
現
代
の
ス
ビ
ノ
ず
ル
ネ

意
昧
す
る
も
の

ツ

サ
ン

ス
が

フ
ラ
ン
ス
に
お
げ
る
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
を
中
心
と
し
て

野
　
俊
　
哉

　
こ
の
小
論
は
、
今
後
の
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
の
予
備
作
業
と
し
て
、
現
代
の
特
に

フ
ラ
ソ
ス
に
お
げ
る
ス
ピ
ノ
ザ
に
関
す
る
最
近
の
研
究
業
績
の
一
都
を
整
理

し
、
そ
れ
を
敷
術
す
る
形
で
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
の
新
た
な
方
向
を
探
ろ
う
と
L
た

も
の
で
あ
る
。

　
一
九
六
〇
年
代
後
半
以
来
、
主
と
し
て
フ
ラ
ソ
ス
を
中
心
に
、
新
L
い
〈
ス

ピ
ノ
ザ
・
ル
ネ
ヅ
サ
ソ
ス
〉
と
も
言
う
べ
き
流
れ
が
続
い
て
い
る
。
六
八
年
に

は
、
マ
ル
シ
ャ
ル
。
ゲ
ル
ー
に
よ
る
『
エ
チ
カ
』
に
関
す
る
詳
細
な
構
造
的
分

析
を
施
し
た
未
完
の
大
作
『
ス
ピ
ノ
ザ
』
の
出
版
が
始
ま
り
、
同
年
ジ
ル
一
ド

ゥ
ル
ー
ズ
の
『
ス
ピ
ノ
ザ
と
表
現
の
間
題
』
が
出
版
さ
れ
る
。
六
九
年
に
は
ア

レ
ク
サ
ソ
ド
ル
固
マ
ト
ゥ
ロ
ソ
が
『
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
げ
る
個
人
と
共
同
体
』
を

出
す
と
、
畑
」
う
し
た
新
研
究
の
う
ね
り
を
受
け
る
形
で
七
七
年
か
ら
は
、
研
究

誌
『
カ
イ
エ
。
ス
ピ
ノ
ザ
』
の
刊
行
が
開
始
さ
れ
る
。
七
九
年
に
ピ
エ
ー
ル
。

マ
シ
ュ
レ
の
『
へ
ー
ゲ
ル
か
ス
ピ
ノ
ザ
か
』
、
八
五
年
に
は
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ソ
。

ア
ル
キ
ェ
の
『
ス
ピ
ノ
ザ
の
理
性
』
と
続
く
間
に
、
八
一
年
に
は
ア
ソ
ト
ニ

オ
・
ネ
グ
リ
の
『
野
性
の
異
例
性
ー
バ
ル
フ
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
権
力
と
カ

能
に
つ
い
て
の
試
論
』
が
大
き
な
注
目
を
浴
び
る
。

　
こ
う
L
た
フ
ラ
ソ
ス
を
中
心
と
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
ヘ
の
新
た
な
関
心
の
高
ま
り

は
、
従
来
の
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
の
水
準
を
著
し
く
上
昇
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ス

ピ
ノ
ザ
解
釈
も
一
新
さ
れ
る
こ
と
に
た
っ
た
。
な
か
で
も
、
へ
ー
ゲ
ル
や
マ
ル

ク
ス
と
の
関
係
の
見
直
し
と
い
う
点
で
は
、
実
り
多
い
成
果
が
あ
げ
ら
れ
た
と

い
っ
て
よ
い
だ
・
ろ
う
。
様
々
な
視
点
か
ら
ス
ピ
ノ
ザ
の
読
み
直
し
は
行
な
わ
れ

て
い
る
が
、
あ
え
て
そ
の
主
た
る
思
潮
を
分
類
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
二
つ
の

方
向
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
た
い
か
と
思
う
。
第
一
の
視
点

は
、
ス
ピ
ノ
ザ
を
マ
ル
ク
ス
と
の
連
関
の
申
で
読
み
直
そ
う
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ

ソ
で
あ
り
、
第
二
の
視
点
は
、
マ
ル
ク
ス
の
み
た
ら
ず
む
L
ろ
二
ー
チ
ェ
と
の

結
び
付
き
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
第
一
の
も
の
以
上
の
展
望
を
獲
得
L
よ
う
と

試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
第
一
の
立
場
が
現
わ
れ
る
背
景
に
は
、
六
〇
年
代
に
ア
ル
チ
ュ
セ
ー

ル
ら
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
マ
ル
ク
ス
の
再
読
解
が
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い

る
。
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
、
『
資
本
論
を
読
む
』
『
マ
ル
ク
ス
の
た
め
に
』
　
（
共

69　現代のスピノザ・ルネッサンスが意味するもの



に
一
九
六
五
年
）
で
、
マ
ル
ク
ス
の
理
論
体
系
の
申
に
、
　
「
構
造
因
果
性
」
お

よ
び
、
初
期
マ
ル
ク
ス
と
『
資
本
論
』
と
の
「
認
識
論
的
断
絶
」
を
読
み
取
る

こ
と
で
、
従
来
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
マ
ル
ク
ス
解
釈
に
代
わ
る
新
し
い
エ
ピ
ス

テ
モ
ロ
ジ
ー
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
サ
」
で
彼
は
す
で
に
、
自
分
が
へ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ゲ
ル
よ
り
ス
ピ
ノ
ザ
の
側
に
立
脚
す
る
｝
」
と
を
明
ら
か
に
L
て
い
た
。

　
ス
ピ
ノ
ザ
が
、
へ
－
ゲ
ル
を
先
取
り
し
て
い
る
ぱ
か
り
か
、
あ
る
側
面
で
は

反
駁
し
て
さ
え
い
る
と
い
う
ア
ル
チ
ュ
セ
i
ル
派
の
視
点
は
、
マ
シ
ュ
レ
の

『
へ
ー
ゲ
ル
か
ス
ピ
ノ
ザ
か
』
（
一
九
七
九
）
に
お
い
て
結
実
す
る
。
彼
は
、
ス

ピ
ノ
ザ
の
「
幾
何
学
的
方
法
」
「
属
性
と
実
体
の
関
係
」
「
否
定
と
」
て
の
規
定

の
位
置
」
と
い
う
間
題
に
つ
い
て
の
へ
ー
ゲ
ル
の
ス
ピ
ノ
ザ
理
解
と
、
ス
ピ
ノ

ザ
自
身
の
思
想
の
齪
鰯
を
精
級
た
読
解
で
捌
扶
L
て
い
き
た
が
ら
、
ス
ピ
ノ
ザ

の
申
に
、
〈
ポ
ス
ト
弁
証
法
的
〉
と
で
も
冒
う
べ
き
プ
ρ
セ
ス
を
見
い
だ
そ
う
と

し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
が
批
判
し
た
、
へ
－
ゲ
ル
流
の
観
念
論
的
弁
証
法
を
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
立
場
で
改
め
て
批
判
し
つ
つ
、
唯
物
論
的
弁
証
法
の
新
た
な
可
能

性
を
ス
ピ
ノ
ザ
の
中
に
求
め
て
い
く
の
が
・
」
の
立
場
の
一
つ
の
姿
勢
で
あ
り
、

今
後
の
展
開
が
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
立
場
は
、
結
果
と
し
て
二
ー
チ
ェ
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、
第
一
の
立

場
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
を
、
弁
証
法
的
思
考
様
式
全
体
へ
の
批
判

老
と
し
て
位
置
付
け
る
。
こ
れ
も
、
明
ら
か
に
六
〇
年
代
以
降
の
時
代
の
空
気

を
反
映
L
て
い
る
。
コ
レ
ー
ジ
ュ
。
ド
。
フ
ラ
ソ
ス
の
開
講
講
義
で
フ
ー
コ
ー

は
、
　
「
わ
れ
わ
れ
の
時
代
は
、
論
理
学
に
よ
る
に
せ
よ
、
認
識
論
に
よ
る
に
せ

よ
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
に
せ
よ
、
二
ー
チ
ェ
に
よ
る
に
せ
よ
、
挙
げ
て
へ
－
ゲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ル
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。
」
と
述
べ
た
が
、
終
戦
ま
で
ア
レ
ク
サ
ソ

ド
ル
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
に
よ
る
へ
－
ゲ
ル
哲
学
の
大
胆
な
導
入
が
図
ら
れ
た
後
の

フ
ラ
ソ
ス
で
は
、
と
り
わ
げ
非
へ
－
ゲ
ル
的
な
思
考
へ
の
渇
望
が
、
現
象
学
画

構
造
主
義
の
台
頭
と
も
相
ま
っ
て
、
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
噴

出
し
た
感
が
あ
る
。
特
に
哲
学
の
領
域
で
は
、
そ
の
批
判
の
限
目
は
、
あ
え
て

単
純
化
す
れ
ぼ
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
弁
証
法
は
、
概
念
が
自
已
を
矛
盾
を
含
む
も
の
と
し
て
否
定
し
、
そ
の
よ
う

な
否
定
を
さ
ら
に
否
定
す
る
営
み
を
通
し
て
本
来
の
自
己
を
実
現
し
て
い
く
と

い
う
、
否
定
的
媒
介
の
運
動
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
ー
ゲ
ル
の
言
う
止
揚
と
は
、

