
な
い
気
が
す
る
で
は
な
い
か
。

　
通
常
の
、
市
民
社
会
の
裁
判
で
あ
れ
ば
、
こ
の
Ｋ
の
「
罪
」
を
そ
も
そ
も
罪
と
す

る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
し
、
ま
し
て
や
Ｋ
を
死
刑
を
も
っ
て
処
罰
す
る
な
ど
と
う
て

い
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
何
か
他
の
も
っ
と
軽
い
刑
罰
で
す
ら
、
「
罪
」
が
構
成
さ

れ
得
な
い
以
上
、
考
え
ら
れ
は
し
ま
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
Ｋ
を
捉
え
た
常
識
を

超
え
る
裁
判
機
構
が
Ｋ
に
死
刑
判
決
を
下
す
必
然
性
も
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の

上
う
な
裁
判
機
構
で
あ
れ
ば
、
何
か
常
識
を
超
え
た
と
ん
で
も
な
い
刑
罰
を
与
え
て

も
よ
さ
そ
う
な
も
の
な
の
だ
。
例
え
ば
、
Ｋ
を
発
狂
さ
せ
る
と
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
思
い
出
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
の
は
、
Ｋ
が
「
罪
」

を
日
常
次
元
の
範
囲
内
に
固
定
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
ぞ
れ
以
下
に
も
以

上
に
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
彼
は
刑
而
上
学
的
な
、
あ
る
い
は
超
越
論

的
な
、
神
学
的
な
、
あ
る
い
は
存
在
論
的
な
「
罪
」
な
ど
考
え
は
し
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
な
ら
ば
、
Ｋ
は
こ
の
日
常
レ
ベ
ル
の
「
罪
」
に
対
応
す
べ
き
罰
も
、
彼
の
理

性
が
考
え
得
る
範
囲
内
に
求
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
Ｋ
は
刑
罰

を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
常
識
を
超
え
る
裁
判
所
の
真
意
、
つ
ま
り
そ

六
五
　
　
『
審
判
』
に
お
け
る
「
対
話
」
の
予
見
構
造
　
（
富
重
）

れ
が
何
を
罪
と
し
、
こ
れ
に
ど
ん
な
罰
を
与
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
は
、

理
性
の
認
識
対
象
で
は
あ
り
得
な
い
し
、
こ
の
こ
と
は
Ｋ
の
「
罪
」
解
釈
に
よ
っ
て

す
で
に
証
明
さ
れ
て
い
る
。

　
で
は
、
Ｋ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
死
と
い
う
罰
を
導
き
出
し
て
き
た
の
か
。

　
Ｋ
の
理
性
の
思
惟
圏
内
に
は
、
罰
金
、
禁
固
か
ら
極
刑
に
至
る
ま
で
の
刑
罰
し
か

存
在
し
な
い
。
例
え
ば
、
も
し
Ｋ
が
か
つ
て
窃
盗
を
犯
し
て
お
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま

ま
露
見
す
る
こ
と
な
く
今
日
ま
で
を
過
ご
し
て
き
て
い
た
と
仮
定
す
る
。
露
見
し
な

か
っ
た
以
上
、
市
民
社
会
の
法
は
こ
れ
を
裁
く
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
だ
が
、
こ
の

人
知
れ
ぬ
「
罪
」
を
こ
の
物
語
の
裁
判
機
構
を
引
き
つ
け
た
も
の
だ
と
Ｋ
が
解
釈
し

た
も
の
と
し
て
み
よ
う
。
そ
の
場
合
、
Ｋ
は
こ
の
か
つ
て
の
窃
盗
の
「
罪
」
に
対
し

て
は
、
当
然
禁
固
六
年
な
ど
の
罰
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の

罰
に
よ
っ
て
彼
の
「
罪
」
は
蹟
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
常
識

的
に
は
罪
と
は
な
り
得
な
い
こ
と
が
Ｋ
の
犯
し
た
「
罪
」
な
の
だ
っ
た
。
と
す
る
と
、

こ
の
「
罪
」
に
対
応
す
る
刑
罰
を
Ｋ
は
量
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
「
罪
」
は
順
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
罰
金
や
禁
固
で
は
蹟
え
は
し

な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
量
刑
不
能
を
解
消
す
る
に
は
、
み
ず
か
ら
に
死
を
与
え

る
こ
と
を
措
い
て
よ
り
他
に
は
な
い
。

　
僧
と
の
対
話
に
よ
っ
て
批
判
的
本
性
に
目
醒
め
た
Ｋ
の
理
性
は
、
当
然
、
あ
ら
ゆ

る
も
の
を
対
象
化
し
、
そ
こ
か
ら
妥
当
性
を
欠
く
理
に
あ
わ
な
い
も
の
を
排
除
し
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
も
し
理
性
の
命
に
服
さ
な
い
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ

を
教
育
、
改
善
し
理
に
適
う
も
の
と
す
る
。
教
育
・
改
善
を
受
け
付
け
な
い
も
の
か

お
る
な
ら
、
理
性
は
そ
の
排
除
を
指
令
す
る
の
で
あ
る
。
市
民
社
会
の
刑
罰
と
は
そ

も
そ
も
犯
罪
者
の
再
教
育
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
極
刑
は
そ
の
不
可
能
を
意

味
し
て
い
る
。
再
教
育
さ
れ
得
な
い
者
と
認
め
ら
れ
た
者
が
処
刑
さ
れ
る
わ
け
で
あ

‘
る
。
Ｋ
の
理
性
が
命
じ
て
い
る
の
は
、
「
罪
」
に
対
し
て
正
当
な
罰
を
受
け
る
こ
と
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
Ｋ
は
自
身
に
適
当
な
既
存
の
刑
罰
を
与
え
ら
れ
な
い
か
ら
に
は
、

論
理
的
に
再
教
育
不
能
な
の
だ
か
ら
、
理
性
に
は
Ｋ
を
排
除
す
る
し
か
て
だ
て
が
な
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い
わ
け
だ
。
す
な
わ
ち
理
性
は
Ｋ
に
死
刑
を
宣
告
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。

　
さ
て
、
「
論
理
」
な
ど
敵
と
し
な
い
「
生
」
を
受
け
容
れ
る
以
前
の
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ

は
以
上
の
必
然
の
論
理
の
軌
道
上
に
の
っ
た
つ
も
り
で
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に

論
理
的
に
死
に
向
か
っ
て
い
た
し
、
後
に
は
自
覚
的
に
進
ん
で
い
っ
た
。
従
っ
て
、

Ｋ
の
「
罪
」
と
い
う
の
が
彼
の
死
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
Ｋ
の
理
性
が
自

己
実
現
す
る
た
め
の
必
要
か
ら
死
が
導
き
出
さ
れ
て
き
た
と
看
倣
す
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
の
上
う
な
死
を
Ｋ
は
待
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
元
に
戻
る
と
し
よ
う
。
「
生
」
を
受
け
容
れ
て
も
、
Ｋ
は
結
局
二
人
の
男
に
殺
さ
れ

て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
と
き
す
で
に
Ｋ
は
、
理
性
の
支
配
に
あ
ら
ん
か
ぎ
り

の
抵
抗
を
し
尽
く
し
て
し
ま
っ
て
い
た
し
、
そ
の
上
、
一
度
は
支
配
に
服
し
て
、
二

人
の
男
を
ひ
っ
ぱ
っ
て
警
官
か
ら
全
力
で
走
っ
て
逃
げ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
男
た

ち
か
ら
逃
げ
出
そ
う
に
も
、
も
は
や
Ｋ
に
は
そ
の
力
さ
え
残
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の

だ
。
純
粋
な
理
性
の
権
力
が
、
Ｋ
か
ら
力
を
奪
い
去
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
。
Ｋ

は
す
で
に
最
終
的
選
択
肢
に
入
っ
て
お
り
、
し
か
も
力
づ
く
で
逃
げ
出
す
こ
と
も
不

可
能
な
の
だ
か
ら
、
彼
に
は
死
で
は
な
い
所
に
通
ず
る
道
は
も
う
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
た
と
え
、
理
性
の
方
で
己
が
無
力
を
、
「
生
」
の
正
当
性
を
認
め
た
と
こ
ろ
で
、
も

