
個
の
か
け
が
え
の
な
さ
と
道
徳

内

寸布

嘉
　
　
秀

一
、
は
じ
め
に
1
民
主
主
義
と
個
の
か
け
が
え
の
な
さ

　
日
本
国
憲
法
第
三
章
は
、
国
民
の
権
利
及
び
義
務
を
規
定
し
て
い
る
。

「
国
民
は
す
べ
て
の
基
本
的
人
権
の
享
有
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
憲
法

が
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権

利
と
し
て
、
現
在
及
び
将
来
の
国
民
に
与
え
ら
れ
る
。
」
（
第
十
一
条
）

　
「
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
の
権
利
」
（
第
十
三
条
）
は
、
基
本
的

人
権
の
柱
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限

り
、
立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
、
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
。
」
と

規
定
さ
れ
る
。
基
本
的
人
権
の
思
想
は
「
す
べ
て
国
民
は
個
人
と
し
て
尊

重
さ
れ
る
」
（
第
十
三
条
）
と
明
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
沐
－
一

人
（
国
民
）
が
不
可
侵
の
尊
厳
性
、
言
い
換
え
れ
ば
か
け
が
え
の
な
さ
を

も
つ
こ
と
を
認
め
よ
う
と
す
る
精
神
に
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
こ

の
精
神
を
不
可
欠
の
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
故
第
二
十
四
条
で
は
「
配

偶
者
の
選
択
、
財
産
権
、
相
続
、
住
居
の
選
定
、
離
婚
並
び
に
家
族
に
関

す
る
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
て
は
、
法
律
は
、
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本

質
的
平
等
に
立
脚
し
て
、
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
個
人
に
尊
厳
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
精

神
の
具
体
的
あ
ら
わ
れ
が
、
基
本
的
人
権
の
思
想
で
あ
る
と
把
え
る
こ
と

も
で
き
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宣
言
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
権
宣
言
や
日
本

国
憲
法
等
に
明
記
さ
れ
て
い
る
基
本
的
人
権
や
平
等
等
に
関
す
る
文
章
に

つ
い
て
、
村
井
実
氏
は
、
こ
れ
ら
の
文
章
は
「
自
然
の
事
実
を
述
べ
る
文

章
」
で
は
な
く
し
て
「
道
徳
的
な
訴
え
と
誓
い
を
意
味
す
る
文
章
」
で
あ

　
　
　
『
沌
2
〕

る
と
指
摘
し
、
「
権
利
は
も
と
も
と
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
は
な

く
て
、
人
問
の
道
徳
的
な
訴
え
と
し
て
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
」
と
一
言
う
。

道
徳
的
な
訴
え
は
、
氏
に
よ
れ
ば
「
も
と
も
と
単
純
な
苦
痛
の
感
情
か
ら

出
て
く
る
も
の
」
で
あ
り
、
万
人
共
通
の
「
苦
し
め
な
い
で
ほ
し
い
と
い
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〔
注
3
）

う
願
い
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
故
道
徳
的
な
訴
え
を
実
質
的
内
容
と

す
る
人
問
の
諸
権
利
を
、
制
度
的
に
保
障
し
よ
う
と
す
る
民
主
主
義
は

「
ほ
ん
ら
い
道
徳
的
な
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
「
す
べ
て
の
人
の
す
べ
て

の
訴
え
を
真
剣
に
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
最
大
限
の
実
現
を
は
か
っ
て
い
こ

う
と
す
る
民
主
主
義
の
精
神
は
、
あ
く
ま
で
も
人
間
の
道
徳
の
基
本
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
一
す
べ
て
の
社
会
制
度
、
政
治
制
度
の
基
本
で
も
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
4
〕

と
わ
た
し
は
考
え
る
の
で
す
。
」

　
こ
の
主
張
は
民
主
主
義
と
道
徳
と
の
本
源
的
同
一
性
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。

　
さ
て
右
の
主
張
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
個
人
の
尊
厳
を
認
め
る
か
否
か

は
民
主
主
義
の
根
幹
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
現
代
の
道
徳

の
根
本
に
か
・
か
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
の
尊
厳
性
、

か
け
が
え
の
な
さ
の
自
覚
が
道
徳
的
実
践
に
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る

か
と
い
う
問
題
は
、
私
た
ち
が
倫
理
学
を
研
究
し
て
い
く
上
で
重
要
な
問

題
の
一
っ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
本
稿
は
こ
の
問
題
に
関
す
る
さ
さ
や
か

な
整
理
と
ま
と
め
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
私
は
現
代
の
道

徳
理
論
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
全
体
的
に
見
透
し
う
る
力
を
も
っ
て
い
な

い
。
そ
れ
故
こ
こ
で
は
、
私
が
今
ま
で
そ
こ
か
ら
多
く
の
も
の
を
学
ん
で

き
た
原
富
男
二
局
橋
進
両
氏
の
道
徳
理
論
に
お
い
て
、
個
の
か
け
が
え
の

な
さ
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
、
道
徳
的
実
践

に
お
け
る
個
の
か
け
が
え
の
な
さ
の
自
覚
の
重
要
性
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。

二
、
個
の
自
覚
と
か
け
が
え
の
な
さ
の
自
覚

　
月
刊
雑
誌
『
ひ
と
』
（
太
郎
次
郎
社
）
の
編
集
代
表
と
し
て
、
教
育
に

積
極
的
握
言
を
し
て
こ
ら
れ
た
数
学
者
の
故
遠
山
啓
氏
に
『
教
育
問
答

か
け
が
え
の
な
い
こ
の
自
分
』
（
太
郎
次
郎
社
刊
）
と
い
う
著
書
が
あ
る
。

こ
の
本
の
書
名
と
も
な
っ
た
第
一
章
は
、
一
高
校
生
と
の
応
復
書
簡
の
形

で
人
間
の
か
け
が
え
の
な
さ
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
高
校
生
は

「
賢
父
、
賢
母
、
賢
兄
、
賢
妹
の
家
庭
の
な
か
の
た
だ
一
人
の
鈍
才
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

て
」
疎
外
感
に
苦
し
め
ら
れ
な
が
ら
暮
し
て
い
る
。
彼
は
母
親
を
憎
ん
で

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
母
親
と
い
う
の
が
「
人
問
の
定
価
表
み
た
い
な

も
の
」
を
も
っ
て
い
て
、
「
学
校
の
点
数
の
悪
い
人
間
は
何
も
か
も
、
人

間
と
し
て
の
感
受
性
も
、
判
断
力
も
、
す
べ
て
が
鈍
い
と
確
信
し
て
い
る

よ
う
」
な
人
な
の
で
あ
る
。
こ
の
高
校
生
に
、
氏
は
「
ひ
と
り
の
人
間
も
、

一
匹
の
ネ
ズ
ミ
も
一
個
の
石
も
、
み
な
造
物
主
が
全
力
を
つ
く
し
て
造
り

だ
し
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
あ
い
だ
に
ね
う
ち
の
差
な
ど
あ
り
よ
う