あ
る
同
一
の
も
の
が
、
自
己
を
否
定
し
て
、
定
立
／
反
定
立
と
い
う
対
立
の
状

態
に
移
行
し
た
と
き
に
、
そ
の
よ
う
な
対
立
そ
の
も
の
を
一
面
的
た
も
の
と
し

て
退
け
、
対
立
頂
も
ろ
と
も
自
ら
の
契
機
■
と
し
て
含
み
込
み
な
が
ら
綜
合
に
至

る
働
き
で
あ
っ
た
。
そ
江
」
で
は
、
初
め
の
精
神
の
同
一
性
が
自
ら
を
一
面
的
た

同
一
性
と
し
て
自
覚
し
、
対
立
を
媒
介
に
L
て
真
に
絶
対
的
た
同
一
性
へ
と
至

る
プ
ロ
セ
ス
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
江
」
う
L
た
自
已
否
定
を
媒
介
と
し

た
同
一
性
の
自
已
展
開
運
動
は
、
本
来
的
に
、
体
系
的
な
自
己
完
結
性
と
全
体

性
を
指
向
し
て
L
ま
う
契
機
を
持
つ
。

　
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
た
と
え
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
終
り
た
き
止
揚
、
永
遠
の

未
完
結
性
を
目
指
す
弁
証
法
と
い
う
概
念
で
置
き
換
え
て
み
て
も
変
わ
り
は
な

い
。
と
い
う
の
も
、
自
然
を
対
立
と
い
う
二
分
法
で
と
ら
え
て
い
く
か
ぎ
り
、

常
に
追
補
的
次
元
、
す
な
わ
ち
、
す
で
に
統
一
さ
れ
て
い
た
か
－
」
れ
か
ら
統
一

さ
れ
る
べ
き
超
越
的
次
元
を
暗
に
前
提
と
L
て
し
ま
わ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で

あ
る
。

　
す
な
わ
ち
｝
」
の
哲
学
は
、
あ
く
ま
で
も
現
存
在
の
肯
定
か
ら
始
ま
る
思
想
で

は
な
く
、
絶
え
ず
媒
介
項
を
通
L
て
、
現
存
在
を
超
越
的
な
外
部
へ
と
接
続
す

る
・
」
と
に
よ
り
、
　
「
今
・
二
」
」
の
単
独
性
。
固
有
性
を
否
定
L
、
見
逃
す
契
機

70



を
含
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
同
一
化
の
ブ
ロ
セ
ス
は
、
見
か
け
の
う
え
で
は
養

異
を
認
め
つ
つ
も
、
実
際
に
は
差
異
を
、
す
な
わ
ち
異
質
性
を
消
去
し
て
い

く
。
そ
し
て
個
物
の
独
自
性
、
異
質
性
を
奪
う
｝
」
と
は
、
結
果
的
に
個
物
の
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

律
性
と
自
由
を
奪
う
事
態
を
招
来
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
要
約
が
、
的
確
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
、
改
め
て
さ
ら
に
詳
細

な
検
討
を
要
し
よ
う
。
た
だ
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
か
ら
二
ー
チ
ェ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

へ
と
連
な
る
哲
学
が
、
同
様
の
予
感
を
背
景
に
成
立
L
た
事
実
は
、
否
定
で
き

な
い
。
お
そ
ら
く
、
現
代
の
ス
ピ
ノ
ザ
。
ル
ネ
ヅ
サ
ソ
ス
の
一
方
の
潮
流
に

は
、
近
代
を
大
き
く
特
色
づ
け
る
｝
」
う
し
た
思
考
様
式
の
閉
塞
状
況
に
対
し

て
、
彼
ら
と
共
有
す
る
強
い
危
機
感
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
L
て
そ
れ
以
上
に

そ
こ
に
は
、
へ
ー
ゲ
ル
が
何
と
し
て
も
決
着
を
っ
け
よ
う
と
苦
闘
し
た
、
ス
ピ

ノ
ザ
の
哲
学
に
あ
え
て
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
で
、
反
へ
ー
ゲ
ル
的
で
は
な
く
、
非

へ
－
ゲ
ル
的
な
思
考
の
可
能
性
を
探
ろ
う
と
い
う
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。　

確
か
に
ア
レ
ク
サ
ソ
ド
ル
。
コ
ジ
ェ
・
－
ヴ
が
言
う
よ
う
に
、
「
へ
ー
ゲ
ル
の

言
説
は
、
思
惟
の
す
べ
て
の
可
能
性
を
汲
み
尽
く
す
。
従
っ
て
、
彼
の
言
説
の

一
部
を
構
成
し
て
い
な
い
よ
う
な
言
説
、
全
体
の
契
機
と
し
て
体
系
の
一
節
に

再
現
さ
れ
な
い
よ
う
塗
言
説
を
、
彼
の
言
説
に
対
応
さ
せ
る
の
は
不
可
能
で
あ

（
4
）

る
」
の
か
も
L
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
の
哲
学
が
、
思
考
体
系
の
完
成
と
い
う

形
而
上
学
の
悲
願
を
完
成
し
た
哲
学
で
あ
り
、
趨
越
す
る
態
度
自
体
を
趨
越
し

て
し
ま
う
哲
学
と
み
な
さ
れ
る
か
ぎ
り
当
然
の
炉
」
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
全

体
性
と
超
越
を
拒
否
し
、
と
り
わ
け
媒
介
を
経
由
L
な
い
よ
う
た
あ
る
種
の
思

考
は
、
絶
え
ず
彼
の
外
部
で
あ
り
続
け
、
彼
の
体
系
を
脅
か
す
条
件
と
な
り
続

け
る
の
で
は
な
い
か
。
回
収
さ
れ
な
余
剰
が
絶
え
ず
回
帰
L
、
へ
－
ゲ
ル
的
精

神
の
外
部
と
し
て
生
成
し
続
げ
る
と
い
う
事
態
は
あ
り
う
る
。
江
」
の
場
合
外
部

と
は
、
そ
の
よ
う
な
精
神
を
精
神
た
ら
し
め
る
「
外
」
の
条
件
の
こ
と
で
あ

り
、
あ
ら
ゆ
る
事
件
と
予
期
さ
れ
な
い
遭
遇
の
生
起
す
る
場
の
加
」
と
で
あ
る
。

い
ず
れ
は
回
収
さ
れ
る
べ
き
領
土
で
は
な
く
、
む
し
ろ
生
産
L
発
見
さ
れ
る
べ

き
領
域
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
。
た
と
え
ば
二
ー
チ
坦
と
は
、
そ
う
L
た
外

部
と
し
て
、
究
極
的
な
余
剰
と
し
て
、
決
し
て
そ
う
L
た
精
神
に
回
収
さ
れ
る

｝
」
と
の
な
い
映
笑
を
響
か
せ
続
げ
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
、
加
」
の

第
二
の
立
場
は
、
二
－
チ
ェ
と
同
様
の
可
能
性
を
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
中
に
見
出
す

の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
｝
」
の
立
場
は
、
必
要
と
あ
ら
ぱ
、
へ
－
ゲ
ル
を
大
き
く
迂
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

し
て
ス
ピ
ノ
ザ
と
ダ
ィ
レ
ク
ト
に
結
び
付
い
た
マ
ル
ク
ス
を
さ
え
と
り
だ
す
こ

と
で
、
そ
れ
ら
双
方
に
お
け
る
二
ー
チ
ェ
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
非
媒
介
的
な

思
考
へ
の
契
機
を
堀
り
下
げ
て
い
く
。
そ
う
L
た
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
の
中
で
の
ス

ピ
ノ
ザ
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
も
は
や
単
な
る
神
に
酔
え
る
観
念
論
哲

学
者
で
は
た
く
、
近
代
的
た
思
考
様
式
に
対
し
て
異
義
申
し
立
て
を
す
る
、
一

種
の
認
識
論
革
命
を
行
た
っ
た
思
想
家
と
し
て
の
位
置
づ
げ
が
な
さ
れ
て
く

る
。
L
か
し
こ
う
し
た
事
態
は
、
む
し
ろ
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
隠
れ

て
し
ま
っ
た
か
、
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
思
考
の
営
み
に
照
明
を
当
て
て
い
く
作

業
こ
そ
哲
学
史
な
の
だ
と
し
た
ら
、
今
わ
れ
わ
れ
は
、
よ
う
や
く
ス
ピ
ノ
ザ
を

リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
っ
て
読
む
こ
と
の
で
き
る
時
代
、
す
た
わ
ち
近
代
の
思
考

が
拠
っ
て
立
つ
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
の
限
界
を
い
や
が
お
う
に
も
検
討
せ
ざ
る
を

え
な
い
時
代
に
到
達
し
た
と
い
っ
て
も
遇
一
冒
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら

は
、
と
り
あ
え
ず
こ
の
第
二
の
立
場
に
焦
点
を
絞
り
、
そ
の
立
場
か
ら
見
た
ス

ピ
ノ
ザ
の
現
代
性
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
■
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二

　
第
二
の
立
場
を
代
表
す
る
の
は
、
ジ
ル
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ア
ソ
ト
ニ
オ
：
不

グ
リ
で
あ
る
。
実
際
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
六
八
年
に
著
L
た
『
ス
ピ
ノ
ザ
と
表
現
の