は
や
Ｋ
の
「
生
」
は
納
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
し
て
や
理
性
と
和
解
す
る

こ
と
は
絶
対
に
で
き
な
い
と
こ
ろ
ま
で
来
て
し
ま
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
Ｋ
の
内
部

で
は
最
後
ま
で
理
性
と
「
生
」
は
そ
の
意
味
で
対
立
関
係
に
あ
り
続
け
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
最
後
に
あ
の
「
恥
辱
」
(
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ヨ
）
が
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。「

大
の
よ
う
だ
」
と
Ｋ
は
言
っ
た
が
、
ま
る
で
こ
の
恥
辱
が
彼
の
後
ま
で
生
き
残
っ

て
い
く
定
め
に
あ
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
（
2
7
2
）

「
生
」
の
正
当
性
を
認
め
て
も
、
そ
れ
と
理
性
の
対
立
関
係
が
解
消
さ
れ
な
い
以
上
、

ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
は
相
変
ら
ず
理
性
的
存
在
で
あ
り
続
け
ざ
る
を
得
な
い
た
め
、
す
べ

て
を
対
象
化
し
て
見
る
定
め
に
あ
る
。
「
生
」
で
さ
え
も
対
象
化
し
て
見
ざ
る
を
得
な

い
の
だ
。
Ｋ
は
「
生
」
そ
れ
自
体
を
見
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。
彼
に
可
能

な
の
は
、
理
性
に
敵
対
し
、
死
を
肯
ん
じ
な
い
も
の
と
し
て
の
み
「
生
」
を
捉
え
る

こ
と
で
あ
る
。
死
に
追
い
込
ん
だ
理
性
に
対
し
て
、
「
生
」
は
自
身
の
正
当
性
ゆ
え
に

屈
辱
を
覚
え
て
い
る
と
、
Ｋ
の
理
性
は
見
る
わ
け
だ
。
そ
し
て
そ
の
理
性
を
超
え
た

「
生
」
は
「
恥
辱
」
の
姿
と
な
っ
て
理
性
の
限
界
で
あ
る
肉
体
の
死
を
超
え
て
生
き
な

が
ら
え
て
い
く
と
い
う
不
死
の
表
象
が
、
Ｋ
の
理
性
に
は
課
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　
　
Ｖ

　
『
審
判
』
第
九
章
で
ひ
と
つ
の
寓
話
の
よ
う
な
も
の
が
ひ
と
り
の
僧
に
よ
っ
て
語
ら

れ
、
こ
れ
が
Ｋ
と
僧
と
の
対
話
を
つ
く
り
出
し
た
。
そ
れ
も
寓
話
な
の
だ
か
何
だ
か

は
っ
き
り
し
な
い
け
れ
ど
も
、
憎
が
裁
判
に
関
す
る
Ｋ
の
思
い
違
い
に
つ
い
て
は
「
法

の
入
門
書
」
に
似
た
話
が
あ
る
と
言
っ
て
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
話
も

ま
た
語
り
手
の
同
時
的
二
重
存
在
性
に
貫
抜
か
れ
て
い
る
。

　
話
の
冒
頭
は
こ
う
始
ま
る
。
「
法
」
の
門
の
前
に
門
番
が
立
っ
て
い
て
、
そ
こ
へ
田

舎
か
ら
ひ
と
り
の
男
が
や
っ
て
来
る
。
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
の
場
合
と
同
様
の
不
明
さ
が

こ
こ
に
も
あ
る
。
こ
の
あ
ま
り
に
も
簡
潔
す
ぎ
る
不
明
さ
を
、
こ
の
話
が
「
寓
話
」

だ
か
ら
と
決
め
て
か
か
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。
と
言
う
の
も
、
物
語
の
中

で
は
こ
の
話
は
あ
く
ま
で
「
法
の
入
門
書
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
し
か
紹
介
さ
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
男
は
門
番
の
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
来
か
の
か
。
ど
ん

な
経
路
を
彼
は
辿
っ
て
き
た
の
か
。
そ
も
そ
も
男
は
何
者
な
の
か
。
語
ら
れ
る
内
容

の
事
実
性
に
関
し
て
は
、
ど
ん
な
疑
問
を
投
げ
か
け
て
も
明
確
で
客
観
的
妥
当
性
の

あ
る
答
を
、
わ
れ
わ
れ
は
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
男
は
旅
の
途
中
で

た
ま
た
ま
こ
の
門
番
の
前
を
通
り
か
か
り
、
ち
ょ
っ
と
門
内
へ
入
ろ
う
と
し
た
の
か

も
知
れ
な
い
し
、
「
法
」
の
中
へ
入
る
意
志
を
は
じ
め
か
ら
持
っ
て
来
だ
の
か
も
知
れ



な
い
し
、
「
法
」
に
召
し
出
さ
れ
て
来
だ
の
か
も
知
れ
な
い
。
「
法
」
と
は
何
な
の
か

も
当
然
の
こ
と
に
、
「
裁
判
」
が
何
な
の
か
結
局
判
明
し
な
い
の
と
同
様
に
、
謎
の
ま

ま
残
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
て
、
こ
の
話
で
も
全
体
を
逆
説
的
明
哲
性
が
支
配
し
て
い
る
。
男
の

思
考
の
エ
ー
ト
ス
は
、
寸
分
違
わ
ず
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
の
も
の
と
変
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
男
と
門
番
と
が
交
す
言
葉
を
吟
味
し
て
み
る
な
ら
、
た
だ
ち
に
明
ら

か
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
は
じ
め
男
は
門
の
中
へ
入
り
た
い
と
門
番
に
頼
む
が
、
門
番
は
こ
れ
に
対
し
て
今

は
だ
め
だ
と
断
る
。
男
は
少
し
考
え
、
で
は
後
で
な
ら
入
れ
て
く
れ
る
の
か
と
尋
ね

る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
彼
は
、
「
ど
う
し
て
今
は
だ
め
な
の
か
」
と
は
尋
ね
な
か
っ

た
。
こ
の
応
答
か
ら
男
の
思
考
は
全
く
飛
躍
を
知
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ひ
と
つ

ひ
と
つ
を
確
認
し
な
が
ら
、
彼
は
思
考
を
進
め
る
の
で
あ
る
。
今
だ
め
だ
と
い
う
こ

と
は
、
後
で
な
ら
と
い
う
可
能
性
が
含
意
さ
れ
て
い
そ
う
だ
か
ら
、
そ
れ
を
確
認
し

た
わ
け
だ
。

　
と
こ
ろ
が
、
後
で
な
ら
可
能
だ
と
答
え
た
門
番
に
、
次
に
は
そ
の
後
で
と
は
い
つ

の
こ
と
か
と
男
は
尋
ね
て
し
か
る
べ
き
な
の
だ
が
、
男
が
質
す
前
に
た
ま
た
ま
ち
ょ

い
と
門
番
が
脇
へ
行
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
男
は
尋
ね
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
男
は
門
番
の
不
在
を
い
い
こ
と
に
門
の
中
を
観
察
し
は
じ
め
る
。
そ
こ
へ
戻
っ

て
き
た
門
番
が
、
中
を
う
か
が
い
な
が
ら
入
り
だ
そ
う
に
し
て
い
る
男
を
見
て
、
恐

く
な
け
れ
ば
今
人
っ
た
っ
て
別
に
か
ま
わ
ん
ぞ
と
伝
え
だ
。
中
に
は
自
分
よ
り
も
っ

と
強
い
恐
ろ
し
い
門
番
が
待
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
い
い
な
ら
と
男
を
脅
し
た
の

で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
間
の
門
番
の
発
言
、
今
は
だ
め
、
後
で
な
ら
可
、
別
に
今
だ

っ
て
い
い
ん
だ
と
い
う
言
明
を
前
提
に
し
て
考
え
る
限
り
、
男
に
は
も
は
や
後
で
と

は
い
つ
の
こ
と
か
と
い
う
問
は
け
し
て
生
ま
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
事
実
彼
は
そ
の

よ
う
な
質
問
は
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
門
番
の
三
つ
の
言
明
か
ら
は
時
間
の