が
な
い
。
こ
の
宇
宙
の
な
か
の
万
物
に
は
も
と
も
と
定
価
表
な
ど
な
か
っ

た
の
だ
。
定
価
表
は
人
問
が
あ
と
か
ら
勝
手
に
き
め
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
」

と
指
摘
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
「
自
分
自
身
に
め
ぐ
り
会
う

と
い
う
の
は
か
な
ら
ず
し
も
や
さ
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
死
ぬ
ま
で
、
他

人
の
っ
く
っ
た
眼
鏡
で
世
の
中
を
な
が
め
、
他
人
の
っ
く
っ
た
物
指
し
で

自
分
の
ね
う
ち
を
は
か
っ
て
、
一
生
を
終
る
八
」
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い

と
説
い
て
い
る
。

　
人
間
と
し
て
よ
り
よ
く
生
き
る
こ
と
は
、
個
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
注
目
し

て
言
え
ば
、
各
人
が
、
素
質
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
身
体
的
・
精
神
的
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な
可
能
的
諸
カ
を
発
揮
し
、
そ
れ
ぞ
れ
個
有
の
生
き
方
を
追
求
し
て
い
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
と
、
端
的
に
言
え
ば
、
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
で

あ
る
生
言
え
よ
う
。
そ
の
た
め
に
は
「
自
分
自
身
に
め
ぐ
り
会
う
」
こ
と

が
必
要
と
な
る
。
そ
の
出
発
点
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
自
分
と
は
何
か
、

を
問
い
た
だ
す
」
こ
と
に
あ
る
。
氏
は
、
優
等
生
に
は
「
つ
い
に
自
分
自

身
に
め
ぐ
り
会
う
こ
と
な
し
に
人
生
を
送
る
」
人
が
多
い
と
指
摘
す
る
。

な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
「
他
人
の
っ
く
っ
た
尺
度
に
自
分
を
合
わ
せ
る
こ
と

で
人
に
褒
め
ら
れ
る
こ
と
に
馴
れ
て
い
る
優
等
生
に
は
、
自
分
と
は
何
か
、

を
い
ち
ど
も
問
い
た
だ
す
必
要
が
な
い
か
ら
」
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
氏
が
、
こ
の
宇
宙
の
な
か
の
万
物
に
は
も
と
も
と
ね
う
ち
の

差
な
ど
な
い
の
だ
と
い
う
思
想
を
獲
得
す
る
に
い
た
っ
た
き
っ
か
け
は
、

何
処
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
氏
が
大
学
生
の
頃
、
ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ
の
『
単
子
論
』
を
読
ん
で
い
て
、
「
こ
の
世
の
中
に
は
完
全
に
同
じ

も
の
は
二
つ
と
な
い
」
と
い
う
「
不
可
識
別
者
同
一
の
原
理
」
に
ぷ
つ
か

っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
原
理
に
ぷ
つ
か
っ
て
「
何
か
ハ
ッ
と
胸
を
つ

か
れ
た
よ
う
な
感
じ
が
し
た
」
氏
は
、
夜
の
公
園
の
ベ
ン
チ
に
腰
か
け
、

夜
空
を
見
上
げ
な
が
ら
考
え
た
。
「
あ
の
遠
い
天
の
川
の
向
こ
う
ま
で
い

　
　
　
　
●
　
　
・
　
　
●
　
　
●
　
　
o
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
　
　
　
●
　
　
・
　
　
●

っ
て
も
、
こ
の
お
れ
と
同
じ
物
体
は
一
っ
も
な
い
の
だ
。
す
る
と
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
・
　
　
●
　
　
・
　
　
●
　
　
●
　
　
・
　
　
●
　
　
・
　
　
●
　
　
o

広
い
宇
宙
の
な
か
で
、
こ
の
お
れ
は
か
け
が
え
の
な
い
存
在
な
の
だ
な
。

い
や
空
間
の
な
か
ば
か
り
で
は
な
く
、
時
間
の
な
か
で
も
そ
う
な
の
だ
。

何
億
年
の
遇
去
か
ら
何
億
年
の
未
来
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
お
れ
と
寸
分
違

わ
な
い
も
の
は
、
こ
の
お
れ
の
ほ
か
に
は
い
ち
ど
だ
っ
て
出
現
す
る
こ
と

は
な
い
の
だ
。
」
こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
氏
は
「
な
に
か
そ
ら
恐
ろ
し
く

な
っ
て
、
か
ら
だ
の
奥
が
ふ
る
え
た
よ
う
な
気
が
し
た
」
と
言
い
、
「
し

か
し
、
そ
の
恐
ろ
し
さ
は
し
だ
い
に
う
れ
し
さ
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
こ

の
自
分
が
、
大
き
い
空
間
と
長
い
時
問
の
な
か
で
唯
一
の
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
悟
っ
た
と
き
、
ふ
し
ぎ
な
う
れ
し
さ
が
湧
き
あ
が
っ
て
き

た
」
と
回
想
し
て
い
る
。
　
（
・
点
引
用
者
以
下
同
じ
）

　
人
は
み
な
一
人
び
と
り
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
自
覚
は

重
要
で
あ
る
。
人
が
生
き
て
あ
る
限
り
、
こ
の
重
要
性
が
消
え
て
な
く
な

る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
自
・

他
の
か
け
が
え
の
な
さ
が
足
蹴
に
さ
れ
、
そ
の
自
覚
が
軽
視
さ
れ
る
よ
う

な
世
の
中
に
な
れ
ば
、
私
た
ち
は
単
な
る
組
織
の
一
歯
車
と
し
て
、
あ
る

い
は
鉄
砲
弾
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
個
性
的
な
生
き
方
を
追
求
す
る
こ
と
な
ど
否
定
さ

れ
、
私
た
ち
の
存
在
は
誰
か
が
決
め
た
目
的
を
完
遂
す
る
た
め
の
一
手
段

・
道
具
と
化
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
人
生
が
い
か
に
人
間
か

ら
遠
い
生
き
方
で
あ
る
か
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　
人
問
と
し
て
よ
り
よ
く
生
き
た
い
と
い
う
願
い
を
も
っ
て
生
き
て
い
く

か
ぎ
り
、
私
た
ち
は
こ
の
自
覚
を
と
こ
と
ん
ま
で
深
め
て
い
く
必
要
が
あ

ろ
う
。
自
・
他
共
に
よ
り
よ
く
生
き
る
と
い
う
人
問
の
生
き
方
、
す
な
わ

ち
「
道
徳
の
実
践
」
は
、
こ
の
自
覚
の
う
え
に
可
能
と
な
っ
て
く
る
も
の

で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
人
間
と
は
単
な
る
個
人
（
ま
島
直
書
邑
）

あ
る
い
は
孤
立
的
自
我
の
謂
で
は
な
い
。
「
人
と
人
と
の
実
践
的
行
為
的

　
　
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
ひ
と

連
関
の
な
か
に
」
生
き
る
具
体
的
存
在
者
で
あ
る
わ
れ
・
他
者
を
意
味
す

る
。
和
辻
哲
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
人
問
を
個
人
あ
る
い
は
孤
立
的
自
我
と
解