間
題
』
は
、
そ
れ
以
前
の
彼
の
二
ー
チ
ェ
研
究
を
踏
ま
え
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
力

動
的
解
釈
を
大
胆
に
打
ち
出
し
た
も
の
で
、
後
の
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
に
大
き
た
影

響
を
与
え
た
。
こ
こ
で
は
、
彼
が
も
う
一
つ
の
ス
ピ
ノ
ザ
論
『
ス
ピ
ノ
ザ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

実
践
の
哲
学
』
　
（
一
九
七
〇
年
、
八
一
年
増
補
改
訂
）
で
挙
げ
た
、
ス
ピ
ノ
ザ

の
実
践
命
題
の
持
つ
三
つ
の
傾
向
1
す
な
わ
ち
「
意
識
8
易
ユ
竃
8
」
と

「
価
値
く
巴
窒
轟
」
と
「
悲
」
み
の
情
念
層
蕩
川
o
易
匡
黒
窪
L
の
三
つ
へ
の
告

発
1
の
分
類
を
借
り
た
上
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
の
現
代
的
た
意
味
を
検
討
し

て
み
た
い
。

　
「
意
識
」
の
告
発
者
と
L
て
の
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
何
よ
り
も
唯
物
論
者
と
L
て

非
難
さ
れ
た
ス
ピ
ノ
ザ
で
あ
る
。
そ
の
ス
ピ
ノ
ザ
は
ま
ず
私
た
ち
に
「
身
体
」

に
つ
い
て
の
驚
き
か
ら
始
め
よ
う
、
と
提
示
す
る
。

　
「
精
神
が
ど
の
よ
う
た
条
件
で
、
ま
た
ど
の
よ
う
た
手
段
で
身
体
を
動
か
す

か
、
そ
」
て
ど
の
程
度
の
運
動
を
身
体
に
与
え
ら
れ
る
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な

速
度
で
そ
れ
を
動
か
し
う
る
の
か
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
知
る
も
の
は
だ
れ
も
い

な
い
」
（
『
ユ
チ
カ
』
第
皿
都
。
定
理
二
の
注
解
）

　
こ
れ
は
、
人
問
の
自
由
が
、
単
な
る
「
意
識
」
、
す
な
わ
ち
身
体
の
受
け
た

変
化
を
受
動
的
に
認
識
す
る
働
き
で
あ
る
想
像
知
（
ぎ
晶
甘
茎
o
）
を
基
礎
に

得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
の
根
本
的
な
視
点
を
表

現
L
た
も
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
、
人
間
精
神
を
構
成
す
る
観
念
の

対
象
は
、
身
体
以
外
に
な
い
（
瓦
一
定
理
ニ
ニ
、
以
下
断
り
の
な
い
限
り
割
注

は
『
エ
チ
カ
』
の
参
照
箇
所
）
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
精
神
に

対
す
る
身
体
の
外
部
性
を
ま
ず
積
極
的
に
認
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
強
く

銘
記
さ
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
た
い
。
し
か
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
身
体
は
精
神
に
思

考
さ
せ
る
力
は
な
い
し
、
ま
た
精
神
も
身
体
に
、
運
動
や
静
止
、
あ
る
い
は
何

か
ほ
か
の
こ
と
を
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
皿
。
定
理
二
）
と
い
う
と
き
、

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
精
神
と
は
、
想
像
知
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
と
理

解
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
人
問
の
観
念
は
、
そ
の
観
念
に
合
致
し
た
対
象
の
み

な
ら
ず
、
他
の
対
象
の
観
念
を
持
つ
と
き
、
そ
れ
は
非
十
全
な
観
念
と
呼
ぼ
れ

る
が
（
n
。
定
理
二
の
系
）
、
「
精
神
が
自
己
に
現
在
的
な
も
の
と
し
て
表
象

す
る
事
物
に
つ
い
て
、
そ
の
存
在
を
排
除
す
る
観
念
を
欠
い
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
限
り
」
（
■
。
定
理
一
七
の
注
解
）
、
精
神
は
非
十
全
な
観
念
し
か
持
て
な

い
。
言
い
か
え
れ
ぱ
、
精
神
が
、
認
識
に
お
い
て
、
今
述
べ
た
意
味
で
の
く
他

の
も
の
の
観
念
を
排
除
す
る
力
V
を
持
た
な
い
限
り
、
真
の
意
味
で
の
十
全
な

認
識
に
は
至
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
精
神
の
う

ち
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
通
常
意
識
と
呼
ぶ
受
動
的
た
想
像
知
の
状
態
と
、
よ
り

能
動
的
な
認
識
能
力
と
が
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
お
り
、
後
者
に
お
い
て

は
、
精
神
は
、
身
体
の
変
様
や
、
も
の
の
表
象
像
を
身
体
の
内
部
で
秩
序
づ

け
、
連
結
す
る
積
極
的
な
能
力
を
持
つ
の
で
あ
る
。
　
（
V
。
定
理
一
、
定
理
一

〇
の
証
明
）

　
こ
れ
ら
の
定
理
は
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
身
体
に
対
L
て
、
あ
る

い
は
同
じ
こ
と
だ
が
自
然
に
対
し
て
、
必
ず
非
十
全
た
観
念
し
か
持
て
な
い

「
意
識
（
止
竃
晶
庁
茎
◎
）
」
を
強
く
告
発
す
る
と
同
時
に
、
一
方
で
は
こ
の
意

識
を
越
え
る
能
動
的
た
精
神
と
し
て
の
「
思
考
（
想
惟
8
σ
q
一
紳
茎
O
）
」
の
力
に

対
し
て
は
十
分
な
地
位
を
与
え
て
い
る
。
こ
こ
に
私
た
ち
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
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の
真
の
革
新
性
を
見
出
ず
こ
と
が
で
き
る
。
二
－
チ
ェ
や
フ
艀
イ
ト
、
あ
る
い

は
マ
ル
ク
ス
に
は
る
か
先
立
っ
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
　
〈
意
識
す
る
・
」
と
〉
と
〈
思

考
す
る
こ
と
〉
の
違
い
を
十
分
に
指
摘
し
て
い
た
。
そ
・
」
で
は
、
思
考
は
、
虚

偽
意
識
の
源
を
た
ど
る
た
め
の
、
普
通
は
敢
え
て
試
み
よ
う
と
は
し
な
い
一
っ

の
決
断
で
あ
る
。
後
に
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
」
と
命
名
さ
れ
る
｝
」
と
に
も
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

る
思
考
の
原
型
を
そ
｝
」
に
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

　
ド
ゥ
ル
・
－
ズ
が
『
差
異
と
反
復
』
で
明
確
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
思
考
す
る

と
い
う
｝
」
と
は
、
一
つ
の
能
力
を
自
然
の
ま
ま
に
行
使
す
る
壮
」
と
で
は
な
い
。

思
考
す
る
と
は
、
哲
学
が
暗
黙
に
前
提
と
L
て
い
る
〈
み
ん
な
が
知
っ
て
い

る
。
だ
れ
も
否
定
で
き
な
い
。
だ
れ
も
が
こ
う
考
え
る
は
ず
だ
〉
と
い
う
表
象

の
形
式
、
つ
ま
り
前
－
哲
学
的
イ
マ
i
ジ
ュ
を
共
有
せ
ず
に
、
　
〈
単
独
者
昌

ω
甘
σ
q
婁
撃
〉
と
し
て
一
切
の
概
念
を
振
り
出
し
か
ら
創
造
し
て
い
く
こ
と
で
あ

（
8
）

る
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
、
『
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
原
理
』
の
第
一
都
緒
論
で
、
デ
カ
ル

ト
の
〈
8
σ
q
ぎ
㌔
お
◎
。
。
貞
冒
〉
は
、
三
段
論
法
で
は
な
く
、
「
私
は
思
惟
」
つ
つ

あ
る
」
〈
晶
o
竃
竃
8
α
q
ま
易
〉
と
い
う
｝
」
と
だ
と
い
う
と
き
彼
は
す
で
に
、

思
考
と
は
、
外
部
に
出
よ
う
と
す
る
意
志
で
あ
り
「
働
き
」
で
あ
る
－
」
と
を
語

っ
て
い
る
。
　
「
他
の
も
の
の
観
念
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
」
能
動
的
な
力
の
行

使
が
あ
っ
て
初
め
て
、
思
考
の
外
部
性
は
保
証
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
の
限
り

で
、
思
考
と
は
外
に
立
つ
こ
と
、
す
た
わ
ち
〈
婁
－
昏
宥
鼻
尉
（
引
実
存
）
〉
た

の
で
あ
る
。

　
人
々
は
、
あ
の
厳
密
な
定
理
群
に
、
独
断
論
や
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
神
を
前
提

L
た
演
緯
体
系
し
か
見
て
こ
な
か
っ
た
が
、
何
が
ス
ピ
ノ
ザ
に
、
徹
頭
徹
尾

〈
主
体
〉
を
排
除
し
た
幾
何
学
的
記
述
を
強
い
た
の
か
を
考
え
よ
う
と
L
な
い
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
あ
ら
ゆ
る
独
断
の
基
礎
と
な
る
表
象
と
イ
マ
…
ジ
ュ
を
、
そ
れ

