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行
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の
始
め
で
あ
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こ
と
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つ
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生
き
て
い
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
は
な
く
て
、
普
く
生
き
る
こ
と
が
大
事
な
の
だ
、

と
は
プ
ラ
ト
ン
の
『
グ
リ
ト
ン
』
で
の
ソ
ク
ラ
テ

ス
の
一
言
葉
で
あ
る
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
も
う
少
し
強
い
言
い
方
で
、
生
き
る
と
は
善
く
生
き
る
こ
と
で
あ
る

l
i普
く
生
き
て
い

る
の
で
な
け
れ
ば
生
き
て
い
る
と
は
言
え
な
い
、
と
言
い
替
え
て
も
、
ソ
グ
ラ
テ
ス
の
意
図
を
違
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
た

だ
こ
の
場
合
、
こ
の
言
葉
の
意
味
は
、
幸
福
な
生
で
な
け
れ
ば
生
の
名
に
値
し
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
同
時
に
、
法
律
的
道
徳
的
に

正
し
く
生
き
る
こ
と
が
幸
福
に
生
き
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
を
も
含
む
も
の
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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生
き
る
と
い
う
こ
と
は
行
為
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
上
と
閉
じ
こ
と
は
行
為
に
つ
い
て
も
言
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
に
か
を
為

す
と
は
そ
れ
を
善
く
為
す
こ
と
で
あ
り
、
な
に
か
が
旨
く
な
さ
れ
た
と
き
は
じ
め
て
そ
れ
が
為
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
こ
こ

で
も
成
り
立
つ
は
づ
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
な
に
か
を
作
る
場
合
、
あ
る
い
は
技
術
の
場
合
に
は
明
ら
か
で
、
例
え
ば
人
が
住
め
な
い

よ
う
な
家
を
作
っ
て
も
家
を
作
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
歌
は
美
し
く
あ
っ
て
初
め
て
歌
と
言
え
る
。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
行
為
一

般
に
つ
い
て
は
そ
れ
程
明
ら
か
で
は
な
く
、
倫
理
的
に
善
い
行
為
の
み
が
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
な
お
分
り
に
く
い
。
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人
関
が
行
為
の
始
め
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

日
行
為
だ
っ
て
行
為
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
世
間
で
問
題
と
さ
れ
る
行
為
と
は
そ
う
い

人
は
す
べ
て
の
行
為
を
自
分
で
は
善
い
と
思
つ

い
有
為
の
方
で
あ
る
と
患
わ
れ
る
。

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、

わ
れ
か
れ
に
と
っ
て
も
初
め
か
ら
明
ら
か
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
い
っ
た
こ
と
を
究
関
知
す
る
に
は
、

い
行
為
と
は
伺

か
を
探
究
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
行
為
と
は
荷
で
あ
る
か
、

存
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
探
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
行
為
論
い
あ
る
い
は
「
行
為

と
呼
ぶ
こ
と
が

ア
ロ
ス
ト
一
プ
レ
ス
は
町
エ
ウ
デ
ぞ
ス

第

一
章
(
以
下
院
院

E
6
1
日
の
よ
う

お

い
て
そ
の
よ
う
な
行
為
論
を
民
翻
し
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
な
明
ら
か
に
す
る
こ

以
下
の
論
述
の
際
的
で
あ
る
。

2 -

内
エ
ウ
デ
モ
ス

吋
甲
山
ウ
デ
モ
ス
伶
葱
学
』
〈

B
B〉

の
特
設
、
特
に

ウ
は

E
N
が
完
成
し
た
体
系
で
あ
る
の
に
比
べ
て

B
B
が
よ
り
探
究
的

で
あ
り
、
最
高
善
、
襲
、
正
義
、
賢
露
、

コ
マ
コ
ス

〈詑

N
)
と
比
較
し
た
と
き
の
相
違
点
は
い
く
づ
か
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
怠

N
で
自
に
つ
く
の
は
、
仰
向

が
、
そ
の

と
一
一
一
盟
国
っ
て
も
そ

て
と
掌
立
て
の

幸
福
と
い
っ

の
諸
概
念
が
、

し
た
秩
序
に
従
っ
て
叡
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

E
E
は
全
般
に
叙
述
が
大
ま
か
で
、
内
容
の
鵜
綾
さ
、
構

し
か
し
そ
の
皮
語
、
震
理
的
な
も
の
へ
の
関
心
が
強
く
、
論
理
的
過
程
を
薫
袈
し
、
方
法
的

に
お
い
て
玄

N
に
及
ば
な
い
。

成意
識
が
よ

こ
う
い
っ
た

S
E
の
特
設
は
、

お
そ
ら
く
、
そ
れ
が
拡

N
よ
り
も
か
な
り
前
に
惑
か
れ
た
未
成
熟
な
作
品
で

あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。



し
か
し
こ
の
こ
と
は
、

E
E
が
わ
れ
わ
れ
研
究
者
に
と
っ
て
価
値
の
低
い
も
の
で
あ

は
こ
と
に
、
ア
ロ
ノ
ス
ト
テ
レ
ス
が
初
め
倫
理
学
の
諸
関
癒
な
ど
の
よ
う
な
隠
心

内

d
wか共

さ
に
見
る
こ
と
が
マ
き
る
。
ま
た
そ
の
聞
に
は
当
然
、

と
を
、
必
ず
し

な
い
。
わ
れ
わ
れ

た
カ込

そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
方
向
に
発
畏
さ
せ

つ

の
も
の
の
変
化
盤
畿
が
あ
り
、

E
N
で

わ
れ

た
謀
総
~
と
韓
望
を

E
誌
の
や
に
見
出
し
て
驚
か

他
な
ら
な
い
。

る
こ
と
も
あ
る
。
「
行
為
論
」
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
失
な
わ
れ

の
一
つ
に

の
よ
う
な
主
題
が
怠
廷
に
独
自
の
意
味
を
与
え
、

B
Nと
並
ん
で
怠
認
を
今
日
ま
で
缶
承
崎

と
し
て
こ
こ
に
取
り
上
げ
る

E
E
E
6
i
立
に
対
応
す

N
の
中
に
欠
蒸
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

む

し

主

N
E
-
-
s
が

に
相
当
す
る
こ
と

の
目
に
も
直
ち
に
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
向
者
の
い
づ
れ
に
お
い
て
も
、
そ

の
実
費
約
内
容
は
、
一
行
為
が
「
故
意
」
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、

の
定
義
を
議
定
し
て
い
る
か
ら

ま
た
行
為
の

と
は
持
で
あ
る
か
な
陪
い
、
そ
れ
ぞ
れ

ま
た
そ
こ
で
得
ら
れ
た
定
義
の
内
容
も
ほ
と
ん
ど
関
じ
、
も
の
で

粗
違
は
両
者
の

の

- 3 

構
成
に
あ
り
、
そ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
ア
ロ
ス
ト
テ
レ
ス
の
関
心
に
あ
る
。

つ
の
論
述
を
比
較
す
る
と
き
ま
づ
最
初
に
悶
に
つ
く
の
は
、

E
E
に
・
お
い
て
は
そ
の
一

れ
て
い
る
の
に
対
し
、

5
N
で
は
こ
れ
が
除
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

E
6
は
、
後
に

述
が
始
ま
る
こ
と
、
そ
れ
が
「
行
為
い
の
臨
国
の
探
究
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
「
放
資
と
「
選
択
い
に
つ
い
て
解
明
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
、
な
ど
を
主
態
と
し
て
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
豆

N
で
は
こ
れ
に
当
る
章
が
全
く
欠
議
し
、
そ
の
代
り
に
数
持
の
簡

単
な
前
議
聞
き
に
ま
っ
て
、
続
く
論
述
が
「
徳
論
い
の
…
部
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
い
家
、
両
者
の
対
照
安
訴
す
た
め
に
、
豆

怠
E
6
の
管
一
強
部
分
と
豆

N
E
1
の
謡
、
議
き
全
文
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
ま
づ

E
豆
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

l
i

の
論
述
の
初
め
に

E

6
が
序
論
と
し
て

よ
う
に
、
そ
こ
か
ら
一
連
の
新
た
な
論

北
大
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人
間
関
が
行
為
の
姶
め
が
句
あ
る
ζ

と
に
つ
い
て

さ
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら
の
考
察
の
た
め
に
溺
の
出
発
点
を
と
る
こ
と
に
し
よ
う
0

・
お
で
の
実
体
は
自
然
的
に
み
て
何
ら
か
の
始
め
で
あ
号
、

ぞ
れ
ゆ
え
に
そ
の
各
・
さ
か
鼠
ら
に
似
た
多
く
の
も
の
な
盗
み
出
す
こ
と
が
で
診
る
。
人
聞
は
人
間
ど
も
宏
、
そ
し
て
一
般
に
動
物
は
動
物
念
、
織
物
は
植
物

を
。
だ
が
そ
れ
に
加
え
て
、
人
間
は
、
す
べ
て
の
生
き
も
の
の
中
で
た
だ
ひ
と
り
、
あ
る
種
の
行
為
の
始
め
で
あ
る
G

〆

Q
M
W
M
M
g
t
お
i
N
C
)

こ
れ
に
対
し
て

E
N

は
次
の
還
り
で
あ
る

1
1

徳
は
か
く
し
て
感
情
と
行
為
に
か
か
わ
り
、
ま
た
故
意
に
な
さ
れ
た
行
為
は
賞
讃
さ
れ
た
り
非
難
さ
れ
た
ち
す
る
が
、
意
に
反
し
て
の
こ
と
に
は
同
情
や
終

に
は
機
関
、
が
寄
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
徳
に
つ
い
て
考
綴
ず
る
者
に
と
っ
て
は
、
放
慾
と
い
う
こ
と
苦
労
}
意
に
反
し
て
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
附
例
措
慨
に
し
て

内

i
v

お
く
こ
と
が
お
そ
ら
く
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
褒
笠
と
懲
制
約
に
関
し
て
法
律
を
制
制
定
す
る
人
々
に
と
っ
て
も
有
用
で
あ
ろ
う
0

円弱

Z

ロO
ゅ
よ
や
印
の

る
盟

5
か
ら
も
、
現
ら
か
で
あ
る
と
患
わ
れ
る
。
そ
こ
で

し、

づ

E
N
鼠

I
i
s
の
一
結
論
の
叢
と
も
阿
見
、
ら
れ

ら
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の

4-

さ
ら
に
、

E
N
の
間
関
心
が
も
は
や
「
行
為
」
に
で
は
な
く
コ
徳
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

の
ま
ま
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、

そ
れ
ま
で
の
論
述
で
得
ら
れ
た

尉
一
寸
に
つ
い
て

用
じ
て
結
論
さ
れ
て
い
る
(
立

-zzdi認
。
こ
こ
で
は

E
E
の

「
態
案
」
「
選
択
」

の
成
果
で
あ
る
、
ド
人
間
が
一
行
為
の
始
め
マ
あ
る
と
い
う
認
議
は

し
て
足
下
に
踏
支
え
ら
れ
、
関
心
と
友
関
は
徳
と
悪
認
に
つ
い
て
の
認
識
へ
と
移
持
し
て
い
る
(
立
-
H
H
Z
r
に
i
M
M
〉
。
こ

れ
に
対
し
て

R
E
E
6
i
H
誌
、
人
間
判
が
行
為
の
始
め
で
あ
る
こ
と
そ
の
こ
と
の
探
究
で
あ
り
、

む
し

「
故
意
」
と

に
つ
い

義

そ
れ
自
体
が

そ
の
も
の
の

日
は
、
選
択
の
問
的
を
正

し
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

し
く
あ
ら
し
め
る
の
が
諒
で
あ
る
こ
と
行
為
論
を
完
結
す
る
も
の
ど
な
っ
て
い
る
。

弘
上
は
院
主

E
6
1
口
ど
院

N
…誼

1
1
5
の
始
め
と
終
り
の
部
分
の
、
比
較
対
照
で
あ
る
が
、
両
者
の
務
違
ば
論
述
の
内
部
機
一
議
に
お
ド

い
笈
上
述
の
序
論
と
結
論
の
部
分
を
除
外
す
る
と
、
判
H
M
E
E
7
i
却
と
怠

N
灘

1
1
4
は
内
容
的
に
よ
り
一
一
層
主
く
対
応

て
も
著
し
い
。



す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
、
構
成
か
ら
見
る
と
、
前
者
が
探
究
的
で
あ
る
の
に
対
し
後
者
が
分
類
的
と
い
う
、
性
格
上
の
相
違
が
看