す
る
の
は
、
こ
の
連
関
を
「
捨
象
し
た
孤
立
的
主
観
の
立
場
」
に
立
っ
た

抽
象
的
人
間
観
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
近
世
の
個
人
主
義
的
人
間
観
に
基
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（
注
5
〕

づ
い
た
」
誤
謬
で
あ
る
。

三
、

原
富
男
・
『
修
成
道
徳
論
体
系
。

個
の
か
け
が
え
の
な
さ

に
お
け
る

　
「
道
徳
の
実
践
」
と
「
人
間
」
の
自
覚
・
体
得
と
は
一
体
の
も
の
で
あ

る
と
、
原
富
男
・
『
修
成
道
徳
論
体
系
』
（
春
秋
社
刊
）
は
説
く
。

　
　
○
山
o

　
　
「
道
」
が
「
わ
れ
」
に
体
得
さ
れ
た
形
而
下
、
形
而
上
含
み
合
っ
た

　
　
○
甘
o
｛
似

　
　
「
道
徳
」
は
、
「
人
間
」
を
離
れ
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
道
徳
は
、
「
人

　
　
間
」
を
自
覚
し
体
得
し
拡
充
し
、
わ
が
「
性
」
の
実
態
を
自
認
し
て
、

　
　
「
わ
れ
」
の
当
に
在
る
べ
き
生
き
方
一
般
を
自
律
す
る
当
為
（
O
0
9

　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
6
〕

　
　
自
彗
）
を
要
請
す
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
道
徳
の
実
践
は
ご
く
平
凡
な
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
道
徳
の
実
践
は
、
こ
れ
を
要
約
す
る
と
、
ご
く
平
凡
で
あ
る
。
ひ
ら

　
　
　
た
く
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
「
わ
れ
」
も
よ
し
と
し
「
ひ
と
」
も
よ
し
と

　
　
　
す
る
よ
う
に
言
動
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
7
）

　
　
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

別
の
箇
所
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。

　
　
　
道
徳
は
、
「
わ
れ
」
の
た
め
に
す
る
こ
と
が
殆
ん
ど
そ
の
ま
ま
「
ひ

　
　
　
と
」
の
た
め
に
な
り
「
ひ
と
」
の
た
め
に
す
る
こ
と
が
殆
ん
ど
「
わ

　
　
　
れ
」
の
た
め
に
な
る
よ
う
に
言
動
せ
よ
。

　
　
と
要
請
す
る
と
い
う
に
尽
き
る
。
ど
の
よ
う
に
も
せ
よ
犠
牲
が
あ
っ
て

　
　
　
　
　
一
注
呂
〕

　
　
は
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
「
要
請
」
と
い
う
こ
と
ば
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
私
た

ち
は
現
実
に
常
に
右
の
如
く
に
言
動
し
え
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
現

実
に
は
、
そ
の
よ
う
に
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
方
が
よ
り
正
確
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
自
己
を
自
覚
し
、
そ
う
で
あ
り
た
く
な
い
と
い
う
反

省
が
う
ま
れ
る
と
き
、
著
者
の
言
う
当
為
が
自
発
的
な
内
面
の
は
た
ら
き

と
し
て
、
私
た
ち
の
心
に
生
じ
て
こ
よ
う
。
こ
の
は
た
ら
き
が
「
要
請
」

で
あ
る
。

　
で
は
、
道
徳
の
実
践
と
一
体
で
あ
る
「
人
間
」
の
自
覚
・
体
得
と
は
、

ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
の
言
う
「
人
問
」
と
は
、
け
、
「
わ

た
し
」
と
「
あ
な
た
」
が
支
え
支
え
ら
れ
て
相
待
し
て
あ
る
「
場
」
（
形
而
上

の
道
）
で
あ
り
、
同
時
に
に
、
こ
の
相
待
と
い
う
「
場
」
（
人
間
）
を
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
杵
り
〕

覚
し
て
生
き
る
「
わ
た
し
」
で
あ
り
「
あ
な
た
」
、
を
意
味
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
八
問
論
か
ら
っ
ぎ
の
よ
う
な
主
張
が
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、

極
め
て
自
然
な
展
開
で
あ
る
。

　
　
こ
の
よ
う
な
「
場
」
人
間
の
自
覚
・
体
得
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
一
杵
m
〕

　
　
「
わ
れ
」
は
人
問
に
生
る
。

　
著
者
は
、
私
た
ち
は
一
人
ひ
と
り
み
な
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
る

と
明
言
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
明
言
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
自

覚
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
。
著
者
の
「
相
待
観
的
人

問
論
」
は
、
む
し
ろ
こ
の
自
覚
を
大
前
提
と
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で

あ
る
。
著
者
は
自
・
他
の
相
待
は
五
分
と
五
分
の
支
え
合
い
だ
と
言
う
。

　
　
「
人
間
」
と
い
う
「
場
」
は
、
こ
の
「
わ
れ
」
と
は
ち
が
う
別
の

　
　
「
わ
れ
」
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
互
い
に
ち
が
う
「
わ
れ
」
は
、

　
　
互
い
に
五
分
と
五
分
で
相
待
（
支
え
合
）
っ
て
「
わ
た
し
」
で
あ
り

2ーユ



　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
H
〕

　
　
「
あ
な
た
」
で
あ
る
。

五
分
と
五
分
の
相
待
、
支
え
合
い
で
あ
る
以
上
、
わ
れ
の
側
の
か
け
が
え

の
な
さ
の
主
張
は
同
時
に
他
者
の
側
の
か
け
が
え
の
な
さ
を
承
認
し
、
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
包
ん
だ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
原
理
的
に
自

・
他
の
間
に
か
け
が
え
の
な
さ
の
差
を
認
め
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
相
待
の
自
覚
と
拡
充
は
、
わ
れ
・
ひ
と
共
に
等
し
く
か
け
が
え
の
な
い

存
在
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
と
拡
充
を
も
要
請
し
て
い
よ
う
。
相
待
の
自
覚

を
深
め
拡
充
し
て
い
く
と
い
う
私
た
ち
の
内
的
な
心
の
運
動
が
、
お
の
ず

か
ら
要
請
し
て
く
る
対
自
的
・
対
他
的
な
行
為
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
単

　
　
ひ
⊂

な
る
人
で
は
な
く
「
人
問
」
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
行
為
が
す

な
わ
ち
道
徳
の
実
践
で
あ
る
。
「
相
待
観
的
道
徳
論
」
と
も
言
う
べ
き
著

者
の
思
想
の
骨
路
は
、
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
お
よ
そ
現
実
に
存
在
す
る
も
の
は
相
待
的
で
あ
る
。
相
待
的
で
あ
る