は
た
か
だ
か
人
間
の
作
り
出
し
た
意
識
に
す
ぎ
な
い
と
言
い
う
る
場
、
二
ー
チ

ェ
の
語
る
意
味
で
の
「
余
り
に
人
間
的
な
」
も
の
の
生
み
だ
す
愚
か
さ
や
悲
惨

を
相
対
化
で
き
る
場
を
組
み
立
て
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
超
越
で
は
な

い
。
外
部
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
超
越
を
表
象
と
し
て
し
り
ぞ
げ
得
る
場
に
立
と
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
す
る
意
志
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
最
も
非
i
個
人
的
な
記
述
を
試

み
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
薯
作
が
、
最
も
思
考
の
単
独
性
に
満
ち
て
い
る
の
は
、
こ
の

意
味
で
少
し
も
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
る
。

三

　
こ
の
点
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
第
二
の
意
義
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
価
値
、
と
り

わ
げ
「
善
悪
」
と
い
う
道
徳
の
彼
岸
に
「
よ
い
と
わ
る
い
」
と
い
う
エ
チ
カ
を

提
示
L
た
業
績
に
結
び
付
く
。
こ
れ
は
二
ー
チ
ェ
の
論
点
の
明
ら
か
な
先
取
り

　
（
苅
）

で
あ
る
。
　
「
汝
そ
の
果
物
を
食
べ
る
な
か
れ
」
と
い
亘
言
葉
を
破
っ
た
ア
ダ
ム

に
っ
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
ア
ダ
ム
に
対
す
る
命
令
は
た
だ
、
そ
の
木
の
実
を

食
べ
る
こ
と
が
死
を
結
果
す
る
と
い
う
こ
と
を
神
が
啓
示
し
た
と
い
う
点
に
の

み
あ
る
」
（
書
簡
一
九
。
ブ
レ
イ
エ
ソ
ベ
ル
フ
宛
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、

ア
ダ
ム
は
、
原
因
に
無
知
な
る
人
間
で
あ
る
た
め
に
、
神
が
道
徳
的
に
自
分
に

何
か
を
「
禁
じ
た
」
の
だ
と
信
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
　
「
自
分
た
ち
を
自
由

で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
人
〈
す
な
わ
ち
、
自
分
が
自
由
意
志
で
あ
る
こ
と
を
し

た
り
、
し
な
か
っ
た
り
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
〉
人
は
誤
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
意
見
を
述
べ
る
の
は
、
た
だ
彼
ら
が
、
自
分
の
行
動
は
意
識
し
て
も
、
自
分

が
そ
れ
へ
と
決
定
さ
れ
る
諸
原
因
は
知
ら
た
い
か
ら
で
あ
る
。
」
（
亙
・
定
理
三

五
の
注
解
）

　
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
サ
」
の
よ
う
に
人
問
の
自
由
意
志
を
否
認
す
る
。
し
か
L
そ
れ
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は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
、
意
識
と
い
う
の
が
い
わ
ぱ
錯
覚
の
場
だ
か
ら
で
あ

る
（
n
。
定
理
二
九
⊥
三
）
。
錯
覚
の
特
徴
と
は
、
結
果
に
つ
い
て
は
分
る

が
、
原
因
に
づ
い
て
は
無
知
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
通
常
、
わ
れ
わ
れ
は
自

然
界
の
あ
ら
ゆ
る
原
因
と
結
果
を
知
る
わ
げ
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
、
ア
ダ

ム
の
よ
う
に
、
結
果
の
認
識
を
原
因
と
取
り
違
え
る
の
を
や
め
な
い
の
だ
。
あ

ら
ゆ
る
目
的
論
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
「
道
徳
」
の
起
源
が
・
二
」
に
あ
る
（
1
。

「
付
録
」
を
参
照
の
こ
と
。
「
：
と
の
た
め
に
彼
ら
は
、
神
々
の
判
断
が
人
間
の

理
解
カ
を
は
る
か
に
越
え
て
い
る
と
確
信
す
る
に
至
っ
た
」
）
。
実
際
、
自
然
は

わ
れ
わ
れ
に
何
も
「
禁
じ
て
」
は
い
な
い
。
　
「
ス
ピ
ノ
ザ
は
執
鋤
に
そ
れ
に
注

意
を
促
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
、
悪
と
か
病
い
と
か
、
死
と
か
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
の
下
に
集
め
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
悪
い
出
会
い
の

｝
」
と
で
あ
り
、
消
化
不
良
の
｝
」
と
で
あ
り
、
中
毒
や
麻
庫
の
こ
と
で
あ
り
、
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

係
の
解
体
の
・
」
と
た
の
だ
と
。
」
善
悪
の
規
範
、
す
な
わ
ち
諸
々
の
価
値
と
は
、

あ
く
ま
で
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
産
物
な
の
で
あ
る
。

　
神
1
1
自
然
”
実
体
と
い
う
等
式
を
立
て
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
あ
ら
ゆ
る
超

越
を
認
め
な
い
ス
ピ
ノ
ザ
の
立
場
に
よ
れ
ぱ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
一
つ
の
空
聞
内

に
お
い
て
互
い
に
触
発
L
、
触
発
さ
れ
る
関
係
の
束
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。

そ
｝
」
で
は
、
一
つ
の
体
は
運
動
と
静
止
と
い
う
外
の
諸
カ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

る
（
皿
。
定
理
ニ
ニ
よ
り
一
四
ま
で
の
「
物
体
論
」
に
関
す
る
公
理
、
補
助
定

理
、
公
準
）
。
だ
か
ら
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
人
間
の
身
体
の
諸
部
分
相
互
の
運
動
と

静
止
の
関
係
を
保
持
さ
せ
る
も
の
は
善
で
あ
る
。
逆
に
、
人
間
身
体
の
諸
部
分

を
互
い
に
異
な
る
運
動
と
静
止
の
関
係
に
置
く
も
の
は
悪
で
あ
る
」
（
w
。
定

理
三
九
）
と
い
う
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
　
〈
よ
い
〉
と
い
う
・
」
と
、
自
由
で
あ

る
こ
と
、
遣
理
に
か
恋
っ
て
い
る
｝
」
と
、
そ
し
て
強
い
と
い
う
こ
と
は
、
個
体

が
あ
る
出
会
い
を
組
織
し
よ
う
と
し
、
自
分
の
本
性
に
合
っ
た
も
の
と
結
合
し

よ
う
と
L
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
力
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に

反
し
て
、
　
〈
わ
る
い
〉
と
い
う
畑
」
と
、
あ
る
い
は
隷
属
状
態
に
あ
る
と
か
、
分

別
が
な
い
と
か
、
弱
い
と
い
う
｝
」
と
は
、
い
き
あ
た
り
ぼ
っ
た
り
に
出
会
い
を

体
験
す
る
こ
と
で
あ
り
、
出
会
い
の
も
た
ら
し
た
偶
然
の
結
果
に
受
け
身
で
甘

ん
じ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
（
w
。
序
、
定
義
一
と
二
、
皿
曲
定

理
三
九
の
注
解
参
照
）

　
善
と
悪
と
は
、
お
の
お
の
の
個
体
が
一
定
の
条
件
の
も
と
で
行
な
う
、
積
極

的
か
っ
一
時
的
な
選
別
で
あ
り
、
何
度
で
も
や
り
直
す
ぺ
き
産
物
で
あ
る
。
ド

ゥ
ル
ー
ズ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
エ
チ
カ
』
は
、
「
善
悪
」
と
い
う
人
間
の
想

像
力
の
産
物
で
あ
る
価
値
を
自
分
に
押
し
付
け
る
代
わ
り
に
、
　
「
よ
い
1
わ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

い
」
と
い
う
〈
存
在
様
式
の
質
的
差
異
〉
を
対
置
す
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

て
、
善
さ
と
い
う
の
は
、
カ
動
の
問
題
で
あ
り
、
カ
の
間
題
で
あ
り
、
カ
の
構

、成
の
間
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
超
越
的
審
級
を
徹
底
し
て
斥
げ
る
、
現
代
の
構

造
主
義
以
降
の
思
想
と
共
通
す
る
視
点
を
－
二
」
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
し
か
L
、
何
と
い
っ
て
も
、
　
『
エ
チ
カ
』
の
偉
大
な
と
こ
ろ
は
、
そ
の
よ
う

な
意
味
で
の
善
を
人
が
試
み
よ
う
と
す
る
際
に
、
そ
れ
に
対
す
る
障
害
や
、
低

抗
と
な
る
心
的
要
索
を
決
し
て
過
小
評
価
し
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。
彼
は
、

「
感
情
の
本
性
や
力
に
つ
い
て
、
ま
た
諸
感
情
を
導
く
際
に
、
精
神
が
何
を
な

し
う
る
か
」
を
知
る
た
め
、
感
情
を
「
概
念
的
な
把
握
に
値
す
る
一
定
の
特
質

を
傭
え
て
い
る
」
対
象
と
し
て
、
極
め
て
重
視
し
て
い
る
（
皿
。
序
）
。
事
実

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
価
値
認
識
の
作
用
に
お
い
て
、
条
件
っ
き
な
が
ら
「
善
と
悪
に
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つ
い
て
の
認
識
は
、
喜
び
ま
た
は
、
悲
し
み
の
感
情
に
ほ
か
な
ら
た
い
」
（
W
。