問
題
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
法
」
の
中
へ
入
る
に
は

門
番
の
「
許
可
」
を
待
つ
よ
り
他
に
仕
方
が
な
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

六
七
　
　
『
審
判
』
に
お
け
る
「
対
話
」
の
予
見
構
造
　
（
富
重
）

　
で
は
、
一
体
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
「
許
可
」
が
お
り
る
の
か
。
こ
う
、
男
は
問
題

設
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
が
、
そ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
く
て
は
い
け
な
い
が
、
門
番
は
男
に
対
し
て
「
許

可
」
(
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｅ
ｒ
l
a
ｕ
ｂ
ｎ
邑
な
る
語
は
一
言
も
□
に
し
て
は
い
な
い
し
、
ま
し
て
そ
の
必

要
性
な
ど
口
に
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
門
番
の
口
に
の
ぼ
っ
た
も
の
の
う
ち
で

は
、
〈
ｇ
ｅ
w
ａ
ｈ
ｒ
ｅ
ｎ
）
と
い
う
動
詞
が
唯
一
そ
れ
に
近
い
も
の
と
言
え
よ
う
が
、
そ
れ

と
て
単
に
何
か
願
い
を
「
か
な
え
て
や
る
」
と
い
う
意
味
以
上
に
出
な
い
の
だ
。
門

番
は
、
け
し
て
後
で
ま
た
「
許
可
」
を
求
め
な
さ
い
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

男
は
門
番
の
三
つ
の
言
明
を
も
と
に
、
そ
れ
を
た
だ
ち
に
解
釈
し
て
、
「
許
可
」
と
い

う
概
念
に
結
び
付
け
た
の
で
あ
る
。
理
由
は
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な

男
の
思
考
を
根
底
で
支
え
て
い
る
の
は
、
・
「
法
と
い
う
も
の
に
は
誰
で
も
、
そ
し
て
い

つ
で
も
近
づ
け
て
当
然
」
（
2
5
6
）
だ
と
い
う
き
わ
め
て
正
当
と
言
え
る
公
理
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
あ
っ
た
た
め
に
、
自
分
か
門
を
く
ぐ
れ
る
か
否
か
は
、
単
な
る
時
間
の
問
題

で
な
い
ば
か
り
か
、
門
番
の
胸
先
三
寸
に
か
か
っ
て
い
る
と
、
男
は
推
論
で
き
た
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
論
理
的
欠
陥
は
全
く
な
い
。

　
こ
う
し
て
い
っ
た
ん
合
理
的
に
概
念
が
紡
ぎ
出
さ
れ
た
か
ら
に
は
、
そ
れ
が
動
か

し
難
い
前
提
と
な
っ
て
、
男
の
思
考
を
逆
に
規
制
す
る
。
こ
の
「
許
可
」
概
念
が
合

理
的
に
導
き
出
さ
れ
て
き
た
以
上
、
も
は
や
男
は
そ
れ
を
疑
う
必
要
が
全
く
な
い
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
飛
躍
し
な
い
男
の
思
考
は
「
許
可
」
に
対
応
す
る
行
為
概
念
を
捉

え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
頼
む
」
（
び
律
～
）
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
申
請
と
言
い
換
え
て

も
い
い
だ
ろ
う
。
男
は
「
許
可
」
を
得
る
た
め
に
は
、
「
申
請
」
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
だ
と
概
念
系
列
を
合
理
的
に
紡
ぎ
出
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
男
が
門
番
を
う
ん

ざ
り
さ
せ
る
程
、
入
れ
て
く
れ
と
頼
み
続
け
た
と
い
う
事
実
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
申
請
」
で
は
い
っ
こ
う
に
実
が
あ
か
ら
な
い
た
め
に
、
男
は
別
の
手

を
使
い
も
し
た
。
裏
の
于
、
つ
ま
り
買
収
(
ｂ
ｅ
ｓ
ｔ
ｅ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
)
で
あ
る
。
「
許
可
」
と
「
申

請
」
と
い
う
概
念
系
列
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
以
上
は
、
長
い
間
の
観
察
も
す
べ

て
そ
れ
と
結
び
つ
け
て
行
わ
れ
、
結
局
正
し
い
手
段
で
は
う
ま
く
い
か
な
い
の
で
、
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買
収
の
手
に
出
た
り
、
観
察
の
た
ま
も
の
と
言
う
べ
き
、
彼
が
発
見
し
た
門
番
の
襟

に
住
ま
う
ノ
ミ
に
と
り
な
し
を
頼
ん
だ
り
す
る
始
末
な
の
だ
。
男
は
根
本
的
に
自
分

の
方
に
錯
誤
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
は
断
じ
て
考
え
な
か
っ
た
。
唯
一
問
題
は
門

番
の
「
許
可
」
で
あ
り
、
従
っ
て
自
分
は
「
申
請
」
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
さ
も
な
く
ば

不
正
手
段
に
う
っ
た
え
る
以
外
に
な
い
の
だ
と
、
男
は
ひ
と
り
決
め
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
男
の
思
考
を
分
析
し
て
み
る
と
、
そ
こ
か
ら
自
ず
と
彼
と
ヨ
ー
ゼ

フ
・
Ｋ
と
に
あ
る
共
通
の
エ
ー
ト
ス
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
独
断
的
な

状
態
と
特
徴
づ
け
た
Ｋ
の
理
性
の
働
き
と
、
こ
の
時
点
ま
で
の
男
の
思
考
に
相
異
す

る
点
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
は
と
も
に
自
身
確
実
だ
と
思
っ
て
い
る

前
提
か
ら
出
発
し
て
、
論
理
的
手
順
を
踏
ま
え
て
帰
結
を
導
き
出
す
し
、
明
確
な
目

的
を
達
成
す
る
た
め
に
最
も
効
果
的
か
つ
効
率
的
手
段
を
見
つ
け
出
す
の
で
あ
る
。

そ
の
手
段
は
、
多
少
の
不
正
手
段
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
の
だ
。
こ
の
意
味
で
、
男

と
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
と
は
同
一
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
は
言
い
な
が
ら
、
こ
の
二
者
は
互
に
相
異
な
る
死
を
迎
え
る
。
そ
の
際
に
も
同

一
性
が
認
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
こ
こ
で
両
者
に
差
異
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
点
を
確
認
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。

　
田
舎
か
ら
来
た
男
は
門
の
前
に
居
続
け
、
そ
し
て
そ
こ
で
死
を
迎
え
る
。
ヨ
ー
ゼ

フ
・
Ｋ
は
不
可
解
な
実
体
の
わ
か
ら
ぬ
裁
判
機
構
の
真
実
を
終
に
つ
か
め
ぬ
ま
ま
殺

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
一
見
ど
ち
ら
も
同
様
の
結
末
を
迎
え
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
が
、

両
者
の
死
は
そ
れ
ぞ
れ
完
全
に
相
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
別
々
の
死
を
つ
く
り

出
し
た
も
の
や
死
の
意
味
も
全
く
相
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
男
は
、
Ｋ
と
同
様
の
あ
ら
ん
限
り
の
手
を
尽
く
し
て
い
る
う
ち
に
、
次
第
に
老
い

て
い
っ
た
。
そ
し
て
と
う
と
う
視
力
も
衰
え
だ
す
ま
で
に
な
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、

も
は
や
彼
に
は
、
辺
り
が
暗
い
の
か
、
そ
れ
と
も
弱
っ
た
自
分
の
視
力
の
せ
い
で
本

当
は
明
る
い
世
界
が
暗
く
見
え
て
い
る
の
か
、
判
断
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
す
で
に
こ
の
と
き
、
男
に
と
っ
て
は
見
る
こ
と
が
事
実
性
の
保
証
で
は
あ

り
得
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
男
は
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
許
可
」
を
得

る
手
が
か
り
を
探
し
続
け
て
き
、
終
に
は
門
番
の
毛
皮
の
襟
に
棲
息
す
る
ノ
ミ
で
す

ら
識
別
し
、
そ
れ
に
手
助
け
を
求
め
る
こ
と
さ
え
で
き
た
の
だ
。
見
る
こ
と
が
確
実

な
事
実
を
提
供
し
得
な
く
な
っ
た
い
ま
、
男
は
入
門
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
ど
ん
な