取
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
後
者
の
方
は

E
1
「
故
意
」
に
つ
い
て
、

E
2
「
選
択
」
に
つ
い
て
、

E
3
「
思
案
」
に
つ
い
て
、

E
4
「願

望
」
に
つ
い
て
と
い
う
よ
う
に
、
各
章
が
そ
の
主
題
に
よ
っ
て
判
然
と
分
か
れ
て
お
り
、

こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
を
定
義
弁
別
す
る
こ
と
が
主

旨
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

E
N
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
意
図
は
こ
れ
ら
の
結
果
を
徳
に
つ
い
て
の
考
察
に
役
立
て
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が

E
E
の
方
は
、

E
7
1
9
が
「
故
意
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

E
m
が
「
選
択
」
に
つ
い
て
と
大
き
く
こ
つ
に
分
け
ら
れ
る
も

の
の
、
-
特
に
「
故
意
」
に
つ
い
て
論
究
す
る
部
分
は
そ
の
中
に
さ
ら
に
多
層
的
な
構
造
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
も
こ
こ
で
は
「
故
意
」
と

F

「
選
択
」
、
が
互
い
に
錯
綜
し
て
問
題
に
さ
れ
、
「
欲
求
」
勺
欲
望
」
「
願
望
」
「
意
志
の
一
弱
さ
と
強
さ
」
な
ど
へ
の
言
及
が
一
見
無
秩
序
に
混

入
す
る
。
要
す
る
に

E
E
の
論
述
は
、

E
N
の
叙
述
に
比
べ
、
遥
か
に
未
整
理
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
}
の
思

想
が
未
だ
成
熟
せ
ず
、
試
行
錯
誤
の
過
程
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

E
E
E
7
1
m
に

は
、
そ
の
よ
う
に
片
付
け
る
こ
と
を
許
さ
な
い
強
い
主
題
が
、
一
見
混
乱
し
た
叙
述
を
貫
い
て
い
る
。
こ
れ
を
、

E
N、E
1
1
4
の
よ
う

な
倫
理
学
の
基
礎
概
念
の
論
定
と
は
異
質
の
探
究
、
す
な
わ
ち
「
行
為
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
論
究
と
し
て
理
解
す
る
と
き
、
そ
こ
に

-5ー

は
む
し
ろ
一
つ
の
必
然
的
な
秩
序
が
見
え
て
く
る
は
づ
で
あ
る
。
そ
れ
を

E
E
の
実
際
の
論
述
に
即
し
て
立
証
す
る
こ
と
が
、
以
下
の
論

考
の
課
題
で
あ
る
。

推
測
さ
れ
る
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が

E
E
執
筆
の
後
あ
る
年
月
の
障
た
り
を
置
い
て

E
N
を
書
い
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
と
き

か
れ
は

E
E執
筆
時
の
か
れ
自
身
の
関
心
と
主
題
の
い
く
つ
か
を
倫
理
学
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
と
し
て
廃
棄
し
、
新
た
な
構
想
の

も
と
に
書
き
改
め
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
新
た
な
構
想
と
は
、
倫
理
学
を
徳
論
と
し
て
構
成
し
、
政
治
学
に
連
続
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
意
図
の
も
と
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、

E
E
を
、
そ
の
個
々
の
論
点
を
残
し
、
ま
た
活
用
し
つ
つ
、
一
全
体
と
し
て
言
わ

北
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人
聞
が
行
為
の
始
め
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

ば
編
集
し
直
し
た
の
で
あ
る
。

E
E
以
後
の
研
究
と
洞
察
の
成
果
が
豊
か
に
織
り
込
ま
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
こ
こ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
は
面
白
を
一
新
し
、
よ
り
現
実
の
常
識
に
即
し
、
よ
り
具
体
的
に
論
述
さ
れ
た
、
完
成
度
の

こ
の
と
き
同
時
に
、

高
い
作
品
と
し
て
生
ま
れ
変
っ
た
の
で
あ
る
。

E
E
に
対
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
不
満
の
一
つ
は
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
関
心
が
あ
ま
り
に
理
論
的
な
点
に
あ
っ
た
。
善
い
行
為
を
で

は
な
く
、
行
為
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
、
そ
の
原
因
と
成
り
立
ち
を
研
究
す
る
「
行
為
論
」
は
、
認
識
で
は
な
く
実
践
を
目
的
と
す
る
倫
理

戦
(
何
回

A
H
3
2
1
8
に
よ
り
は
、
哲
学
の
他
の
部
門
に
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
あ
る
意
味
で
は
こ
の
主
題

は
、
行
動
の
原
因
を
探
究
す
る
『
動
物
運
動
論
』
(
匂
両
足
。
吉
弘
ミ
ミ
ミ
設
さ
)
や
、
生
の
原
理
を
問
う
『
霊
魂
論
』

(
b
h
hミ
ミ
む
)
な

ど
に
親
近
的
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら

E
E
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
人
聞
が
行
為
の
始
め
で
あ
る
と
は
運
動
の
始
め
と
い
う
意

味
で
あ
り
、
行
為
も
運
動
の
一
種
で
あ
る

(
H
N
N
N
d
g

と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
行
為
の
原
理
は
生
の
原
理
で
も
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
他
面
で
は
、
「
行
為
」
は
あ
く
ま
で
も
人
間
の
も
の
で
あ
っ
て
、
動
物
行
動
論
や
生
命
論
に
は
包
摂
し
き
れ
な
い
独
自

の
論
理
の
拡
が
り
を
も
っ
。
そ
れ
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が

E
E
で
考
え
て
い
た
よ
う
に
、
倫
理
学
の
構
成
部
分
で
あ
っ
て
よ
か
っ
た
の

か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
だ
け
で
独
立
の
論
な
い
し
は
学
を
構
築
す
べ
き
な
の
か
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
行
為
論
の
試
み
そ
の
も
の
に
よ
っ
て

答
え
る
ほ
か
は
な
い
。

行

為

三ム
百聞

E
E
E
6
1
H
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
何
を
や
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
聞
に
対
す
る
最
も
安
全
な
答
は
、
「
故
意
」
と
「
選
択
」

~6 ー



に
つ
い
て
の
定
義
の
探
究
で
あ
る
と
い
う
答
で
あ
ろ
う
。

し
、
事
実
、
以
後
の
論
述
は
す
べ
て
そ
の
究
明
に
充
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
が

E
7
の
初
め
に
こ
れ
を
問
題
と
し
て
掲
げ
て
い
る

し
か
し
こ
の
答
は
成
程
正
し
い
答
で
は
あ
っ
て
も
、

こ
こ
で
の
か
れ
の
論
述
の
目
的
と
成
果
を
十
分
に
言
い
表
わ
し
て
は
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
一
続
き
の
論
述

に
先
立
つ
序
論
と
し
て

E
6
を
置
き
、
「
故
意
」
と
「
選
択
」
に
つ
い
て
探
究
す
る
の
は
何
の
た
め
で
あ
る
の
か
を
説
明
し
て
い
る
の
に
、

右
の
答
は
こ
れ
を
無
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

E
6
の
冒
頭
の
句
は
前
節
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

E
E
E
6
1
U
の
主
題
は
「
人
闘
が
行
為
の
始
め
で
あ
る
」

こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
新
た
な
出
発
点
か
ら
論
究
が
始
ま
る
こ
と
が
告
げ
ら
れ
、
そ
の
出
発
点
と
し

て
、
「
す
べ
て
の
生
き
も
の
の
中
で
人
聞
の
み
が
ひ
と
り
、
あ
る
種
の
行
為
の
始
め
で
あ
る
」

(
H
N
N
N
F
E
1
8
)

と
い
う
事
実
が
提
示
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
続
い
て
、

こ
の
「
始
め
」
と
は
運
動
の
始
め
で
あ
り

(
H
N
N
N
F
N
H
W
M

∞1
N匂
)
、

そ
れ
に
よ
っ
て
生
成
し
存
在
す
る
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こ
と
ど
も
の
原
因
で
あ
り

(
H
M
M
N
V
8
1
出)、

必
然
的
な
こ
と
の
で
は
な
く
、

生
起
す
る
こ
と
も
し
な
い
こ
と
も
可
能
な
こ
と
ど
も
の
で

あ
り

(
H
N
N
N
よ
H
i
H
N
N
ω

占)、

要
す
る
に
人
聞
は
、

あ
る
こ
と
を
為
す
こ
と
も
為
さ
ぬ
こ
と
も
自
由
に
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、

行
為
の

存
在
と
非
存
在
の
原
因
で
あ
る

(
H
N
お
よ
1
8
と
論
ぜ
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
そ
れ
で
は
「
人
聞
は
ど
の
よ
う
な
行
為
の
始
め
で
あ
り
原
因

で
あ
る
の
か
」

(
H
N
N
ω
P
5
1
5
)

と
い
う
聞
が
提
出
さ
れ
、

「
こ
れ
に
対
し
て
は
誰
の
答
も
同
じ
で
あ
ろ
う
|
|
故
意
に
そ
し
て
各
人
の
選

択
に
従
っ
て
為
し
た
か
ぎ
り
の
こ
と
に
つ
い
て
は
各
人
に
原
因
(
責
任
)
が
あ
り
、
意
に
反
し
て
為
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
そ
う
で
は
な

い
」
(
尽
部
品
。
l

昆
)
と
答
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
初
め
て
、
「
故
意
の
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
り
、

意
に
反
し
て
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で

あ
る
か
、

ま
た
選
択
と
は
何
で
あ
る
か
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
巴
お
伊
出
l
N
N
)

と
い
う
次
第
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
経
緯
を
見
れ
ば
、

「
故
意
」
お
よ
び
「
選
択
」

に
つ
い
て
の
定
義
が
求
め
ら
れ
た
の
が
も
と
も
と
人
閣
の
「
行
為
」
の
解
明
の
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人
間
が
行
為
の
始
め
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。
「
故
意
」
と
「
選
択
」
は

「
人
聞
が
始
め
で
あ
る
行
為
」

の
本
質
を
あ
ら
わ
す
徴
表
と
し
て
取
り

出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

人
聞
が
行
為
の
始
め
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
行
為
と
は
「
故
意
の
」
行
為
、
あ
る
い
は
「
選
択
さ
れ
た
」
行
為
で
あ
る
。
だ

が
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
二
種
類
の
行
為
は
、
行
為
全
体
の
中
の
あ
る
特
殊
な
部
分
な
の
か
。
そ
し
て
二
つ
の
規
定
は

「
行
為
」
そ
の
も
の
の
規
定
で
は
な
く
て
、
何
か
特
別
な
行
為
に
の
み
妥
当
す
る
特
殊
な
性
質
で
あ
る
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
「
行
為
」
そ
の
も
の
の
徴
表
な
の
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

E
6
の
言
い
方
か
ら
す
れ
ば
、
か
れ
は
「
行
為
」
と
い
う
語
に
広
義
と
狭
義
を
認
め
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
と
い
う
の
は
か
れ
が
「
人
聞
は
あ
る
種
の
行
為
の
始
め
で
あ
る
」
(
巳
お
よ
む
)
と
言
っ
た
と
き
、

そ
の
意
味
は
、
人
間
の
為
す
さ
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ま
ざ
ま
な
行
為
(
広
義
)

の
う
ち
、
あ
る
種
の
限
ら
れ
た
行
為
(
狭
義
)
が
真
に
そ
の
人
間
自
身
に
発
し
た
本
来
の
意
味
で
の
行
為
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
広
義
に
お
い
て
は
、

よ
そ
人
聞
が
為
し
た
こ
と
が
す
べ
て
行
為
で
あ
る
。
物
を
盗
む
と
か
、
他
人
を
助
け
る
と
か
は
も
と
よ
り
、
歩
く
こ
と
、
運
ぶ
こ
と
、

おう

っ
か
り
人
の
足
を
踏
ん
づ
け
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
無
意
識
に
小
石
を
蹴
と
ば
す
こ
と
に
至
る
ま
で
、
当
人
の
や
っ
た
こ
と
で
あ
れ
ば
当
人

の
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
言
葉
の
狭
い
意
味
に
お
い
て
は
そ
う
は
言
え
な
い
。
無
意
識
に
し
た
こ
と
、
特
に
本
人
に
も
他
人
に
も
、
結

局
誰
の
意
識
に
も
上
ら
ず
に
忘
れ
た
ま
ま
に
終
る
よ
う
な
世
界
の
部
分
的
変
動
は
、

て
引
き
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
か
れ
の
「
行
為
」
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
、

た
と
い
そ
れ
が
確
か
に
当
人
の
身
体
の
変
動
に
よ
っ

こ
れ
程
ま
で
に
稀
薄
な
行
為
で
は
な
く
て
も
、

た
と

え
ば
過
失
に
よ
る
行
為
は
故
意
の
行
為
と
は
区
別
さ
れ
る
し
、
故
意
で
は
あ
っ
て
も
止
む
を
得
ず
相
手
を
傷
つ
け
て
正
当
防
衛
と
見
な
さ