　
　
事
実
は
、
対
立
と
調
和
の
両
面
を
も
つ
。
「
わ
た
し
」
は
「
あ
な
た
」

　
　
と
ち
が
う
と
区
別
（
対
立
）
さ
れ
な
が
ら
互
い
に
支
え
支
え
ら
れ
て
、

　
　
と
も
に
在
る
。
こ
の
よ
う
な
相
待
を
自
覚
す
れ
ば
、
現
実
に
生
き
て

　
　
い
る
人
み
ず
か
ら
が
、
わ
が
生
存
の
自
覚
に
徹
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
対
立
の
面
を
消
去
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
な
り
で
あ
り
な

　
　
が
ら
、
対
立
に
か
ま
け
る
反
発
を
超
克
し
て
、
調
和
の
面
を
優
位
さ

　
　
せ
る
。
そ
の
よ
う
に
な
る
の
が
相
待
の
自
覚
で
あ
る
。
こ
の
自
覚
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
注
口
〕

　
　
「
道
徳
」
実
践
の
第
一
次
で
あ
る
。

四
、
高
橋
進
・
『
人
倫
の
理
法
L
に
お
け
る
個
の
か
け
が
え
の
な
さ

　
原
富
男
氏
が
暗
黙
の
前
提
の
裡
に
と
ど
め
て
い
た
一
人
ひ
と
り
の
か
け

が
え
の
な
さ
を
、
高
橋
進
・
『
人
倫
の
理
法
－
人
間
と
自
然
の
考
察
』

（
大
明
堂
刊
）
は
、
道
徳
の
論
理
の
な
か
に
明
確
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

著
者
の
倫
理
学
は
、
イ
、
個
々
人
の
か
け
が
え
な
き
決
定
的
個
別
性
な
い

　
　
　
示
ほ
〕
　
）

し
独
立
性
と
、
口
、
そ
う
い
う
個
々
人
が
本
来
か
か
わ
り
合
い
の
う
ち
に

存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
、
い
わ
ば
「
原
点
」
と
し
て
展
開
し
、
体

系
化
を
志
向
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
道
徳
の
こ
と
は
、
す
で
に
投
げ
出
さ
れ
て
あ
る
わ
れ
わ
れ
人
間
存
在

　
　
の
構
造
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
自
己
自
身
が
個
別
的
存
在
と
し
て

　
　
か
け
が
え
な
く
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
つ
ね
に
同
時
に
、
他
と
か
か

　
　
わ
り
合
っ
て
存
在
す
る
と
い
う
事
実
の
上
に
な
り
た
っ
て
い
る
と
い

　
　
う
こ
と
が
、
基
本
的
な
大
前
提
で
あ
る
と
同
時
に
、
最
終
的
な
帰
結

　
　
点
で
あ
る
。
単
に
あ
る
存
在
か
ら
、
な
る
存
在
へ
の
転
換
は
、
個
が

　
　
か
か
わ
り
合
い
の
場
な
い
し
関
係
に
は
い
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て

　
　
果
た
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
が
「
よ
く
生
き

　
　
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ね
に
同
時
に
「
人
1
1
他
者
と
と
も
に
よ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
沖
．
〕
〕

　
　
生
き
る
」
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

　
個
々
人
の
か
け
が
え
な
き
決
定
的
個
別
性
な
い
し
独
立
性
を
認
め
る
こ

と
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
自
・
他
の
間
に
越
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
断
絶
を

認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
・
他
の
間
に
横
た
わ
る
断
絶
の

淵
に
い
か
に
か
け
橋
を
渡
す
か
が
、
道
徳
的
実
践
の
根
本
的
課
題
と
な
る
。

著
者
は
、
他
者
へ
の
「
思
い
や
り
」
以
外
に
人
か
ら
人
へ
と
渡
す
か
け
橋

は
な
い
、
と
言
う
。
「
わ
が
身
わ
が
心
の
痛
さ
、
悲
し
さ
、
喜
び
を
も
っ

て
、
他
者
の
痛
さ
、
悲
し
み
、
喜
び
を
推
し
量
る
と
き
、
は
じ
め
て
わ
が
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思
い
は
遣
ら
れ
て
、
他
者
と
の
断
絶
の
淵
に
か
け
橋
が
渡
さ
れ
る
。

『
関
係
の
中
に
は
い
る
』
『
場
に
は
い
る
』
　
と
い
う
こ
と
の
具
体
的
現
わ

れ
は
、
こ
の
よ
う
な
営
み
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
－
自
分
が
よ
く
『
生

き
た
い
』
と
切
実
に
願
う
心
を
は
っ
き
り
と
、
も
の
・
こ
と
に
即
し
て
自

覚
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
他
を
推
し
量
り
、
『
他
と
と
も
に
よ
く
生
き
る
』

方
途
を
見
い
だ
し
て
い
く
と
き
、
は
じ
め
て
そ
こ
に
、
道
徳
的
世
界
が
開

　
　
　
　
（
推
冊
〕

け
る
で
あ
ろ
う
。
」

　
原
氏
が
相
待
と
い
う
場
「
人
間
」
の
自
覚
と
拡
充
か
ら
道
徳
を
説
い
た

の
に
対
し
、
著
者
は
相
待
と
い
う
関
係
を
念
頭
に
お
き
っ
っ
も
、
わ
れ
の

「
か
け
が
え
な
き
個
別
性
」
の
自
覚
を
起
点
と
し
、
そ
う
い
う
わ
れ
が
他

者
と
の
「
か
か
わ
り
合
い
の
場
な
い
し
関
係
に
は
い
っ
て
い
く
」
こ
と
に

よ
っ
て
、
道
徳
的
世
界
が
開
け
て
い
く
と
説
い
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
著
者
は
「
わ
れ
わ
れ
の
人
問
に
関
す
る
倫
理
学
的
な
い
し
存

在
論
的
考
察
」
は
、
説
明
や
解
釈
を
加
え
る
以
前
の
、
あ
る
が
ま
ま
の
生

の
現
実
、
人
間
存
在
の
「
実
相
」
と
し
て
の
「
あ
る
」
か
ら
そ
の
解
明
を

進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
提
唱
す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、

人
間
存
在
の
実
相
は
、
個
人
的
・
社
会
的
・
歴
史
的
と
い
う
三
っ
の
契
機

を
含
む
「
投
げ
出
さ
れ
た
存
在
」
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
投
げ
出
さ

れ
た
存
在
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
の
存
在
の
所
与
性
を
意
味
し
て
い
る
。

人
は
「
み
ず
か
ら
の
主
体
的
意
志
に
よ
っ
て
こ
の
世
に
出
生
し
た
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

な
く
、
ま
さ
に
『
生
ま
れ
た
』
存
在
」
で
あ
り
、
「
生
ま
れ
た
と
き
、
す

で
に
『
じ
ん
か
ん
H
人
間
』
に
ほ
う
り
こ
ま
れ
て
い
る
」
関
係
（
社
会
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

的
存
在
で
あ
る
。
し
か
も
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
連
綿
と
続
く
運
動
」

い
わ
ゆ
る
「
自
然
機
構
の
因
果
性
」
と
い
う
歴
史
的
契
機
に
お
い
て
成
立

　
　
一
沌
m
〕

し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
投
げ
出
さ
れ
て
あ
る
存
在
と
い
う
規
定
は
、
人
間
に
あ
っ
て