定
理
八
）
と
ま
で
言
い
き
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
単
に
「
禁
欲

的
」
あ
る
い
は
「
理
性
的
」
に
振
舞
お
う
と
す
る
だ
げ
で
、
何
か
価
値
の
あ
る

ト
」
と
を
実
現
で
き
る
と
考
え
る
よ
う
な
道
学
者
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
晩
年

の
政
治
論
で
も
、
マ
キ
ャ
ベ
リ
に
匹
敵
す
る
リ
ア
ル
な
人
間
本
性
の
分
析
を
し

て
い
る
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
観
念
論
者
と
い
う
よ
り
は
、
現
実
の
条
件
か
ら

分
析
を
進
め
よ
う
と
す
る
冷
静
な
医
師
な
の
で
あ
り
、
あ
る
側
面
で
は
一
種
の

戦
略
家
の
様
相
さ
え
み
せ
る
リ
ア
リ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。
｝
」
の
点
が
、
ス
ピ
ノ

ザ
の
第
三
の
意
義
、
あ
ら
ゆ
る
悲
し
み
の
清
念
へ
の
告
発
と
結
び
つ
く
。

　
実
際
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
『
エ
チ
カ
』
の
第
三
都
か
ら
列
挙
L
始
め
る
悲
し
み
の

憶
念
の
リ
ス
ト
は
、
恐
る
べ
き
迫
カ
を
持
っ
て
い
る
。
ま
ず
悲
L
み
の
情
念
そ

れ
自
体
、
次
に
憎
悪
、
醐
り
、
哀
れ
み
、
追
従
、
非
難
、
恨
み
、
臆
病
、
養

恥
、
怒
り
、
虚
栄
、
卑
下
、
妬
み
、
恐
れ
、
絶
望
、
残
忍
、
…
…
。
ス
ピ
ノ
ザ

の
分
析
が
あ
ま
り
に
鋭
利
な
た
め
、
通
常
の
意
味
で
の
「
希
望
」
と
か
「
安

心
」
な
ど
の
中
に
さ
え
、
隷
属
的
感
情
の
萌
芽
を
嗅
ぎ
出
さ
れ
て
L
重
う
ほ
ど

　
　
　
　
　
　
（
旭
）

の
徹
底
ぶ
り
で
あ
る
。

　
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
、
喜
び
と
は
、
　
「
精
神
が
よ
り
大
き
な
完
全
性
へ
と
移

行
す
る
よ
う
な
精
神
の
受
動
」
と
解
さ
れ
、
悲
し
み
と
は
、
　
「
精
神
が
そ
の
過

程
で
よ
り
小
さ
な
完
全
性
へ
と
移
行
す
る
よ
う
な
精
神
の
受
動
」
　
（
皿
・
定
理

二
の
注
解
）
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
L
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
悲
し
み
の
情

念
は
、
わ
れ
わ
れ
の
関
係
性
を
解
体
L
、
よ
り
小
さ
な
完
全
性
へ
と
閉
込
め
て

し
ま
う
主
原
因
な
の
で
あ
る
。
・
」
の
点
を
間
題
に
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
は
、

単
に
、
生
の
あ
ら
ゆ
る
歪
曲
を
告
発
し
、
わ
れ
わ
れ
が
生
を
低
く
み
な
L
て
し

ま
う
元
凶
の
諸
価
値
を
告
発
し
た
、
　
〈
生
〉
の
哲
学
の
先
駆
と
L
て
ス
ピ
ノ
ザ

を
と
ら
え
る
加
」
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
、
六
〇
年
代

以
降
、
ミ
シ
坦
ル
。
フ
ー
コ
i
ら
に
よ
っ
て
入
念
に
築
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
、

権
力
の
ミ
ク
ロ
。
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
関
す
る
分
析
と
不
即
不
難
の
関
係
を
形
づ

く
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
フ
ー
コ
ー
は
、
『
知
へ
の
意
志
』
（
一
九
七
八
）
の
申
で
、
す
で
に
現
代
の
政

治
闘
争
に
お
け
る
要
求
が
、
た
と
え
権
利
の
確
立
を
通
じ
て
関
ら
か
に
な
る
に

せ
よ
、
〈
生
（
厨
ま
⑦
）
〉
を
目
的
と
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
「
生
命
、
身
体
、
健
康
、
幸
福
、
欲
求
の
満
足
の
権
利
…
…
古
典
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

な
法
体
系
の
理
解
を
全
く
超
え
た
こ
の
権
利
…
…
」
つ
ま
り
、
古
典
的
な
権

力
が
、
君
主
権
の
形
を
と
る
の
を
や
め
、
生
命
の
養
護
、
管
理
者
と
し
て
テ
ク

ノ
ク
ラ
シ
ー
の
支
配
権
を
は
り
め
ぐ
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
時
、
権
力
の
対
象
が

生
そ
の
も
の
に
な
る
と
同
時
に
、
生
そ
れ
自
体
が
権
力
に
対
す
る
低
抗
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
い
わ
ぱ
こ
の
場
合
、
権
力
と
は
、
も
し
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
葉
で
言

い
直
す
と
す
る
な
ら
、
精
神
に
非
十
全
な
観
念
し
か
与
え
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
そ

の
部
分
的
な
原
因
で
し
か
た
い
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
の
内
部
に
ひ
き
お
こ
す
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

外
か
ら
の
力
の
こ
と
に
違
い
な
い
。
（
皿
。
定
義
二
、
定
理
一
参
照
）

　
だ
か
ら
た
と
え
ぱ
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
悲
し
み
の
情
念
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
と
き
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、
｝
」
の
よ
う
な
権
カ
を
念
頭
に

お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
「
わ
れ
わ
れ
は
、
概
」
て
不
快
な
世
界
に
住
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
そ
江
」

　
で
は
人
々
だ
げ
で
な
く
、
即
成
権
力
が
わ
れ
わ
れ
に
悲
し
み
の
情
念
を
伝
播

　
さ
せ
る
こ
と
で
利
益
を
得
て
い
る
。
既
成
権
力
は
、
わ
れ
わ
れ
を
従
属
さ
せ

　
て
お
く
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
の
悲
哀
を
必
要
と
し
て
い
る
の
だ
。
悲
哀
、
悲

　
し
み
の
情
念
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
行
動
す
る
力
を
落
と
す
す
べ
て
の
も
の
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だ
。
圧
制
老
や
、
聖
職
者
、
魂
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
た
ち
は
、
わ
れ
わ
れ
に
、
人

　
生
が
辛
く
、
重
荷
で
あ
る
こ
と
を
説
く
必
要
が
あ
る
。
権
カ
は
、
わ
れ
わ
れ

　
を
抑
圧
す
る
よ
り
は
不
安
に
陥
れ
、
あ
る
い
は
ヴ
ィ
リ
リ
オ
が
い
う
よ
う

　
に
、
わ
れ
わ
れ
の
さ
さ
い
な
内
心
の
恐
怖
心
を
、
管
理
し
、
組
織
化
す
る
必

　
　
　
　
　
　
　
（
加
）

　
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
」

　
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
精
神
が
悲
し
み
を
感
じ
る
限
り
、
精
神
の
認
識
す
る
能
力
、

す
な
わ
ち
そ
の
活
動
能
力
は
、
減
少
さ
れ
、
妨
げ
ら
れ
る
。
」
（
孤
・
定
理
五
九

の
証
明
）
と
い
う
。
い
か
に
L
た
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
｝
」
う
し
た
悲
し
み
の
情
念

を
克
服
す
る
こ
と
で
、
　
〈
権
力
に
対
す
る
低
抗
力
の
総
体
〉
と
L
て
と
ら
え
ら

れ
た
生
の
持
つ
力
を
拡
大
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

　
お
そ
ら
く
そ
こ
で
ま
ず
要
請
さ
れ
る
の
は
、
思
考
の
力
（
8
σ
q
一
試
ざ
）
で
あ

る
。
　
「
受
動
の
感
情
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
の
感
情
に
つ
い
て
の
明
瞭
・
判
明

な
観
念
を
形
成
す
れ
ぱ
、
直
ち
に
受
動
の
感
情
で
な
く
な
る
」
（
V
・
定
理
三
）

「
精
神
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
必
然
的
な
も
の
と
し
て
認
識
す
る
限
り
、
感
情

に
対
」
て
よ
り
大
き
な
能
力
を
有
L
、
感
情
か
ら
働
き
を
受
け
る
・
」
と
が
よ
り

少
た
い
L
　
（
V
。
定
理
六
）
と
い
う
よ
う
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
受
動
感
情
そ
れ
自

体
の
原
因
に
つ
い
て
思
考
す
る
精
神
の
姿
勢
が
あ
っ
て
初
め
て
、
人
間
は
隷
属

状
態
か
ら
抜
け
出
す
条
件
を
手
に
L
得
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
も

の
を
必
然
的
な
も
の
と
し
て
認
識
す
る
」
働
き
は
、
　
「
理
性
の
本
性
は
、
も
の

を
偶
然
的
た
も
の
で
た
く
必
然
的
な
も
の
と
し
て
観
想
す
る
｝
」
と
で
あ
る
」

（
n
。
定
理
四
四
）
と
さ
れ
る
限
り
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
意
味
で
の
〈
理
性
〉

