
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
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斉

ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
は
、

ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
の
指
導
者
の
一
人
で
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
建
国
後
に
は
、
初
代
大
統
領
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ

ン
ト
ン
の
も
と
で
初
代
副
大
統
領
を
つ
と
め
、
次
い
で
第
二
代
大
統
領
を
つ
と
め
た
。
独
立
前
後
の
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
政
治
家
で
あ

る
。
ア
ダ
ム
ズ
は
政
治
家
と
し
て
行
動
の
人
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
著
述
家
と
し
て
思
索
の
人
で
も
あ
っ
た
。
彼
の
『
ア
メ
ワ
カ
諸
邦
憲

ハ
1
)

法
擁
護
論
』
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
政
治
的
著
作
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ア
ダ
ム
ズ
が
ワ
シ
ン
ト
ン
大
統
領
の
も
と
で
副
大
統
領
を
つ
と
め
て
い
た
と
き
に
、
コ
タ
ヴ
ィ
ラ
論
』
と
呼
ぶ
審
物
が
刊
行
さ
れ
て

ハ
2
〉

い
る
。
こ
れ
は
、
彼
が
副
大
統
領
に
就
任
し
た
一
七
八
九
年
か
ら
『
合
衆
国
ガ
ゼ
ヅ
ト
』
誌
に
書
簡
の
形
で
発
表
さ
れ
た
一
連
の
論
稿
を

ジ
ョ

γ

・
ア
ダ
ム
ズ
と
ア
、
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

二
五



一一六

後
に
ま
と
め
て
一
日
間
の
書
物
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
ダ
ヴ
ィ
ラ
論
』
な
る
題
名
は
、
こ
の
論
稿
の
多
く
の
部
分
が
イ
タ
リ
ア
の
著
述
家

エ
ン
リ
コ
・
カ
テ
リ

I
ノ
・
ダ
ヴ
ィ
ラ
の
『
フ
ラ
ン
ス
内
乱
史
』
の
引
用
紹
介
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
ダ
ヴ
ィ
ラ
の
引

用
紹
介
自
体
は
、
今
日
必
ず
し
も
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
そ
そ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
引
用
に
先
だ
っ
て
ア
ダ
ム
ズ
自
身
に
よ
る
相
当

に
長
い
考
察
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
部
分
に
は
多
く
の
精
彩
に
富
ん
だ
議
論
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
ひ
く
議
論
が
ア
ダ
ム
ズ
の
独
創
に
か
か
る
も
の
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
は
い
え
な
い

こ
と
は
、
す
で
に
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
の
著
作
集
の
編
者
チ
+
l
ル
ズ
・
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ア
ダ
ム
ズ
に
よ
っ
て
一
九
世
紀
半
ば
に
指
摘
さ

(
3〉

れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ア
ダ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、

『
ダ
ヴ
ィ
ラ
論
』
の
記
述
の
な
か
で
最
も
精
彩
に
寝
む
部
分
は
、
実
は

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
『
道
徳
感
情
論
』
の
第
一
部
第
三
篇
第
二
章
「
野
心
の
起
源
な
ら
び
に
身
分
の
区
別
に
つ
い
て
」
の
焼
き
直
し
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

『
道
徳
感
清
論
』
と
『
ダ
ヴ
ィ
ラ
論
』
と
が
ど
の
よ
う
に
類
似
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
後
の
章
で
詳
し
く
論
ず
る
つ
も
り
で
あ
る

が
、
相
互
の
類
叫
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ス
ミ
ス
と
ア
ダ
ム
ス
の
到
達
す
る
結
論
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、

ア
ダ
ム
ズ

は
ス
ミ
ス
の
議
論
を
か
な
り
忠
実
に
引
用
し
な
が
ら
、

結
論
に
お
い
て
は
、

ス
ミ
ス
と
相
当
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

な

ぜ
、
こ
う
し
た
差
異
が
生
じ
た
の
か
。
そ
れ
が
本
稿
の
主
題
で
あ
る
。

こ
う
し
た
主
題
に
入
る
前
に
、

ハ
4
)

ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
の
人
と
思
想
に
つ
い
て
、
そ
の
概
略
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
ア
ダ
ム
ズ
は
一
七

三
五
年
一

O
月
一
九
日
、
ブ
レ
イ
ン
ト
リ
ー
に
生
ま
れ
た
。

ハ
l
ヴ
ァ
l
ド
大
学
で
は
拘
学
を
学
ん
だ
が
、
卒
業
後
は
神
学
へ
の
興
味
を

失
い
、
教
師
を
つ
と
め
る
か
た
わ
ら
、
法
律
を
学
ん
で
、
や
が
て
弁
護
士
と
な
っ
た
。
印
紙
税
法
に
反
対
し
て
執
筆
し
た
『
教
会
法
と
封

建
法
に
つ
い
て
』

(
一
七
六
五
)
が
、
人
々
の
注
目
を
集
め
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
ア
ダ
ム
ズ
は
草
命
派
の
リ
ー
ダ
ー
に
推
さ
れ
て
い
く



(
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の
で
あ
る
。

一
七
七
四
年
に
は
、
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
は
従
兄
の
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ア
ダ
ム
ズ
と
と
も
に
第
一
四
大
陸
会
議
に
派
遣
さ
れ
、

一
七
七
六
年
に
は
独
立
宣
言
起
草
委
員
の
一
人
と
し
て
独
立
宣
言
に
署
名
し
た
。

一
七
七
八
年
か
ら
は
大
陵
会
議
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
に
使

節
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
そ
の
後
一

0
年
間
は
新
生
ア
メ
リ
カ
の
外
交
官
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
滞
在
し
た
。
彼
の
役
割
は
、
最
初
は
ヨ

l

ロ
V

パ
諸
問
の
援
助
を
求
め
る
こ
と
で
あ
り
、

次
い
で
講
和
全
権
委
員
、

最
後
は
駐
英
公
使
で
あ
っ
た
。

一
七
八
八
年
に
帰
国
し
た
後

は
、
翌
八
九
年
の
選
挙
で
副
大
統
領
に
選
出
さ
れ
、

さ
ら
に
九
六
年
に
は
大
統
領
に
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
後
.

