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一
七
八
九
年
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
で
政
教
分
離
の
原
則
が
明
記
さ
れ
て
以
来
、
政
教
分

離
は
、
近
代
国
家
の
憲
法
の
基
本
原
理
の
一
つ
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
次
い
で
ベ

ル
ギ
ー
が
、
ま
た
一
九
〇
五
年
に
は
フ
ラ
ン
ス
が
、
ま
た
そ
の
後
も
国
教
会
制
度
を
と
っ
て
い

た
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
も
こ
れ
に
加
わ
っ
た
。
日
本
も
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
新
憲
法
で
こ
の

政
教
分
離
の
原
則
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
政
教
分
離
の
国
家
に
お
い
て
は
、
国
家
は

宗
教
に
お
け
る
信
仰
の
自
由
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
宗
教
（
教
会
）
は
国
家

の
固
有
の
活
動
領
域
に
干
渉
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
自
明
的
で
あ
る
。
本
稿
で
も
、
禅
と

政
治
を
政
教
一
致
で
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
個
と
し
て
生
き
る
自
己
も
、
国
家
の
一
員
と
し
て
生
き
る
一
国
民
と
し
て

の
自
己
も
、
世
界
の
レ
ベ
ル
で
人
類
の
一
員
と
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
自
己
も
、
同
一
の
自
己

で
あ
る
。
た
ゞ
自
己
の
生
き
る
場
が
相
違
す
る
だ
け
で
あ
る
。
政
治
に
参
与
す
る
個
の
自
己
は
、

自
ら
の
属
す
る
社
会
や
国
家
や
民
族
宗
教
等
の
特
殊
な
場
（species

の
場
）
に
生
き
、
世
界
あ

る
い
は
普
遍
宗
教
に
生
き
る
個
は
、
単
独
の
個
と
全
人
類
が
平
等
に
生
き
る
筈
の
普
遍
の
場

（genus

の
場
）
と
が
同
時
的
に
成
り
立
つ
場
に
生
き
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
政
治
に
生
き
抜

こ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
限
定
さ
れ
た
特
殊
な
場
に
生
き
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
生
じ
得
る
が
、

世
界
宗
教
に
生
き
よ
う
と
す
る
個
は
、
各
々
の
個
の
宗
教
が
そ
れ
ぞ
れ
普
遍
的
に
妥
当
す
る
世

界
の
あ
り
方
を
考
え
、
実
現
し
よ
う
と
す
る
。

し
か
し
、
二
十
一
世
紀
の
現
代
に
お
い
て
要
請
さ
れ
る
世
界
の
あ
り
方
は
、
個
と
種
だ
け
の

同
一
性
だ
け
で
も
な
く
、
ま
た
個
と
類
の
同
一
性
の
世
界
だ
け
で
も
な
く
、
個
と
種
と
類
の
三

レ
ベ
ル
で
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
の
独
立
自
存
性
と
、
同
時
に
三
レ
ベ
ル
が
一
に
成
り
立
つ

よ
う
な
場
と
が
、
同
時
に
成
り
立
つ
よ
う
な
世
界
の
あ
り
方
で
あ
る
。
た
ゞ
一
宗
教
の
み
が
絶

対
視
さ
れ
る
時
代
は
既
に
終
焉
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
意
味
で
も
、
一
宗
教
が
一

国
家
の
宗
教
と
な
る
政
教
一
致
の
国
家
は
、
二
十
一
世
紀
の
現
代
で
は
認
め
ら
れ
難
い
状
況
に

な
っ
て
き
つ
ゝ
あ
る
。
そ
こ
で
、
当
然
、
政
教
分
離
が
要
請
さ
れ
る
。
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、

政
治
や
国
家
が
成
り
立
つ
レ
ベ
ル
で
の
特
殊
の
世
界
と
、
個
と
類
が
一
に
な
り
立
つ
宗
教
の
世

界
が
成
り
立
つ
世
界
、
つ
ま
り
個
と
種
（
特
殊
の
立
場
。
人
類
の
立
場
で
は
国
家
や
民
族
や
寺

院
、
教
会
、
各
種
の
グ
ル
ー
プ
等
々
）
と
類
（
普
遍
の
立
場
。
人
間
で
は
人
類
の
立
場
）
が
同

時
に
透
明
に
一
に
な
る
関
係
に
お
い
て
成
り
立
つ
世
界
が
、
現
代
で
は
模も

索さ
く

さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
政
教
分
離
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
同
時
に
個
人
と
国
家
と

人
類
の
立
場
が
同
時
に
一
に
成
り
立
つ
立
場
な
い
し
は
「
開
け
」
が
こ
の
現
実
の
世
界
に
お
い

て
模
索
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
哲
学
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
哲
学
は
「
存
在
」
の
哲
学
で
は
な

く
、「
絶
対
無
」
の
哲
学
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
先
ず
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
、
本
稿
で
の
「
宗
教
」
と
「
哲
学
」
の
意
味
す
る
内
容
で
あ
る
。
本
稿
で
の
宗
教

と
は
、
日
本
の
最
初
の
独
創
的
な
哲
学
者
・
西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇
―
一
九
四
五
）
の
語
る

如
き
、「
心
霊
上
の
事
実
」
と
し
て
の
自
覚
で
あ
り
、
哲
学
と
は
、
同
じ
く
西
田
の
語
る
如
き
、

自
己
の
自
覚
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
世
界
の
自
覚
の
説
明
な
い
し
分
析
と
し
て
の
哲
学
で
あ