は
事
柄
の
一
面
で
あ
っ
て
全
て
で
は
な
い
。
こ
の
い
わ
ば
絶
対
的
所
与
性

の
基
底
の
上
に
、
私
た
ち
は
自
ら
の
人
生
を
創
っ
て
い
く
、
す
な
わ
ち
、

”
な
る
存
在
。
で
あ
る
と
い
う
側
面
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ

こ
の
側
面
に
こ
そ
人
間
の
人
間
ら
し
さ
が
存
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
私
は
人
間
で
あ
る
と
言
う
と
き
、
そ
れ
は
人
間
に
な
る
と
い
う

は
た
ら
き
を
既
に
内
に
含
ん
で
い
る
。
自
己
を
人
問
と
し
て
自
覚
す
る
と

い
う
は
た
ら
き
そ
の
も
の
が
、
こ
の
な
る
は
た
ら
き
の
基
底
を
な
し
て
い

る
。
私
た
ち
は
、
自
ら
の
生
き
方
を
主
体
的
な
判
断
と
決
断
に
よ
っ
て
選

び
と
り
っ
っ
、
自
己
が
何
者
で
あ
る
の
か
、
あ
り
う
る
の
か
を
決
定
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

い
く
、
そ
う
い
う
主
体
的
な
創
造
活
動
・
な
る
は
た
ら
き
を
媒
介
し
て
、

は
じ
め
て
人
問
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
所
与
の
も
の
を
謂
わ
ば
素

材
と
し
て
、
新
し
き
も
の
・
自
分
独
自
の
も
の
を
創
造
し
内
面
的
世
界
を

よ
り
深
め
豊
か
に
し
て
い
く
は
た
ち
き
こ
そ
、
人
間
で
あ
る
こ
と
の
証
し

　
　
（
杵
岬
〕

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
私
た
ち
は
、
諸
他
の
動
物
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
た

人
間
の
特
質
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
道
徳
の
世
界
は
、

　
　
、
　
　
　
、

こ
の
な
る
は
た
ら
き
・
人
生
の
創
造
活
動
と
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い

世
界
で
あ
る
。

　
私
た
ち
は
「
単
に
あ
る
存
在
か
ら
な
る
存
在
へ
」
と
転
換
す
る
は
た
ら

き
に
お
い
て
、
自
ら
が
人
問
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
く
の
だ
と
言
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
転
換
は
「
個
が
か
か
わ
り
合
い
の
場
な
い
し
関

係
に
は
い
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
」
と
著
者
は
言
う
。
こ

こ
で
「
は
い
っ
て
い
く
」
と
は
、
所
与
と
し
て
の
間
柄
・
関
係
の
基
底
の
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上
に
、
新
し
い
質
を
そ
な
え
た
間
柄
・
関
係
を
創
造
1
し
て
い
く
こ
と
と
捉

え
か
え
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
私
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
出
会
い
、
別

れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
関
係
を
創
り
、
こ
わ
し
な
が
ら
生
き
て
い
く
。
そ

の
出
会
い
、
別
れ
、
人
問
関
係
が
、
私
た
ち
の
人
生
、
私
ら
し
さ
の
具
体

的
内
容
を
っ
く
り
あ
げ
て
い
く
。
人
生
の
創
造
、
自
己
の
形
成
は
、
そ
の

つ
ど
つ
ど
古
い
質
の
間
柄
・
人
間
関
係
を
修
正
改
変
し
あ
る
い
は
こ
わ
し

つ
つ
、
新
し
い
質
の
問
柄
・
関
係
を
創
造
し
て
い
く
営
み
す
な
わ
ち
道
徳

的
世
界
の
創
造
を
離
れ
て
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
創
造
活
動
が

道
徳
の
実
践
で
あ
り
、
創
造
力
が
徳
（
よ
き
行
為
を
実
現
し
て
い
く
力
、

は
た
ら
き
）
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
「
徳
は
員
体
的
行
為
に
即
し
、
個
人
に
即
し
た
力
で
あ
り
、
能
力
で
あ

る
。
よ
き
行
為
、
徳
あ
る
行
為
と
は
何
か
。
そ
こ
に
、
徳
を
徳
と
す
る
も

の
が
考
え
ら
れ
る
。
　
一
は
人
倫
の
理
法
で
あ
り
、
一
は
理
法
の
体
現
者
と

し
て
の
人
格
存
在
で
あ
る
。
人
倫
の
理
法
が
い
か
に
構
築
さ
れ
て
も
、
こ

れ
を
自
得
し
、
行
為
に
証
し
示
す
人
格
主
体
が
な
け
れ
ば
面
餅
に
終
る
。

倫
理
学
は
、
人
問
存
在
の
理
法
の
探
求
と
、
行
為
的
主
体
と
し
て
の
人
間

　
　
　
　
　
（
控
閉
〕

そ
の
も
の
を
問
う
」
と
著
者
は
言
う
。
著
者
は
倫
理
を
端
的
に
人
倫
の
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
が
ら

法
と
と
ら
え
、
「
倫
理
と
は
、
輩
∫
仲
間
と
し
て
の
、
人
と
人
と
の
か
か

わ
り
合
い
の
し
か
た
、
型
で
あ
り
、
人
と
人
と
の
関
係
の
論
理
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
楴
岨
〕

さ
ら
に
、
人
間
の
共
同
存
在
の
理
法
で
あ
る
」
と
言
う
。
で
は
、
倫
理
は

い
か
な
る
形
で
あ
る
の
か
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
ま
っ
た
く
自
然
不
作
為

に
所
与
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
」
す
な
わ
ち
、
倫
理
は
単
に
そ
こ
に

あ
る
の
で
は
な
い
。
私
た
ち
の
「
あ
ら
し
む
べ
き
努
カ
実
践
」
を
前
提
し

て
あ
る
。
例
え
ば
、
「
明
友
信
あ
り
」
と
言
っ
た
と
き
、
「
こ
の
有
に
は
、

な
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
と
い
う
回
帰
の
論
理
な
い
し
実
践
的
契
機
が
蔵

　
　
　
〔
沖
加
〕

さ
れ
て
い
る
。
」

　
さ
て
、
こ
の
す
ぐ
れ
て
実
践
論
的
性
格
を
有
す
る
著
者
の
倫
理
学
を
支

え
て
い
る
も
の
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
わ
れ
の
「
か
け
が
え
な

き
決
定
的
個
別
性
な
い
し
独
立
性
」
の
自
覚
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え

ば
和
辻
倫
理
学
の
批
判
的
検
討
の
う
ち
に
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
恰
好
に
見

て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
人
間
存
在
に
お
け
る
個
（
個
人
）
と
全
（
間

柄
）
の
関
係
に
関
し
て
、
著
者
は
「
（
和
辻
倫
理
学
に
あ
っ
て
は
）
遭
徳

的
行
為
の
圭
体
と
し
て
の
”
個
。
の
尊
厳
性
、
意
志
の
自
律
・
自
由
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
杵
別
）