一
八

O
O年

の
選
挙
で
は
、

ト
i
マ
ス
・
ジ
ェ
ブ
ァ
ソ
ン
に
敗
れ
、
以
後
一
八
二
六
年
の
独
立
記
念
日
に
そ
の
生
控
を
終
え
る
ま
で
、
故
郷
の
ク
イ
ン

ジ
ー
に
隠
壊
し
た
。

こ
の
よ
う
に
ア
ダ
ム
ズ
は
、
少
な
く
と
も
一
八

O
O年
ま
で
は
政
治
家
と
し
て
公
務
に
多
忙
な
日
々
を
過
し
た
が
、
そ
の
間
著
述
に
も

少
な
か
ら
ぬ
時
間
を
さ
い
て
い
る
。
独
立
革
命
の
初
期
に
は
、

「
ノ
ヴ
ァ
ン
グ
ラ
ス
」
と
い
う
ペ
ジ
ネ
I
ム
で
、

司
、
ガ
ゼ
ッ
ト
』
紙
に
多

数
の
論
稿
を
寄
ぜ
て
い
た
し
、

一
七
八
六
年
か
ら
八
七
年
に
か
け
て
は
、
全
三
巻
か
ら
成
る
大
著
『
ア
メ
リ
カ
諸
邦
憲
法
擁
護
論
』

〆ヘ
以

下
司
擁
護
論
』
と
略
称
す
る
〉
を
著
わ
し
た
。
こ
の
審
物
は
、

一
七
七
八
年
に
フ
ラ

γ
ス
・
リ
ベ
ラ
ル
派
の
一
人
チ
ュ
ル
ゴ
ー
が
イ
ギ
リ

ス
の
著
名
な
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
る
プ
ラ
イ
ス
に
送
っ
た
手
紙
の
な
か
で
、

ア
メ
リ
カ
邦
諸
の
憲
法
が
イ
ギ
リ
ス
憲
法
に
な
ら
っ
て
権
威

の
拡
散
と
権
力
の
分
立
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
た
の
に
対
し
て
、

ア
メ
ワ
カ
諸
邦
の
憲
法
を
擁
護
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

ア
ダ
ム
ズ
の
主
著
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
、

『
政
府
論
』
や
『
ダ
ヴ
ィ
ラ
論
』
な
ど
多
く
の
著
作
が
残
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
日
記
や
書
簡
も
非
常
に
多
く
遣
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
政
治
的
英
知
の
源
泉
と
し
て
多
く
の
人
々
に
ひ
も
と
か
れ
て

き
た
と
い
っ
て
よ
い
。

門

6
V

で
は
、
こ
う
し
た
著
作
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
ア
ダ
ム
ズ
の
思
想
的
立
場
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
c

で
い
え
ば
、
独

ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

二
七



二
八

立
革
命
後
の
あ
り
う
べ
き
混
乱
の
な
か
で
秩
序
と
安
定
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
秩
序
と
安
定
を
可
能
に
す

る
も
の
は
、
政
治
の
制
度
化
で
あ
る
。
そ
し
て
、
政
治
の
制
度
化
の
成
否
を
決
定
す
る
要
因
の
一
つ
は
、
新
憲
法
の
制
定
で
あ
る
。

〈

7
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ム
ズ
の
『
政
府
論
』
が
新
た
に
制
定
さ
れ
る
べ
き
憲
法
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
提
案
し
た
も
の
で
あ
り
、

ア
ダ

『
擁
護
論
』
が
フ
ラ
ン
ス

の
知
識
人
の
批
判
に
対
し
て
、
各
邦
憲
法
を
擁
護
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
が
憲
法
論
に
大
き
な
関
心
を
払
っ
て
い
た
こ
と
を
示

す
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
意
味
で
、

ア
ダ
ム
ズ
は
立
憲
主
義
者
で
あ
っ
た
。
立
憲
主
義
が
そ
の
本
性
上
保
守
主
義
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

ア

ダ
ム
ズ
は
保
守
主
義
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ア
ダ
ム
ズ
へ
の
関
心
に
は
、
こ
の
保
守
主
義
者
と
し
て
の
ア
ダ
ム
ズ
へ
の
関
心
が
大
き
な
部
分
を

占
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

ク
リ
ン
ト
ン
・
ロ
シ
タ
ー
は
『
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
』
の
な
か
で
、

ア
ダ
ム
ズ
を
「
ア
メ
リ
カ
保
守
主
義

〈

8
〉

「
そ
の
生
涯
は
秩
序
あ
る
自
由
の
試
練
と
栄
光
と
に
対
す
る
勇
敢
な
誓
一
約
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。

2

J
サ

1
プ

何
か
を
保
守
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、

保
守
す
べ
き
何
か

と者
この
ろ第
で一
、級

保3の
守主人
主i物
義2」

とと
は呼
、び

文
字
通
り
に
解
す
れ
ば
、

が
、
何
ら
か
の
挑
戦
に
よ
っ
て
脅
威
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
保
守
す
る
と
は
、
単
に
漠
然
と
現
状
を
維
持
し
よ
う
と
す
る

こ
と
で
は
な
い
。
現
状
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
企
て
を
明
確
に
認
識
し
、
そ
れ
に
対
し
て
自
覚
的
に
現
状
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

初
め
て
保
守
主
義
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

パ
ー
ク
の
保
守
主
義
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
民
衆
の
蜂
起
に
安
定
し
た
政
治
秩
序
に
対
す
る
脅
威
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
た
。
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
も
た
し
か
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
な
か
に
秩
序
を
破
壊
す
る
危
険
な
傾
向
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
の
限
り

で
は
、
た
し
か
に
ア
ダ
ム
ズ
に
は
パ

I
ク
に
一
脈
相
通
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
危
険
に
対
処
す
る

方
策
に
お
い
て
両
者
は
け
っ
し
て
同
じ
で
は
な
い
。
パ
ー
ク
は
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、

イ
ギ
リ
ス
の
特
殊
性
な
い



独
自
性
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
危
険
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
ズ
に
も
同
様
の
志
向
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
事
実