る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
第
一
に
「
存
在
」
に
基
づ
く
哲
学
と
、
第
二
に
「
絶
対
無
」
に
基
づ
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く
哲
学
と
、
第
三
に
こ
れ
ら
両
者
の
相
違
性
と
両
立
性
を
共
に
可
能
な
ら
し
め
る
哲
学
と
に
分

け
て
論
究
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
後
で
、「
絶
対
無
」
の
哲
学
は
、「
存
在
」
に
基
づ
く
哲
学

を
、
ア
ガ
ペ
ー
や
慈
悲
の
基
礎
に
よ
っ
て
成
り
立
た
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
政
教
分
離
で
あ
り
な

が
ら
、
個
と
種
と
類
を
一
の
透
明
な
関
係
に
お
い
て
成
り
立
た
せ
る
哲
学
で
あ
る
こ
と
を
論
究

し
た
い
。
し
か
も
、
そ
こ
で
成
り
立
つ
政
治
は
、
華
厳
宗
で
の
因い

ん

陀だ

羅ら

網も
う

（「
因い
ん

陀だ

羅ら

の
網あ
み

」
と

も
「
帝た

い

釈
し
ゃ
く

天て
ん

の
網あ
み

」
と
も
言
わ
れ
るIndra ,s

net

）
の
喩
え
で
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
な
森

羅
万
象
の
中
で
の
関
係
の
仕
方
と
し
て
の
社
会
の
あ
り
方
で
あ
る
こ
と
を
究
め
た
い
。

一
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
に
お
け
る
「
哲
人
政
治
」
思
想

「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
言
っ
て
、「
無
知
の
知
」
を
若
人
た
ち
に
知
ら
し
め
よ
う
と
し
た
賢
者

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
当
時
の
愚
か
な
政
治
家
た
ち
や
民
衆
に
よ
っ
て
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、

そ
の
後
約
二
五
〇
〇
年
経
っ
た
現
在
で
も
世
界
の
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
に
よ
っ
て
、
彼
の
弟
子
プ
ラ
ト
ン
は
、
賢
者
が
そ
の
よ
う
な
犠
牲
者
に

な
ら
な
い
よ
う
に
、
哲
学
者
が
為
政
者
に
な
る
か
、
為
政
者
が
哲
学
を
学
び
哲
学
に
生
き
る
為

政
者
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
哲
人
政
治
」
を
説
き
、
理
想
的
な
「
哲
人
国
家
」

の
考
え
を
構
想
し
た
こ
と
も
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
「
哲
人
政
治
」
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
「
イ
デ
ア
論
」
に

基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
政
治
に
お
け
る
善
の
施
行
は
、
諸
々

の
イ
デ
ア
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
の
イ
デ
ア
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
イ
デ
ア
の
根
源
と
し
て
理

解
さ
れ
て
い
る
「
イ
デ
ア
そ
の
も
の
」
自
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
者
に
よ
っ
て
分
有
さ
れ
、

あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
者
に
臨
在
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
プ
ラ
ト
ン
で
は
考
え
ら
れ
て

い
る
と
理
解
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
善
の
存
在
者
を
善
の
存
在
者
た
ら
し
め
て
い

る
の
は
、
諸
々
の
イ
デ
ア
の
根
源
と
も
言
い
得
る
「
善
の
イ
デ
ア
自
体
」
な
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
諸
々
の
イ
デ
ア
を
分
有
し
て
い
る
存
在
者
の
諸
々
の
価
値
の
根
源
は
、
善
の
「
イ
デ
ア
自

体
」
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
プ
ラ
ト
ン
で
の
諸
々
の
存
在
者
の
善
は
、
身
体

か
ら
自
由
な
魂
（
プ
シ
ュ
ケ
ー
）
に
お
い
て
、
身
体
的
な
も
の
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
た
感
覚
や

欲
望
や
快
楽
に
で
は
な
く
、
知
や
思
惟
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
感
覚
や
欲
望
や

快
楽
へ
と
向
か
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
善
に
生
き
よ
う
と
す
る
者
の
本
質
と
か
根
拠
も
、

善
の
イ
デ
ア
自
体
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
存
在
者
の
存
在
の
善

と
し
て
の
本
質
は
、
善
の
イ
デ
ア
自
体
に
存
す
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
切
の
存
在
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
分
有
す
る
諸
々
の
イ
デ
ア
の
根
源
と
も
言
い
得
る
善
自
体

で
あ
る
イ
デ
ア
を
、
た
と
え
分
有
で
あ
る
に
し
ろ
、
自
ら
の
存
在
の
本
質
と
し
て
い
る
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
で
の
善
の
イ
デ
ア
論
に
お
い
て
は
、「
善
の
イ
デ
ア
自
体
」
は
、
言
う

ま
で
も
な
く
、
永
遠
で
普
遍
で
不
変
な
不
生
不
滅
の
イ
デ
ア
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
ま
た
、
永

遠
で
普
遍
で
不
変
な
不
生
不
滅
の
イ
デ
ア
が
分
有
さ
れ
て
い
る
存
在
者
の
存
在
の
本
質
も
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
永
遠
、
普
遍
で
、
不
変
、
不
生
不
滅
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
プ
ラ

ト
ン
の
イ
デ
ア
論
で
は
、
存
在
は
「
絶
対
の
存
在
（
＝
絶
対
有
）」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る