れ
る
行
為
は
、
喧
嘩
で
相
手
を
傷
つ
け
る
の
と
は
同
じ
で
な
く
、
ま
し
て
計
画
的
殺
人
な
ど
に
比
べ
れ
ば
、
罪
は
軽
い
と
見
な
さ
れ
る
。



こ
れ
ら
の
行
為
の
聞
の
差
異
は
単
純
で
は
な
い
が
、
前
の
も
の
ほ
ど
本
人
の
責
任
は
軽
く
、
後
の
も
の
ほ
ど
本
人
自
身
に
責
任
が
あ
る
。

後
の
も
の
は
本
人
自
身
が
原
因
で
あ
る
本
人
の
行
為
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
本
人
自
身
に
原
因
が
あ
る
行
為
こ
そ
が
本
人
の
行

品、
b

か
れ
の
所
為
で
な
い
も
の
は
か
れ
の
行
為
で
は
な
く
、
む
し
ろ
事
故
あ
る
い
は
出
来
事
に
近
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う

為
だ
か
ら
で
あ
り
、

し
て
、
真
に
行
為
と
言
え
る
の
は
真
に
本
人
自
身
に
発
し
た
自
発
的
行
為
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

故
意
の
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、

「
人
聞
が
原
因

で
あ
る
(
か
れ
の
所
為
で
あ
る
)

の
は
、

そ
し
て
選
択
に
従
っ
た
か
ぎ
り
の
こ
と
(
行
為
)

で
あ
る
」

(
H
N
N
ω
A
O
i
E
)

と
規

定
し
た
と
き
、
か
れ
は
狭
義
の
、

本
来
の
意
味
で
の
行
為
の
、
行
為
そ
れ
自
体
の
本
質
的
徴
表
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
各
々
が
何

つ
ま
り
本
来
の
意
味
で
の
行
為
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
規
定
は
、

で
あ
る
か
を
探
究
す
る
こ
と
が
、

そ
の
ま
ま
行
為
そ
の
も
の
の
探
究
と
な
る
の
で
あ
る
。

二
つ
の
規
定
は
必
要
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
、
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こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば
、
「
故
意
」
お
よ
び
「
選
択
」
と
い
う
行
為
の
二
つ
の
規
定
を
特
に
二
つ
に
区
別
す
る
理
由

は
見
当
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
「
行
為
」
と
い
う
一
つ
の
も
の
に
、

と
こ
ろ
で
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
れ
ら
を
初
め
か
ら
区
別
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。

聞
に
原
因
(
責
任
)
が
あ
る
の
は
、
故
意
の
そ
し
て
選
択
さ
れ
た
か
ぎ
り
の
行
為
で
あ
っ
て
、
意
に
反
し
て
な
さ
れ
た
か
ぎ
り
の
こ
と
は

そ
の
こ
と
は
、

ま
づ
両
者
が
最
初
に
提
示
さ
れ
た
時
、

人

そ
う
で
は
な
い
。
」

(
H
N
N
ω
A

。15
)

と
い
う
よ
う
に
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
、

し
か
も
区
別
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
表
現
を
と
っ
て
い
る

お
よ
び
、
「
故
意
」
が
「
選
択
」
と
同
義
で
あ
る
可
能
性
を
念
頭
に
置
き
、
そ
れ
を
改
め
て
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
(
尽
忠
P
N
ω
l

N
F
H
N
N
写
ω

∞i
H
N
医
長
H
N
N
唱
N
O
l
N
Y
H
N
N
O
e
s
-
5
自
P
N
)

に
現
わ
れ
て
い
る
。

(ζ

の
点
で
も
、

E
E
と
E
N
は
対
照
的
で
、
後
者
で

は
こ
れ
ら
二
つ
が
同
じ
か
異
る
か
の
探
究
は
無
く
、
両
者
の
別
が
最
初
か
ら
前
挺
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ま
づ
「
故
意
」
、
次
に

「
選
択
」
、
「
思
案
」
、
「
願
望
」
と
い
う
よ
う
に
、
次
々
と
分
類
的
に
定
義
し
て
ゆ
く
。
し
か
も
そ
の
時
の
関
心
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
何
で
あ

こシ」、

北
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ん
聞
が
行
為
の
始
め
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

る
か
と
い
う
点
を
通
り
越
し
て
、
徳
と
悪
徳
が
故
意
で
あ
る
こ
と
の
証
明
に
そ
の
定
義
を
応
用
す
る
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
)

リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
は
、

E
E
E
6
に
お
い
て
も
、
以
後
の
探
究
の
た
め
の
あ
る
見
通
し
を
持
っ
て
こ
れ
ら
こ
語
を
、
行
為
を
行
為
た
ら

勿
論
ア

L
め
る
規
定
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
多
く
の
語
の
中
か
ら
選
び
出
し
た
の
で
あ
り
、
結
局
は
こ
れ
ら
二
語
の
現
実
の
用
語
法
の
差
異
の
分

析
を
通
じ
て
、
人
聞
の
行
為
の
デ
ィ
テ
イ
ル
を
解
明
し
、
ひ
い
て
は
行
為
そ
の
も
の
の
本
質
を
究
明
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
少
く
と
も
探
求
の
当
初
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ら
二
規
定
の
区
別
は
前
提
さ
れ
て
い
な
い
し
、

企
図
さ
れ
て
も
い

な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
が
上
述
の
よ
う
に
「
行
為
」
そ
の
も
の
の
徴
表
と
し
て
取
り
出
さ
れ
た
こ
と
を
理
解
す
る
と
き
、

当
然
の
こ
と
と
し
て
了
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

欲
求
は
行
為
の
原
因
で
あ
る
か

-10一

「
故
意
」
と
「
選
択
」
と
い
う
行
為
の
二
つ
の
徴
表
を
手
に
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、

ま
づ

「
故
意
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
そ
の

定
義
を
求
め
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
行
為
の
探
究
に
と
り
か
か
る
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
立
て
ら
れ
る
|
|
a

ま
づ
考
察
す
べ
き
は
、
故
意
と
い
う
こ
と
と
意
に
反
し
て
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
次
の
三
つ
の
う
ち
の
い
づ
れ
か
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
欲
求
に
従
っ
た
こ
と
か
、
選
択
に
従
っ
た
こ
と
か
、
思
考
に
従
っ
た
こ
と
か
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
い
づ
れ
か
に
従
っ
た
こ
と
が
故
意
の
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
に
反
す
る
こ
と
が
意
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
Q
N
N
守
N
H
1
N
3

こ
こ
に
は
、
「
故
意
の
」
行
為
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
に
思
わ
れ
て
い
る
か
、

そ
の

「
思
わ
れ
」
が
列
挙
さ
れ
て
レ

る
。
日
く
、
そ
れ
は
「
し
た
い
」
と
欲
し
て

(
意
欲
、
あ
る
い
は
欲
求
)
為
し
た
行
為
の
こ
と
で
あ
る
。

日
く
、
「
し
よ
う
」

と
決
め
て



(
決
意
、
あ
る
い
は
選
択
)
為
し
た
行
為
で
あ
る
。

日
く
、
「
し
て
い
る
」
と
知
っ
て

(
意
識
、
あ
る
い
は
思
考
)
為
し
た
行
為
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
意
味
で
は
成
立
し
な
い
か
を
論
究
す
る
こ
と
が
、

E
7

こ
れ
ら
の
う
ち
の
ど
の
思
わ
れ
が
、

ど
の
よ
う
な
意
味
で
成
立
し
、

以
下
の
課
題
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
思
わ
れ
の
各
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
故
意
の
」

行
為
の
定
義
の
試
み
に
他
な
ら
な
い
が
、

そ
れ
は
ま
た

「
故
意
の
」

行
為
が

「
故
意
」
で
あ
る
こ
と
の
原
因
を
そ
れ
ぞ
れ
に
求
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
定
義
を
求
め
る
こ
と
は
原
因
(
根
拠
)
を
求
め
る
こ
と
だ
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
言
え
ば
、
「
故
意
」
と
い
う
徴
表
を
手
掛
り
に
、
「
行
為
」
そ
の
も
の
の
原
因
を
吟
味
探
究
す
る
こ
と
に
他
な

ら
な
い
。
(
こ
う
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
関
わ
れ
た
い
く
つ
か
の
間
|
|
人
聞
が
行
為
の
始
め
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
人
聞
が
始

め
で
あ
る
行
為
と
は
ど
の
よ
う
な
行
為
か
、
行
為
と
は
何
か
、
何
が
行
為
の
原
因
で
あ
る
か
ー
ー
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
同
一
の
問
な
の
で

と
こ
ろ
で
行
為
の
原
因
は
何
か
と
い
う
聞
に
対
し
て
だ
れ
も
が
思
い
つ
く
最
も
一
般
的
な
答
は
「
欲
求
」
で
あ
ろ
う
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ

-11ー

あ
る
。
)

ス
が
こ
こ
で
ま
づ
第
一
に
欲
求
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
行
為
論
に
お
け
る
最
も
一
般
的
な
意
見
を
吟
味
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る。
行
為
の
原
因
は
欲
求
で
あ
る
と
い
う
通
俗
的
な
思
わ
れ
に
は
謂
わ
れ
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
の
行
為
は
動
物
の
行
動
と
は
区
別

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
方
す
べ
て
の
行
為
が
行
動
の
一
種
で
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
(
の
戸
開
開

5
N
N
4
8。
と
す
れ

ば
、
動
物
の
行
動
は
す
べ
て
欲
求
に
始
ま
る
か
ら
、
人
聞
の
行
為
も
何
ら
か
の
欲
求
か
ら
生
ず
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ズ
が
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
『
霊
魂
論
』

E
mや
『
動
物
運
動
論
』

6
、

は
、
前
者
で
は
「
動
か
す
も
の
は
一
つ
、
す
な
わ
ち
〔
霊
魂
の
〕
欲
求
機
能
で
あ
る
」
(
お
ω品
同
)
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動
物
の
行
動



人
聞
が
行
為
の
始
め
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

や
行
為
の
最
後
的
原
因
は
欲
求
で
あ
る
」

q
g品
串

18)

る
か
が
問
題
で
あ
る
が
、

と
述
べ
て
い
る
。
人
間
の
行
為
の
始
め
と
な
る
欲
求
が
ど
の
よ
う
な
欲
求
で
あ

何
ら
か
の
欲
求
は
あ
る
は
づ
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
「
故
意
の
」
と
い
う
規
定
が
前
述
の
よ
う
に
「
行
為
」
そ

の
も
の
を
成
り
立
た
せ
る
本
質
的
規
定
で
あ
っ
て
、

既
存
の
行
為
に
付
帯
す
る
偶
然
的
性
質
の
規
定
で
は
な
い
以
上
、

う
規
定
が
欲
求
に
即
し
て
定
義
さ
れ
る
は
づ
だ
と
い
う
思
わ
れ
は
、
そ
れ
な
り
に
極
め
て
正
当
な
思
わ
れ
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
や
が
て
見
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
「
故
意
の
」
行
為
を

「
故
意
の
」
と
い

「
欲
求
」

に
よ
っ
て
定
義
す
る
試
み
は

E
7
に
お
い
で
完
全
に
論

駁
否
定
さ
れ
る
。
「
故
意
の
」
と
い
う
語
の
現
実
の
用
法
が
、

そ
の
よ
う
な
定
義
を
許
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
詳
細
な
次
第
は
後
に

見
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
人
々
が
こ
の
語
を
ど
う
い
う
場
合
に
ど
う
い
う
仕
方
で
用
い
る
か
を
反
省
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
が

他
方
で
は
「
故
意
の
」
行
為
の
原
因
は
欲
求
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
暴
露
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
そ
れ
で
は
さ
き
の
「
欲
求
」
と
い
う
思
わ
れ
は
ど
う
な
る
の
か
。
そ
の
と
き
「
故
意
の
」
行
為
は
は
た
し
て
真
の
行
為
で
あ
る
の
か

が
、
初
め
て
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
う
る
。
た
だ
し
そ
の
時
で
も
、
行
為
の
原
因
が
欲
求
で
あ
る
と
い
う
単
純
な
意
見
と
、
行
為

の
原
因
に
は
何
ら
か
の
欲
求
が
含
ま
れ
る
と
い
う
思
わ
れ
と
は
、
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
ま
れ
、
こ
れ
ら
は
「
故
意
」
お
よ
び

-12ー

「
選
択
」
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
想
念
に
つ
い
て
の
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
語
の
論
理
に
つ
い
て
の
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
厳
密
に
精

確
な
分
析
と
総
合
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
「
故
意
の
」
お
よ
び
「
選
択
」
と
い
う
、
現
実
の
用
法
を
も

っ
た
二
語
の
徴
表
な
の
で
あ
る
。
)