さ
さ
い
な
点
を
も
見
逃
が
さ
な
い
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
方
針
に
従
う
こ
と
が
で
き
な

く
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、
男
は
己
が
理
性
を
保
持
し
続
け

る
の
な
ら
ば
、
も
う
か
す
か
な
望
み
す
ら
予
め
断
た
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
だ
か

ら
、
こ
こ
で
恣
意
的
な
門
番
に
呪
い
の
言
葉
の
ひ
と
つ
や
ふ
た
つ
吐
き
つ
け
て
か
ら

息
絶
え
る
と
い
う
結
末
が
期
待
さ
れ
て
も
よ
い
と
こ
ろ
だ
。
あ
る
い
は
、
そ
こ
ま
で

い
か
な
く
と
も
門
番
の
そ
の
恣
意
性
を
鋭
く
批
判
す
る
と
い
う
手
も
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
期
待
は
見
事
に
裏
切
ら
れ
る
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
視

力
を
半
ば
失
っ
た
は
ず
の
男
に
は
、
事
実
と
し
て
見
紛
ご
う
か
た
な
く
（
目
ｖ
ｅ
ｒ
-

l
o
ｓ
ｃ
ｈ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
)
「
法
」
の
門
か
ら
光
が
差
し
て
く
る
の
が
わ
か
っ
た
（
ｑ
回
呂
～
）
の
だ
。

男
は
こ
の
事
態
を
全
く
疑
お
う
と
は
し
て
い
な
い
。
す
で
に
彼
は
視
力
に
よ
る
判
断

の
不
能
に
陥
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
彼
の
理
性
は
こ
の
光
が
真
な
る
も
の
か
偽
な
る

も
の
か
と
、
問
を
た
て
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
今
で
は
そ
の
問
に
は
永
久
に
解
答
不
能

で
あ
る
以
上
、
そ
の
よ
う
な
光
は
理
性
に
よ
っ
て
対
象
外
の
も
の
と
宣
言
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
は
ず
な
の
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
男
は
光
を
疑
わ
な
い
の
だ
か
ら
、

疑
わ
な
い
主
体
は
理
性
で
は
あ
り
得
な
い
。
少
な
く
と
も
、
本
稿
で
理
解
さ
れ
た
意

味
で
の
理
性
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
一
体
そ
れ
は
何
な
の
だ
ろ
う
。

　
光
を
認
識
し
た
後
、
死
ぬ
間
際
に
男
の
頭
に
は
、
門
前
で
の
あ
ら
ゆ
る
「
経
験
」

が
集
ま
っ
て
き
た
。
こ
れ
が
や
が
て
門
番
に
ま
だ
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
「
ひ
と
つ

の
問
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
を
振
り
返
っ
て
お

く
こ
と
に
し
よ
う
。
彼
は
「
慎
重
に
」
と
い
う
経
験
則
－
た
だ
し
こ
れ
は
例
外
中

の
例
外
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
Ｉ
以
外
は
、
概
し
て
「
経
験
」
な
ど
と
い
う
も

の
を
重
ん
じ
て
は
い
な
か
っ
た
。
「
経
験
」
な
ど
は
曖
昧
な
も
の
、
単
な
る
現
象
に
過

ぎ
ず
、
た
と
え
そ
れ
が
真
実
を
含
ん
で
い
る
に
し
て
も
、
ひ
と
ま
ず
Ｋ
の
頼
り
と
す



る
理
性
は
そ
れ
を
疑
い
、
客
観
的
に
妥
当
す
る
前
提
か
ら
出
発
し
て
の
吟
味
に
そ
れ

が
耐
え
、
あ
る
い
は
互
い
に
無
関
係
な
複
数
の
「
経
験
」
を
比
較
し
た
う
え
で
共
約

可
能
な
も
の
を
「
事
実
」
の
系
列
に
入
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
田
舎

か
ら
来
た
男
の
最
後
の
質
問
、
す
な
わ
ち
な
ぜ
自
分
以
外
誰
も
こ
こ
へ
来
た
た
め
し

が
な
い
の
か
と
い
う
問
は
、
他
な
ら
ぬ
「
経
験
」
自
体
が
ま
る
で
直
接
産
み
出
し
か

も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
問
は
、
男
が
無

謬
の
前
提
と
し
て
き
た
公
理
を
覆
す
問
な
の
だ
。
こ
れ
は
男
の
理
性
の
な
し
得
る
仕

事
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、
男
は
そ
れ
ま
で
の
理
性
を
超
え
た
も
の
と

し
て
「
ひ
と
つ
の
問
」
を
発
し
て
い
る
の
だ
と
解
す
る
し
か
手
だ
て
は
あ
る
ま
い
。

ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
は
最
後
ま
で
「
生
」
と
の
対
立
を
解
消
で
き
な
か
っ
た
故
に
、
あ
く

ま
で
も
純
粋
な
理
性
で
あ
り
続
け
る
宿
命
か
ら
は
逃
が
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
か

ら
、
男
と
Ｋ
と
の
差
異
は
こ
こ
に
歴
然
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
男
の
死

は
Ｋ
と
は
異
な
り
、
何
の
対
立
関
係
か
ら
も
出
来
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
故
に
、
「
恥
辱
」

な
ど
覚
え
る
こ
と
も
な
く
、
消
え
入
る
よ
う
に
男
は
息
絶
え
る
の
だ
。
男
が
何
の
恨

み
も
な
く
、
批
判
も
せ
ず
死
ん
だ
こ
と
は
、
彼
が
理
性
に
し
が
み
つ
い
て
は
い
な
い

こ
と
至
裏
付
け
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
Ⅵ

　
前
章
で
わ
た
し
は
、
田
舎
か
ら
来
た
男
と
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
の
同
一
性
と
差
異
と
を

指
摘
し
た
が
、
こ
こ
で
は
あ
の
男
が
Ｋ
に
与
え
ら
れ
た
予
見
的
形
象
で
あ
る
と
い
う

解
釈
を
提
示
し
、
吟
味
す
る
。

　
Ｋ
は
最
終
的
に
理
性
の
支
配
の
及
ば
な
い
、
理
性
を
超
え
る
「
生
」
を
受
け
容
れ

て
い
た
。
だ
が
、
理
性
と
「
生
」
の
和
解
が
成
立
し
得
な
か
っ
た
故
に
、
「
生
」
は
相

変
ら
ず
理
性
の
ま
な
ざ
し
の
中
に
対
象
化
さ
れ
る
定
め
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に

指
摘
し
て
お
い
た
。
理
性
の
目
に
は
、
「
生
」
が
「
恥
辱
」
の
姿
と
な
っ
て
生
き
続
け

て
い
く
定
め
に
あ
る
か
の
よ
う
に
映
っ
た
の
だ
っ
た
。
理
性
は
空
間
あ
る
い
は
時
間

と
無
縁
な
存
在
な
ど
表
象
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
自
身
を
超
え
た
も
の
の
存

六
九
　
　
『
審
判
』
に
お
け
る
「
対
話
」
の
予
見
構
造
　
（
富
重
）

在
も
そ
の
枠
組
に
収
め
る
し
か
な
か
っ
た
し
、
し
か
も
理
性
に
と
っ
て
は
本
来
あ
り

得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
の
表
象
で
あ
る
か
ら
、
比
喩
の
形
式
で
語
ら
れ
な
く
て
は
い
け

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｋ
は
「
恥
辱
」
が
自
分
よ
り
後
ま
で
生
き
残
る

定
め
に
あ
る
と
い
う
時
間
の
枠
内
で
表
象
し
、
し
か
も
そ
れ
を
「
か
の
よ
う
だ
っ
た
」

と
比
喩
の
形
を
と
っ
た
わ
け
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
Ｋ
の
理
性
は
自
身
の
限
界
の
外

に
あ
る
も
の
の
存
在
に
つ
い
て
は
か
ろ
う
じ
て
、
じ
か
も
あ
え
て
禁
を
犯
し
て
、
予

見
す
る
以
外
に
仕
様
が
な
か
っ
た
。
Ｋ
は
理
性
が
け
し
て
支
配
で
き
な
い
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
正
当
な
自
身
の
存
在
を
予
見
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
田
舎
か
ら
来
た
男
は
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
か
。
す
で
に
前
章
の
記
述
か