と
言
え
る
。
こ
の
場
合
の
「
絶
対
有
」
は
、
永
遠
で
普
遍
で
、
不
変
、
不
生
不
滅
の
「
存
在
の

本
質
」
を
意
味
し
て
い
る
。

さ
て
、
古
代
の
プ
ラ
ト
ン
哲
学
以
来
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
ま
で
の
西
欧
の
伝
統
的
な
主
流
の
形

而
上
学
と
し
て
の
哲
学
は
、
ニ
ー
チ
ェ
や
Ｒ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
っ
て
も
そ
う
特
徴
づ
け
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
を
二
本
の
柱
と
し
て
生
長
し
、
成
長
し
て
き

た
。
そ
し
て
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
は
、
約
二
五
〇
〇
年
の
間
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
ま
で
引
き
継

が
れ
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
も
う
一
方
の
柱
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
は
、
何
を
根
源
な
い
し
基
礎

と
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
旧
約
聖
書
の
創
世
記
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
切
は
神
に

よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
無
か
ら
の
創
造
（creatio

ex
nihilo

）

の
主
と
し
て
の
神
と
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
旧
約
聖
書
で
は
、
モ

ー
ゼ
に
名
を
聞
か
れ
た
神
は
、"I

A
M

W
H

O
I

A
M

"

と
答
え
て
い
る
。「
私
は
有
り
て
有
る
も

の
」（
１
）
と
い
う
こ
の
答
え
の
中
の
「
あ
る
」（
英
語
で
は" be"

）
に
対
応
す
る
ヒ
ブ
ル
語
のha --

ya -h

は
、
Ｔ
・
ボ
ー
マ
ン
（1894

―1978

）
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
（
２
）、
生
成
や
出
来
事
の
中

で
、
生
成
や
出
来
事
と
一
つ
に
働
く
力
動
的
な
働
き
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、「
有
り
て
有
る
も
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の
」
で
あ
る
神
は
、
力
動
的
な
働
き
と
し
て
の
神
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
ヒ
ブ
ル
語
の
聖
書

が
、
ギ
リ
シ
ア
語
のseptuaginta

セ
プ
ト
ゥ
ア
ギ
ン
タ

（
七
十
人
訳
）
に
翻
訳
さ
れ
た
時
に
、
ヒ
ブ
ル
語
のhayah

（
英
語
のbe
）
は
、
英
語
のbe

動
詞
に
対
応
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
の"einai"

に
翻
訳
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
ギ
リ
シ
ア
語
の" einai"

の
意
味
は
、
静
的
な
存
在
者
の
存
在
な
い
し
は
そ

の
本
質
や
根
拠
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
が
、
旧
約
聖
書
の
存
在
な
い
し
は
そ
の
本
質
や

根
拠
と
し
て
の
創
造
者
・
神
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
先
に
述
べ

た
よ
う
な
、「
絶
対
有
」
と
し
て
の
神
と
理
解
さ
れ
、
ギ
リ
シ
ア
的
な
永
遠
で
普
遍
で
不
変
な
、

不
生
不
滅
の
理
念
と
し
て
の
神
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ヒ
ブ
ル
語
か
ら
ギ

リ
シ
ア
語
に
聖
書
が
翻
訳
さ
れ
た
時
に
生
じ
た
神
概
念
の
内
容
の
変
化
は
、
一
方
で
は
存
在
論

と
し
て
の
プ
ラ
ト
ン
哲
学
と
の
融
合
を
も
た
ら
し
て
、
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
も
そ
う
特

徴
づ
け
ら
れ
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
を
存
在
（
有
）―
神
―

論
的
（
ド
イ
ツ
語
で
は

onto-theo-logisch

）
な
も
の
へ
と
発
展
さ
せ
た
。
ま
た
他
方
で
は
、
旧
約
聖
書
の
生
成
や
出
来

事
と
一
に
働
く
、
働
き
と
し
て
の
神
は
、
む
し
ろ
ユ
ダ
ヤ
教
の
中
に
今
日
ま
で
残
存
し
続
け
、

働
き
続
け
て
い
る
。
更
に
、
そ
の
よ
う
な
働
き
と
し
て
の
神
概
念
は
、
後
述
す
る
よ
う
な
「
禅
」

に
お
け
る
「
無
」（
＝
絶
対
無
）
や
大
乗
仏
教
を
基
礎
と
し
た
日
本
の
哲
学
者
・
西
田
に
お
け
る

「
絶
対
無
の
神
」
に
通
底
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
禅
」
と
は
、
本
稿
で
は
、
大
乗
仏
教
の
一
宗
派
と
し
て
の
禅
宗
（Zen-sect

）

で
は
な
く
、
大
乗
仏
教
の
根
底
に
流
れ
、
ま
た
す
べ
て
の
宗
教
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
「
絶
対

の
無
限
の
開
け
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
開
け
」
と
は
、
思
考
の
場
と
か
枠
組

の
基
礎
と
し
て
の
「
絶
対
無
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。

思
考
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
西
洋
と
東
洋
と
が
、
政
治
的
に
も
経
済
的
に

も
、
ま
た
文
化
的
、
学
問
的
に
も
峻
別
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
二
十
一
世
紀
の
現
代
に
お

い
て
は
、
後
で
詳
論
す
る
よ
う
に
、
次
の
五
つ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
五
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
世

界
の
い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
相
対
有
、
相
対

無
、
絶
対
有
、
虚
無
そ
し
て
絶
対
無
の
五
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
と
。

こ
こ
で
暫
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
あ
り
方
を
考
え
て
み
る
と
、
先
ず
「
相
対
有
」