叶
故
意
の
」
行
為
を
「
欲
求
」
に
よ
っ
て
定
義
す
る
試
み
に
対
す
る
論
駁
を
、

怒
り
ご
と
「
願
望
」
と
の
各
々
に
つ
い
て
示
す
。
「
欲
求
」
と
は
こ
れ
ら
の
総
称
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
ど
れ
で
も
な
い
よ
う
な
欲
求
は

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、

「
欲
望
」
と
「
激
情
(
憤
激
、



無
い
か
ら
で
あ
る

〈の
]
F
H
M
M一凶
fhwm8553M山
A
W

〉。

す
な
わ
ち

つ
の
論
駁
の
や
で
は
、
第
一
の
、
「
欲
望
い
に
よ
る
定
義
、

欲
望
に
従
っ
た
一
行
為
の
こ
と

こ
の
論
較
は
四
つ
の
議
論

も
の
で
あ
り
、
後
の
一
一
つ
が

る
な
ら
ば
生
ず
る
で
あ
ろ
う
矛
意
を
示
し と

い
う
定
義
に
対
す
る
論
駁
が
重
要
で

ら
成
る
け
か
、
初
め
の

も
し
も
こ

つ
は
反
駁
で
は
な
く
、
む
し
ろ
上
述
の

の
よ
う
に
「
故
意
の
い
と
い
う
こ
と
と

る
倒
の

に
従
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
罰
一
視
す

こ
れ
を
論
駁
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

は
次
の
よ
ラ
に
な
っ
て
い
る
!
!
i

「
故
意
の
行
為
と
はる

〈
第
一
の
議
論
〉

2

き
て
欲
裂
に
従
っ
た
行
為
は
す
べ
て
飲
怒
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
意
に
反
し
た
こ
と
は
す
べ
て
強
制
制
約
な
こ
と
で
あ
り
、

強
制
約
な
こ
と
は
苦
痛
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
必
要
や
む
を
え
ず
し
た
ち
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
ず
ベ
て
苦
痛
で
あ
っ
て
、
デ
ウ
品
ノ
ス
が
、

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
は
い
や
な
こ
と

と
一
言
っ
て
い
る
と
お
り
な
の
で
あ
る
O

守
こ
う
し
て
、
侭
か
が
苦
痛
な
こ
と
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
強
制
約
な
こ
と
で
あ
り
、
強
制
約
な
に
と
で
あ
れ
ば
苦
海
勺
あ

る
o
し
か
る
に
欲
懇
に
反
す
る
こ
と
は
す
べ
て
苦
痛
で
占
め
る
〈
な
ぜ
な
ら
欽
裂
の
対
象
は
快
楽
マ
あ
る
か
ら
〉
。
ゆ
え
に
そ
れ
は
強
鎖
的
で
あ
ち
、
か
つ
怒
に

反
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
欲
刊
誌
唱
に
従
っ
た
行
為
が
故
意
の
行
為
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
は
な
い
に
反
対
だ
か
ら
で
あ
る
。

Q
N
N
Y

Mmwlω
出
〉

〈
第
二
の
議
論
V

さ
ら
に
、
邪
悪
〔
な
行
為
〕
は
仰
で
あ
れ
ひ
と
を
よ
り
前
小
説
な
者
に
す
る
が
、
意
志
の
弱
さ
は
潔
悪
で
あ
る
と
怒
わ
れ
る
。
意
志
の
弱
い

人
と
は
欲
望
に
従
い
八
万
別
に
反
し
て
行
為
す
る
人
の
こ
と
で
あ
り
、
か
れ
、
が
慈
志
の
弱
さ
に
織
る
の
は
骨
子
さ
に
欲
望
に
従
っ
て
動
く
と
き
で
る
る
。
従
っ
て
慾

士
山
の
弱
い
人
は
欲
望
一
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
正
行
為
そ
な
す
α
し
か
る
に
不
正
行
為
は
故
意
の
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
か
れ
は
故
意
に
行
為
し

て
い
る
わ
け
で
あ
ち
、
従
っ
て
故
意
の
行
為
は
欲
望
に
従
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
際
も
し
も
意
士
山
の
弱
会
に
陥
っ
た
者
が
よ
り
正
し
い
者
に
な

る
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
奇
妙
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

Q
N同
V
8
1
t∞〉

〈
第
一
一
一
の
議
論
〉
さ
で
以
上
の
議
論
か
ら
は
欲
望
に
従
っ
た
行
為
が
故
意
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
次
一
の
議
論
か
ら
は
反
対
の
総
論
が
生
ず
る
。
す

な
わ
ち
ま
ず
、
お
よ
そ
ひ
と
が
故
意
に
な
す
と
こ
ろ
の
こ
と
は
願
望
し
て
沿
ナ
の
で
あ
ち
、
願
望
し
て
な
す
こ
と
は
故
意
で
あ
る
。
そ
し
て
、
〔
自
分
に
と
っ

北
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人
間
が
行
為
の
始
め
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

て
〕
悪
い
と
思
う
こ
と
念
願
望
す
る
人
は
だ
れ
も
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
慾
芯
の
弱
い
人
は
願
望
す
る
こ
と
会
行
な
わ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
自
分
が
最
も
善
い
と
怒

う
こ
と
に
反
す
る
こ
と
を
欲
望
の
ゆ
え
に
な
す
の
が
意
志
の
弱
き
で
あ
る
か
ら
。
こ
う
し
て
殉
じ
人
が
同
時
に
故
意
に
行
為
す
る
と
と
も
に
意
に
反
し
て
も
行

為
す
る
と
い
う
帰
結
が
生
ず
る
が
、
こ
れ
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
〈
何
回
国
ω
3
1
8〉

〈
務
自
の
議
論
〉
さ
ら
に
、
怒
志
の
強
い
人
は
廷
し
い
行
為
を
な
ず
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
意
士
ゅ
の
弱
さ
門
に
総
っ
た
人
〕
よ
り
以
上
に
一
応
し
い
行
為
を
な

ず
。
な
ぜ
な
ら
意
志
の
強
さ
は
拙
俗
で
あ
り
、
徳
は
人
殺
よ
り
正
し
い
者
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
意
士
山
の
強
い
行
為
と
は
欲
望
に
反
し
分
別
に
従
っ
た
行
為
の
こ

と
で
あ
る
。
従
つ
で
も
し
認
し
い
行
為
が
不
疋
行
為
と
同
様
に
故
意
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
〈
と
い
う
の
は
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
故
意
で
あ
る
と
窓
わ
れ
る

し
、
ま
た
一
方
げ
か
故
意
な
ら
他
方
も
そ
う
な
る
の
が
必
然
で
る
る
可
そ
し
て
彼
方
欲
望
に
反
す
る
行
為
が
意
に
反
す
る
行
為
市
、
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
館
内
じ

人
が
悶
じ
こ
と
を
故
意
に
と
問
時
に
滋
に
反
し
て
な
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
ハ
M
N
N
ω
げ

H
O
i
H
a
〉
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四

四

ペ〉

の

こ
れ
ら
の
部
議
議
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
わ
れ
わ
れ
を
当
惑
さ
せ
る
。

と
い
う
の
は
、

こ
こ
に
は
、

の
」
と
は
欲
望
に
従
ゥ
た
こ

に
対
し
て
、
そ
れ
を
背
定
す
る
議
論
と
}
公
定
す
る
議
論
と
が
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
づ
っ
並
立
携
に
提
示
さ
れ
て

い
て
、
そ
の
ど
ち
ら
の
議
識
を
正
し
い
も
の
と
暫
顕
す
べ
き
か
に
つ
い
て
何
の
手
撮
り
も
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ

る
。
じ
か

と
で
あ
る
と
す
る
定
義は

こ
れ
は

兇
か
け
上
の
難
問
に

ぃ
。
ア
り
ス
ト
一
プ
レ
ス
が
こ
こ
で
用
い
て
い
る
の
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対

話
論
法
で
あ
る
こ
と
に
気
付
さ
さ
え
す
れ
ば
、
疑
問
同
は
氷
解
す
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
故
意
の
一
汀
為
会
欲
望
に
よ
っ

み
が
こ
の
四
つ

に
よ
っ
て
議
鼓
さ
れ
た
と
見
な
し
て

「
し
か
し
も
し
も
詞
じ
人
が
、

…
な
為
の
詞
じ
点
に
お

い
た
こ
と
は
、
こ
の
少
し
後
に
続
く
か
れ
の
次
の
雷
葉
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。



い
て
、
時
時
に
故
撃
に
か
つ
意
に
反
し
て
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る

欲
望
や
激
情
に
能
っ
た
行
為
よ
り
は
む

に
諾
っ
た
行
為
の
ガ
が
故
意
の
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
よ

(
H
M
M
浮
ぽ
I
N吋
〉

こ
こ
で
「
向
時

に
か
つ
意
に
…
反
し
て
行
為
す

る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、

ま
さ
し
く
mm
つ
の
議
論
の
う
ち

の
議
論
の
結
論
と
し
て
示
さ
れ
た
こ

と
に
飽
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
欲
議
に
よ
る
定
義
宏
斥
け
た
こ
と
は
、

キ
り
ら
に
M
m
w
u
w
ω
d
吋1ω
少
話
器
品
吋
な
ど
か

ら
明
ら
か
で
あ
る
c
v

、
で
は
な
ぜ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
第

の
議
論
を
捨
て
、

と
第
四
の
議
論
を
取
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
こ
こ
で

生
ず
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ

し
て

域
事
実
の
誤
認
か

に
放
棄
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
四
つ

じ
た
も
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ス
ト
テ
レ
ス

一
一
の
議
誌
を
決

に
毘
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
判
拐
す
る
。

ち

第
一
と
第
一
一

い
づ
れ
も
、

の
」ぷ

と
は
欲
望
に
誕

い
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
の

に
提
出
し
た

い
が
、
第
三
と
第
拐
の
議
論
誌
そ
の
患
わ
れ
会
、

つ
ま
り
第

一
の
議
論
の
結
論
を
絞
り
に
前
提
し
、
そ
こ
か
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た
不
可
能
な
結
論
が
生
ず
る
こ
と
を
論
証
す
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
第

一
一
の
議
論
は
無
視
あ
る
い
は
放
棄
さ
れ

た
の
で
は
な
去
、
第
一
一
一
第
四
の

あ
れ
ば
、
事
情
は
兵
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
第
一
と
第

の
中
ー
に
取
り
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

れ
が
も
し
も
、

逆
の
関
係
も
ま
た
成
立
す
る
と
い
う
の
で

の
議
論
が
第
三
と
第
四

の
立
場
、

つ
支
h
y

「
故
意
の
」
と
い
う

》飾、E諭

に
詫
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
等
量

い
と
い
う
立
場
を
前
提
と
し
て
叡
定
し

で
、
そ
こ
か
ら
向
ら
か
の
矛
監
を

導
出
し
て
み
せ
た
の
で
あ
れ
ば
、
前
の
一

つ
の
議
論
と
後
の
二
つ
の

は
対
等
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ

こ
れ
に
友
し
、

右
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
J

ア時ノ『

A'fア
レ
ス
が
採
用
し
た
こ

は
別
に
新
奇
な
も
の
で
は
な
く
、

わ
れ
わ
れ

ラ
ト
ン
の
特
に
初
期
の
対
話
篇
に
お
い
て

北
品
人
文
学
部
紀
雨
前
、



人
間
が
行
為
の
始
め
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

議
し
く
知
っ
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス

位
、
そ
れ
を
ソ
グ
ラ
テ
ス
が
論
較
す
る
が
、
そ
の
や
り
方
は
相
手
の

の
も
の
に
俄
な
ら
な
い
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
に
お
い
て
は
、

に
意
見
守
}
提
出
さ

し
て
仮
窓
ず
る
な
ら
ば
そ
こ
か
ら
矛
騒
が
生
ず
る
こ

み
せ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
の
意
見
合
容
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
ソ
ク
ラ
?
ス

し
ば
し
ば
、

の

意
味
を
穣
か

認
を
得
た
上
で
そ
れ
を
論
議
す
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の

そ
の
理
由
を
開
き
た
だ
す
。
し
か
も
そ
れ
な
ソ
ク
ラ
テ
ス

代
っ
て
村
渡
し
代
弁
し
て
み
せ
、

の
法

の
う
ち
の
前
一
一

ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
付
度
、
代
弁
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
上
で
そ
れ
ら
は
第
一
二
第
四

の
前
提
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
論
駁
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
第
一
第

の
議
論
が
誤
り
で
あ
り
、

の
議
論
が
悲
し
い
と
い
う
の
と
は
少
し
違
う
。

た
と
え
ば
、

マコ
CI) 

議
論

っ
た
命
題
と
誤
っ
た
操
識
を
含
む
が
後
の
ニ
つ

め
て
は
な
ら
な
い
。
四
つ
の
議
論
に
用
い
ら
れ
て
い
る
命
題
と
縫
識
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
て
の
意
味
が
無
く
な
る
で
告
の
ろ
う
。
ま