ら
も
明
ら
か
の
と
お
り
、
男
は
理
性
を
超
え
る
存
在
な
ど
全
く
予
見
し
た
り
は
し
な

か
っ
た
。

　
男
は
視
力
の
喪
失
と
と
も
に
理
性
的
存
在
か
ら
一
足
飛
び
に
あ
の
「
ひ
と
つ
の
問
」

を
産
み
出
し
か
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
問
を
つ
く
り
出
し
だ
の
は
「
経
験
」
で
あ
る

こ
と
が
語
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
こ
の
「
経
験
」
は
何
か
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
と

も
、
何
か
が
引
き
寄
せ
た
と
も
、
ま
し
て
や
批
判
吟
味
さ
れ
た
と
は
語
ら
れ
て
は
い

な
か
っ
た
の
だ
。
す
べ
て
の
「
経
験
」
は
集
ま
っ
て
き
た
（
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
　
ｓ
ａ
ヨ
ヨ
ｅ
ｌ
ｎ
)
の
で

あ
る
。
集
ま
っ
て
そ
れ
が
姿
を
変
え
て
「
ひ
と
つ
の
問
」
に
な
っ
た
（
ｚ
ｕ
　
　
　
ｅ
ｍ
ｅ
ｒ

Ｆ
ｒ
ａ
ｇ
ｅ
)
と
語
ら
れ
て
い
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
発
問
主
体
は
理
性
的
で
は
あ
る
ま

い
。
そ
れ
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
の
何
か
を
理
性
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
で
は
説
明
で
き
な
い
の
だ
。
と
は
言
え
、
か
り
に
こ
こ
で
わ
た
し
が
そ
れ
を
自
己

触
発
的
な
と
か
、
根
源
的
な
な
ど
の
修
飾
を
与
え
て
定
義
づ
け
よ
う
と
す
る
な
ら
、

語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
は
る
か
に
踏
み
越
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て

い
る
の
は
、
文
字
通
り
「
・
：
そ
の
間
の
す
べ
て
の
経
験
が
集
ま
っ
て
ひ
と
つ
の
間
と

な
っ
た
が
・
：
」
（
迎
と
だ
け
な
の
で
あ
る
。
男
は
理
性
を
超
え
た
発
問
の
主
体
を
対

象
化
し
て
見
る
こ
と
が
な
い
の
だ
。
む
し
ろ
そ
れ
に
完
全
に
同
化
し
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
読
者
は
『
審
判
』
を
語
り
手
の
・
視
点
を
通
し
て
読
む
。
そ
れ
故
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に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
物
語
を
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
の
視
点
で
読
み
、
し
か
も
同
時
に
Ｋ

を
観
照
し
な
が
ら
読
む
の
で
あ
る
。
観
照
す
る
語
り
手
は
コ
メ
ン
ト
を
加
え
な
い
た

め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
ま
ま
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
と
な
っ
て
、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
を
見
る

’
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
わ
け
だ
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
理
性
の
目
で
物
語
を

読
ま
せ
ら
れ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
目
で
読
者
た
る
わ
れ
わ
れ
は
Ｋ
と
男
と

を
比
較
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
さ
ら
に
、
わ
た
し
は
比
較
を
も
と

に
Ｋ
が
あ
の
男
に
な
り
得
る
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
田
舎
か
ら
来
た
男
が
「
ひ
と
つ
の
問
」
を
発
す
る
者
と
な
り
得
だ
の
は
、
理
性
の

絶
対
性
が
解
消
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
解
消
の
因
と
な
っ
た
の
は
、
老
齢
か

ら
く
る
視
力
の
低
下
な
の
だ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
理
性
は
判
断
中
止
に
陥
ら

ざ
る
を
得
ず
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
の
光
を
認
識
す
る
か
ら
に
は
、
そ
の
認
識
主
体

は
理
性
を
超
え
る
知
性
な
の
で
あ
る
。
こ
の
因
果
関
係
が
唯
一
可
能
な
も
の
だ
っ
た

か
ど
う
か
は
、
も
ち
ろ
ん
明
ら
か
で
は
な
い
。
話
の
中
で
は
し
か
し
、
こ
の
関
係
し

か
語
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
、
男
に
と
っ
て
は
視
力
の
低
下
が
唯
一
の
あ
の
知
的
存

在
と
な
る
た
め
の
条
件
だ
っ
た
と
看
倣
す
こ
と
も
理
に
適
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、

視
力
を
な
く
す
こ
と
が
理
性
の
超
克
を
必
然
的
に
結
果
す
る
わ
け
で
も
な
い
の
だ
か

ら
、
む
し
ろ
あ
の
存
在
と
な
る
た
め
の
直
接
的
要
件
は
、
理
性
の
絶
対
権
力
の
解
消

を
措
い
て
他
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
の
場
合
、
理
性
の
絶
対

性
は
逆
説
的
に
も
「
生
」
の
側
か
ら
の
和
解
拒
否
に
よ
っ
て
最
後
ま
で
保
証
さ
れ
続

け
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
Ｋ
は
「
生
」
と
和
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
理
性
の
絶
対
的
自
律
性
を
解
消
し
得
た
な
ら
ば
、
田
舎
か
ら
来
た
男
と
同

様
の
知
的
存
在
と
成
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
こ
の
ふ
た
つ
の
形
象

を
互
い
に
関
係
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
す
る
と
、
も
し
も
Ｋ
が
理
性
に
よ
っ
て
「
生
」
を
完
璧
に
律
す
る
こ
と
が
で
き
て

い
た
と
し
た
な
ら
ば
、
彼
と
男
と
の
関
係
性
を
何
か
見
出
だ
す
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ

に
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
実
際
そ
う
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、

Ｋ
と
男
と
は
、
互
い
に
完
全
に
排
除
し
あ
う
存
在
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
と
す

れ
ば
、
男
は
Ｋ
に
と
っ
て
は
単
に
独
断
的
理
性
か
ら
浄
化
さ
れ
る
た
め
の
下
剤
か
何

か
の
役
目
を
持
つ
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
Ｋ
は
理
性

を
超
え
る
「
生
」
を
認
め
た
し
、
そ
れ
を
予
見
し
た
の
だ
。
た
と
え
そ
れ
が
「
恥
辱
」

の
姿
を
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
理
性
を
超
え
た
何
か
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の

で
あ
る
以
上
、
Ｋ
の
理
性
が
そ
れ
を
切
り
捨
て
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
男

と
い
う
あ
の
知
的
形
象
と
の
つ
な
が
り
が
保
た
れ
て
い
る
た
め
な
の
だ
。
従
っ
て
、

Ｋ
は
自
ず
か
ら
な
し
た
予
見
に
よ
っ
て
、
「
ひ
と
つ
の
問
」
を
産
む
存
在
に
同
化
可
能

で
あ
る
と
い
う
ア
リ
ア
ド
ネ
の
糸
を
手
に
し
て
い
た
の
だ
。
Ｋ
は
こ
の
糸
を
辿
っ
て

行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
び
「
法
の
前
で
」
の
男
に
行
き
着
け
た
は
ず
だ
っ
た
。
そ

れ
故
に
、
あ
の
男
の
話
は
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
に
予
め
与
え
ら
れ
て
い
た
予
見
の
物
語
で

あ
り
、
男
は
予
見
的
形
象
な
の
で
あ
る
。

　
だ
が
そ
う
だ
と
し
て
も
、
こ
の
物
語
の
中
で
は
Ｋ
は
あ
の
男
に
な
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
を
上
述
の
如
く
関
係
づ
け
る
こ
と
に
何
の
意
味
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
物
語
の
Ｋ
に
は
あ
監
戻
り
の
道
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
読
者
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
は
Ｋ
の
目
で
Ｋ
を
見
る
。
つ
ま
り
物
語
を
読
ん
で
い
く
わ

れ
わ
れ
は
Ｋ
な
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
自
分
を
静
に
観
照
し
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
故
に
、
物
語
の
Ｋ
の
ア
リ
ア
ド
ネ
の
糸
を
わ
れ
わ
れ
が
握
っ
て
い
る
の
だ
。
語
り