が
思
考
の
場
や
枠
組
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
世
の
一
切
の
存
在
者
が
基
礎
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
場
の
開
け
は
未
だ
完
全
に
は
開
か
れ
て
い
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
こ

こ
で
は
思
考
は
主
―

客
図
式
の
基
盤
の
上
で
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、「
相
対

有
」
は
、
時
が
経
て
ば
朽
ち
果
て
る
。
ま
た
「
相
対
有
」
が
絶
対
視
さ
れ
ゝ
ば
、
唯
物
論
が
生

ま
れ
て
く
る
。

次
い
で
、「
相
対
無
」
が
思
考
の
場
や
枠
組
と
な
る
場
合
に
は
、
こ
の
世
の
現
象
界
の
各
々
の

存
在
者
と
表
裏
一
体
と
な
っ
て
い
る
相
対
有
は
、
存
在
者
の
裏
面
と
し
て
の
「
非
存
在
」（m

e

on

）
と
理
解
さ
れ
得
る
。
こ
の
よ
う
な
、
死
を
も
意
味
し
得
る
非
存
在
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

（Sö ren
K

ierkegaard,
1813

―1855

）
の
用
語
を
借
り
れ
ば
、「
不
安
の
無
」
と
し
て
顕
わ
と

な
っ
て
く
る
と
こ
ろ
の
、
半
ば
開
け
た
「
開
け
」
で
あ
る
。
第
三
の
「
絶
対
有
」
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
思
考
の
場
や
枠
組
が
絶
対
有
で
あ

る
の
で
、
自
ら
の
立
場
の
絶
対
化
が
生
ま
れ
出
て
く
る
。
存
在
の
本
質
で
あ
る
理
念
と
し
て
の

「
絶
対
有
」
が
思
考
の
場
や
基
盤
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
の
思
考
の
立
場
の
絶
対

化
は
当
然
な
こ
と
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
絶
対
有
を
思
考
の
場
や
枠
組
と
し
て
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
と
し
た
西
欧
の
哲
学
、
即
ち
、
西
欧
の
伝
統
的
な
主
流
の
哲
学
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
予
言
が
引

き
合
い
に
出
さ
れ
る
ま
で
も
な
く
、
現
在
、
事
実
上
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
の
原

因
は
、
詳
論
す
る
暇
は
こ
こ
で
は
な
い
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
以
来
、
哲
学
の
思
索
の
事
柄

と
な
っ
て
き
て
い
た
自
然
、
人
間
、
神
（
な
い
し
超
越
の
次
元
）
が
、
渾
然
一
体
に
考
察
さ
れ

て
い
た
状
態
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
領
域
と
な
り
、
三
領
域
の
事
柄
が
分
離
し
て
し
ま
っ
た

こ
と
に
あ
る
。
先
ず
ル
ネ
サ
ン
ス
に
始
ま
る
人
間
性
の
解
放
に
よ
り
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
成
り

立
ち
、
聖
職
者
た
ち
の
こ
の
世
的
な
欲
望
に
よ
る
腐
敗
や
堕
落
に
よ
る
反
省
と
し
て
の
宗
教
改

革
が
起
こ
り
、
ま
た
十
七
世
紀
以
来
の
自
然
科
学
は
、
対
象
化
、
客
観
化
の
極
度
の
発
展
に
よ

り
、
人
間
性
や
超
越
性
と
の
関
係
性
を
失
い
始
め
、
自
然
、
人
間
、
超
越
の
次
元
と
い
う
思
索

の
事
柄
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
立
場
の
み
を
絶
対
化
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
人
間
性
は
、

自
然
探
求
を
核
心
と
す
る
自
然
科
学
や
技
術
に
よ
っ
て
失
わ
れ
、
自
然
は
逆
に
人
間
性
を
喪
失

し
た
人
間
た
ち
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
続
け
て
い
る
。
更
に
、
二
〇
〇
〇
年
間
他
の
諸
宗
教
の
上
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に
絶
対
化
さ
れ
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
は
、
他
の
諸
宗
教
、
特
に
他
の
世
界
宗
教
の
イ
ス
ラ
ム
教

や
仏
教
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
み
を
絶
対
化
す
る
誤
り
を
他
の
諸
宗
教
に
生
き
る
人
々
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
、
こ
の
誤
り
を
自
覚
し
始
め
て
い
る
。
特
に
二
〇
〇
一
年
九
月
十
一
日
の
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
の
ワ
ー
ル
ド
・
ト
レ
ー
ド
・
セ
ン
タ
ー
を
中
心
と
し
た
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
以
来
、

世
界
の
心
あ
る
人
々
は
、
こ
の
自
覚
を
一
層
深
め
て
い
る
筈
で
あ
る
。

さ
て
、
生
き
る
意
味
も
目
的
も
価
値
も
見
出
せ
ず
、
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ア
論
的
人
間
の
本
質

に
絶
望
し
、「
不
安
の
無
」
に
戦
く
実
存
の
根
源
と
理
解
さ
れ
得
る
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
如
き

虚
無

ニ
ヒ
ル

に
生
き
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
生
き
る
意
味
も
目
的
も
価
値
も
な
い
虚
無
的
な
生
を

生
き
抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
虚
無
主
義

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

は
克
服
さ
れ
得
る
。
虚
無
に
お
い
て
は
、
一
切
の

実
体
的
な
も
の
、
イ
デ
ア
的
（
理
念
的
）
な
も
の
は
否
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
相
対
有
の
パ
ラ

ダ
イ
ム
で
の
要

か
な
め
と
な
っ
て
い
る
自
我
も
、「
絶
対
有
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
の
要
と
な
っ
て
い
る
本