で
あ
る
。
そ
の
初
期
に
お
い
て
は
、

ア
ダ
ム
ズ
も
ア
メ
リ
カ
の
独
自
性
を
強
調
し
、

ア
メ
リ
カ
革
命
は
ア
メ
リ
カ
的
独
自
性
の
所
産
で
あ

る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、

ア
ダ
ム
ズ
は
そ
こ
に
止
ら
な
い
。
ア
ダ
ム
ズ
は
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
、

ア
メ
リ
カ
憲
法
の
基
本
原
理
で
あ

る
権
力
と
抑
制
均
衡
の
原
理
が
、
単
に
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
安
定
し
た
政
治
秩
序
の
実
現
に
役
だ
つ
だ
け
で
は
な
く
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い

て
も
同
様
の
課
題
を
解
決
す
る
の
に
有
効
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
的
伝
統
の
多
様
性
あ
る
い
は
個
別

性
を
積
極
的
に
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
バ

l
グ
的
保
守
主
義
と
は
逆
に
、
地
域
的
差
具
合
}
超
え
て
成
立
す
る
普
遍
主
義
へ
の
傾

向
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
パ

l
グ
的
保
守
主
義
を
も
っ
て
保
守
主
義
の
典
型
と
す
る
な
ら
、

ア
ダ
ム
ズ
は
少
な
く
と
も
典
型
的
な
保
守
主
義
と
は
い

え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
普
遍
主
義
へ
の
傾
斜
は
、

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
単
一
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
形
成
さ
れ
た
ア
メ
リ

カ
に
お
い
て
、
保
守
主
義
が
と
り
う
る
唯
一
の
形
態
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
、
保
守
主
義
が
保
守
す
べ
き
も
の

は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
普
遍
的
教
義
以
外
に
存
在
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、

『
擁
護
論
』
に
お
け
る
ア
ダ
ム
ズ
の
議
論
は
、
こ
う
し
た
普
遍
性
へ
の
傾
斜
を
最
も
典
型
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ア

ダ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
古
代
の
ロ

1
マ
や
ギ
リ
シ
ア
の
社
会
を
精
細
に
分
析
す
る
な
ら
、
そ
れ
ら
が
一
者
、
少
数
、
多
数
の
三
者
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
ず
1

少
数
と
多
数
と
の
区
別
が
生
ず
る
の
は
、
人
聞
に
共
通
な
基
本
的
条
件
に
よ
る
。
す

な
わ
ち
、
肉
体
労
働
を
免
れ
る
便
宜
は
少
数
の
人
に
し
か
可
能
で
な
い
こ
と
に
よ
る
。
ど
の
社
会
に
お
い
て
も
、

一
般
的
な
教
養
を
身
に

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
紳
士
は
、

相
対
的
に
少
数
で
あ
っ
て
、

財
産
と
家
柄
に
悪
ま
れ
て
い
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
少
数
者

の
な
か
か
ら
、

ひ
と
り
の
卓
越
し
た
個
人
が
「
第
一
人
者
」
の
位
置
を
占
め
る
の
は
必
然
的
と
い
っ
て
よ
い
。
残
り
の
大
多
数
の
人
々
は
、

ジ
冨
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

二
九



。

一
般
教
養
や
科
学
の
知
識
を
持
た
ず
に
、
各
自
の
職
業
に
専
念
す
る
人
々
で
あ
り
、
身
の
ま
わ
り
の
わ
ず
か
な
も
の
を
除
け
ば
、
財
産
も

ハ
9
)

ま
っ
た
く
持
っ
て
い
な
い
人
々
で
あ
る
。

一
者
、
少
数
、
多
数
の
一
一
一
者
に
分
化
す
る
こ
と
は
、
古
代
の
社
会
だ
け
で
は
な
く
、
近
代
の
社
会
に
も
認
め
ら
れ
る
現
象
で
あ
り
、
し

ハ
印
)

た
が
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
ア
メ
リ
カ
に
も
共
通
に
認
め
ら
れ
る
傾
向
だ
と
さ
れ
る
。
と
く
に
少
数
の
有
産
者
と
多
数
の
無
産
者
と
の
間

の
対
立
は
、
近
代
社
会
に
お
け
る
政
治
的
紛
争
の
主
要
な
要
因
で
あ
る
。
権
力
分
割
が
意
味
を
持
つ
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
対

立
の
両
当
事
者
が
そ
れ
ぞ
れ
政
治
的
に
意
思
を
表
明
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
ず
二
院
制
は
、
二
様
の
意
味

一
院
制
に
お
い
て
は
、
貴
族
的
少
数
派
が
立
法
部
を
完
全
に
掌
握
す
る
が
、
二
院
制
に
お
い

(
u
u
 

て
は
、
貫
族
的
少
数
派
の
統
制
力
は
上
院
だ
け
に
と
ど
ま
り
、
下
院
に
お
い
て
は
多
数
派
の
民
衆
が
発
言
権
を
確
保
し
う
る
。
第
二
に
、

上
院
は
平
等
派
が
富
め
る
人
々
か
ら
財
産
を
収
奪
す
る
の
を
抑
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
要
す
る
に
、

に
お
い
て
そ
れ
を
可
能
に
す
る
。
第
一
に
、

一
院
制
は
富
め
る
少
数
派
か
貧
し

い
多
数
派
か
い
ず
れ
か
が
立
法
部
を
掌
握
し
て
、
専
制
的
支
配
を
し
く
こ
と
を
防
止
し
え
な
い
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
危
険
を
避
け
る
た

め
に
は
、
ニ
院
制
を
採
用
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
ダ
ム
ズ
は
、
ニ
院
制
の
ほ
か
に
、
執
行
部
首
長
へ
の
法
案
担
否
権
の
付
与
を
重
視
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
づ
け
も
ほ
ぼ
同
様
の
論

理
に
基
づ
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
に
、
執
行
部
の
首
長
は
多
数
派
と
少
数
派
と
の
間
の
公
平
な
調
停
者
と
な
る
こ
と
が
期
待