手
の
同
時
的
二
重
存
在
性
、
Ｋ
の
意
識
に
同
化
す
る
一
方
で
、
静
に
観
照
し
て
い
る

語
り
于
の
存
在
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
は
物
語
世
界
内
の
存
在
か
ら
、
読
む
者

へ
と
そ
の
ま
ま
変
身
さ
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
あ
の
男
は
未
だ
死
ん
で

は
い
な
い
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
に
予
見
的
形
象
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
Ｋ
に
聞
か
れ
て
い
る
予
見
的
形
象
は
い
つ
充
た
さ
れ
る
の
だ
ろ

う
。
男
は
死
の
直
前
に
あ
の
存
在
と
な
っ
た
。
そ
う
な
る
た
め
に
は
、
た
だ
理
性
の

絶
対
性
が
の
り
越
え
ら
れ
、
解
消
さ
れ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
死
自

体
に
は
何
ら
の
意
味
付
け
も
な
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
銘
記
し
て
お
こ

う
。
「
法
の
前
で
」
の
話
で
は
、
「
ひ
と
つ
の
問
」
を
発
す
る
者
に
男
の
な
る
時
が
、

死
の
直
前
に
位
置
し
て
い
た
た
め
に
、
あ
た
か
も
死
と
の
結
び
つ
き
が
暗
示
さ
れ
て



で
も
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
事
実
は
理
性
を
超
え
る
こ
と
を
措

い
て
他
に
要
件
は
な
い
か
ら
に
は
、
こ
の
意
味
で
死
は
全
く
偶
然
的
な
も
の
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
と
は
逆
に
、
物
語
の
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
の
最
後
を
思
い
返
し
て
み
る
と
、
彼
は

理
性
を
超
え
た
も
の
を
死
を
超
え
て
い
く
も
の
と
し
て
表
象
し
て
い
た
こ
と
が
思
い

出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
Ｋ
の
理
性
は
、
受
け
容
れ
た
「
生
」
の
「
恥
辱
」
を
不
死
な
る

も
の
と
し
て
規
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
理
性
に
と
っ
て
は
、
白
身
を
超
え
た
も
の

を
表
象
す
る
に
際
し
て
、
死
が
決
定
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
が
解
る
だ
ろ
う
。

不
死
な
る
も
の
、
不
滅
の
愛
、
不
滅
の
善
な
ど
を
語
る
こ
と
、
予
見
す
る
こ
と
は
ヨ

ー
ゼ
フ
・
Ｋ
の
延
長
上
に
あ
る
者
に
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
不
死
な
る
も
の

は
生
に
お
い
て
は
け
し
て
成
就
し
得
な
い
。
常
に
予
見
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
常
に

先
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
世
の
外
で
成
就
す
る
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
る
ば
か

り
な
の
だ
。

　
と
こ
ろ
が
、
Ｋ
に
予
め
与
え
ら
れ
て
い
た
予
見
の
物
語
の
中
で
は
、
「
経
験
」
が
ま

る
で
そ
の
ま
ま
変
じ
て
「
ひ
と
つ
の
問
」
に
実
体
化
す
る
よ
う
な
存
在
は
、
ま
だ
こ

の
生
に
お
い
て
の
み
実
現
さ
れ
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
、
男
に
は

そ
の
実
現
の
時
が
死
を
目
前
に
し
て
訪
れ
た
と
は
い
え
、
そ
の
時
が
生
に
お
い
て
訪

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
生
の
あ
ら
ゆ
る
時
間
に
対
し
て
あ
の
存
在
は
聞

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
皿

　
『
審
判
』
全
体
を
通
じ
て
、
「
対
話
」
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
。
い
た
だ
ろ
う
か
。

む
し
ろ
、
そ
の
不
在
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
か
と
問
う
方
が
適
切
と
い
う
も

の
だ
ろ
う
。
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
は
様
々
な
人
物
と
言
葉
を
交
し
た
。
だ
が
、
彼
の
発
話

は
ど
れ
も
こ
れ
も
が
「
対
話
」
へ
と
な
り
行
か
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
自
己
の
理
性

の
紡
ぎ
出
す
論
理
の
貫
徹
だ
け
を
目
途
に
、
他
者
を
顧
慮
す
る
こ
と
を
ほ
ぼ
完
全
に

忘
却
し
て
い
た
。
ど
の
任
意
の
会
話
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
は
、

七
一
　
　
『
審
判
』
に
お
け
る
「
対
話
」
の
予
見
構
造
　
（
富
重
）

他
者
と
は
対
象
と
し
て
の
み
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
の

こ
と
で
は
あ
る
。

　
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
は
結
局
の
と
こ
ろ
最
後
ま
で
、
自
分
の
持
っ
て
き
た
予
断
、
先
入

見
、
利
害
関
心
と
い
っ
た
諸
前
提
か
ら
い
っ
た
ん
完
全
に
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
死
の
直
前
に
あ
っ
て
も
同
様
だ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
僧
と
の
対
話
を
経
験
す

る
以
前
の
独
断
的
理
性
の
諸
前
提
は
、
そ
の
後
浄
化
さ
れ
た
理
性
に
よ
っ
て
刷
新
さ

れ
ば
し
た
ろ
う
。
が
、
浄
化
さ
れ
た
理
性
が
確
実
視
す
る
諸
前
提
に
代
え
ら
れ
た
だ

け
の
ば
な
し
で
、
理
性
は
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、

彼
は
他
者
に
対
し
て
は
け
し
て
自
己
を
開
か
ず
、
見
せ
よ
う
と
せ
ず
、
他
者
の
思
惑

を
知
る
た
め
に
探
り
を
入
れ
て
み
た
り
、
何
の
権
利
が
あ
っ
て
か
他
者
に
命
令
し
た

り
、
批
判
し
た
り
、
要
求
し
た
り
、
あ
る
い
は
親
切
ご
か
し
を
口
に
し
て
み
た
り
と
、

た
だ
の
ひ
と
つ
の
言
葉
、
た
だ
の
ひ
と
つ
の
問
で
さ
え
も
、
み
ず
か
ら
が
開
か
れ
る

こ
と
を
恐
れ
ぬ
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
ま
た
、
彼
は
他
者
の

言
葉
も
素
直
に
は
受
け
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
エ
ー
ト
ス
が
ま
た
彼
の

理
性
に
著
し
い
制
限
を
、
そ
の
絶
対
権
力
を
与
え
て
い
た
と
も
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
変
身
し
た
Ｋ
の
浄
化
さ
れ
た
理
性
に
も
共
通
し
て

い
る
。
彼
と
二
人
の
男
と
の
間
に
は
何
の
対
話
も
な
く
、
Ｋ
の
自
己
完
結
的
な
発
話

行
為
が
あ
る
ば
か
り
だ
っ
た
の
だ
。

　
で
は
、
浄
化
さ
れ
た
純
粋
な
理
性
に
、
田
舎
か
ら
来
た
男
が
発
し
た
あ
の
最
後
の

「
ひ
と
つ
の
問
」
は
可
能
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
確
に
、
あ
の
男
の
し
た

よ
う
な
い
く
つ
か
の
行
為
は
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
な
る
ほ
ど
純
粋
な
理

性
な
ら
ば
、
け
し
て
門
番
を
買
収
し
よ
う
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
し
て
や
ノ
ミ

に
ま
で
助
け
を
求
め
た
り
は
し
な
か
っ
た
に
ち
が
い
は
な
い
。
が
、
そ
れ
が
客
観
的

妥
当
性
を
求
め
、
確
実
な
前
提
か
ら
出
発
前
進
す
る
と
い
う
自
己
の
論
理
を
保
持
し

続
け
る
限
り
は
、
断
じ
て
男
の
あ
の
公
理
―
－
「
法
に
は
誰
で
も
、
そ
し
て
い
つ
で

も
近
づ
け
て
当
然
」
１
－
を
反
故
に
す
る
よ
う
な
問
な
ど
肯
ん
じ
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
理
性
は
一
度
確
立
し
た
真
な
る
前
提
へ
立
ち
返
っ
て
問
い
か
け
る
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こ
と
な
ど
し
な
い
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
の
物
語
最
終
章
で
の
論
理
的
思
考
を