質
も
、「
相
対
無
」
で
の
「
実
存
」
も
、「
虚
無
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
の
無
目
的
的
に
た
ゞ
生
き

て
い
る
だ
け
の
「
生
」
も
、
実
体
的
な
も
の
と
し
て
生
き
ら
れ
る
こ
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
否
定

さ
れ
る
。
個
の
自
ら
が
生
き
る
意
味
も
目
的
も
価
値
も
な
く
、
一
切
が
否
定
さ
れ
尽
く
さ
れ
て
、

自
ら
が
零
へ
と
否
定
さ
れ
尽
く
さ
れ
た
時
に
、
個
の
自
我
は
死
に
絶
え
て
、
万
物
に
通
底
す
る

よ
う
な
個
の
自
己
が
覚
し
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
自
我
否
定
は
、
自
我
の
内
に
閉
じ
ら
れ
て
い

る
個
を
、
絶
対
有
の
実
体
的
な
思
考
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
解
放
し
、
相
対
無
の
「
不
安
の
無
」

か
ら
も
解
き
放
つ
。
虚
無
を
も
生
き
抜
き
得
る
に
は
、
宗
教
的
な
修
行
（
坐
禅
、
唱
名
等
）
の

み
な
ら
ず
、
文
学
、
芸
術
（
書
道
、
茶
道
、
生
け
花
等
）、
自
ら
の
自
覚
を
促
す
ス
ポ
ー
ツ
（
剣

道
、
弓
道
、
空
手
道
等
）
に
一
心
不
乱
に
、
心
身

し
ん
し
ん

一
如
で
、
か
つ
身
心
し
ん
じ
ん

一
如
に
打
ち
込
む
こ
と

に
よ
っ
て
も
可
能
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
論
究
を
元
に
戻
す
と
、「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
は
、
相
対
有
や
相
対
無
や
絶
対
有
、

虚
無
の
思
考
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
け
る
よ
う
に
制
限
づ
け
ら
れ
た
「
開
け
」
で
は
な
く
、
す
べ

て
を
包
摂
し
得
る
「
絶
対
無
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
開
け
で
あ
る
。「
絶
対
無
」
は
、
す
べ
て
の
実

体
性
、
す
べ
て
の
実
体
的
視
点
を
絶
対
的
に
否
定
す
る
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
に
も
限
定
さ
れ
、

固
定
さ
れ
た
一
定
の
立
場
を
絶
対
的
に
否
定
す
る
。
し
か
も
、
こ
の
絶
対
の
否
定
性
と
し
て
の

「
絶
対
無
」
の
開
け
は
、
各
々
の
個
が
生
涯
に
わ
た
る
、
弛た

ゆ

み
な
い
日
常
生
活
に
お
け
る
様
々
な

修
行
に
よ
っ
て
無
限
に
自
覚
さ
れ
続
け
て
行
か
な
け
れ
ば
、
直
ち
に
閉
じ
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う

な
開
け
で
あ
る
。
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
し
て
の
「
絶
対
無
の
場
所
」
は
、
い
ず
れ
の
世
界
宗

教
に
も
開
け
て
い
る
筈
で
あ
る
。
し
か
も
、
絶
対
無
の
開
け
は
、
相
対
有
、
相
対
無
、
絶
対
有

そ
し
て
虚
無
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
、
既
述
の
よ
う
に
、
ア
ガ
ペ
ー
や
慈
悲
に

よ
っ
て
生
き
た
も
の
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
開
け
」
が
、
本
稿
で
の
「
禅
」
で
あ
る
。

次
い
で
、
西
田
に
お
け
る
「
絶
対
無
の
神
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
神
は
、
西
田
哲
学

の
核
心
で
あ
る
「
絶
対
無
の
場
所
」
そ
の
も
の
と
理
解
さ
れ
得
る
。
と
い
う
の
も
、
西
田
に
お

け
る
「
場
所
」
も
「
開
け
」
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
西
田
が
初
め
て
哲

学
の
レ
ベ
ル
で
提
唱
す
る
「
絶
対
無
」
は
、
実
体
的
な
見
方
や
実
体
的
な
も
の
を
絶
対
的
に
否

定
す
る
「
立
場
な
き
立
場
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
開
け
が
「
神
」
と
も
理
解
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

以
上
の
論
究
に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
形
而
上
学
と
し
て
の
存
在
論
の
哲
学
と
、
対

象
化
、
客
観
化
、
抽
象
化
、
記
号
化
を
核
心
と
す
る
生
ま
れ
な
が
ら
の
理
性
に
死
し
て
蘇
っ
た

理
性
に
よ
る
「
非
思
量
の
思
量
」
を
基
礎
と
し
た
禅
や
禅
を
基
礎
と
し
た
哲
学
や
宗
教
哲
学

（
特
に
西
田
哲
学
）
と
の
相
違
が
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
相
違
性
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
き

た
。

二
、
禅
（
＝「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」）
で
の
政
治

禅
の
核
心
と
も
言
え
る
日
常
用
語
で
表
さ
れ
た
「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
は
、
西
田
哲
学
で

は
哲
学
用
語
で
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
西
田
は
、
宗
教
的
修
行
で
あ
る
坐

禅
に
励
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
」
を
創
案
し
た
。
こ
の
論
理
は
、
平
易
に