第
二
に
、
e

執
行
部
の
首
長
は
民
衆
の
保
護
者
た
り
う
る
。

第
一
人
者
と
し
て
の
首
長
に
羨
望
の
念
か
ら
強
く
反
発
す
る
の
で
、
首
長
は
民
衆
の
支
持
を
求
め
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
、

さ
れ
る
。
多
数
派
は
下
院
に
、
少
数
派
は
上
院
に
代
表
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
執
行
部
の
首
長
は
法
案
に
対
す
る
絶
対
的
拒
否
権

両
者
の
間
を
調
停
し
う
る
と
さ
れ
た
。

を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、

少
数
派
は

執
行
部
の
首
長
は
、

一
者
、
少
数
、
多
数
相
互
間
の
均
衡
を
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
民
衆
の
保
護
者
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の



たで
こあ
とる
を。

あア
げダ
てム
L、ース
る同は
0-そ

の
17U 
と
し
て

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
貴
族
を
屈
伏
さ
せ
る
た
め
に
、
君
主
と
人
民
と
の
間
に
同
盟
が
結
ば
れ

こ
う
し
た
普
遍
主
義
的
な
態
度
は
、

『
ダ
ヴ
ィ
ヲ
論
』
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

『
ダ
ヴ
ィ
ラ
論
』
で
も
、
主
要
な
テ

i
マ
は
貧
し

い
多
数
派
と
富
め
る
少
数
派
の
対
立
で
あ
り
、

そ
の
対
立
を
緩
和
す
る
装
置
は
依
然
と
し
て
権
力
分
立
と
抑
制
均
衡
の
政
治
制
度
で
あ

る
。
た
だ
、
多
数
派
と
少
数
派
の
対
立
を
導
く
論
理
に
新
た
な
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
新
た
に
導
入
さ
れ
る
の
は
、

「
卓
越
へ
の
情
熱
百
虫
色
。
ロ
向
。
吋
円
山
吉
広
三
日
0
ろ
」
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
影
響
が
強
く
み
ら
れ
る
の
も
、
こ
の
「
卓
越
へ
の
情

熱
」
を
論
じ
た
部
分
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

2 

『
ダ
ヴ
ィ
ラ
論
』
は
、
全
部
で
一
一
二
篇
の
エ
ッ
セ
イ
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、

ア
ダ
ム
ズ
の
著
作
集
で
は
一
八
三
頁
を
占
め
る
に
過
ぎ

な
い
。
書
物
と
し
て
は
小
冊
子
に
属
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
一
一
二
鰐
の
エ
V

セ
イ
の
う
ち
、
第
一
四
篇
か
ら
第

ゴ
二
篇
ま
で
は
、
ダ
ヴ
ィ
ラ
の
『
フ
ラ
ン
ス
内
乱
史
』
か
ら
の
引
用
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
簡
単
な
コ
メ
ン
ト
と
で
構
成
さ
れ
て
い
て
、

ア
ダ
ム
ズ
自
身
の
独
創
的
な
見
解
が
諮
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
自
身
の
考
察
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
、
第
一
篇
か
ら
第
一
一
一
一

篇
ま
で
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
、
ポ

l
プ
の
吋
人
間
に
つ
い
て
』
、

Z

ド
ヮ

i
ド
・
ヤ
ン
グ
の

2
2
Pを
求
め
て
』
、

マ
ン
デ
グ
ィ
ル
の

『
蜂
の
寓
話
』
な
ど
か
ら
の
長
文
に
及
ぶ
引
用
が
随
処
に
み
ら
れ
、
彼
自
身
の
議
論
は
そ
れ
ほ
ど
長
大
な
も
の
で
は
な
い
。
ア
ダ
ム
ズ
の

議
論
の
主
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、

「
卓
越
へ
の
情
熱
心

に
関
す
る
考
察
に
あ
る
。

「
占
早
越
へ
の
情
熱
」

と
は
、

「
仲
間
に
よ
っ
て
観
察
さ

れ
、
尊
敬
さ
れ
、
評
価
さ
れ
、
称
賛
さ
れ
、
敬
愛
さ
れ
、
賛
美
さ
れ
た
い
欲
求
で
あ
っ
て
、
人
間
の
心
に
見
出
さ
れ
る
最
も
古
く
か
っ
最

ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス



も
強
烈
な
性
向
の
一
つ
で
あ
る
。
:
・
・
:
男
、
女
、
こ
ど
も
、
彼
ら
が
ど
こ
に
い
よ
う
と
、
あ
る
い
は
彼
ら
が
老
人
で
あ
れ
青
年
で
あ
れ
、

貧
者
で
あ
れ
富
者
で
あ
れ
、
高
貴
な
も
の
で
あ
れ
卑
賎
な
も
の
で
あ
れ
、
賢
者
で
あ
れ
患
者
で
あ
れ
、
無
知
な
も
の
で
あ
れ
知
識
あ
る
も

の
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
個
人
は
、
自
分
の
周
囲
に
い
る
人
や
知
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
見
ら
れ
、
聞
か
れ
、
語
ら
れ
、
誉
め
ら
れ
、
敬
わ
れ

た
い
と
す
る
欲
求
に
よ
り
動
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
・
:
・
:
こ
う
し
た
情
念
は
、
そ
れ
が
真
理
を
求
め
る
際
の
公
正
な
努
力
や

有
徳
な
行
動
で
他
人
を
陵
駕
し
よ
う
と
す
る
欲
求
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
覇
気
由
自
己
即
位
。
ろ
と
呼
ば
れ
る
。

ハM
m
)

と
し
て
権
力
を
め
ざ
す
場
合
に
は
、
野
心
(
〉

g
z
z
oろ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」

そ
れ
が
卓
越
の
手
段

「
人
間
性
の
な
か
に
、
単
純
な
博
愛
心
、
す
な
わ
ち
他
人
の
幸
福
を
求
め
る
愛
情
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け

で
は
利
己
的
自
愛
と
は
つ
り
あ
わ
な
い
。
そ
こ
で
、
自
然
は
親
切
に
も
わ
れ
わ
れ
を
社
会
の
よ
き
メ
ン
バ
ー
と
す
る
た
め
に
、
崎
将
愛
心
に