生
み
出
す
主
体
が
否
定
性
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
」

と
指
摘
し
た
上
で
、
更
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
。
「
問
柄
は
、
個
、
そ
れ

も
決
定
的
な
他
者
ど
う
し
が
た
が
い
に
か
か
わ
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

成
さ
れ
る
。
い
う
な
れ
ば
、
和
辻
氏
と
は
逆
に
、
個
別
者
が
あ
っ
て
間
柄

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

が
形
成
さ
れ
る
と
す
べ
き
で
あ
り
、
間
柄
か
ら
み
れ
ば
、
間
柄
の
形
成
さ

れ
る
と
こ
ろ
に
は
個
別
者
が
包
み
こ
ま
れ
て
在
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

…
現
に
あ
る
も
の
は
、
個
別
的
な
、
決
し
て
他
と
か
け
が
え
る
こ
と
の
で

き
な
い
主
体
的
・
員
体
的
な
”
個
”
の
み
で
あ
る
か
ら
、
間
柄
と
い
う
全

体
者
、
一
般
者
が
先
に
あ
っ
て
、
の
ち
に
個
別
者
が
あ
る
の
で
は
な
い
。

　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

両
者
は
先
後
関
係
で
は
な
く
、
相
即
・
相
待
の
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
浄
躰
〕

い
。
」

　
こ
こ
に
、
個
の
か
け
が
え
な
き
個
別
性
・
独
立
性
を
道
徳
論
の
起
点
に

お
こ
う
と
す
る
著
者
の
意
欲
を
、
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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五
、

個
別
性
と
か
け
が
え
の
な
さ

　
1
か
け
が
え
の
な
さ
の
根
拠

　
私
た
ち
は
、
原
富
男
・
『
修
成
道
徳
論
体
系
』
、
高
橋
進
・
『
人
倫
の
理
法
』

に
即
し
て
、
個
の
か
け
が
え
の
な
さ
が
道
徳
的
実
践
に
お
い
て
ど
の
よ
う

な
位
置
を
占
め
て
い
る
か
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
『
人
倫
の
理
法
』
は
、

道
徳
は
「
自
己
自
身
が
個
別
的
存
在
と
し
て
か
け
が
え
な
く
あ
り
な
が
ら
、

し
か
も
つ
ね
に
同
時
に
、
他
と
か
か
わ
り
合
っ
て
存
在
す
る
と
い
う
事
実

の
上
に
な
り
た
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
基
本
的
な
大
前
提
で
あ
る
と

同
時
に
、
最
終
的
な
帰
結
点
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
私
た
ち
は
何
故
に
か
け
が
え
が
な
い
の
か
、
か
け
が
え
の

な
さ
の
根
拠
は
い
っ
た
い
何
処
に
存
す
る
の
か
を
、
私
た
ち
は
つ
ぎ
に
問

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
人
の
か
け
が
え
の
な
さ
は
、
改
め

て
そ
の
根
拠
を
問
う
必
要
を
認
め
ら
れ
な
い
自
明
の
こ
と
が
ら
、
「
事
実
」

そ
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
れ
が
「
事
実
」
で
あ

る
に
し
て
も
、
私
た
ち
は
や
は
り
そ
の
「
事
実
」
が
成
り
立
ち
え
て
い
る

根
拠
を
問
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
『
人
倫
の
理
法
』
は
、
自
・
他
の
か
け
が
え
の
な
さ
と
個
別
性
（
決
定

的
孤
立
性
・
独
立
性
）
・
主
体
性
と
を
、
常
に
一
体
の
も
の
と
し
て
提
示

す
る
。
「
人
倫
の
理
法
は
、
－
・
人
間
存
在
の
決
定
的
孤
立
性
・
個
別
性
と

相
待
（
対
）
性
、
関
係
性
で
あ
っ
た
。
端
的
に
い
え
ば
そ
れ
は
『
人
は
そ

れ
ぞ
れ
か
け
が
え
な
き
個
別
的
主
体
と
し
て
存
在
し
な
が
ら
、
常
に
同
時

に
、
他
の
同
じ
く
か
け
が
え
な
き
個
別
的
主
体
と
た
が
い
に
か
か
わ
り
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
汕
肥
一

っ
て
存
在
し
て
い
る
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
「
（
道
徳
的
自
己
の
実
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、

の
運
動
は
－
引
用
者
）
た
が
い
に
か
け
が
え
な
き
主
体
性
・
独
立
性
・
個

別
性
を
保
持
し
つ
つ
対
時
拮
抗
し
て
い
る
現
実
の
人
間
模
様
を
克
服
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
推
別
〕

相
依
相
待
の
調
和
あ
る
人
倫
的
世
界
に
転
化
し
て
い
く
運
動
で
あ
る
。
」

等
、
著
者
が
自
・
他
の
個
別
性
・
主
体
性
に
っ
い
て
語
る
と
き
に
は
、
常

に
か
け
が
え
の
な
さ
が
一
体
の
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
か
け
が

え
が
な
い
と
は
、
元
来
か
わ
り
に
な
る
も
の
が
な
い
、
世
の
中
に
そ
れ
し

か
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
は
こ
こ
に
は
極

め
て
重
要
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
言
う
の
は
、
”
か

け
が
え
が
な
い
”
と
い
う
こ
の
言
葉
は
、
単
に
存
在
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い

て
、
絶
対
に
他
と
お
き
替
え
が
き
か
ぬ
と
い
う
個
別
性
の
認
識
を
意
味
し

て
い
る
の
で
は
な
い
、
絶
対
的
個
別
性
と
い
う
事
実
（
存
在
）
認
識
と
と

　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

も
に
、
そ
れ
故
に
、
こ
の
う
え
な
く
た
い
せ
つ
で
あ
る
と
い
う
価
値
評
価

（
認
識
）
を
意
味
し
て
い
る
、
い
や
む
し
ろ
後
者
の
認
識
に
こ
そ
意
味
の

重
点
が
置
か
れ
て
い
る
、
か
ら
で
あ
る
。

　
あ
る
い
は
っ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
か
け
が
え
が
な
い

と
い
う
言
葉
は
、
単
に
存
在
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
、
或
る
人
－
も
の
が

他
の
何
も
の
に
も
お
き
替
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

．
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
価
値
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
、
或

る
人
－
も
の
が
他
の
何
も
の
に
も
お
き
替
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
価
値
（
よ

さ
）
を
も
つ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
言
葉
は
、
理
論

的
に
言
え
ば
、
存
在
と
価
値
の
領
域
に
ま
た
が
っ
て
、
な
い
し
は
存
在
認
識
を

ふ
ま
え
た
価
値
認
識
の
領
域
に
お
い
て
、
あ
る
も
の
の
絶
対
的
個
別
性
・
独

自
性
の
認
識
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
私
た
ち
は
、
こ
の
言
葉
の
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な
か
に
、
価
値
認
識
と
事
実
認
識
と
の
不
可
分
離
性
を
見
て
と
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。