を
指
L
て
い
る
。
L
か
し
こ
｝
」
で
い
わ
れ
る
必
然
的
と
い
う
の
は
、
ど
う
解
す

べ
き
な
の
か
。
こ
こ
で
「
他
の
も
の
の
観
念
を
排
除
」
よ
う
と
す
る
」
能
動
的

な
力
の
行
使
が
、
想
像
知
か
ら
区
別
さ
れ
る
思
考
、
す
な
わ
ち
〈
理
性
〉
の
条

件
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
だ
L
た
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ぱ
「
自
然
の
申
に
は

何
一
つ
偶
然
た
も
の
は
存
在
」
な
い
」
（
1
一
定
理
二
九
）
。
と
こ
ろ
が
、
人
問

は
通
常
、
自
然
界
の
錯
綜
す
る
諸
原
因
に
つ
い
て
明
瞭
な
観
念
を
形
成
し
え
な

い
。
こ
れ
が
、
人
聞
が
絶
え
ず
非
十
全
な
意
識
の
中
で
生
き
、
外
の
力
に
従
属

せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
の
原
因
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
－
ご
」
で
い
う
必
然

性
の
認
識
と
は
、
そ
う
し
た
い
わ
ぱ
虚
偽
意
識
を
形
成
す
る
原
因
の
諸
関
係
に

つ
い
て
、
相
互
の
一
致
点
や
、
差
異
や
、
対
立
点
を
挟
り
だ
し
な
が
ら
、
　
「
自

已
の
本
性
の
必
然
性
に
よ
っ
て
の
み
存
在
し
、
自
己
自
身
の
み
に
よ
っ
て
行
動

し
よ
う
と
す
る
自
由
た
状
態
」
に
も
と
づ
い
た
関
係
性
を
探
り
だ
す
作
業
の
・
」

と
な
の
で
あ
る
（
n
。
定
理
二
九
の
注
解
、
1
。
定
義
七
）
。
し
か
L
、
そ
れ

は
静
的
な
観
想
な
ど
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
権
力
の
局

地
的
、
あ
る
い
は
戦
略
的
な
従
属
化
の
力
に
抗
し
、
そ
れ
を
く
ぐ
り
抜
け
つ
つ

能
動
的
な
生
の
領
域
を
広
げ
て
い
く
こ
の
作
業
は
、
狡
猪
な
メ
テ
ィ
ス
的
な
理

性
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
何
か
世
の
初
め
か
ら
あ
る
必
然
性
を
発

見
し
て
い
く
営
み
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
必
然
が
必
然
と
し
て
生
起
す
る
自

由
の
空
問
を
作
り
上
げ
て
い
く
、
生
産
的
、
創
造
的
な
作
業
で
あ
る
に
違
い
な

い
。

　
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
　
「
活
動
的
で
あ
る
限
り
の
精
神
に
関
す
る
感
情
は
す
ぺ
て
、

喜
び
あ
る
い
は
欲
望
に
関
す
る
感
情
し
か
な
い
」
（
皿
。
定
理
五
九
）
「
喜
び
か

ら
生
ず
る
欲
望
は
、
他
の
条
件
が
等
」
け
れ
ぱ
、
悲
し
み
か
ら
生
ず
る
欲
望
よ

り
強
力
で
あ
る
」
（
w
。
定
理
一
八
）
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
の
喜
び
の
感
情
を
手
掛
か
り
に
、
隷
属
感
情
か
ら
抜
け
出
す
道
を
探
り
得
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
簡
単
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
「
身
体
と
同
様
、
魂
も
病
ん
だ
老
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
神
経
症
、
不
安
、
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彼
ら
の
愛
L
い
去
勢
、
生
に
対
す
る
怨
恨
、
汚
ら
わ
し
い
伝
染
病
を
わ
れ
わ

れ
に
感
染
さ
せ
る
ま
で
、
吸
血
鬼
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
か
ら
離
れ
よ
う
と
は

　
し
な
い
だ
ろ
う
。
す
べ
て
は
血
な
ま
ぐ
さ
い
。
自
由
な
人
間
に
な
る
の
は
容

易
で
は
次
い
。
す
な
わ
ち
、
ペ
ス
ト
を
避
げ
、
出
会
い
を
組
織
L
、
行
動
力

　
を
増
L
、
喜
び
に
満
ち
、
最
大
限
の
肯
定
を
表
現
し
、
か
つ
包
含
す
る
よ
う

　
な
情
動
を
増
殖
さ
せ
る
こ
と
。
有
機
体
に
還
元
さ
れ
な
い
力
を
身
体
か
ら
作

　
り
出
し
、
意
識
に
還
元
さ
れ
な
い
力
を
、
思
考
か
ら
作
り
出
す
こ
と
。
ス
ピ

　
ノ
ザ
の
有
名
な
第
一
原
理
（
す
べ
て
の
属
性
に
と
っ
て
唯
一
の
実
体
）
は
、

　
－
」
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
に
属
L
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
た
い
。

　
一
つ
の
、
ス
ピ
ノ
ザ
H
組
み
合
わ
せ
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
魂
と
身
体
、
関
係

　
と
出
会
い
、
情
動
を
受
け
る
力
、
こ
の
力
を
実
現
す
る
情
動
、
｝
」
れ
ら
の
椿

　
動
を
印
づ
げ
る
悲
し
み
と
喜
び
。
こ
こ
に
お
い
て
、
哲
学
は
、
あ
る
働
き
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
組
み
合
わ
せ
の
、
技
術
と
な
る
の
で
あ
る
。
」

　
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
ス
ピ
ノ
ザ
と
共
に
｝
」
う
語
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
　
一
つ
の

「
実
験
」
を
促
さ
れ
て
い
る
の
か
も
L
れ
な
い
。
私
た
ち
は
、
一
つ
の
身
体
、

一
つ
の
心
が
、
あ
る
出
会
い
に
お
い
て
、
あ
る
組
込
み
に
お
い
て
、
あ
る
結
び

つ
き
合
い
に
お
い
て
、
何
を
な
し
う
る
か
あ
ら
か
じ
め
知
ら
た
い
。
し
た
が
っ

て
我
々
は
、
　
「
意
識
に
還
元
さ
れ
な
い
思
考
の
力
」
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
な

関
係
の
も
と
で
、
自
分
た
ち
の
情
動
が
最
大
限
の
肯
定
を
表
出
し
う
る
か
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蛇
）

そ
の
つ
ど
確
か
め
て
い
か
ね
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

五

　
ス
ピ
ノ
ザ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
個
人
」
の
考
え
は
な
い
。
　
「
主
観
」
も
「
自

我
」
も
存
在
し
な
い
。
そ
う
L
た
も
の
は
、
自
然
の
諸
力
の
織
り
た
す
効
果
、

結
果
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
そ
れ
ら
を
自
明
の
出
発
点
に

し
て
、
自
然
を
構
成
L
直
す
と
い
う
近
代
特
有
の
倒
錯
は
し
た
か
っ
た
。
そ
れ

こ
そ
ス
ピ
ノ
ザ
が
繰
り
返
し
戒
め
た
、
結
果
を
原
因
と
取
り
違
え
る
人
問
の
意

識
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
た
い
か
ら
で
あ
る
。
思
考
は
、
単
独
性
を
持
っ
た
主
体

の
力
で
あ
り
こ
そ
す
れ
、
一
個
人
に
帰
し
得
る
属
性
た
る
「
主
観
」
な
ど
で
は

な
い
。
L
た
が
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
マ
ル
ク
ス
以
前
に
、
人
生
と
い
う
も
の
が

決
し
て
個
人
的
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
熟
知
L
て
い
た
人
物
の
一
人
な
の
で

あ
る
。
人
は
い
つ
も
、
諸
カ
の
錯
綜
体
と
し
て
集
団
的
な
生
を
送
っ
て
い
る
。

そ
－
」
に
は
孤
立
し
た
意
味
で
の
「
個
人
」
を
析
出
す
る
必
要
が
な
い
ゆ
え
に
、

そ
れ
と
対
に
な
る
意
味
で
の
「
共
同
体
」
は
前
提
と
さ
れ
ず
、
　
「
自
然
」
す
ら

対
立
概
念
に
は
た
ら
た
い
（
■
。
補
助
定
理
七
の
注
解
、
w
。
定
理
四
）
。
力

が
絶
え
ず
交
錯
L
、
常
に
関
係
の
変
容
に
さ
ら
さ
れ
た
状
態
を
「
杜
会
」
と
呼

ぶ
と
す
る
な
ら
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
世
界
と
し
て
あ
る
の
は
、
　
「
杜
会
的
諸

関
係
の
総
体
」
と
し
て
の
諾
存
在
（
〈
人
間
〉
も
、
お
そ
ら
く
く
自
然
V
も
そ

の
一
つ
の
形
態
に
過
ぎ
な
い
）
と
そ
の
様
々
な
組
み
合
わ
せ
、
諸
多
種
多
様
体

　
　
　
　
　
（
1
9
）

だ
け
な
の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
悲
し
み
の
情
念
を
喜
び
の
情
念
に
転
換
す
る
こ
と
は
、

個
人
的
な
快
楽
の
追
求
な
ど
を
け
っ
し
て
意
味
L
て
い
な
い
。
清
念
か
ら
し
て

す
で
に
集
団
的
諾
関
係
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
喜
び
の
構
念
に
し