名
声
へ
の
欲
求
を
つ
け
加
え
た
の
で
あ
る
。
:
・
:
自
然
は
賞
と
罰
に
よ
っ
て
自
己
保
全
の
法
則
を
支
持
し
て
い
る
。
:
・
:
・
同
じ
自
然
は
も

う
一
つ
の
法
剤
、
す
な
わ
ち
人
類
の
諸
権
利
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
そ
の
幸
福
を
増
進
す
る
法
則
を
課
し
、
他
の
賞
と
罰
に
よ
っ
て
そ
れ

ハM
U〉

を
支
持
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
賞
と
は
、
現
世
に
お
け
る
他
人
の
尊
敬
と
称
賛
で
あ
り
、
罰
と
は
無
視
と
悔
蔑
で
あ
る
。
」

こ
の
よ
う
に
他
人
の
尊
敬
と
称
賛
を
得
た
い
と
す
る
欲
求
は
、
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
人
々

(mv 

は
「
美
貌
、
優
雅
、
洗
練
」
を
求
め
る
。
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
属
性
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
喜
び
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で

は
な
く
て
、
こ
う
し
た
属
性
を
備
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
人
々
の
注
目
を
集
め
う
る
か
ら
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
家
柄
も
同
様
で
あ
る
。

「
王
家
の
一
滴
の
血
は
、
:
:
:
世
間
の
注
意
を
ひ
き
つ
け
る
。
:
:
:
あ
る
家
族
の
名
前
は
五

O
O年
も
の
問
、
新
聞
、
年
鑑
、
記
録
、
歴

史
な
ど
で
人
々
の
自
に
ふ
れ
て
い
た
た
め
、
万
人
に
知
ら
れ
、
尊
敬
さ
れ
、
喜
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
血
統
を
継
い
で
、
こ

う
し
た
名
前
を
持
っ
た
こ
ど
も
や
若
者
は
、
被
が
賢
い
人
か
愚
か
な
人
か
が
わ
か
る
前
に
す
で
に
、
す
べ
て
の
仲
間
た
ち
の
耳
や
自
を
ひ



〈

凶

〉

き
つ
け
る
の
で
あ
る
。
」

人
々
が
富
を
求
め
る
の
も
、

「
富
が
人
々
の
注
目
と
尊
敬
と
祝
福
を
集
め
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
富
者
が
貧
者
よ
り
も
現
実
に
多
く
の
安

楽
と
愉
悦
を
有
す
る
か
ら
で
は
な
い
。
:
:
:
貧
し
い
人
々
の
良
心
は
澄
ん
で
い
て
も
、
彼
は
恥
ず
か
し
く
思
う
。
彼
の
性
格
に
は
非
の
う

ち
ど
こ
ろ
が
な
く
て
も
、
彼
は
・
無
視
さ
れ
軽
蔑
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
自
分
自
身
が
他
の
人
々
の
視
野
の
外
に
あ
る
と
感
じ
、
閣
の
な
か
を

〈

m却
)

手
探
り
で
進
ん
で
い
る
。
人
は
誰
も
彼
を
認
め
て
く
れ
な
い
。
」
学
問
の
世
界
で
学
者
を
か
り
た
て
る
も
の
も
、

「
義
務
感
や
真
理
へ
の

愛
」
だ
け
で
は
な
い
。

「
も
し
ク
ル

I
ソ
ー
が
彼
の
島
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
図
書
館
を
持
ち
、

し
か
も
二
度
と
人
間
の
顔
を
み
な
い

こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
し
た
ら
、
彼
は
一
冊
の
本
で
も
ひ
も
と
く
で
あ
ろ
う
か
。
:
:
:
文
筆
家
に
共
通
の
目
的
と
偶
像
は
名
声
で
あ

(

幻

)る
。
」真

に
能
力
を
備
え
た
人
が
こ
の
世
界
を
統
治
す
べ
き
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
人
を
発
見
す
る
の
は
き
わ
め
て
難
し
い
。

「
人
間

性
の
な
か
で
名
誉
を
求
め
る
欲
求
ほ
ど
普
遍
的
な
も
の
は
な
く
、

し
か
も
真
に
能
力
あ
る
も
の
は
き
わ
め
て
少
数
に
限
ら
れ
て
い
る
の

(m〉

で
、
尊
敬
を
渇
望
す
る
人
の
数
は
、
能
力
の
み
に
よ
っ
て
そ
れ
を
求
め
よ
う
と
す
る
人
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
多
い
の
で
あ
る
。
」
こ
の
よ

う
に
、
す
べ
て
の
人
々
が
ひ
と
し
く
「
卓
越
へ
の
情
熱
」
に
動
か
さ
れ
て
い
る
と
き
、
貴
族
日
少
数
派
と
大
衆
日
多
数
派
と
の
対
立
は
い

っ
そ
う
深
刻
な
も
の
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
を
均
衡
さ
せ
る
権
力
分
立
制
の
必
要
性
も
ま
ず
ま
ず
強
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で

あ
る
。こ

れ
が

『
ダ
ヴ
ィ
ラ
論
』

に
お
い
て
ア
ダ
ム
ズ
自
身
が
展
開
し
た
議
論
の
概
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
ア
ダ
ム
ズ
が
到
達
し
た
結
論
は
、

『
擁
護
論
』
に
お
け
る
結
論
と
そ
れ
ほ
ど
変
っ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
ア
ダ
ム
ズ
が
い
か
な
る
結
論
に
到
達
す
る
か
は
、
わ
れ

わ
れ
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
ひ
く
の
は
、
結
論
を
導
く
ま
で
の
論
理
の
道

ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
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 complacency

，
 an
d
 approbation

，
 

are 
all 

the 
advantages w

h
i
c
h
 w

e
 can prop

慨
to

derive f
r
o
m
 it 

(
T
h
e
 T
h
e
o
r
y
 of 

M
o
m
l
 s
e
n
t
i
m
e
s
j
 

A
 desire 

to 
be observed

，
 considered

，
 esteemed

，
 praised

，
 beloved

，
 an
d
 admired b

y
 his 

fellows 
is 
one of the 

CoS) 
earliest 

as 
well 

as 
keenest 

dispositions 
discovered 

in 
the heart 

of 
m
a
n
.
 