　
し
か
し
、
事
実
と
し
て
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

理
論
的
に
一
緒
く
た
に
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
学
的
認
識

を
志
向
す
る
な
ら
ば
、
両
者
の
密
接
不
可
分
の
関
係
を
深
く
自
覚
す
れ
ば

そ
れ
だ
け
、
理
論
的
に
両
者
を
き
ち
っ
と
区
別
し
た
上
で
、
そ
の
不
可
分

の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
し
く
み
・
構
造
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
の
か
に

っ
い
て
考
察
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
先
に
見
た
遠
山
啓
「
か
け
が
え
の
な
い
、
こ
の
自
分
」
は
、
「
こ
の
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
・
　
　
■
　
　
●
　
　
●

分
が
、
大
き
い
空
間
と
長
い
時
間
の
な
か
で
唯
－
の
も
の
で
あ
る
」
と
悟

っ
た
と
き
、
「
こ
の
お
れ
は
か
け
が
え
の
な
い
存
在
な
の
だ
な
」
と
い
う

自
覚
が
う
ま
れ
た
と
述
べ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
か
け
が
え
の
な
さ
の
自
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

が
、
目
己
の
絶
対
的
個
別
性
の
自
覚
の
延
長
上
に
成
立
し
た
と
い
う
「
事

実
」
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
あ
る
い
は
、
私
は
例
え
ば
っ
ぎ
の
よ
う
な
体
験
を
も
っ
。
私
の
手
に
一

本
の
筆
が
あ
る
。
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
の
よ
さ
、
鋒
の
長
さ
や
太
さ
、
毫
の

や
わ
ら
か
さ
や
弾
カ
、
開
閉
の
自
在
さ
等
、
こ
の
筆
の
も
っ
さ
ま
ざ
ま
な

性
質
が
統
合
さ
れ
て
一
っ
の
個
性
（
個
別
的
性
格
・
特
性
）
を
形
成
し
て

い
る
。
こ
の
個
性
が
私
の
手
に
し
っ
く
り
と
合
い
、
他
の
ど
の
筆
に
も
ま

し
て
私
の
感
情
の
微
妙
な
う
ご
き
、
心
の
琴
線
を
如
実
に
写
し
出
し
て
い

　
　
　
　
　
、
　
　
、

く
。
類
似
の
造
り
の
筆
が
何
本
あ
ろ
う
と
も
、
つ
い
に
こ
の
筆
に
代
り
う

る
は
た
ら
き
を
果
し
え
な
い
と
悟
る
と
き
、
私
に
と
っ
て
こ
の
筆
は
か
け

が
え
の
な
い
筆
と
な
る
。
私
の
手
に
あ
る
筆
が
他
の
筆
を
以
て
し
て
は
引

く
こ
と
の
で
き
ぬ
さ
ま
ざ
ま
な
線
を
う
み
出
し
て
い
く
、
そ
の
事
実
を
、

書
く
と
い
う
実
践
的
か
か
わ
り
を
通
し
て
感
じ
と
れ
ば
と
る
程
、
こ
の
筆

の
か
け
が
え
の
な
さ
は
私
の
心
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
て
く
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
か
け
が
え
の
な
さ
の
感
得
（
価
値
認
識
）
が
個
別

性
の
自
覚
（
事
実
認
識
）
と
相
即
的
に
成
立
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

あ
る
い
は
、
あ
る
人
－
も
の
の
個
別
性
を
自
覚
す
る
と
き
に
は
す
で
に
何

ら
か
の
価
値
認
識
が
前
提
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
と
一
言
う
こ
と
も
で
き
よ

う
。
従
っ
て
事
実
認
識
の
深
ま
り
と
広
が
り
と
は
価
値
認
識
の
質
を
規
定

し
、
逆
に
価
値
認
識
の
質
が
事
実
認
識
の
深
ま
り
と
広
が
り
と
に
一
定
の

枠
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
か
け
が
え
の
な
さ
の
自
覚
が
個
別
性
の
自
覚
と
相
即
す
る

い
う
こ
と
は
、
個
別
性
の
自
覚
が
か
け
が
え
の
な
さ
の
自
覚
を
う
み
出
す

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
個
別
性
の
自
覚
が
か
け
が
え
の
な
さ
の

自
覚
を
う
み
出
す
の
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
は
、
か
け
が
え
の
な
さ
の

根
拠
は
存
在
者
の
個
別
性
に
存
す
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
全
て
の
人
は
皆
個
別
的
存
在
者
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
凡
そ
存
在
す

る
も
の
こ
と
は
個
別
的
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
自
覚
す
る
こ
と
は
、
　
（
そ

の
理
解
・
自
覚
の
深
浅
の
程
度
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
）
そ
れ
程
困
難
な

こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
個
別
性
の
自
覚
が
、
そ
れ
故
全
て
の
人

が
皆
か
け
が
え
の
な
い
価
値
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
自
覚
（
知
識
で
は

な
く
し
て
心
の
感
得
）
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
結
び
っ
い
て
い
く
も
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
こ
れ
は
例
え
ば
っ
ぎ
の
よ
う
な
例
を
考
え
て
み
れ
ば
一
層
は
っ
き
り
し

て
こ
よ
う
。
私
た
ち
に
は
好
き
に
な
れ
な
い
人
や
も
の
ご
と
が
あ
る
。
あ

る
い
は
こ
ん
な
や
つ
い
な
い
方
が
い
い
と
思
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
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ん
な
や
っ
は
、
他
の
誰
で
も
な
い
、
世
界
に
た
だ
一
人
し
か
い
な
い
こ
ん

な
や
っ
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
こ
ん
な
や
っ
と
い
う
個
別
性
の
認
識
は
、

い
な
い
方
が
い
い
と
い
う
価
値
評
価
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、

個
別
性
の
自
覚
は
か
け
が
え
の
な
さ
の
自
覚
を
必
然
的
に
成
立
さ
せ
る
と

は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
先
の
遠
山
氏
の
体
験
に
し
て
も
、
実
は
既

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

に
心
の
ど
こ
か
で
感
得
さ
れ
て
い
た
自
己
の
か
け
が
え
の
な
さ
が
、
不
可

識
別
者
同
一
の
原
理
と
の
出
会
い
を
契
機
と
し
た
自
己
の
絶
対
的
個
別
性

の
自
覚
に
よ
っ
て
、
氏
の
意
識
に
鮮
明
に
刻
印
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
乱
。

　
さ
て
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
改
め
て
私
た
ち
の
か
け
が

え
の
な
さ
の
根
拠
に
っ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。　

日
本
国
憲
法
は
個
人
の
尊
厳
を
う
た
っ
て
い
る
。
個
人
の
尊
厳
が
憲
法

に
う
た
わ
れ
て
い
る
以
上
、
私
た
ち
は
そ
こ
か
ら
考
え
始
め
れ
ば
よ
い
の

で
あ
っ
て
、
改
め
て
そ
れ
が
よ
っ
て
立
っ
根
拠
は
何
か
な
ど
と
考
え
る
必

要
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
私
に
は
そ
う
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
主
要
に
は
二
つ
の
理
由
か
ら