そ
れ
ら
を
含
ま
な
い
、

と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
両
者
の

L 、
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容
も
な
け
れ
ば
議
論

て
い
る
と
し
て
も
、

か
り
に
四
つ

の
得
れ
か
が
正
し
く
釘
れ
か
が
誤
つ

定
す
る
の

一
体
誰
が
ど
う
や
っ
て
そ
れ
な
判
定
す
る
の
か
。
そ
れ
が
}
制
判
定
す
る
た
め
の

で
あ
る
の
か
。
部
つ

E
し
い
か
誤
い
っ
か
な
さ
ら
に
判

M
M
M
M
P
ω
U
W
)

、
第

お
け
る
、

に
含
ま
れ
る
綿
々
の
論
点
は
ど
れ
も
思
わ
れ
と
し
て
間
同
格
で
あ
る
。

た
と
え
ば
第
一
の
議
論
に
お
け
る
、
コ

に
お
け
る
行
為
は
故
意
の
で
あ
る
い

し
か
も
実
際
上

の
まま

と
ん
ど
す
べ
て

い
も
の
と
見
な
し
う
る
。

マ
あ
る
」

(
の
]
ア

E巧
Z 

ど
の
論
点
は
、

に
行
為
す
る
い

ア
ジ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
の
晃
解
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

の
弱
い
人
は
欲
望
に
よ
っ
て
動
く
」
な

し
か
も
こ
れ
ら
は
第
四
の
議
論
の
、
「
意
志
の
強
い
人
は
故
意

の
強
い
人
は
欲
獄
中
に
よ
っ
て
動
か
ず
、
分
前
に
よ
っ
て
動
く
い
な
ど
の
命
題
と
矛
騎
し
な
い
。
(
た
だ
し
、

の
こ
と
は
額
望
に
従
っ
た
こ
と
で
あ
り
、

の

の

議
論
の
「
す
ベ

に
従
っ
た
こ
と

の
こ
と
で
あ
る
い

と
は
矛
盾
す
る
。
〉



一
、
第
二
の
議
論
に
お
け
る
誤
り
は
、

見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の

ら

し
て
し
ま
っ

あ
る
。

で
あ
る
。
定
義
は
、
被
定
義
項
を
定
義
撰
に
よ

っ
て
犠
拠
、
、
つ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
強
い
主
張
な
も
つ
特
殊
な
命
題
で
あ
る
。
突
っ
て
こ
こ
で
は
、
検
定
義
項
に
対
し

い
か
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
両
市
浜
の
外
琵
は

誤
っ
て
い
た
の
は
「
故
意
の
と

に
従
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
い

に
な
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

必

外
延
が
一
致
し
た
か
ら
と
い
っ
て
一
方
が
他
方
の
根
拠
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
一
言
え
な
い
J

第
四
の

は
こ
の
よ
う
な
定
義
に

対
し
て

て
み
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ

た
の
で
あ
る
。

っ
た
の
は
、

た
と
え
ば
意
志
の
強
さ
に
よ
る

場
合
の
よ
う
に
、
欲
望
に
従
っ
て
い
な
い
故
意
の
行
為
が
あ
る
と
い

し
か
し
定
義
の
思
わ
れ
は
こ
の
思
わ
れ
と
爵
立
し
な
い
か
ら
、
定
義
の
破
線
を
一
部
す
に
は
こ

っ
て
い
る
こ
と
は
そ
の
者
為
が
故
意
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
明
、
十
分
に
立
読
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
じ
て
第
一
第
一
一
の
議
論
が
提
出
し
た
緒
論
点
は
、
や
は
り
政
し
い
態
わ
れ
で
は
あ
っ
た
が
、
定
義
と
両
立
す
る
患
わ
れ
で
あ
っ
た
〈
こ

れ
は
部
然
マ
あ
ろ
う
)
た
め
に
定
義
の
破
綻
を
暴
く
だ
け
の
カ
を
持
た
な
か
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
誤
っ

く
て
無
力
な
議
論
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
無
力
な
議
論
を
有
力
と
見
な
せ
ば
、
そ
れ
は
擦
り
と
な
る
。
第
一
第
二

一
つ
の
思
わ
れ
に

L 、。

十
分
で
あ
る
。
あ
る
行
為
が
欲
望
に
挺
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で
は
な

の
諸
論
点

か
ら
上
の
定
義
を
結
論
し
た
と
き
に
犯
し
た
の
は
そ
の
よ
う
な
誤
り
で
あ
っ
た
。

第
二
溺

り
は
第
一
一
一
第
四
の
議
論
の
方
が
正
し
い

ヲ
h
V

」
こ
?
と

な
い
こ
と
は
、

に
よ
っ
て
ほ
ぼ
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
後
の
ニ
議
論
が
提
出
し
た
も
の
は
別
の
い
く
ゆ
か
の
思
わ
れ
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

第

立主

「
故
意
の
こ
と

に
従
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
額
望
に
詑
っ

と
は
故
意
の
こ
と

と
い
う
思
わ
れ
な
議
出
し
、
第
関

「卓志士一山十の

い
人
は
故
意
に
か
っ

に
反
し
て
行
為
す
る
」

と
い
う
忍
わ
れ
な
提
示
し
た
。

こ
れ
ら
は
こ
れ
だ
け
で
は
何
も
説
明
し
な
い
。

北
大
文
学
部
紀
要



人
聞
が
行
為
の
始
め
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

し
ろ
第
三
の
議
論
の
論
点
は
強
す
ぎ
て
正
し
く
な
い
こ
と
が
、
直
ぐ
後
で

(
]
戸

N
N
ω
σ
N
C
i
ω

タ
。
同
-
H
N
N
ω
σ
ω
C
i
H
N
N
A
P
P
M
W
)

証
明
さ
れ
る
。
)
ま

し
て
「
故
意
の
」
こ
と
の
根
拠
も
定
義
も
示
す
力
を
持
た
な
い
。
こ
の
点
で
は
第
一
第
三
の
議
論
と
同
等
な
の
で
あ
る
。
第
三
第
四
の
議

論
が
定
義
の
誤
り
を
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
こ
れ
ら
が
提
出
し
た
思
わ
れ
が
第
一
第
二
の
議
論
の
思
わ
れ
と
両
立
し
な
い
こ
と

を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

つ
ま
り
第
一
第
二
の
議
論
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

五

定
義
・
根
拠
・
原
因

E
7
の
四
つ
の
議
論
に
よ
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
故
意
の
」
行
為
が
欲
望
に
よ
っ
て
は
定
義
さ
れ
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
。
言
い

- 18一

か
え
れ
ば
、
欲
望
は
故
意
の
行
為
の
真
の
原
因
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
対
話
論
法
に
よ
っ

て
決
定
的
に
論
駁
さ
れ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
こ
で
の
目
的
は
十
分
に
達
せ
ら
れ
た
。

し
か
し
そ
れ
で
は
第
一
の
議
論
と
第
二
の
議
論
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
ら
が
結
局
の
と
こ
ろ
問
題
の
定
義
を
支
持
す
る
論
拠
に
な

ら
な
い
こ
と
は
既
に
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
二
つ
の
議
論
は
論
理
的
根
拠
に
は
な
ら
な
く
て
も
心
理
的
根
拠
と
し
て
働
い
て
い

た
。
そ
れ
は
如
何
に
し
て
で
あ
っ
た
か
。
そ
の
辺
の
事
情
を
も
う
少
し
見
極
め
て
お
き
た
い
と
わ
れ
わ
れ
は
思
う
。
し
か
も
実
は
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
自
身
が
そ
の
必
要
を
認
め
、
特
に
第
一
議
論
の
「
強
制
」
に
関
し
て
一
章

(
E
8
)
を
設
け
、
こ
れ
と
「
故
意
」
と
の
関
係
を

解
明
し
て
い
る
。

第
一
の
議
論
は
、
「
す
べ
て
意
に
反
す
る
こ
と
は
強
制
的
で
あ
り
、
強
制
的
で
あ
る
こ
と
は
意
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
」
(
こ
れ
を
論
点

ωと
し
よ
う
)
お
よ
び
「
す
べ
て
強
制
的
な
こ
と
は
苦
痛
で
あ
り
、

苦
痛
な
こ
と
は
強
制
的
で
あ
る
」
(
こ
れ
を
論
点

ωと
す
る
)

と
L 、



う
二
つ
の
思
わ
れ
を
主
一
な
論
点
と
す
る
の
そ
し
て
、
「
す
ベ
に
反
す
る
こ
と

震
い
で
て
欲
望
に
反
噂
す
る
こ
と
は
意
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
」
を
導
き
、

こ
と
か
ら
、

上
の
二
つ
の
論
点
合

こ
こ
か
ら
「
歩
ベ

の
こ
と
は
欲
望
に
従
一
っ
た
こ

以
下
の
議
論
の
た
め
に
は
こ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
)

に
つ
い
て
鵜
絡
に
分
析
し

と
で
あ
る
」
と
結
論
し
た
の
で
あ
る
。
(
こ
れ

に
ま
で
至
っ
て
い
な
い

ホ
ノ
ザ
ス
ト
一
ア
レ
ス
は
耳
0
0

に
お
い
て
、

上
の
論
点
的
(
え
・
巴
立
9
5
2
M
M
〉

と
論
点
斡

(

a

M

N

N
品
4
0
i
出
)

の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
ど
う
い
う
意
味
で
は
成
り
立
ち
ど
う
い
う
意
味
で
は
成
り
立
た
な
い
か

て
い
る
。
か
れ

こ
で
こ
れ
ら
一

ペコ
の

を
問
問
噺
に

て
い
る
?
こ
れ
ら
の
論
点
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
は
、
成
立
す

し
な
い
と
か
単
純

る
こ
と
は
で
き
な
い
か

し
か
し
、
か
れ
の
分
析
の
結
果
を
適
用
す
れ
ば
、
第
一
の

と
が
明
確
に
帰
結
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
欲
獲
に
…
反
す
る
こ
と
ゆ

る
」
と
い
う
意
味
漉
隠
は
成
立
じ
な
い
こ
と
が
努
ら
か
に
な

味
で
苦
痛
で
あ
っ
て
も
、
た
と
え
ば
窓
志
の
強
さ
に
よ

ら

ら
欲
望
に
ず
よ
る
由
化
畿
を
導
出
す
る
こ
と

で
あ
る
こ

し
た
が
っ

強
制
的
で
あ
り
、

っ
て
意
に
反
ず

」
と
は
す
べ
て
苦
痛
で
あ
る
が
、
そ
の

し

な
ぜ
な
ら
、
欲
張
に

-19 

人
間
本
性
の
中
に
あ

の
場
合
は
、
当
人
の
人
関
本
性
に
内
在
す
る
欽
撃
に
一
決
す
る
が
、
題
じ
く

従
う
の
で
あ
る
か
ら
、
議
魂
全
体
を
見
れ
ば
強
制
的
で
は
な
い

(MMNUWA肝
V
M
N
M
l
ω
H
)

か
ら
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
論
点

ω(の
後
半
部
分
〉
を
正
し
い
と
認
め
る
の
は
、

「
強
制
」

に
対
し
て
外
部
か
ら
加
え
ら
れ

論
点

ω(の
後
半
部
分
〉

を

(
足
立
ミ
ー
∞
)
、
当
人
自
身
の
自
由
に
な
ら
な
い

穣
類
の
こ
と
で
あ
る
場
合
で
あ
り
、

の
本
墜
に
よ
っ
て
耐
え
え
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
る

た
と
え
ば
欲
襲
に
…
反
す
る
行
為
の
す
べ
て
に
つ
い
て
成
立
す
る
と
錯
覚
す
る
と
き
、

沿い
w

訟
9
M
M
l
N
3
0

こ
れ
ら
の

〈

H
N
N
U
9
]
己
l
H
N
W

と 場 容
以誘合認
上わにす
はれ限る
E るつの
8 こでは
か と 成 、
ら に 立 そ
綾 なA す の
祭 るUる 苦
さ。論癌
れ、 点 が
る 宏 、

第

て〉

J¥  

に
つ
い
て
の
ア

9
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
明
で
あ
る
が
、

か
れ
の
こ
の
よ
う
な
分
析
の
作

北
大
文
学
部
紀
要



人
爵
が
行
為
の
始
め
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
れ
ば
、
「
意
に
反
し
て
」
に
当
る
ギ
日
シ
ャ

金
を
ど
の
日
常
的
用
法
に
潜
む
多
義
性
に
関
わ
り
A

こ
れ
に
対
処
し

用た
法 も
との
訟と
統 解
的す
なる

と
カミ

そ
れ
は
言
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
語
に
つ
い
て
ア
ザ
ス
ト
テ
レ
ス
が
こ
こ
で
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
る