述
べ
る
と
、
一
と
多
、
普
遍
と
個
、
世
界
と
自
己
等
々
の
精
神
的
な
レ
ベ
ル
で
の
対
極
性
は
、

対
象
論
理
的
に
見
ら
れ
る
場
合
に
は
絶
対
に
対
立
し
、
矛
盾
し
て
い
る
。
し
か
し
、
自
ら
の
立

場
を
絶
対
に
否
定
し
な
が
ら
同
時
に
一
切
を
ア
ガ
ペ
ー
と
慈
悲
で
包
摂
す
る
絶
対
無
の
開
け
で

生
き
て
い
る
場
合
に
は
、
矛
盾
や
対
立
は
そ
の
ま
ま
矛
盾
・
対
立
の
ま
ゝ
で
あ
り
な
が
ら
、
根
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源
的
に
は
「
一
」
に
生
き
ら
れ
る
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
事
実
は
、
西
田
に
よ

っ
て
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
論
理
は
、

イ
ン
ド
の
竜
樹
の
『
中
（
観
）論
』（
３
）
に
お
け
る
「
空
の
論
理
」
が
現
代
的
に
表
現
し
直
さ
れ
た

論
理
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
論
理
学
者
で
あ
る
山
内
得
立
（
一
八
九
〇
―
一
九
八
二
）
は
、
西
洋
文

化
は
ロ
ゴ
ス
に
よ
る
体
系
で
あ
り
、
東
洋
の
文
化
は
竜
樹
の
『
中
観
論
』
の
「
空
の
論
理
」
を

基
礎
と
し
た
レ
ン
マ
の
論
理
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
す
る
（
４
）。
し
か
し
、
現
代
に
お
い

て
は
、
西
洋
も
東
洋
も
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
の
両
方
の
論
理
を
理
解
し
、
か
つ
ロ
ゴ
ス
も
レ
ン
マ

に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
生
ま
れ

な
が
ら
の
理
性
に
基
づ
く
論
理
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
を
基
盤
と
し
た
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
と
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
以
来
の
思
惟
の
三
原
理
や
形
式
論
理
は
、「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
と
し
て
の
「
絶
対
無

の
場
所
」
が
自
ら
の
立
場
を
絶
対
的
に
否
定
す
る
と
い
う
ア
ガ
ペ
ー
や
慈
悲
に
よ
っ
て
、
テ
ト

ラ
・
レ
ン
マ
の
内
で
初
め
て
生
き
た
も
の
と
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

テ
ト
ラ
・
レ
ン
マ
に
お
い
て
、
初
め
て
政
治
の
レ
ベ
ル
で
の
平
和
が
実
現
さ
れ
得
る
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
自
ら
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
の
立
場
の
み
が
絶
対
視
さ
れ

る
場
合
に
は
、
個
の
立
場
で
あ
れ
、
種
の
ど
の
よ
う
な
立
場
で
あ
れ
、
例
え
ば
、
他
民
族
を
絶

滅
さ
せ
よ
う
と
し
た
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
で
の
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
の
出
来
事
や
、
第
二
次
世
界

大
戦
中
の
日
本
の
東
ア
ジ
ア
で
の
軍
事
政
権
に
よ
る
植
民
地
政
策
等
が
生
ま
れ
、
ま
た
必
ず
や

個
人
崇
拝
の
弊
害
が
生
じ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
、
絶
対
有
を
基
礎
と
し
た
イ
デ

ア
論
の
上
で
の
哲
人
政
治
が
生
き
た
も
の
と
な
る
の
は
、
二
十
一
世
紀
の
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

し
た
時
代
に
お
い
て
は
、
絶
対
無
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
以
下
に
お
い
て
テ
ト
ラ
・
レ
ン
マ
を
明
ら
か
に
し
、
現
代
に
お
け
る
そ

の
重
要
性
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

竜
樹
が
『
中
（
観
）
論
』
の
中
で
「
空
の
論
理
」
と
し
て
提
唱
し
て
い
る
テ
ト
ラ
・
レ
ン
マ

（
四
句
分
別
）
は
、
次
の
四
つ
の
命
題
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

１．
「
Ａ
は
Ｂ
で
あ
る
。」
こ
れ
は
肯
定
表
現
で
の
命
題
で
あ
る
。
例
と
し
て
は
、
こ
の
論
理

を
明
白
に
し
た
竜
樹
の
主
旨
に
従
え
ば
、「
一
切
は
空
で
あ
る
」
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

２．
「
Ａ
は
Ｂ
で
は
な
い
。」
こ
れ
は
否
定
表
現
で
の
命
題
で
あ
る
。
例
と
し
て
は
、
以
下
１

に
従
う
と
、「
一
切
は
空
で
は
な
い
」
と
な
る
。

３．
「
Ａ
は
Ｂ
で
あ
る
と
同
時
に
、
Ａ
は
Ｂ
で
は
な
い
。」
こ
れ
は
、
１
と
２
の
両
肯
定
の
命

題
。
例
と
し
て
は
、「
一
切
は
空
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
切
は
空
で
は
な
い
」
と
な
る
。

４．
「
Ａ
は
Ｂ
で
あ
る
の
で
も
な
く
、
同
時
に
Ａ
は
Ｂ
で
な
い
の
で
も
な
い
。」
こ
れ
は
１
と

２
の
両
否
定
の
命
題
。
例
と
し
て
は
、「
一
切
は
空
で
あ
る
の
で
も
な
く
、
同
時
に
一
切

は
空
で
な
い
の
で
も
な
い
」（
５
）
と
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
「
空
の
論
理
」
と
し
て
の
四
句
分
別