思
い
出
し
さ
え
す
れ
ば
、
こ
れ
は
明
白
だ
。
「
生
」
を
受
け
入
れ
る
以
前
の
Ｋ
の
理
性

は
、
裁
判
を
あ
た
か
も
「
純
粋
直
観
形
式
」
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
れ
な
し

に
は
こ
の
一
年
間
の
一
切
が
成
立
し
得
な
い
よ
う
な
確
か
な
前
提
と
し
、
そ
れ
故
に

必
然
と
し
て
「
罪
」
を
認
め
た
わ
け
だ
っ
た
。
次
に
は
Ｋ
は
、
そ
の
「
罪
」
の
内
容

を
考
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
罪
」
に
対
し
て
は
ど
ん
な
刑
罰
が
与

え
ら
れ
る
べ
き
か
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
「
罪
」
と
は
何
か
が
確
定
さ

れ
て
い
な
く
て
は
い
け
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、
Ｋ
は
量
刑
し
、
蹟
い
の
道
を
進
ん
で

い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
方
向
に
し
か
思
考
を
進
め
な
い
理
性
に
、
三
剛
提

へ
立
ち
返
っ
て
問
い
か
け
る
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
道
は
な
い
。
従
っ
て
、
浄
化
さ

れ
た
理
性
は
門
番
に
対
し
て
い
つ
ま
で
も
「
申
請
」
一
点
張
り
、
な
い
し
は
門
番
の

恣
意
性
の
批
判
、
啓
蒙
、
も
し
く
は
両
様
の
行
為
に
終
始
す
る
し
か
能
は
な
い
は
ず

で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
理
性
の
真
骨
頂
と
い
う
も
の
だ
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
田
舎
か
ら
来
た
男
が
Ｋ
に
と
っ
て
は
予
見
的
形
象
だ
と
い
う
こ

と
は
先
に
確
認
し
て
お
い
た
が
、
わ
か
し
は
ま
だ
「
ひ
と
つ
の
問
」
の
意
味
を
検
討

し
て
い
な
か
っ
た
。

　
男
の
「
ひ
と
つ
の
問
」
は
、
彼
が
そ
れ
ま
で
堅
持
し
て
き
た
前
提
命
題
を
覆
す
か

の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
命
題
は
、
一
見
わ
れ
わ
れ
の
目
に
も
き
わ
め
て
妥

当
だ
と
思
え
る
よ
う
な
公
理
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
今
一
度
あ
の
問

を
吟
味
し
て
み
る
と
、
命
題
そ
れ
自
体
が
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

よ
う
で
あ
る
。
自
分
以
外
に
門
番
に
入
れ
て
く
れ
と
来
た
者
が
な
い
の
は
ど
う
し
て

だ
と
い
う
男
の
問
に
、
門
番
は
「
こ
の
入
口
は
お
前
の
た
め
に
だ
け
あ
っ
た
の
だ
」

（
2
5
7
）
と
答
え
た
の
だ
。
つ
ま
り
、
門
番
は
「
法
」
が
そ
う
だ
と
は
言
っ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
男
は
そ
れ
ま
で
「
法
」
を
問
題
に
し
て
き
た
が
、
門
番
は
「
入
口
」
を
問

題
に
し
て
き
た
わ
け
だ
。
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
、
男
の
「
法
」
と
い
う
の
に
は
、

「
人
口
」
も
含
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
推
定
で
き
る
だ
ろ
う
。

男
は
あ
の
公
理
を
本
来
の
対
象
外
に
ま
で
拡
大
解
釈
し
て
い
た
。
こ
れ
は
男
の
先
入

見
で
あ
る
。
彼
は
「
法
」
で
は
く
、
「
入
口
」
が
自
分
の
た
め
に
だ
け
あ
る
こ
と
を
知

ら
な
く
て
は
い
け
な
か
っ
た
。
す
る
と
、
男
の
問
が
覆
し
た
の
は
、
命
題
そ
れ
自
体

な
の
で
は
な
く
、
彼
の
手
前
勝
手
な
そ
の
拡
大
解
釈
と
い
う
意
味
で
の
先
人
見
な
の

で
あ
る
。

　
男
は
門
番
の
答
を
は
っ
き
り
と
耳
に
し
、
そ
し
て
認
識
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

「
法
の
前
で
」
も
語
り
手
は
同
時
的
二
重
存
在
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
、
門
番
の
答
は

男
の
耳
に
届
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
従
っ
て
男
は
、
こ
の
問
と
応
答
に

よ
っ
て
、
自
身
の
前
提
と
し
て
い
た
先
入
見
を
認
識
す
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
男
の
問
は
自
分
が
前
提
と
し
て
き
た
こ
と
に
立
ぢ
返
っ
て
な
さ
れ
、
そ
う
す

る
こ
と
で
そ
の
前
提
の
錯
誤
を
知
ら
し
め
る
働
き
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
認
識
し
て
も
、
男
は
生
き
た
自
分
の
足
で
門
を
く
ぐ
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
の
あ
ら
ゆ
る
時
間
に
対
し
て
聞

か
れ
て
い
る
あ
の
知
的
存
在
は
、
こ
の
認
識
と
と
も
に
門
を
く
ぐ
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
認
識
と
実
践
と
は
完
全
に
｝
致
し
、
こ
の
一
致
は
立

ち
返
る
問
に
よ
っ
て
具
現
さ
れ
る
わ
け
な
の
だ
。
こ
の
立
ち
返
る
問
が
「
対
話
」
を

産
み
出
す
の
で
あ
る
。

　
一
切
を
理
性
が
と
り
仕
切
っ
て
い
る
田
舎
か
ら
来
た
男
や
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
に
は
、

「
対
話
」
す
る
知
の
働
き
が
な
か
っ
た
。
銀
行
の
世
界
で
出
世
を
勝
ち
取
る
た
め
に
使

っ
て
き
た
理
性
、
明
確
な
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
最
も
効
果
的
・
効
率
的
手
段
を
案

出
し
、
実
行
に
移
す
と
い
う
や
り
方
を
、
Ｋ
は
他
の
す
べ
て
に
も
適
用
し
よ
う
と
し

て
い
た
。
彼
は
、
グ
ル
ー
バ
ッ
ハ
夫
人
に
せ
よ
、
ビ
ュ
ル
ス
ト
ナ
ー
嬢
に
せ
よ
、
そ

し
て
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
裁
判
機
構
に
も
同
じ
方
法
を
適
用
し
た
の
で
あ
る
。
「
彼
は
銀

行
で
は
比
較
的
短
い
間
に
こ
の
高
い
地
位
に
の
し
上
が
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
皆
か

ら
認
め
ら
れ
て
こ
の
地
位
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
が
、
今
は
た
だ
そ
れ
を
可
能
に
し

た
こ
の
能
力
を
少
し
だ
け
訴
訟
に
向
け
る
だ
け
で
よ
く
、
そ
う
す
れ
ば
う
ま
く
い
く

こ
と
疑
い
な
し
だ
っ
た
。
」
（
1
5
2
）
が
、
Ｋ
に
と
っ
て
は
す
べ
て
が
、
自
分
の
成
功
が

可
能
で
あ
っ
た
世
界
と
同
質
の
も
の
に
映
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
果
は
す
べ
て
失



敗
だ
っ
た
。
こ
の
失
敗
の
経
験
か
ら
も
、
他
者
あ
る
い
は
裁
判
機
構
が
自
分
と
は
全

く
異
な
っ
て
い
る
存
在
だ
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
と
の
接
触
の
お

り
方
を
根
本
的
に
変
え
よ
う
と
は
、
Ｋ
は
全
く
思
い
も
寄
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
浄
化
さ
れ
た
Ｋ
の
理
性
の
場
合
に
も
同
様
に
あ
て
は
ま
る
。

　
他
者
と
し
て
Ｋ
に
最
も
肉
迫
し
、
彼
の
理
性
に
危
険
を
も
た
ら
す
存
在
は
叔
父
ア

ル
ペ
ル
ト
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
Ｋ
の
理
性
は
ア
ル
ベ
ル
ト
を
制
御
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
‐
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
自
覚
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
Ｋ
は
表
面
的