つ
の
用
法
と
の
簡
の
髄
儲
か
ら
生
じ

で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
伝
絞
的
に
は
こ
の
語
は
「
不

「
い
や
い
や
な
が

と
い
う
意
味
を
含
み
、

つ
い
た
語
で
あ
っ

る
か
ら

こ
の

決
苦
に
欝
接

用
法
に
お
い
て
は
こ
の
諾
の
適
用
対
象
は
一
行
為
に
限
ら
れ
ず
受
動
的
状
態
で
為
っ
て
も
よ
く
〈
立
-
H
N
N
ω

る
H

「
必
饗
や
む
を
え
ず
し
た
り

さ
れ
た
り
す
る
こ
と
」
)
、
ま
た
行
為
に
適
用
さ
れ
で
も
、
た
と
え
ば

、
・
や
い
や
な
が

た

(

同

ν-s同
夕
、
司
令
作

ω
ω
ω
M
W
)
」

ちと
tこし、

はう
関よ
係う
なに
く用
、L、

る
カミ

ら

そ
の
行
為
が
「
故
意
」

の

で〕

で
あ
る
か
否
か
に
拘
わ
ら
な
い
。

つ
ま
り
行
為
の
成
り
立

た
だ
…
行
為
な
り
受
動
な
り
に
伴
う
感
情
に
つ
い
て
述
べ
る
の
で
あ
る
。
(
同
じ
こ

は
反
対
語
の

ι
v
h
m
払
で
に
つ

20 -

ず
、
吋
自
ら
好
ん
で
」
あ
る
い
は

で
」
の

ま
た
実
務
の
用
法
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
、

に
用
い
ら
れ
る
。
上
の

p
e
y
の
用
法
は
こ
こ
か
ら
も
説
拐
で
き
る
。

こ
の
還
問
は

九

w
q
q
L
N
弘、特三時

と
一
弘
別
さ
れ

い
て

る
。
語
源
か
ら
す
れ
ば
、

し
か
し
こ

の
よ
う
な
感
情

し
て
の
爵
法
は
お
一
銭
安
舎
を
の

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
J

の
方
、
が
額
著
で
あ
る
。
伸
h
A
払
ぞ
で
は
、
「
自
ら
好
ん

為
し
た
が

の
議
論
が
持
ち
出
し
た
の
は
N
M
h
e
ど
の
含
む
こ
の
よ
う
な
伝

続
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ア

p
ス
ト
テ
レ
ス
は
、

rnhで
お
よ
び

~reぜ
の

行
為
そ
の
も
の
の
成

ち
に
鴎
わ
る
表
現
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、

こ
の
間
対
法
を
行
為
識
に
お
い
て
明
確
に
示
そ
う
と

「
故
意
に
」
と
い
う
意
味
で

の
用
法
、

お
よ
び
そ
の
一
反
対
語
と
し
て
の

反
し
て
」
の

こ
れ
で
あ
る
ひ

まも
と
て

で す
あ(で
る1j~，とこ

O 依

そ絞
れ的
は 日

常
語
法
の

て

E
9
に

用
い
ら
れ
て
き
た
用
法
で
あ
り
、
た
と
え
ば
過
失
会

お
い
て
、
「
行
為
の
附
加
盟
的
要
件
を
知
ら
ず
に
い
為
す
こ
と
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、

て
」
で
あ
っ
た
と
苦
う
と
き
の関

わ
り
な
く
、

に
よ
っ
て
定
義
さ
れ



る
に
至
る
。

ア
ヲ
ス
ト
テ
レ
ス
が
確
立
し
よ
う
と
し
た
の
は
こ
ち
ら
の
用
法
で
あ
っ
た
。

の
二
つ
の
用
法
宏
一
湾
方
一
共
に
許
し
て
し
支
う
と
、
あ
る

詑
ふ
ぞ
に
為
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
行
為
を
「
強
制
さ
れ

「
意
に
皮
し

つ
の
問
じ
行
為
を
、

持
じ
点
に
お
い
て
、

~
M
R
廷
で
に
か
つ

「
知
っ
て
い
て
、

い
や
い
や
な
が
ら
」

〔時〉

し
た
の
に
は
変
り
は
な
い
、
と
い
っ
た
こ
と
が
い
く
ら
で
も
記
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
ザ
ス
ト
テ
レ
ス
は

や
む
を
え
ず
、

っ
た
に
し
て
も
、

結
局
、
快
音
に
よ
る
定
義
を
斥
け
認
識
に
よ
る
定
義
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
多
義
的
用
法
を
回
議
し
た
の
で
あ
る
。

〆ー、、

し

保
存
し
た

か
し

E
N
に
お
い
て
か
れ
は

(
M
H
H
H
P
N
W
W
)

。

た
こ
と
は
苦
識
で
あ
る
」
と
い
う
日
常
的
用
法
を
、
上
述
の
よ
う
な
議
尽
を
避
け
る
か
た

す
な
わ
ら
、
「
故
意
の
い
〈
伸
容
忠
君
主
)
行
為
に
矛
鰭
反
対
す
る
の
誌

る」

(
a
q
H
ι
M
h
b同
芯
内
可
町
内

w
v、
)

る
と
し
、
そ
の

部
分
で
苦
痛
を
伴
う
も
の
が
「
意
に

〈

a
h
q払
色
ベ
む
で
)

行
為
で
為
る
と
い
う
よ
う
に
処
理
し
て
い
る

2
2
0ょ
や
N
S
J
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議
論
に
つ
い

の
行
為
の
原
閣
な
欲
望
と
見
る
定
義
を
支
持
す
る
議
論
と
し
て
、
こ
れ
は
考
え
う
る
か
ぜ
り
最
も
強

つ
は
、
読
述
の
通
り
す
べ
て
正
し
い
。
し
か
も
こ
こ
に
は
第
一
議
論

カ
な
議
論
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
議
論
を
構
成
す
る
論
点
の
一
つ

に
見
ら
れ
た
よ

土
げ
た
と
こ

あ
る
。
こ
の
苛
為
は
、

の
多
義
的
な
用
法
も
な
い
。
こ
の
議
論
の
巧
妙
な
点
は

E
8
で
も
篠
d

証
さ
れ
る
と
お
り
、
紛
れ
も
な
く
故
意
の
行
為
で
為
る
の
み
な
ら
ず
、

弱
さ
に
よ
る
仔
為
」
な
モ
デ
ル
と
し
て
と
り

こ
の
行
為

の
原
闘
と
し
て
は
純
粋
に

し
か
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
意
志
の
弱
さ
と
は
分
別
に
反
し
欲
恕
に
詫
っ
て

な
け
れ
ば
行
為
仲

こ
の
議
論
の
、

欲
求
が
な
け
れ
ば
行
為
は
な
い
の
で
あ
る
。

h

、、
o

d
引い
ι
2
L
V

る
こ
と
で
あ
る
い
と
い
う
定
義
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、

そ
れ
以
外
に
欲
求
と
見
な
さ
れ
る
も
の

北
大
文
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紀
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人
間
が
行
為
の
始
め
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

動
す
る
と
き
に
意
志
の
弱
さ
に
陥
る
」

(
H
N
N
ω

品
∞

lS)
と
い
う
論
点
は
千
金
の
重
み
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
議
論
に
対
応
的

意
志
の
強
さ
に
よ
る
行
為
も
ま
た
故
意
の
も
の
で
あ
る
が
、

に
対
立
す
る
の
は
「
意
志
の
一
強
さ
」
を
と
り
上
げ
た
第
四
議
論
で
あ
り
、
第
二
議
論
の
支
持
す
る
定
義
は
こ
れ
に
よ
っ
て
反
駁
さ
れ
た
。

こ
れ
は
欲
望
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
欲
望
に
従
わ
ず
し
か
も
故
意

で
あ
る
よ
う
な
行
為
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
前
に
も
述
べ
た
通
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
意
志
の
弱
い
行
為
を
生
*
せ
し
め

る
も
の
は
欲
望
以
外
に
な
い
と
い
う
論
点
と
少
し
も
矛
盾
せ
ず
、
こ
の
論
点
自
体
は
無
傷
の
ま
ま
残
る
の
で
あ
る
。
意
志
の
弱
さ
に
よ
る

行
為
は
故
意
の
行
為
で
あ
る
か
ら
、
少
く
と
も
こ
の
行
為
に
関
す
る
限
り
そ
の
原
因
を
欲
望
と
考
え
る
よ
り
他
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
が
第
二
の
議
論
の
心
理
的
根
拠
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
議
論
を
も
と
に
欲
望
に
よ
る
定
義
を
導
出
し
た
の
は
誤
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
す
で
に
何
度
も
触
れ
た
と
お
り
で
あ

る
口
で
は
行
為
の
原
因
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
意
志
の
弱
さ
に
よ
る
行
為
が
故
意
の
行
為
で
あ
る
こ
と
の
原
因
は
欲
望
で
あ
り
、
意
志
の

強
さ
に
よ
る
行
為
の
場
合
は
そ
れ
が
故
意
の
行
為
で
あ
る
こ
と
の
原
因
は
分
別
な
い
じ
は
そ
こ
に
内
在
す
る
欲
求
と
し
て
の
願
望
で
あ
る

- 22-

と
言
一
つ
て
は
い
け
な
い
か
。
そ
し
て
こ
れ
ら
か
ら
、
い
づ
れ
に

L
て
も
故
意
の
行
為
の
原
因
は
何
で
あ
れ
あ
る
一
つ
の
欲
求
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
こ
の
聞
に
対
し
て
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
『
パ
イ
ド
ン
』
で
答
え
た
と
お
り
に
答
え
る
他
は
な
レ
。

因
」
と
い
う
言
葉
で
何
ら
か
の
必
要
条
件
を
指
す
の
な
ら
ば
そ
の
通
り
で
も
あ
ろ
う
、

も
し
も

ー「

原

し
か
し
実
は
そ
れ
は
、

が
原
因
と
し
て
の
働
き
を
な
し
え
な
い
も
の
」
で
は
あ
る
が
、
真
の
意
味
で
の
原
因
で
は
な
い
、
と
か
れ
は
言
っ
て
い
る

ま
の
場
合
、
欲
望
や
願
望
は
行
為
が
故
意
で
あ
る
こ
と
の
説
明
根
拠
に
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

ら。
v

と
す
れ
ば
存
在
根
拠
に
も
な
ら
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
そ
れ
が
な
け
れ
ば
原
因

(
。
。
切
)
。

L 、

(
定
義
に
な
ら
な
い
か

そ
の
よ
う
な
も
の
を
原
因
と
は
言
い
難
い
。

ま
た
「
何
ら
か
の
欲

求
」
は
、

む
じ
ろ
す
べ
て
の
動
物
の
す
べ
で
の

「
行
動
」

の
原
因
で
あ
る
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
行
動
な
り
行
為
な
り
が



で
あ
る
こ
と
の
康
践
で
は
な
い
。

そ
し

人
間
が
始
め
で
あ
る
行
為
の
徴
表
が

そ
の
よ
う
な
行
為
の
そ
の
よ
う
な
行
為
と
し
て
の
成
り
立
ち
を

「
故
意
の
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
れ

「
欲
求
い

は
そ
の
よ
う
な
行
為
の

で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

何
ら
説
明
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

故
意
の
と
は
欽
強
に
従
っ
た
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
関
藤
会
め
ぐ
る
四
つ
の
議
論
は
以
上
の
よ
う
に
潔
解
す
る
こ
と
が
で

る。

の
行
為
は
欲
望
に
よ
っ
て
は
定
義
さ
れ
ず
、
欲
望
は
そ
の
よ
う
な
行
為
の
原
器
で
は
な
い
と
い
う
の
が
結
論
で
あ
っ

と
こ
ろ
で

E
7

の
こ
の
窪
議
論
は
、

の
こ
と
が
「
欲
求
い
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
か
と
い
う
よ
り
大
き
な
問
の
考
察
の
最
初
の
一
部
分
で
あ
っ

さ
ら
に
、

に
答
え
る
に
は
、

か

の

い

づ

れ

か

で

あ

る

か

ら

で

あ

る

。

こ

の

よ

り

大

き

い

ニ

つ

の

可

蕗
性
に
つ
い
て
検
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
続
け
て
そ
れ
ら
の
考
察
に
と
り
か
か
る
。

欲
求
と
は
欲
望
…
か
激
情
か

の
第
一
一
の

の
失
設
に
よ
っ
て
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

な
ぜ
な
ら
、
「
欲
求
」
が
故
意
の
行
為
の
原
密
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
、

か
り
に
「
欲
求
」

J史
、-
3号
、、ー

- 23ー

と
こ
ろ
が
突
は
そ
の
必
要
は
も
は
や
な
い
の
で
あ
る
ο

る
と
、
第
二
の
議
論
で

た
よ
う
に
、

の
弱
さ
に
よ
る

の
始
動
悶
は
欲
襲
以
外
に

の
行
為
の
京
密
で
あ
る
と
議
露
す

し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

ζ

そ
が
原
臨
で
あ
る
と
き
口
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
し
か
る
に
こ
れ
は
後
の
ニ
つ
の
議
論
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ

と
す
れ
ば
も
は

ゃ
い
か
な
る
「
欲
求
」
も
原
留
と
は
な
り
え
な
い
。
も
し
も
か
り
に
「
激
情
」
や

が
新
た
に
療
臨
と
し
て
立
候
補
し
て
も
、
そ

れ
に
よ
っ
て
は
意
志
の
滋
さ
に
よ
る
持
為
が
故
意
で
あ
る
こ
と
が
説
明
で
き
な
い
か
ら

。
る

従
っ
て
ア
ヲ
ス
ト
テ
レ
ス
が

に
つ
い
て
の
考
察
に
続
い
て
「
激
情
い
と

を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

し
て
い
る
の
は
、

の
た
め
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
よ
述
の
こ
と
の
敷
街
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

(
実
際
、

臨
願
望
に
よ

北
大
文
学
部
紀
委



人
間
が
行
為
の
始
め
で
み
る
こ
と
に
つ
い
て

る
凶
器
ω
t
N
C
I
訟
の
議
論
は
意
志
の
弱
さ
に
よ
る
一
行
為
を
取
り
上
げ
て
お
り
、

考
え
ら
れ
る
マ
あ
ろ
う
J

そ
の
内
容
は
結
爵
の
と
こ
ろ
上
述
の
議
論
に
一
致
す
る
と

に
よ
る
定
義
も
、

い
議
論

(芸

8、

MNNωMMω

∞l
 

]
F
N
U
N
A
F
e
A
m〉

「
思
考
い

と
に
か
く
こ
う
し
て
「
欲
求
」
に
よ
る
定
義
が
否
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
「
選
択
」

こ
れ
に
つ
い
て
の
考
察
は

E
9
で
な
さ
れ

に
よ
っ
て
斥
け
ら
れ
、

幾
る
の
は

に
よ
る
定
義
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

。
る註〈

1
V
R
E
Z
誌
に
も
徳
と
怒
徳
へ
の
一
一
一
政
及
は
あ
る
(
M
M践
P
?
M
m
裕
忌
!

M
W
O滞

N
N
f
N
8
0
し
か
し
そ
れ
は
序
論
の
終
ち
の
方
で
初
め
て
登
場
す

る
。
・
あ
た
か
も
、
行
為
総
を
可
倫
理
学
』
の
や
で
論
ず
る
こ
と
に
つ

い
て
の
弁
明
マ
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨
は
E
N
麗
1
と

ほ
ぼ
間
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
同
じ
倫
濃
学
で
あ
る
か
ら
当
然
で
あ

ろ
う
。
ま
た
E
B
で
は
、
徳
と
怒
徳
と
そ
れ
ら
に
対
す
る
笈
讃
と
批

難
が
、
人
間
、
が
行
為
の
原
因
で
あ
る
こ
と
の
託
訟
と
し
て
提
出
さ
れ

て
い
る
Q
N
N
守
忌
?
M
S
と
こ
ろ
に
も
、
行
為
へ
の
関
心
が
自
立

つ。

〈

2
)
E
B
Z
U
に
も
穏
と
悪
徳
と
が
故
意
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
雪
国
わ

れ
て
い
る
心
凶
器
品
3
8
0
し
か
し
主
葵
論
点
で
は
な
い
。

〈

3
〉
E
廷
に
こ
の
考
え
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
捌
問
え
ば
お
H
a
e
ω
叫
参

照。

〈

4
〉
こ
の
こ
と
は
E
怠
で
も
認
識
さ
れ
て
い
る
。
H
M
M
m
g
M
G
1
M
m
v
さ
ら

(
つ
づ
く
)

に
i
6参
照
。
し
か
し
芯
w
m
の
方
が
よ
り
厳
し
く
空
論
化
会
戒
め
て

い
る
。
加
藤
信
期
訳
?
…
コ
マ
司
ス
倫
瑛
学
』
一
九
七
一
一
一
岩
波
緩

広
「
解
説
」
宅
・
な
∞
!
申
参
組
問
。
絡
に

w
m
g
g込
?
認
は
E

E
に
対
す
る
反
省
と
も
取
れ
る
。
E
B
の
想
論
的
性
格
は
、

mむ
U
W測

で
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
知
徳
A
A

同
一
説
と
絡
蹴
倒
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
現
わ

れ
て
い
る
。

)
こ
れ
に
つ
い
て
B
N
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
ど
う
考
え
て
い
た
か

は
、
一
つ
の
問
題
で
あ
る
。
か
れ
は
そ
こ
で
行
為
論
を
、
た
と
え
ば

班
1
1
5
と
、
w
n
2
と
、
さ
ら
に
ど
こ
か
処
の
部
分
に
溶
け
込
ま
せ

た
か
。
あ
る
い
は
行
為
論
を
放
棄
し
た
か
。
あ
る
い
は
S
E
を
残
ぜ

ば
よ
い
と
考
え
た
か
。

〈

8
)
M
M
M臼
ru仰
と
日
開
じ
論
法
、
と
考
え
ら
れ
る
。
「
も
し
も
滋
志
の
弱
さ
に

総
っ
た
表
が
も
は
や
故
意
に
は
行
為
し
な
い
と
な
れ
ば
、
か
れ
は
も

は
や
不
正
な
行
為
は
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
従
っ
て
前
よ
り
正
し
い

人
間
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
」
と
い
う
こ
と
。
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(
7
)
こ
の
間
題
は
ア
ジ
ソ
ニ

1
・
ケ
ニ
ー
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
。

〉
E
F
Oロ
可
関
白
ロ
ロ
可
w
hミ伺
H
q
H
R
h
M
2
F
Sミ
ミ

Hbh
唱
で
ミ
・
冨

3
・

ロロロ
W
4
5
2
Y
F。
旦
。
ロ
H
M

・
E-
四
議
論
に
つ
い
て
の
私
の
解
釈

は
ケ
ニ

l
の
解
釈
に
代
る
べ
き
も
の
と
し
て
提
出
す
る
も
の
で
あ

る
0

1

誤
っ
た
議
論
と
い
う
よ
う
に
峻
別
は
し
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

方
法
は
「
真
で
は
あ
る
が
明
ら
か
に
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

明
ら
か
な
言
論
へ
」
(
巴
W
H・∞
-
H
M
9お
Iωω)
と
歩
み
進
む
も
の

で
あ
り
、
「
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ
う
る
も
の
か
ら
始
め
る
」
(
開
Z
H
-

A
F
-
H
o
g
s
-
S
の
で
あ
る
。
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
対
話
論
法
は

終
始
「
思
わ
れ
」
を
用
い
て
探
求
を
進
め
る
方
法
で
あ
っ
て
、
ケ
ニ

ー
が
「
証
拠
」
と
考
え
る
見
解

Q
N
Nラ
ミ
l
N
S
も
、
「
前
提
」

Q
-

Nω
〉
と
し
て
重
視
す
る
「
願
望
」
に
つ
い
て
の
議
論

Q
N
N
$
8
1
8
)

も
、
「
思
わ
れ
」
に
変
り
は
な
く
、
「
明
白
な
事
実
」
と
し
て
特
別
扱

い
は
し
な
い
。

(
「
証
拠
」
公
立
、
日
明
言
。
乙
に
つ
い
て
は
、

HNH
争
時
1
N∞
H
E
S・

叶C
もヘ。内申

R
R
~
民
も
白
印
刷
ヘ
『
交
角
q
内
H
E
R
U
E
E
k
v
v
、叶。コ
v
t
Q
向日、弘、
2
・、。古川

の
、
£
》
叶
弘
、
ミ
と
ほ
ぼ
同
じ
と
考
え
て
よ
く
、
そ
れ
は
え
ち
h
H
h

・

忘

E
E
で
あ
り
、
立
川
芯
九
日
(
何
回
ム
ロ
AF印
よ
印
)
で
あ
ろ
う
。
ま

た
「
前
提
で
あ
る
」
の
後
に
は
直
ち
に

2
~
曲
。
古
川
と
続
い
て
い

る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
「
願
望
」
に
つ
い
て
の
議
論
の
内
容
を
見

れ
ば
、
四
議
論
(
特
に
第
三
議
論
)
と
質
的
に
何
ら
異
な
ら
な
い
。

ー
ー
た
だ
じ
以
上
の
反
論
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
思
わ
れ
」
の
間
の
明

ら
か
さ
の
差
異
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

「
見
え
て
い
る
こ
と
」
会
島
さ
え
忘

E
E〉
と
い
う
表
現
に
よ
っ

て
、
特
に
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
直
接
的
に
明
ら
か
な
思
わ
れ
を
指
す

こ
と
が
あ
る
。
か
れ
は
E
E
I
6
Q
N
q
p
g
l
E
)
に
お
い
て
、
そ

ケ
ニ

l
は

ωこ
こ
に
述
べ
た
よ
う
に
、
四
つ
の
議
論
の
ど
れ
が
正

し
い
か
に
つ
い
て
ア

p
ス
ト
テ
レ
ス
が
判
断
を
示
し
て
い
な
い
こ
と

e・
に
)
、
ま
た
仲
四
議
論
の
い
づ
れ
に
も
糾
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
結

局
ほ
否
定
し
た
見
解
が
含
ま
れ
、
削
か
れ
自
身
が
見
逃
す
は
づ
の
な

い
推
論
の
誤
ま
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
-
z
w
N
Y
N
N
)
、
な
ど
の
理

由
で
、
四
議
論
は
い
づ
れ
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
は
認
め
な
い
他

人
の
議
論
の
報
告

e
-
N
C
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
ケ
ニ
ー
に
よ
れ

ば
帥
こ
れ
ら
は
、
「
・
:
と
思
わ
れ
る
」

Q
r
z
b
h
h
m
2
)
と
い
う

表
現
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に

e・
MM)
、
対
話
論
法
的
な
い
か
が

わ
し
い
議
論

e
.
N
ω
〉
で
あ
る
。

ω四
議
論
に
代
る
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
自
身
の
議
論
は
「
そ
の
証
拠
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
し
ば
し
ば
欲

望
も
激
情
も
な
し
に
故
意
の
行
為
を
為
す
」

QNNωσ
ミ
l
N
3

と
い

う
「
単
純
に
し
て
明
白
な
事
実
」
な
-
N
S
で
あ
る
。

こ
の
ケ
ニ
!
の
解
釈
は
、
し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
対
話
論

法
に
つ
い
て
の
誤
解
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ア
リ
ズ
ト
テ
レ
ス
は
対
話
論
法
を
い
か
が
わ
し
い
も
の
と
は
見
て
い

な
い
し
、
そ
こ
で
自
分
の
議
論
と
他
人
の
議
論
を
、
正
し
い
議
論
と

北
大
文
学
部
紀
要
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人
間
泌
が
行
為
の
始
め
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

の
よ
う
な
思
わ
れ
を
、
議
論
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
怒
わ
れ
よ
り
も
償

額
す
べ
き
だ
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
品
一
一
組
問
問
を
、
四
議
論
と
「
欲
望
と

怒
り
が
な
く
て
も
放
窓
の
行
為
を
す
る
い
と
い
う
怒
わ
れ
と
の
間
に

丸
山
山
す
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
正
し
い
J

四
議
論
に
却
し
て
の
ケ
ニ
ー
の
論
点

ωω
へ
の
批
判
は
小
論
の
削
除

釈
の
試
み
を
以
て
代
え
た
い
。
た
だ
、
ケ
ニ
-BEEP-a

が
按
織
す
る

ω紛

「
推
論
の
誤
り
」
は
無
怒
味
で
あ
る
と
留
地
わ
れ
る
。
仮
に
そ
の
よ
う

な
も
の
が
四
議
論
の
や
に
存
症
し
た
と
し
て
も
、
ア
リ

J

ス
ト
テ
レ
ス

が
そ
れ
を
怒
図
的
に
混
入
さ
せ
る
渡
的
が
無
い
o
g
E
は
形
式
論
理

学
の
練
期
間
問
題
集
で
は
な
い
。
も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
プ
ヲ
ス
ト
テ
レ

ス
の
著
作
の
や
に
単
語
の
綴
ち
の
問
迷
い
を
見
出
し
た
ら
、
わ
れ
わ

れ
は
鈎
と
ぎ
う
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
「
猿
総
の
誤
り
」
今
日
僕
ぎ
と

る
の
は
論
濠
学
的
時
代
の
鈴
誤
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
正
常
な
人
間