テ
ト
ラ
・
レ
ン
マ

が
語
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
森
羅

万
象
の
一
々
の
も
の
が
何
で
あ
る
か
は
、
既
述
の
よ
う
な
四
つ
の
命
題
に
よ
っ
て
も
語
り
切
れ

ず
、
命
題
が
た
と
え
四
つ
か
ら
百
句
へ
と
増
や
さ
れ
よ
う
と
も
、
表
現
し
切
れ
な
い
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
西
田
に
よ
っ
て
哲
学
の
レ
ベ
ル
で
表
現
さ
れ
て
い
る
「
絶
対
無
の

場
所
」
は
、
日
常
用
語
「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
と
日
常
生
活
の
レ
ベ
ル
で
同
定
さ
れ
得
る
。

従
っ
て
、「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
で
あ
る
「
空
の
開
け
」
な
い
し
は
「
絶
対
無
の
場
所
」
に
お

い
て
は
、
レ
ト
ラ
・
レ
ン
マ
で
根
本
命
題
と
な
っ
て
い
る
「
色
（
＝
Ａ
）
即
空
（
＝
Ｂ
）、
空

（
＝
Ｂ
）
即
色
（
＝
Ａ
）」
を
簡
単
に
Ａ
と
Ｂ
で
考
察
し
て
み
る
と
、
Ａ
は
Ｂ
で
あ
る
と
も
、
そ

う
で
な
い
と
も
、
あ
る
い
は
「
そ
う
で
あ
っ
て
同
時
に
そ
う
で
な
い
」
と
も
、
ま
た
「
そ
う
で

あ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
の
で
も
な
い
」
と
四
句
で
語
っ
て
み
て
も
、
一
切
は
何

で
あ
る
か
は
未
だ
言
い
切
れ
て
い
ず
、
し
か
も
更
に
、
こ
の
命
題
を
肯
定
と
否
定
を
無
限
に
繰

り
返
し
続
け
て
行
っ
て
も
、
表
現
し
切
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
空
の
論
理
で
は
、「
絶

対
の
無
限
の
開
け
」
と
も
理
解
で
き
る
「
絶
対
無
」
が
、「
一
切
が
何
で
あ
る
か
は
ど
れ
だ
け
の

命
題
で
表
現
し
よ
う
と
も
、
表
現
し
切
れ
な
い
」
と
い
う
自
ら
の
立
場
な
き
立
場
を
ど
こ
ま
で

も
貫
き
通
そ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
究
極
的
に
は
、
逆
に
、
あ
る
限
定
さ
れ

た
立
場
の
絶
対
否
定
か
ら
湧
き
出
る
ア
ガ
ペ
ー
や
慈
悲
に
よ
っ
て
、
テ
ト
ラ
・
レ
ン
マ
の
四
つ
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の
句
、
あ
る
い
は
無
限
に
表
現
さ
れ
続
け
ら
れ
る
「
物
が
何
で
あ
る
か
」
に
つ
い
て
の
そ
れ
ぞ

れ
の
命
題
が
、
そ
れ
ぞ
れ
生
き
た
も
の
と
し
て
生
か
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
命
題
に
従
っ
て
働
く

こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
Ａ
と
Ｂ
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
テ
ト
ラ
・
レ
ン
マ
の
い
ず
れ
の
命
題
で
あ
れ
、
あ
る

い
は
四
つ
の
句
で
は
な
く
、
百
あ
る
い
は
千
の
命
題
で
あ
れ
、「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
と
し
て

の
「
絶
対
無
」
と
い
う
立
場
な
き
立
場
が
自
ら
の
一
定
の
限
定
さ
れ
た
立
場
で
の
絶
対
否
定
の

う
ち
で
生
き
て
働
い
て
い
る
限
り
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
Ａ
と
Ｂ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
ら
両
者
が

絶
対
に
矛
盾
し
、
対
立
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
絶
対
無
の
自
ら
の
固
定
し
た
立
場
の
絶
対

否
定
に
よ
っ
て
働
き
出
て
来
る
ア
ガ
ペ
ー
な
い
し
は
慈
悲
の
働
き
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
立
、
矛

盾
の
ま
ゝ
に
自
己
同
一
的
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
西
田
は
こ
の
事
実
を
、
先
に

も
述
べ
た
よ
う
に
、「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
西

田
の
「
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
」
は
、
竜
樹
の
大
乗
仏
教
の
四
句
分
別

テ
ト
ラ
・
レ
ン
マ

と
し
て
の
「
空
の
論
理
」

を
土
台
に
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
禅
に
お
け
る
政
治
を
論
究
す
る
こ
と
は
、
上
述
の
事
柄
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う

に
、
西
田
の
「
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
」
に
お
い
て
政
治
が
ど
の
よ
う
に
考
察
さ
れ
て
い
る
か

が
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
。
西
田
で
の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己

同
一
は
、「
自
己
の
自
覚
」
と
「
世
界
の
自
覚
」
の
両
者
の
自
覚
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
「
自
覚
」

か
ら
究
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
西
田
で
の
「
自
己
の
自
覚
」
は
、「
自
己
が
自
己
に
お
い
て

自
己
を
見
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
世
界
の
自
覚
」
は
、
個
の
自
己
に
お
い
て
「
世
界
が
世
界
に
お

い
て
世
界
を
見
る
こ
と
」
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
両
者
か
ら
成
る
自
覚
は
、「
絶
対
無
の
場

所
」
の
論
理
、
即
ち
自
ら
の
固
定
し
た
一
定
の
立
場
を
絶
対
的
に
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成