(Discourses 

o
n
 Davilli) 

T
h
e
 rich 

m
a
n
 glories 

in 
his 

riches
，
 because h

e
 feels 

that 
they 

naturally 
d
r
a
w
 u
p
o
n
 
h
i
m
 the attention 

of 

the 
world

，
 an
d
 that 

m
a
n
k
i
n
d
 are 

disposed 
to 

g
o
 along with h

i
m
 in 

all those agreeable emotions with w
h
i
c
h
 

c
m
 

the 
advantages of 

his 
situation 

so 
readily 

inspire 
him. 

(
T
h
e
 T
h
e
o
r
y
 of 

M
o
r
a
l
 Sentiments) 

T
h
e
 answer to 

all 
these questions is

，
 because riches attract the attention

，
 consideration

，
 an
d
 congratulations 

of 
m
a
n
k
i
n
d
;
 
it 

is 
not 

because the 
rich 

h
a
v
e
 really 

m
o
r
e
 of 

ease 
or 

pleasure 
than the poor. 

(Discourses o
n
 

ca) 
D
a
vi1l

a) 

T
h
e
 poor m

a
n
，
 on
 the 

other h
a
n
d
，
 is 
a
s
h
a
m
e
d
 of 

his 
poverty. 

H
e
 feels 

that 
it 

either 
places 

h
i
m
 out 

of 

the 
sight of 

m
a
n
k
i
n
d
，
 or 

that
，
 if 
they 

take 
a
n
y
 notice 

of 
h
i
m
，
 they h

a
v
e
，
 ho
w
e
v
e
r
，
 scarce a

n
y
 fellow-feeling 
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両
者
が
一
字
一
匂
同
じ
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
の
大
意
や
用
い
ら
れ
て
い
る
語
葉
な
ど
の
点
で
、
両
者
の

間
に
著
し
い
類
似
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
ア
ダ
ム
ズ
が
「
卓
越
へ
の
情
熱
」
な
る
観
念
を
ス
ミ
ス
の
吋
道
徳
感
情
論
』
か

ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
構
成
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
裏
づ
け
る
傍
証
と
し
て
、
さ
ら
に
二
つ
の
事
実
を
指
摘
し
て

お
こ
う
。
そ
の
一
つ
は
、

『
ダ
ヴ
ィ
ラ
論
』
の
第
八
篇
に
同
道
穂
感
情
論
』
か
ら
の
か
な
り
長
い
引
用
が
あ
り
、
同
篇
の
ほ
と
ん
ど
全
部

を
占
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
引
用
文
は
、
第
一
部
一
一
一
篇
第
二
撃
か
ら
の
も
の
で
、
先
に
例
示
し
た
文
章
の
後
に
続
く
部
分
か
ら
と

ら
れ
て
い
る
。
ア
ダ
ム
ズ
が
円
道
徳
感
情
論
』
の
、
と
く
に
第
一
部
第
三
篇
か
ら
強
い
印
象
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。

ア
ダ
ム
ズ
が
若
か
り
し
頃
に
書
い
た
z

y

セ
イ
『
自
己
幻
想
に
つ
い
て
』

〈

鈎

)

に
『
道
徳
感
情
論
』
に
お
け
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
推
論
を
範
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
c

こ
れ
は
ア
ダ
ム
ズ
が
二
八
歳
の
と
き
に
書
か

も
う
一
つ
の
傍
証
は
、

(
一
七
六
三
年
)
の
な
か
で
、
す
で

れ
た
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
が
、
彼
が
若
い
と
き
か
ら
ス
ミ
ス
の
道
徳
哲
学
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ち
な
み

一
七
七
七
年
に
妻
の
ア
ピ
ゲ
イ
ル
に
あ
て
た
書
簡
の
な
か
で
す
で
に
『
優
越
へ
の
情
熱
』

(
3
3
8
片足

E
匂包
2
5心
と
い
う
表

現
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、

「
卓
越
へ
の
情
熱
」
と
い
う
観
念
も
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
育
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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ムノ、

周
知
の
ご
と
く
吋
道
徳
感
情
論
』
は
、
市
民
社
会
を
構
成
す
る
人
間
像
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
市
民
社
会
に
お
い

て
、
市
民
は
自
己
利
益
の
実
現
の
た
め
に
努
力
す
る
。
各
市
民
は
そ
れ
ぞ
れ
の
私
的
利
益
の
実
現
に
向
け
て
、
自
由
に
選
択
し
活
動
す
る

の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
市
民
社
会
に
は
自
由
な
競
争
が
多
様
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
自
由
競
争
は
一
見
無
秩
序
の
外
観

を
皇
す
る
が
、
し
か
し
市
民
社
会
は
け
っ
し
て
無
秩
序
な
社
会
で
は
な
い
。
個
々
の
市
民
の
利
己
的
活
動
が
、

「
神
の
見
え
ざ
る
手
」
に

導
か
れ
て
、
結
局
市
民
社
会
の
秩
序
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
場
合
、
市
民
は
ま
っ
た
く
無
制
約
に
利
己
的
な
行
動
を
と
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
市
民
は
い
か
な
る
道
徳
的
規
範
も
持
た
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
他
人
の
自
己

利
益
を
認
め
な
い
限
り
、
自
分
の
自
己
利
益
を
他
人
に
認
め
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
市
民
社
会
に
お
い
て
も
、
市
民
相

互
の
関
係
を
律
す
る
規
範
は
、
当
然
に
存
在
す
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
市
民
社
会
の
道
徳
的
規
範
の
根
拠
を
論
じ
た
の
が
『
道
徳
感
情
論
』
で
あ
お
が
そ
こ
で
は
、
規
範
の
成
立
基
盤
は
、
飽
人
の

感
情
に
対
し
て
人
々
が
寄
せ
る
同
感

(ω
ヨ
3ayu乙
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
他
人
の
喜
び
ゃ
悲
み
や
怒
り
を
そ
の
原
因
や
根
拠
も
含
め
て