は
、
言
わ
な
く
て
も
判
明
る
こ
と
は
笈
わ
な
い
も
の
で
る
る
ο
そ
れ
は

言
葉
の
節
約
で
あ
っ
て
論
怒
の
飛
躍
で
は
な
い
。
ま
し
て
誤
謬
で
は

な
い
。
さ
ら
に
、
「
A
な
ら
ば
B
」
が
推
論
と
し
て
正
し
い
か
否
か

の
判
定
は
、
数
論
の
枚
方
に
か
か
わ
る
だ
け
マ
な
く
A
と
n
b

の
意
味

内
容
に
も
か
か
わ
る
こ
と
も
Z

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

A
と
B
の
窓
枠
深

を
決
め
て
掛
る
と
き
、
後
は
捻
論
の
話
に
な
ゥ
て
し
ま
う
。
し
か
し

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
雲
薬
の
窓
味
と
回
用
法
令
問
問
う
て
い
る
の
で
あ

る。

〈

8
)
ウ
ッ
ヅ
に
こ
の
傾
向
が
強
い
。
送
付
吉
弘

d
g
o
a帥
〈
吋
，

E
g
g
s
b

耳
目
仲
町
持

C
O
S
H
U
A
W
M
M仲
担
円
可
げ
可

ν除
、
弘
之
ミ
川
崎
ぶ
同
町
室
崎
町
議
役
誕
周
忌
町

a

M
W
O
O
F内
部

F
M
M
M

胆
ロ
円
四
ぐ
阿
阿
M
W
H

由∞
N
O凶
]
向
。
吋
【
H
U
H
M

・M
M
W
H
i
H
印
タ
ケ
ニ

i

ハO
M
M
合

同

再

認

F

M

∞wg)
は
、
か
れ
の
解
釈
か
ら
し
て
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
副
議
論
の
い
づ
れ
に
も
誤
ち
を
見
ょ
う
と
す
る
。
し
か

し
「
数
論
い
の
誤
り
に
つ
い
て
は
、
前
二
議
論
に
は
含
ま
れ
て
い
る

が
、
後
二
審
は
蕊
し
い
と
し
て
い
る
。

)
し
か
し
、
第
三
の
議
論
の
論
点
は
部
分
的
に
は
正
し
い
怒
わ
れ
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
「
綴
望
に
従
っ
た
行
為
は
…
ハ
選
択
に
従
っ
た
行
為

で
あ
る
か
ら
〉
故
意
の
行
為
で
あ
る
い
と
い
う
部
分
は
正
し
い
。
従

っ
て
こ
の
思
わ
れ
は
放
棄
し
き
れ
な
い
G

ゆ
え
に
定
義
に
対
す
る
反

旗
と
な
り
う
る
。

〈

ω〉
回
議
論
め
他
に
、
さ
ら
に
お
お
必
叶
!
怒
が
補
助
的
に
付
加
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
の
さ
と
尽
に
は
た
と
え
ば
選
択
さ
れ
た
行
為
が
符

え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
四
つ
の
議
論
に
は
含
ま
れ
て

い
な
か
っ
た
新
し
い
論
点
と
見
て
よ
い
。
し
か
し
こ
の
論
点
も
や
は

り
「
思
わ
れ
い
で
あ
っ
て
、
ケ
ニ

l

ハC同
u
n
x
ゆ州
Y
M
M
l
N
U
〉
の
よ

う
に
特
別
扱
い
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

(
日
)
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が

E
8
で
第
一
議
論
を
念
頭
に
鐙
い
て
い
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
内
容
か
ら
の
銭
、
M
M
M
W
研
修
誌
!
浅
か
ら
推
測
さ
れ
る
。

テ
ム
吋
ス
ト
の
読
み
に
つ
い
て
は
註
(
時
〉
を
参
照
。

〈
刊

μ
)

も
し
も
第
一
議
論
に
対
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
間
約
攻
、
五
8

か
ら
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
総
出
す
る
こ
と
が
疋
し
い
と
す
る
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と
、
か
れ
の
解
明
は
や
や
不
徹
底
と
い
う
感
じ
を
残
す
。
と
い
う
の

は
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
苦
痛
が
大
き
い
場
合
に
は
故
意
で
は
な
い
と
認

め
ら
れ
、
こ
の
場
合
に
限
っ
て
は
問
題
の
定
義
が
正
し
い
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
、

E
8
の
特
に
巴
問
点
以
下
を
さ
ら
に

精
査
す
る
必
要
が
あ
る
o

注
意
す
べ
き
点
は
、
こ
こ
で
か
れ
が

ω現

在
の
苦
痛
で
は
な
く
将
来
の
苦
痛

Q
N
N日
よ
?
白
ヨ
ヘ
2
3
じ

を

問
題
に
し
て
い
る
こ
と
(
そ
の
場
合
で
も
恐
怖
に
よ
っ
て
現
在
の
苦

痛
が
も
た
ら
さ
れ
る
が
)
、

ω苦
痛
よ
り
は
む
し
ろ
災
悪
に
つ
い
て

一
諮
っ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
こ
と

CNN印
よ
白
山
ょ
・
∞
)
、
同
故
意
の

行
為
よ
り
も
選
択
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
こ
と

CMM印9
5
i
H
3
、
そ
し
て
特
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

ωか

れ
が
強
い
苦
痛
を
強
制
的
と
認
め
る
場
合
で
も
、
そ
の
基
準
を
人
聞

の
寸
本
性
」
に
置
い
て
い
る
点
で
あ
る

QMMmpN町
四
件
包
)
。
こ
の

最
後
の
点
は
、
か
れ
が
意
に
反
し
た
行
為
お
よ
び
故
意
の
行
為
を
、

欲
求
や
感
情
に
よ
っ
て
定
義
す
る
こ
と
を
斥
け
る
姿
勢
の
現
わ
れ
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

な
お

E
N
に
お
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
よ
り
明
快
に
徹
底

し
て
い
る
。
上
述
の
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
「
同
情
」
(
ロ
忌
笹

N
S

が
与
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
行
為
は
個
別
的
な
場
面
に
あ
り
そ
の
場

面
で
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
「
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば

故
意
で
あ
る
」

Q
H
H
3
3
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(
時
)
語
源
に
つ
い
て
は
、
甲
山
田
F
出
・
・
の
『
h
R
E
2
P
S
N
川町三
8
・

北
大
文
学
部
紀
要

NqhHdnEh
唱
で
九
玄
白
手
寝
込
・

5
3
国
巳
円
笠
宮
門
阿
曽
田
・

4・
hR争
-

h
g
q
q
F
r
e
-
-
-
-
由
巳
印
冊
目
ロ
由
自
由
HHH
の
ユ
R
E
R
V
4白門戸
0
・

5
ロ的問
m
g
m
g
B
E
a
F
B昨日
S
Y
E
h
l
E
a
U
F
当ロロ印
n
F
9

4
叩吋-曲目mm-(的門戸内
wny-a由
同
位
吋
も
。
向
日
』
。
、
白
ご

h

山色恥』
S

ロ・国・)・・

実
際
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
一
例
と
し
て
プ
ラ
ト
ン
『
ゴ
ル
ギ
ア

ス
』
目

S
開
と
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
∞
∞
り
を
比
較
照
合
さ
れ
た

vu 

(M)
そ
れ
は
す
で
に
法
律
用
語
と
し
て
あ
る
程
度
確
立
し
て
い
た
用
法

で
あ
る
。
ぇ
-
E
8
4白
l
H
N
N
Y
N
w
開
Z
H
H
O
U
σ
g
l
ω
日・

(
日
)
止
を
を
「
自
ら
好
ん
で
」
(
茂
手
木
元
蔵
訳
)
と
-
訳
す
の
は
、
こ

の
理
由
で
好
ま
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
「
本
意
か
ら
」

(
E
N加
藤

信
朗
訳
)
は
「
願
望
し
て
」
(
、
き
な

E
5
6
に
近
す
ま
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
o

「
意
図
的
」
も
よ
い
が
、
同
じ
き
ら
い
が
あ
る
。
「
随

意
的
」
(
高
田
三
郎
訳
〉
は
「
ど
う
で
も
よ
い
」
と
い
っ
た
感
じ
で

消
極
的
す
ぎ
る
。
本
稿
の
「
故
意
」
は
法
律
用
語
か
ら
取
っ
た
つ
も

り
で
あ
る
が
、
や
や
回
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
。

(
日
)
巴
N
日&印
iω
∞
は
、
こ
の
こ
と
に
関
連
さ
せ
て
読
め
ば
、
ほ
と
ん

ど
写
本
の
ま
ま
で
読
め
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
な
3
h
を

f
g
b
R
2
2
q
の
後
に
補
う
必
要
は
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
こ
こ
の
意

味
は
、
「
な
ぜ
な
ら
一
番
厄
介
な
議
論
は
、
「
故
意
」
と
い
う
こ
と
を
、

強
制
さ
れ
て
し
た
け
れ
ど
も
故
意
に
し
た
と
い
う
仕
方
で
〔
用
い
よ

う
と
す
る
議
論
〕
で
あ
ろ
う
か
ら
」
と
な
る
だ
ろ
う
。
普
通
は
、
「
強

- 27ー



人
聞
が
行
為
の
始
め
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

制
」
さ
れ
て
し
た
の
な
ら
「
故
意
」
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
と

こ
ろ
が
「
強
制
]
を
緩
く
広
く
解
す
れ
ば
、
意
志
の
弱
さ
や
強
さ
に

よ
る
行
為
Q
M
M
t
8
1
8
)
や
、
さ
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
い
脅
迫
に

た
じ
ろ
い
で
為
し
た
行
為
Q
M
M印
伊

N
l
由
、
E
l
H
3
も
、
た
し
か
に

「
故
意
」
に
は
し
た
が
「
強
制
さ
れ
た
」
の
だ
と
言
っ
て
責
任
を
逃

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
あ
る
い
は
さ
ら
に
、
「
だ
か
ら
や
は
り
故
意

で
は
な
か
っ
た
の
だ
」
と
言
い
逃
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
「
厄

介
な
議
論
」
を
、

E
8
は
「
強
制
」
の
用
法
を
厳
格
に
規
定
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
封
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
再
び
「
故
意
」

と
「
強
制
」
の
明
確
な
関
係
が
回
復
し
、
淡
い
言
い
逃
れ
は
許
さ
れ

な
く
な
る
。

(
刀
)
第
二
議
論
の
、
「
意
志
の
弱
さ

(FEqhR)
は
邪
悪

(EN苧

も

ha〉
で
あ
る
」
(
H
N
N
ω
品
目
1
ω
ヴ
と
い
う
考
え
は
、
ゲ
ニ
l
(
O
H
)

弘仲間】・

5
8
a
ロ・

8
が
指
摘
す
る
と
お
り
E
N
に
は
無
く
、
両

者
は
E
N
の
多
く
の
場
所
で
区
別
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
意
志
の

弱
さ
は
邪
悪
で
は
な
い
」
と
も
言
い
切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
O

B
H
Sミ
日
は
尚
昆
丈
島
に
近
い
が
同
じ
で
は
な
い
と
解
す
る
余
地

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

E
E
は
未
だ
E
N
の
精
密
さ
と
洗
練
に
達
し

て
い
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は

E
H
Sミ
R

は
「
悪

い
こ
と
(
行
為
)
」
ぐ
ら
い
に
解
し
て
お
け
ば
よ
い
。
(
実
際
、
「
邪

悪
は
何
で
あ
れ
人
を
不
正
な
者
に
す
る
L
Q
N
N
ω
&
由
)
と
一
百
う
と
き

に
は
、
邪
悪
な
人
柄
で
は
な
く
、
邪
悪
な
行
為
が
考
え
ら
れ
て
い
る

と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
)
こ
こ
の
主
要
論
点
は
、
意
志
の
弱
さ
に

よ
る
行
為
は
(
悪
徳
に
よ
る
行
為
で
は
な
い
が
)
不
正
行
為
で
あ
っ

て
、
度
重
な
れ
ば
人
に
悪
徳
を
植
え
つ
け
、
か
れ
を
よ
り
不
正
な
人

に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
点
は
E
N
に
お
い
て
も
正
し

、U
(
時
)
分
別
か
願
望
か
は
一
つ
の
難
問
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、

意
志
の
強
い
人
が
分
別

Q
ミ
P
B
G
に
従
う
と
は
言
う
(
叩
-m-

HN
お
よ
ω
I
E
〉
が
、
願
望
(
守
之
さ
え
〉
に
従
う
と
は
一
一
日
わ
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
意
志
の
強
い
人
が
何
ら
か
の
欲
求
に
よ
っ
て
動
く

と
い
う
の
は
(
そ
れ
以
外
に
動
き
ょ
う
が
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る

が
〉
お
か
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
選
択
に
従
っ
て
と
も
(
徳
の
あ

る
人
と
は
異
な
る
か
ら
〉
言
え
な
い
。

(
四
)
こ
れ
は
ウ
ッ
ヅ
の
提
出
し
た
疑
問
で
あ
る
。
。
匂
n
X
H
U・
E
r
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