て
も
、
決
L
て
個
人
の
カ
で
な
く
、
集
団
の
中
で
の
諾
ア
レ
ソ
ジ
メ
ソ
ト
の
結

果
と
L
て
、
他
者
と
の
相
関
の
中
で
し
か
永
統
L
て
保
証
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。

　
L
た
が
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
な
ぜ
、
理
性
を
「
共
通
概
念
」
と
同
一
に
み
な

し
た
（
n
。
定
理
四
〇
の
注
解
二
）
か
、
そ
の
理
由
の
一
つ
は
こ
の
こ
と
か
ら
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も
明
ら
か
で
あ
る
σ
そ
れ
は
、
こ
の
共
通
概
念
と
い
う
認
識
を
通
し
て
の
み
、

わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
身
体
と
外
部
の
諾
物
体
と
の
聞
の
相
互
作
用
が
認
識
で

き
、
感
覚
や
意
識
が
分
断
L
て
い
る
諾
存
在
相
互
の
関
係
を
、
明
る
み
に
出
せ

る
か
ら
で
あ
る
。
想
像
知
の
と
こ
ろ
で
見
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
通
常
事

物
を
孤
立
し
て
考
え
て
L
ま
う
よ
う
に
で
き
て
お
り
、
そ
れ
が
事
物
に
内
在
す

る
構
造
や
関
係
の
相
互
連
関
の
認
識
を
妨
げ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
主
観
の
牢

獄
と
も
い
う
べ
き
個
人
の
ア
ト
ム
化
が
つ
く
り
だ
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の

存
在
の
杜
会
的
被
拘
東
性
を
見
失
う
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
な
ら
「
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
的
た
主
観
性
の
神
話
」
と
で
も
い
っ
た
で
あ
ろ
う
｝
」
う
し
た
状
況
を
打
破
し

て
、
諾
カ
の
形
作
る
杜
会
関
係
の
地
平
の
一
部
と
L
て
自
ら
の
場
を
認
識
し
て

い
く
｝
」
と
。
こ
れ
が
共
通
概
念
の
広
義
の
役
割
で
あ
ろ
う
。
も
の
が
相
互
に
関

係
し
あ
う
た
め
の
前
提
と
な
る
共
通
の
側
面
を
見
出
し
、
い
わ
ぱ
物
事
を
、
超

越
的
次
元
を
持
た
な
い
一
つ
の
内
在
的
た
共
通
平
面
上
に
生
起
す
る
事
態
と
し

て
と
ら
え
る
－
」
と
、
そ
し
て
具
体
的
な
身
体
や
思
考
を
、
そ
の
形
態
や
機
能
か

ら
で
な
く
、
触
発
し
、
触
発
さ
れ
る
力
の
関
係
で
考
え
る
こ
と
は
、
実
際
、
決

し
て
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
の
み
が
、
多
数
多
様
体
と
し
て
与
え
ら
れ

た
あ
る
存
在
が
、
平
面
上
の
ど
の
地
点
に
お
い
て
、
あ
る
時
は
、
例
え
ぱ
外
か

ら
の
フ
ァ
シ
ス
ト
的
な
、
従
属
を
強
い
る
カ
の
犠
牲
に
な
っ
て
お
り
、
同
時
に

同
じ
多
数
多
様
体
が
今
度
は
別
の
地
点
で
は
勝
ち
を
L
め
、
能
動
的
な
力
に
解

放
と
、
逃
走
の
線
を
伸
ぱ
し
て
や
っ
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
身
体
を
貫
く
、
ミ
ク

ロ
な
力
の
分
析
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
思
考
と
理
性
に
、
共
通
概
念
を
介
し
て
｝
」
の
よ
う
な
実
践
的
か
つ
箪
命
的
た

力
能
を
与
え
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
功
績
は
、
そ
の
分
析
装
置
が
徴
塵
も
古
く
な
い
ど

こ
ろ
か
、
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
。
ガ
タ
リ
や
ピ
ュ
ー
ル
。
ブ
ル
デ
皿
ー
ら
に
よ
っ

て
、
近
年
、
政
浴
哲
学
や
杜
会
学
の
分
野
で
、
や
っ
と
類
比
し
得
る
試
み
が
姶

ま
っ
た
段
階
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
特
筆
す
べ
き
事
柄
の
よ
う
に
思
え
る

の
で
あ
る
。

ノ、

　
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
人
間
に
と
っ
て
人
聞
ほ
ど
有
益
た
も
の
は
な
い
」
（
w
。
定

理
一
八
の
注
解
）
と
言
い
な
が
ら
同
時
に
、
　
「
人
間
が
受
動
感
情
に
隷
属
し
て

い
る
限
り
、
彼
ら
が
本
性
上
一
致
す
る
｝
」
と
は
あ
り
え
な
い
L
　
（
W
。
定
理
三

二
）
と
も
言
い
切
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
が
自
ら
の
隷
属
を
断
ち
切
る

た
め
に
、
受
動
感
清
を
の
り
こ
え
、
人
間
相
互
の
多
様
な
連
結
の
形
態
を
創
造

し
て
い
く
作
業
を
し
な
い
か
ぎ
り
、
真
の
連
帯
と
相
互
の
尊
重
も
た
い
こ
と
を

意
味
す
る
。
制
度
分
析
と
心
理
分
析
。
そ
し
て
実
践
の
指
針
と
し
て
、
理
論
的

認
識
に
劣
ら
ず
、
清
念
に
よ
る
誘
導
と
感
情
の
サ
ブ
リ
メ
ー
シ
ヨ
ソ
を
重
視
す

る
点
。
ヲ
ル
ク
ス
と
フ
ロ
イ
ト
の
論
点
を
、
多
く
の
点
で
事
実
上
先
取
り
L
た

ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
は
、
様
々
な
再
評
価
を
経
て
、
い
ま
極
め
て
現
代
的
な
思
想

と
し
て
よ
み
が
え
り
つ
つ
あ
る
。
今
後
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
は
、
わ
れ
わ
れ
の
狭

窄
で
一
面
的
な
杜
会
認
識
、
自
然
認
識
を
組
み
替
え
る
と
同
時
に
、
他
の
諾
思

想
と
様
々
な
結
合
を
し
な
が
ら
、
長
く
同
時
代
へ
の
批
判
的
機
能
を
持
ち
統
け

る
ご
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
今
回
の
論
文
で
は
、
そ
の
研
究
成
果
の
ほ
ん
の
一
端
を
、
極
め
て
概
括
的
に

垣
問
見
る
｝
」
と
L
で
き
な
か
っ
た
が
、
｝
」
う
し
た
現
代
の
ス
ピ
ノ
ザ
ヘ
の
関
心

の
高
ま
り
は
、
私
た
ち
に
一
っ
の
シ
」
と
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
繰

り
返
す
重
で
も
な
い
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
依
然
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
ア
ポ
リ
ア

で
あ
る
と
い
う
｝
」
と
で
あ
る
。
そ
の
思
想
の
異
例
性
を
か
つ
て
カ
ー
ル
。
レ
ー
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ヴ
ィ
ヅ
ト
は
「
近
代
哲
学
史
上
の
異
物
」
と
呼
び
、
ア
ソ
ト
ニ
オ
・
ネ
グ
リ
は

「
未
来
の
哲
学
」
と
形
容
し
た
の
だ
っ
た
。

　
し
た
が
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
つ
い
て
の
新
た
な
読
み
直
し
の
成
果
は
、
ス
ピ

ノ
ザ
が
提
起
し
て
い
た
新
た
な
間
題
と
困
難
に
わ
れ
わ
れ
を
遭
遇
さ
せ
る
た
め

の
、
視
点
と
道
具
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
こ
そ
す
れ
、
何
事
か
の
解
決
を
約

東
す
る
も
の
で
は
全
く
な
い
。
神
、
共
通
概
念
、
直
観
知
、
と
い
っ
た
ス
ピ
ノ

ザ
独
自
の
概
念
か
ら
、
ど
れ
だ
け
現
代
的
。
現
実
的
意
味
を
引
き
出
す
｝
」
と
が

で
き
る
か
、
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
も
考
え
あ
ぐ
ん
だ
諾
間
題
（
例
え
ぱ
昌
皇
ぎ
以
o

〔
大
衆
。
群
衆
〕
と
ぎ
潟
『
庄
竃
〔
国
家
。
統
治
権
〕
の
構
成
）
を
、
い
か
に

私
た
ち
の
時
代
の
間
題
と
し
て
引
継
ぎ
、
さ
ら
に
豊
饒
な
る
も
の
に
し
て
い
く

か
。
今
後
、
彼
の
テ
ク
ス
ト
の
詳
細
な
分
析
へ
と
進
む
に
あ
た
り
、
わ
れ
わ
れ

若
い
ス
ピ
ノ
ザ
の
読
老
。
研
究
老
に
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
実
践
的
な

関
心
の
み
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
間
題
と
格
闘
し
得
る
創
造
力
に
ほ
か
な
ら
な
い

こ
と
を
、
昨
今
の
ス
ピ
ノ
ザ
・
ル
ネ
ッ
サ
ソ
ス
は
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
　
　
注

（
1
）
　
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
提
出
し
た
「
構
造
因
果
性
」
の
概
念
は
、
商
品