了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
同
感
は
相
互
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
各
個
人
は
自
分
も
ま
た
他
の
人
々
に
同
感
さ
れ
る
対

象
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
各
偶
人
は
他
の
人
々
の
同
感
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
行
動
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
く
に

「
見
知
ら
ぬ
人
々
の
集
団
」
(
〉
凶
器
8
5宮
司

oh
卑『

g
m
qる
か
ら
も
十
分
な
同
感
を
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
自
分
自
身
を
律
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
市
民
は
「
冷
静
で
中
立
的
な
観
察
者
」
を
意
識
し
な
が
ら
、
自
己
抑
制
に
つ
と
め
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
の

(
m
v
 

で
あ
る
。

ア
ダ
ム
ズ
が
依
拠
し
て
い
る
第
一
部
三
篇
第
二
章
は
「
野
心
の
起
源
な
ら
び
に
身
分
の
区
別
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、
直
前
の

第
一
章
で
「
わ
れ
わ
れ
が
喜
び
に
同
情
し
よ
う
と
す
る
傾
向
は
、
悲
し
み
に
同
情
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
く
ら
べ
で
は
る
か
に
強
力
で
あ



「
富
と
権
力
と
出
世
と
を
追
求
す
る
最
後
の
目
的
は
、
:
:
:
他
人
に
同
情
と
好
意
の
称
賛
と
を
も
っ
て

ハm品
)

遇
せ
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、

〈

m剖
)

る
」
と
述
べ
た
こ
と
を
受
け
て
、

「
富
者
が
自
分
の
巨
富
を
自
慢
す
る
の
は
、

か
よ
う
な
巨
富
の
た
め
に

世
間
の
人
々
が
自
然
彼
に
在
意
を
払
う
」
か
ら
で
あ
り
、

ハ
川
品
)

世
間
の
人
々
の
視
野
の
外
に
置
か
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
c

「
貧
乏
人
が
自
分
の
貧
困
を
恥
ず
か
し
が
る
(
の
は
)
、
貧
困
の
た
め
に
彼
が

ア
ダ
ム
ズ
の
議
論
と
ス
ミ
ス
の
議
論
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、

ま
ず
第
一
に
、

ス
ミ
ス
が
富
と
貧
困
の
対
比
に
考
察
を
限
定
し
て
い

て
、
そ
れ
以
外
で
は
せ
い
ぜ
い
権
力
者
を
ひ
き
あ
い
に
出
し
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、

ア
ダ
ム
ズ
は
「
卓
越
へ
の
情
熱
」
と

い
う
形
で
、
考
察
の
対
象
を
普
遍
的
に
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

ス
ミ
ス
の
場
合
に
も
、
他
人
の
向
感
を
得
た

い
と
い
う
普
遍
的
欲
求
が
背
景
に
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
他
人
の
注
目
と
称
賛
の
的
に
な
り
た
い
と
す
る
欲
求
と
甚
接
結
び
つ
け

ら
れ
て
い
る
の
は
、
宮
を
得
た
い
と
す
る
関
心
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ア
ダ
ム
ズ
の
場
合
に
は
、
富
を
求
め
る
欲
求
も
、
学
者

文
人
の
創
作
へ
の
意
欲
も
、
軍
人
の
愛
国
心
に
根
ざ
す
行
動
も
、
す
べ
て
「
卓
越
へ
の
情
熱
」
の
現
わ
れ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、

わ
れ
わ
れ
は
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
の
普
遍
主
義
的
傾
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
こ
う
し
た
人
間
の
性
向
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
る
結
論
が
、

ス
ミ
ス
と
ア
ダ
ム
ズ
と
で
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、

「
富
者
や
権
力
者
の
抱
く
あ
ら
ゆ
る
情
感
に
常
に
ひ
た
り
た
い
と
い
う
こ
の
人
類
の
性

情
を
基
礎
と
し
て
、

身
分
の
差
別
や
社
会
の
秩
序
が
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
お
)

て
、
最
も
強
く
支
持
せ
ら
れ
て
い
る
。
」
貴
族
は
そ
の
優
雅
な
身
振
り
や
話
し
方
に
よ
っ
て
、
民
衆
の
称
賛
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る

む
し
ろ
社
会
秩
序
こ
そ
は
か
よ
う
な
性
向
に
よ
っ

が
、
卑
し
い
身
分
の
も
の
が
そ
れ
を
真
似
て
も
人
々
の
廟
笑
を
買
う
だ
け
で
あ
る
。
向
感
の
原
理
に
よ
っ
て
、
誰
も
が
人
か
ら
尊
敬
さ
れ

た
い
と
欲
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
が
宮
者
や
権
力
者
を
賛
美
し
崇
拝
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
分
の
差
異
と
社
会
の
秩
序
と
を
確
立
さ

ジ
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^ 

せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ア
ダ
ム
ズ
は
「
卓
越
へ
の
情
熱
心
に
よ
っ
て
社
会
の
秩
序
が
確
立
さ
れ
る
と
は
考
え
な
い
。
む
し
ろ
、
富
や
権
力
へ
の
渇
望
が
普
遍
化

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
の
秩
序
は
動
揺
し
、
統
治
の
必
要
性
が
増
大
す
る
と
主
張
す
る
。
奇
妙
な
こ
と
に
ア
ダ
ム
ズ
は
、
富
者
や

権
力
者
へ
の
賛
美
と
崇
拝
が
社
会
秩
序
を
確
立
さ
せ
る
と
す
る
ス
ミ
ス
の
所
論
(
第
一
部
一
一
一
篇
第
二
章
の
後
半
〉
を
ほ
と
ん
ど
原
文
の
ま

ま
引
用
す
る
こ
と
に
、

『
ダ
ヴ
ィ
ラ
論
』
第
八
篇
の
ほ
と
ん
ど
全
部
を
あ
て
て
い
る
。
た
だ
、

ア
ダ
ム
ズ
が
ス
ミ
ス
の
所
論
を
引
用
し
た

意
図
は
、

ヨ
l
ロ
V

パ
に
お
け
る
貴
族
や
王
侯
が
い
か
に
不
幸
で
み
じ
め
な
存
在
で
あ
る
か
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
ス
ミ
ス
の
引