で
あ
る
。
一
、
個
の
尊
厳
性
、
か
け
が
え
の
な
さ
は
、
現
代
に
お
け
る
民

主
主
義
の
そ
し
て
道
徳
の
出
発
点
で
あ
り
且
っ
帰
結
点
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。
と
こ
ろ
で
、
も
し
個
の
尊
厳
性
、
か
け
が
え
の
な
さ
の
根
拠
が
理
論

的
に
明
確
に
さ
れ
え
な
い
な
ら
ば
、
私
た
ち
の
民
主
主
義
・
道
徳
は
理
論

的
な
脆
弱
性
を
内
包
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
二
、
個
の
尊
厳
性
・

か
け
が
え
の
な
さ
は
民
主
主
義
の
基
本
的
核
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
個
の
尊
厳
性
・
か
け
が
え
の
な
さ
は
、
現
実
に
は
い
と
も

容
易
に
踏
み
に
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
事
例
を
私
た
ち
は
い
た
る

所
で
見
ま
た
体
験
す
る
で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
の
現
実
は
、
民
主
主
義
の
精

神
を
守
り
実
現
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
力
と
、
民
主
主
義
の
精
神
を
形
骸
化

し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
力
と
の
衝
突
、
斗
争
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で

き
る
。
カ
ン
ト
は
、
相
対
的
価
値
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
物
件
（
事
物
）
に

対
し
て
「
人
格
（
霊
富
昌
）
は
そ
の
絶
対
的
価
値
の
ゆ
え
に
、
た
ん
に
手
段

と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
て
は
な
ら
ず
、
『
目
的
自
体
』
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
。
ま
た
人
格
そ
の
も
の
と
人
格
の
状
態
、

性
格
、
能
力
と
を
区
別
し
、
後
者
に
は
相
対
的
価
値
を
も
ち
価
格
を
も
つ

こ
と
を
認
め
た
が
、
「
人
格
の
価
値
は
尊
厳
に
あ
り
、
そ
れ
は
価
格
を
超

越
し
て
お
り
、
等
価
物
を
も
た
な
い
」
「
人
格
の
価
値
は
そ
れ
自
体
で
承

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
枠
肪
）

認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
た
。
私
た
ち
の
直
面
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま

な
社
会
問
題
、
例
え
ば
そ
の
う
ち
の
教
育
問
題
を
と
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ

は
カ
ン
ト
的
に
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
人
格
そ
の
も
の
と
人
格
の
状
態
、
性

格
、
能
カ
と
の
価
値
序
列
を
転
倒
さ
せ
た
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
と
考

え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
転
倒
に
対
す
る
根
底
的
な
批
判
は
、

個
の
尊
厳
性
、
か
け
が
え
の
な
さ
の
根
拠
を
理
論
的
に
明
確
に
し
て
い
く

作
業
を
通
し
て
可
能
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
作
業
を

お
ろ
そ
か
に
す
る
な
ら
ば
、
個
の
尊
厳
性
も
単
な
る
こ
と
ば
の
知
識
に
な

り
果
て
て
し
ま
い
、
私
た
ち
は
平
気
で
他
者
の
か
け
が
え
の
な
さ
を
踏
み

に
じ
る
行
為
を
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
私
た
ち
は
そ
う
い
う
可

能
性
を
か
か
え
こ
ん
で
い
る
。
個
の
か
け
が
え
の
な
さ
を
そ
の
根
拠
に
さ

か
の
ぼ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
理
論
的
作
業
を
通
し
て
、
私
た
ち
は
自

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

・
他
の
内
に
潜
む
民
主
主
義
を
形
骸
化
す
る
力
を
批
判
し
、
そ
れ
に
対
決
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し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

六
、
お
わ
り
に

　
本
稿
は
道
徳
的
実
践
に
占
め
る
個
の
か
け
が
え
の
な
さ
の
重
要
性
に
つ

い
て
考
え
た
。
そ
の
根
拠
の
考
察
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

か
け
が
え
の
な
さ
の
根
拠
の
探
求
は
、
何
ら
か
の
形
で
、
絶
対
的
な
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

の
・
永
遠
的
な
る
も
の
と
触
れ
あ
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
神
と
か
ほ
と
け
↑

仏
性
）
に
求
め
る
な
ら
ぱ
、
宗
教
的
世
界
に
ふ
み
込
む
こ
と
に
な
ろ
二
宗
教
的

超
越
的
世
界
に
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
人
倫
的
世
界
の
内
部
に
お
い

て
考
察
し
て
い
く
と
き
、
か
け
が
え
の
な
さ
の
根
拠
は
何
処
に
ま
た
い
か

な
る
形
で
見
い
出
さ
れ
る
の
か
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
私
は
つ
ぎ
の
点
を
ふ
ま
え
て
考
え
て
い
き
た
い

と
思
う
。
人
は
誰
れ
で
も
幸
福
を
求
め
て
生
き
て
い
る
、
生
き
て
き
た
。

こ
れ
を
事
実
と
し
て
受
入
れ
る
こ
と
。
こ
の
素
朴
な
そ
れ
故
に
根
源
的
な

要
求
・
願
い
は
、
し
か
し
正
当
に
発
現
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

時
に
は
多
く
の
犠
牲
が
必
要
と
さ
れ
た
。
こ
れ
を
歴
史
的
な
事
実
の
う
ち

に
確
認
し
て
い
く
こ
と
。
こ
の
根
源
的
な
要
求
・
願
い
と
そ
れ
を
お
し
っ

ぶ
そ
う
と
す
る
力
に
対
す
る
抵
抗
・
訴
え
の
声
が
核
と
な
っ
て
、
人
は
み

な
か
け
が
え
の
な
い
存
在
な
の
だ
と
い
う
主
張
が
生
成
し
て
き
た
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
日
本
国
憲
法
は
「
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
自
由
及
び
権
利
は
、

国
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
第
十
二
条
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
第
九
十
七
条
で
は
「
こ
の
憲
法
が

日
本
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、
人
数
の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲

得
の
努
力
の
成
果
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
過
去
幾
多
の
試
錬
に

●
　
　
●

堪
へ
、
現
在
及
び
将
来
の
国
民
に
対
し
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の

権
利
と
し
て
信
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

条
文
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
、
人
問
の
本
源
的
な
要
求
、
訴
え
と
の

関
係
の
も
と
に
と
ら
え
か
え
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
、
私
は
痛
感
す

る
。　

お
よ
そ
倫
理
学
的
な
問
い
は
、
そ
れ
が
根
抵
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る

程
、
そ
の
答
え
は
暫
定
的
性
格
を
帯
び
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の

よ
う
な
問
い
は
常
に
新
た
に
問
い
直
さ
れ
、
よ
り
深
く
と
ら
え
返
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
い
の
重
要
性
は
、
出
さ
れ
た

答
え
以
上
に
、
そ
う
い
う
問
い
を
自
ら
へ
の
問
い
と
し
て
担
う
こ
と
、
そ

れ
を
通
し
て
自
ら
の
生
き
方
を
反
省
し
よ
り
深
め
て
い
く
こ
と
に
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。
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