価
格
の
決
定
に
お
け
る
相
対
価
格
論
と
、
交
換
価
値
の
表
出
論
を
共
に
退

　
げ
た
が
ら
、
現
実
の
市
場
交
換
の
翼
場
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
経
験
的
に

　
は
不
在
の
構
造
、
不
在
の
原
因
が
、
現
実
に
は
結
果
の
中
に
作
用
し
続
げ

　
る
（
現
存
す
る
）
と
い
う
事
象
の
論
理
を
記
述
す
る
方
法
で
、
マ
ル
ク
ス

が
発
見
し
た
理
論
的
革
命
と
さ
れ
る
。
こ
の
概
念
の
祖
型
が
ス
ピ
ノ
ザ
に

　
見
ら
れ
る
・
」
と
は
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
よ
っ
て
再
三
指
摘
さ
れ
て
お
り

　
（
『
資
本
論
を
読
む
』
合
同
出
版
、
一
七
頁
、
五
一
頁
、
一
五
三
－
一
五
四

頁
お
よ
び
二
七
〇
頁
参
照
）
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
構
造
主
義
的
思
考
の
先
駆

　
け
と
し
て
当
時
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

（
2
）
ζ
庁
ぼ
H
句
◎
暮
豊
ぎ
ト
、
o
え
ミ
き
き
§
§
仰
Ω
岬
畠
冒
費
阜
H
零
戸

　
や
遺
‘

（
3
）
　
ア
ド
ル
ノ
が
、
『
否
定
弁
証
法
峯
窒
罰
竃
皇
良
暮
慧
』
（
一
九
六

　
七
）
に
お
い
て
冷
静
に
見
抜
い
て
い
た
の
は
こ
の
事
態
で
あ
ろ
う
。
彼

　
は
、
形
而
上
学
的
理
性
自
体
に
内
在
す
る
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
芽
と
し
て
の

　
権
力
性
。
暴
力
性
を
あ
ぱ
く
点
で
よ
り
徹
底
L
て
い
る
。

（
4
）
≧
婁
竃
串
①
内
9
寄
9
ぎ
H
；
き
§
§
ご
s
ぎ
§
ミ
昏
鳶
具

　
Ω
ら
ぎ
賢
声
H
8
9
や
畠
⑩
．

（
5
）
　
実
際
、
マ
ル
ク
ス
は
『
ユ
チ
カ
』
を
後
年
ま
で
参
照
し
て
い
た
と

　
推
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
≧
§
雨
内
§
N
§
「
8
、
ユ
良
N
｛
ま
鳶
き

　
9
§
§
叶
§
寓
s
貧
O
U
戸
9
黒
N
し
⑩
葛
。
1
　
（
新
M
E
G
A
）
で
は
第
四

　
部
第
一
巻
に
、
一
八
四
一
年
当
時
の
、
『
神
学
政
治
論
』
『
書
簡
集
』
た
ど

　
か
ら
の
ノ
ー
ト
が
転
載
さ
れ
て
い
る
。
廣
松
渉
『
マ
ル
ク
ス
の
思
想
圏
－

本
邦
未
紹
介
資
料
を
中
心
に
』
　
（
一
九
八
○
、
朝
日
出
版
杜
）
二
三
0
1

　
二
一
三
頁
、
二
五
七
頁
、
お
よ
び
二
六
九
－
二
七
一
頁
の
議
論
を
参
照
。

（
6
）
O
嘗
轟
U
昏
冨
P
専
｛
§
～
ミ
喜
き
ξ
寺
帯
“
§
鳶
§
髪
一
冒
芦

　
お
o
o
ポ
2
岩
ー
ド

（
7
）
　
お
そ
ら
く
ス
ピ
ノ
ザ
の
、
神
学
批
判
の
眼
目
は
こ
ご
に
あ
る
。
フ
ォ

　
イ
ユ
ル
バ
ッ
ハ
の
的
確
な
指
摘
を
参
照
。
『
近
世
哲
学
史
』
（
一
九
七
五
、

福
村
出
版
）
下
巻
、
二
八
○
ー
二
八
一
頁
。

（
8
）
黒
一
Φ
冨
9
b
慧
・
§
§
・
雫
曾
“
§
｛
§
㌔
C
戸
竃
員
や
冨
⑩
－
ミ
ω
1
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（
9
）
　
柄
谷
行
人
『
探
究
瓦
』
　
（
一
九
八
九
、
講
談
杜
）
七
五
－
一
九
八
頁

　
を
参
考
に
せ
よ
。

（
1
0
）
　
二
ー
チ
ェ
『
道
徳
の
系
譜
』
第
一
論
文
を
参
照
。
な
お
二
－
チ
ェ

　
は
、
自
ら
の
「
先
駆
者
」
と
し
て
の
ス
ピ
ノ
ザ
を
知
り
、
　
『
フ
ラ
ソ
ツ
。

　
オ
ー
ヴ
ア
ー
ベ
ク
宛
の
書
簡
（
一
八
八
一
年
七
月
三
〇
日
付
）
』
で
激
し

　
い
感
動
を
示
し
て
い
る
。

（
1
1
）
　
U
巴
①
冨
P
曹
ぎ
§
ミ
“
ま
N
◎
㎞
母
ぎ
“
も
§
“
尽
§
一
や
置
．

（
1
2
）
　
宇
岸
一
℃
』
午
寄
．

（
1
3
）
　
こ
れ
ら
の
告
発
は
、
第
三
部
か
ら
の
最
も
主
要
な
テ
ー
マ
と
な
る
。

　
『
エ
チ
カ
』
w
。
定
理
四
七
の
注
解
、
お
よ
び
受
動
感
情
と
の
関
わ
り
で

　
は
、
w
個
定
理
四
一
∫
五
八
参
照
。

（
1
4
）
　
笥
◎
9
婁
ぎ
婁
怠
9
ミ
き
ぎ
淳
■
§
良
｛
革
卜
卜
§
さ
N
§
款
き

　
§
§
寺
一
〇
印
豪
昌
弩
科
H
署
①
一
p
H
實
．

（
1
5
）
　
生
を
対
象
と
す
る
〈
匡
o
－
勺
o
毫
o
オ
（
生
－
権
力
）
〉
と
、
そ
れ
に
対
す

　
る
低
抗
力
の
総
体
で
あ
る
〈
唱
毫
O
干
ま
巴
（
生
命
と
し
て
の
力
）
〉
を

　
め
ぐ
る
｝
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
U
巴
①
冨
p
き
§
§
ぎ
ζ
川
冒
｝
戸
畠
o
．
9

勺
1
⑩
甲
竈
．
を
参
照
。

（
1
6
）
　
0
9
①
自
N
⑭
黒
O
厨
守
①
勺
φ
H
■
⑦
戸
b
｛
Q
N
o
的
ミ
雨
｝
一
笥
『
鯉
昌
昌
與
ユ
o
戸
H
㊤
ベ
メ

　
や
ま
‘

（
1
7
）
　
岸
川
戸
署
．
富
ー
ミ
．

（
1
8
）
　
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
を
あ
る
種
の
経
験
論
（
た

　
と
え
ぱ
ヒ
ュ
ー
ム
の
そ
れ
）
と
比
較
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

特
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
原
型
と
し
て
の
バ
ー
ス
の
思
想
と
は
い
か
な

　
る
関
連
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
私
は
実
験
室
で
の
生
活
を
送
っ
た
が
、

　
…
特
に
カ
ソ
ト
、
バ
ー
ク
リ
ー
、
そ
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
の
著
作
の
中
で
時

　
々
、
実
験
室
的
な
思
考
法
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
一
連
の
思
考
に
出

会
い
、
そ
れ
ら
の
思
考
に
希
望
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
…
」
　
『
パ
ー
ス
論

文
集
』
w
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
諾
間
題
」
　
（
一
九
六
八
、
申
央
公
論

杜
）
ニ
ニ
O
頁
。

（
1
9
）
　
＞
鼻
o
邑
◎
Z
⑦
σ
q
『
ボ
ト
，
§
o
§
辻
ぎ
良
d
§
ぎ
ム
錆
ざ
い
§
苫
討
ミ

“
意
討
§
§
ぎ
出
§
§
“
曹
ぎ
§
s
し
⑩
o
。
ド
は
ト
」
の
視
点
を
共
有
し
て
お

　
り
、
そ
の
仏
訳
版
序
で
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
「
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
個
人
と
い
う
用

語
で
思
考
せ
ず
、
直
接
く
群
集
“
多
数
（
冒
筆
ぎ
宇
）
V
と
い
う
用
語
で

思
考
す
る
」
と
的
確
に
ト
」
れ
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
c
勺
■
け
H
L
鵠
“
や

　
ご
）
た
お
、
－
」
の
点
に
関
す
る
、
ネ
グ
リ
に
よ
る
よ
り
深
い
考
察
は
、
論
文

ぎ
き
ぬ
§
b
邑
き
§
ミ
ミ
一
一
目
卑
艮
酎
留
甘
O
墨
墨
二
〇
一
1
｝
二
ζ
竃
｛
H
＆

オ
煎
事
員
H
轟
㎝
1
を
参
照
。

　
　
　
　
（
あ
さ
の
・
と
し
や
　
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
。
思
想
研
究
科
）
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