ア
ダ
ム
ズ
は
「
自
然
は
英
雄
た
ち
の
胸
中
に
こ
う
し
た
情
念
に
対
す
る
い
か
な
る
制
約
も
設
け
ず
、
世
界
は
そ
れ
を
抑

(
M
m
〉

制
す
る
代
り
に
鼓
舞
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
抑
制
は
当
然
統
治
の
形
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

用
文
の
直
後
に
、

で
は
、
こ
う
し
た
ア
ダ
ム
ズ
と
ス
ミ
ス
の
差
異
は
何
は
由
来
す
る
の
か
。
も
し
も
そ
の
差
異
が
両
者
の
直
面
し
て
い
た
社
会
状
況
の
差

異
に
対
応
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
結
局
平
等
主
義
的
ア
メ
リ
カ
と
貴
族
主
義
的
イ
ギ
リ
ス
と
の
差
異
に
帰
着
す
る
で
あ
ろ
う
。
イ
ギ
リ

ス
の
よ
う
に
身
分
的
秩
序
が
成
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、

「
卓
越
へ
の
情
熱
」
も
む
し
ろ
既
存
の
秩
序
を
維
持
す
る
穏
や
か
な
機
能
を

果
た
す
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、

ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
そ
も
そ
も
身
分
的
秩
序
が
存
在
せ
ず
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
は
平
等
化
へ
の
強
い

「
卓
越
へ
の
情
熱
」
は
既
存
の
秩
序
を
動
揺
さ
せ
る
機
能
を
持
つ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

円明む

ア
ダ
ム
ズ
は
貴
族
主
義
者
で
あ
り
、
人
間
の
本
質
的
不
平
等
を
信
じ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
た
し
か
に
『
ダ
ヴ
ィ
ラ
論
』
の
な
か
で

も
、
「
す
べ
て
の
人
間
は
自
然
に
よ
っ
て
死
す
べ
き
運
命
と
い
う
平
等
な
法
則
に
服
す
る
し
、
ま
た
社
会
に
お
い
て
は
、
彼
ら
の
統
治
に

つ
い
て
平
等
な
法
的
権
利
を
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ど
ん
な
こ
人
の
人
間
も
、
財
産
、
理
解
力
、
活
動
力
、
徳
性
な
ど
の
点
で
完
全
に

ハ
師
同
〉

平
等
で
あ
る
こ
と
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

傾
向
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、

『
擁
護
論
』
で
は
、
適
切
に
抑
制
さ
れ
た
場
合
、
貴
族
制
は
社
会
秩
序
を
保
持
す



(

m
四
〉

る
上
で
積
極
的
な
役
割
を
果
し
う
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。

n
-
3
-

、

み
J

中
J

ア
ダ
ム
ズ
の
貴
族
主
義
は
あ
く
ま
で
平
等
主
義
的
な
社
会
を
前
提
に
し
た
主
張
で
あ
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な

身
分
的
あ
る
い
は
階
級
社
会
を
前
提
に
し
た
貴
族
主
義
で
は
な
く
、
平
等
化
の
進
ん
だ
社
会
に
お
け
る
人
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
差
異
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
自
然
的
貴
族
制
の
主
張
で
あ
っ
た
。

ア
ダ
ム
ズ
は
一
八
一
四
年
に
テ
イ
ラ
ー
に
送
っ
た
手
紙
の
な
か
で
、

一O
O人
か

ら
成
る
民
主
的
共
和
国
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
な
か
に
は
六
人
の
財
産
家
、
六
人
の
雄
弁
家
、
六
人
の
有
識
者
、
六
人
の
雄
弁
と
知
識

と
財
産
を
兼
ね
備
え
た
も
の
、
六
人
の
術
策
と
投
知
と
好
計
に
た
け
た
も
の
、
計
三

O
人
の
貴
族
が
存
在
す
る
と
い
い
、
さ
ら
に
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

「
私
が
用
い
る
貴
族
と
い
う
言
葉
は
、
彼
の
徳
性
、
才
能
、
学
識
、
鰐
舌
、
寡
黙
、
卒
直
、
黙
秘
、
容
貌
、
容
姿
、
雄
弁
、
洗
練
、
風

采
、
態
度
、
動
作
、
富
、
出
生
、
術
策
、
講
演
、
好
計
、
社
交
性
、
飲
酒
、
放
蕩
、
詐
欺
、
偽
証
、
暴
力
、
裏
切
り
、
懐
疑
論
、
理
神
論

(
州
制
)

な
い
し
無
神
論
、
こ
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
社
会
で
二
票
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
票
を
統
制
し
あ
る
い
は
支
配
し
う
る
市
民
を
さ
す
。
」

ア
ダ
ム
ズ
の
い
う
貴
族
制
は
、
こ
の
よ
う
に
き
わ
め
て
多
様
で
は
あ
る
、
が
此
一
一
紹
な
差
異
に
よ
っ
て
貴
族
と
民
衆
の
分
化
が
起
こ
る
ほ
ど
、

平
等
化
が
進
ん
だ
社
会
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
卓
越
へ
の
情
熱
」
が
す
べ
て
の
人
に
共
有
さ
れ
、

そ
れ
が
社
会
の
秩
序
を
解
体
す
る
要
因
に
な
り
う
る
の
も
、
平
等
主
義
社
会
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
伝
統
的
な
身
分
制
度
が
厳
然
と
し

て
存
在
し
て
い
る
な
ら
、
そ
も
そ
も
他
人
か
ら
抜
き
ん
出
た
存
在
と
な
る
こ
と
は
、
特
定
の
階
膚
に
属
す
る
も
の
の
特
権
で
し
か
な
い
。

万
人
が
平
等
な
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
の
み
、

「
卓
越
へ
の
情
熱
」
は
普
遍
的
な
欲
求
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
ズ
の
政

治
論
も
、
平
等
化
を
暗
黙
の
前
提
と
し
つ
つ
、
貴
族
制
の
価
値
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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司
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思
想
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経
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学
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開
向
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哉
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ダ
ム
・
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と
現
代
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収
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び
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ダ
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