に
は
叔
父
に
従
い
、
自
己
の
エ
ー
ト
ス
が
侵
害
さ
れ
、
解
体
す
る
の
を
防
衛
し
た
の

だ
っ
た
。
と
は
言
っ
て
も
、
ア
ル
ベ
ル
ト
は
Ｋ
の
人
生
に
お
い
て
恒
常
的
に
鼻
先
に

ま
で
肉
迫
し
て
く
る
他
者
で
は
な
く
、
両
者
を
隔
て
る
地
理
的
空
間
が
た
い
て
は
Ｋ

を
相
対
的
に
自
由
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
彼
は
た
ま
さ
か
の
叔
父
の
駐

留
を
う
ま
く
や
り
過
ご
せ
れ
ば
、
ま
た
元
の
と
お
り
に
理
性
を
表
看
板
に
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
の
だ
。
そ
の
叔
父
に
較
べ
れ
ば
、
他
の
他
者
は
理
性
の
は
る
か
に
組
み

し
易
い
存
在
で
、
彼
ら
に
対
す
る
Ｋ
の
意
図
は
た
と
え
ほ
と
ん
ど
達
成
さ
れ
は
し
な

か
っ
た
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
彼
の
理
性
を
お
び
や
か
す
よ
う
な
こ
と
だ
け
は
皆

無
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
裁
判
機
構
は
ア
ル
ベ
ル
ト
を
さ
ら
に
徹
底
純
化
さ
せ
た
他

者
で
あ
る
。
こ
の
Ｋ
に
と
っ
て
常
住
不
変
の
存
在
に
、
Ｋ
の
理
性
は
は
じ
め
抵
抗
を

試
み
た
の
だ
が
、
や
が
て
そ
の
不
可
能
を
悟
り
、
終
に
は
こ
の
他
者
を
己
が
理
性
の

次
元
で
解
釈
し
、
完
璧
に
服
従
し
よ
う
と
し
た
の
だ
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

Ｋ
は
己
の
理
性
を
完
璧
に
保
持
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
（
こ
う
し
て
見
る
と
、
ア

ル
ベ
ル
ト
と
裁
判
機
構
は
『
判
決
』
に
お
け
る
父
親
を
よ
り
分
析
的
に
固
定
し
た
形

象
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
）

　
だ
が
し
か
し
、
Ｋ
は
遅
ま
き
な
が
ら
も
理
性
に
抵
抗
す
る
「
生
」
を
受
け
容
れ
、

そ
し
て
結
局
は
不
滅
の
「
恥
辱
」
を
予
見
し
た
。
理
性
の
戻
り
道
の
な
い
極
限
地
点

に
ま
で
昇
り
つ
め
て
は
じ
め
て
、
Ｋ
は
そ
の
限
界
を
思
い
知
っ
た
の
で
あ
る
。
け
れ

ど
も
、
こ
の
「
生
」
の
正
当
性
の
受
容
こ
そ
、
Ｋ
が
立
ち
返
っ
て
問
い
か
け
る
た
め

に
は
心
須
の
要
件
な
の
だ
。
従
っ
て
、
こ
の
時
点
で
Ｋ
は
「
対
話
」
に
向
か
っ
て
開

七
三
　
　
『
審
判
』
に
お
け
る
「
対
話
」
の
予
見
構
造
　
（
富
重
）

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
立
ち
返
る
問
の
先
に
は
門
番
の
答
か
お
る
だ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
問
に
は
「
対
話
」
が
潜
在
し
て
い
る
の
だ
。
自
他
が
互
に
同
意
を
与
え

あ
い
、
最
も
確
実
だ
と
互
に
同
意
に
達
し
た
こ
と
を
真
と
し
、
ま
た
そ
れ
に
す
ら
不

確
か
さ
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
よ
り
確
か
な
同
意
へ
と
進
ん
で
い
こ
う
と

す
る
「
対
話
」
が
産
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
始
ま
り
が
、
立
ち
返
る
問
の
実
践
に

他
な
ら
な
い
。
こ
の
実
践
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
Ｋ
は
「
生
」
と
和
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
Ｋ
に
は
救
い
へ
の
門
が
聞
か
れ

て
い
る
。
こ
の
門
を
く
ぐ
る
た
め
に
要
求
さ
れ
て
い
る
「
対
話
」
へ
の
要
件
は
す
で

に
整
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
お
わ
り
に
〉

　
小
説
『
審
判
』
は
「
対
話
」
予
見
の
物
語
だ
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
た
。
ヨ
ー
ゼ

フ
・
Ｋ
の
変
身
の
挙
句
の
涯
に
は
「
対
話
」
の
地
平
が
見
え
で
い
た
。
そ
の
実
現
に

よ
っ
て
彼
は
「
生
」
と
和
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は

「
理
性
」
が
の
り
超
え
ら
れ
な
く
て
は
い
け
な
か
っ
た
。

　
だ
が
、
「
理
性
」
を
超
え
た
知
的
存
在
と
い
い
、
「
生
」
と
の
和
解
と
い
い
、
わ
れ

わ
れ
の
前
に
は
そ
の
構
造
と
意
味
が
判
明
な
か
た
ち
で
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
の
だ
。
「
対
話
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
を
し
か
ら
し
め
る
主
体
が
き
わ
め
て
曖
昧

な
存
在
で
あ
る
以
上
は
、
そ
の
是
非
を
判
定
ず
る
こ
と
す
ら
で
き
は
し
ま
い
。
そ
ん

な
曖
昧
な
根
拠
の
は
っ
き
り
し
な
い
「
対
話
」
な
ど
を
あ
え
て
拠
り
所
と
す
れ
ば
、

む
し
ろ
途
端
に
蒙
昧
に
陥
る
の
が
お
ち
で
は
な
い
か
、
ま
し
て
や
「
生
」
と
の
和
解

な
ど
と
な
る
と
、
そ
れ
は
単
な
る
非
合
理
主
義
や
相
対
主
義
を
擁
護
す
る
も
の
に
過

ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
さ
ま
ざ
ま
の
疑
惑
が
生
じ
て
く
る
の
も
止
む
を
得
な
い

こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
疑
惑
を
一
点
の
曇
り
も
な
く
晴
ら
す
程
の
根
拠
も
、
非
の

打
ち
所
な
く
そ
れ
を
正
当
に
す
る
根
拠
も
、
『
審
判
』
の
語
り
手
は
語
っ
て
は
い
な
い

の
だ
。

　
け
れ
ど
も
、
確
か
な
こ
と
は
、
田
舎
か
ら
来
た
男
の
実
践
し
た
「
対
話
」
は
知
の
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行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
「
理
性
」
の
絶
対
性
が
解
消
さ
れ
、
の
り
超
え
ら
れ
る
と

は
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
代
っ
て
別
様
の
知
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
、
「
対
話
」
は
よ
り
「
生
」
と
知
の
矛
盾
を
つ
く
り
出
さ
な
い
知
の
あ
り
方
を
目

指
し
て
い
る
の
だ
と
、
わ
た
し
は
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
物
語
が
そ
の
知
の
あ
り
方

が
何
で
あ
る
の
か
を
実
現
さ
せ
て
い
な
い
の
に
は
、
あ
る
い
は
作
者
自
身
の
た
め
ら

い
や
思
考
の
行
き
詰
ま
り
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と
し
て
、
作
者
の
陥
っ
て

い
る
情
況
を
解
明
す
る
こ
と
で
、
こ
こ
で
の
知
や
「
対
話
」
の
内
実
が
逆
照
射
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
最
後
に
蛇
足
を
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
。
こ
の
物
語
は
西
欧
近
代
の
カ
リ
カ
チ

ュ
ア
、
あ
る
い
ば
そ
の
王
道
た
る
一
方
通
行
路
だ
け
か
ら
成
る
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
と
も

読
め
る
。
た
だ
こ
れ
が
単
に
そ
れ
だ
け
で
終
っ
て
い
な
い
の
は
、
こ
の
王
道
以
外
に

道
が
描
き
残
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
を
誘
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