り
立
つ
「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
に
お
い
て
は
、
そ
こ
か
ら
迸
り
出
て
く
る
ア
ガ
ペ
ー
や
慈
悲

に
よ
っ
て
、
対
象
論
理
的
に
見
れ
ば
絶
対
に
対
立
、
矛
盾
し
て
い
な
が
ら
、
一
切
の
も
の
の

各
々
の
働
き
と
い
う
視
点
か
ら
は
自
己
同
一
的
な
の
で
あ
る
。「
自
己
同
一
的
」
と
は
、
一
切
の

も
の
の
一
々
の
自
ら
に
お
け
る
同
一
性
が
、
他
と
の
、
よ
り
詳
し
く
言
え
ば
対
象
論
理
的
に
は
、

対
立
す
る
も
の
の
他
と
の
「
一
」
の
内
に
存
す
る
と
い
う
意
味
で
、
自
己
同
一
的
と
語
ら
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
場
合
、
対
立
し
あ
る
い
は
対
極
と
な
る
そ
れ

ぞ
れ
自
ら
の
根
拠
が
対
極
で
あ
る
他
の
う
ち
に
存
す
る
こ
と
に
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
に
お
い
て
は
、
精
神
の
レ
ベ
ル
で
の
一
切
の
各
々
の
対
極
が

「
一
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
哲
学
的
に
は
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
表
さ
れ
る
。

さ
て
、
西
田
に
お
い
て
は
、
自
己
の
自
覚
で
は
、「
自
己
が
自
己
に
お
い
て
自
己
を
見
る
」
と

い
う
直
観
と
し
て
の
反
省
に
よ
っ
て
個
の
自
己
は
無
限
に
自
我
を
絶
対
的
に
否
定
し
続
け
、
遂

に
こ
の
自
覚
は
、「
世
界
の
自
覚
」
と
「
一
」
で
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
深
め
ら
れ
て
行
く
。
が
、
こ

の
事
実
は
、
逆
に
、
個
の
自
己
に
お
い
て
「
世
界
が
世
界
に
お
い
て
世
界
を
見
る
」
と
い
う
直

観
と
し
て
の
反
省
に
よ
っ
て
世
界
が
絶
対
的
に
自
ら
の
立
場
を
「
自
己
の
自
覚
」
と
「
一
」
で

あ
る
と
こ
ろ
ま
で
否
定
し
続
け
て
行
く
こ
と
と
「
一
」
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
覚

は
自
己
の
自
覚
と
世
界
の
自
覚
と
に
お
け
る
自
己
と
世
界
の
各
々
の
自
ら
の
立
場
の
絶
対
的
否

定
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
自
己
の
自
覚
の
う
ち
で
明
ら
か
と
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
自
覚
」
に
お
い
て
は
、
政
治
の
世
界
は
、「
歴
史
的

世
界
自
覚
」（
６
）
の
世
界
史
的
時
代
に
お
け
る
「
世
界
の
自
覚
」
の
事
柄
で
あ
っ
て
、
も
は
や
フ

ラ
ン
ス
革
命
や
ロ
シ
ア
革
命
の
よ
う
な
「
階
級
自
覚
」
や
、
か
つ
て
の
「
民
族
自
覚
」
の
時
代

の
事
柄
で
は
な
い
と
見
な
さ
れ
て
い
る
（
７
）。
そ
し
て
、
西
田
は
既
に
二
十
世
紀
前
半
に
書
い
た

こ
の
論
（「
国
家
理
由
の
問
題
」、
一
九
四
一
年
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
即

ち
、
国
家
は
、
一
つ
の
民
族
的
国
家
を
中
心
と
し
た
帝
国
主
義
的
理
念
を
棄
て
、
単
な
る
対
立

的
国
家
の
理
念
を
越
え
て
、「
新
た
な
世
界
構
成
の
理
念
（
８
）
で
あ
る
「
歴
史
的
世
界
自
覚
」
の

時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
政
治
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
。

そ
の
よ
う
な
政
治
と
は
、「
縦
の
世
界
の
自
覚
で
も
な
く
、
横
の
世
界
の
自
覚
で
も
な
く
、
各

民
族
的
社
会
が
歴
史
的
世
界
的
に
自
覚
を
求
め
て
居
る
時
代
」（
９
）
の
政
治
で
あ
り
、「
縦
の
問

題
と
横
の
問
題
が
一
つ
の
問
題
と
し
て
、
世
界
歴
史
的
に
解
決
さ
れ
る
」（
10
）
よ
う
な
政
治
と
見

な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
政
治
は
、「
血
が
貴
い
の
で
は
な
く
、
文
化
を
担
う
血
が
貴
い
」（
11
）

と
い
う
視
点
か
ら
、
つ
ま
り
、
民
族
や
国
家
を
越
え
た
「
世
界
の
自
覚
」
か
ら
な
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
こ
と
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
な
西
田
の
考
え
る
「
歴
史
的
世
界
自
覚
」
の
「
世
界
史
的
時
代
」
は
、
名
実
共

に
、
二
〇
〇
一
年
九
月
十
一
日
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ワ
ー
ル
ド
・
ト
レ
ー
ド
・
セ
ン
タ
ー
を
中

心
と
し
た
多
発
テ
ロ
事
件
以
来
明
白
に
始
ま
っ
て
い
る
と
、
世
界
各
国
の
一
般
市
民
に
よ
っ
て

す
ら
も
既
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
現
代
に
お
け
る
、
各
々
の
民
族

的
社
会
が
固
有
の
文
化
の
伝
統
を
柔
軟
に
、
批
判
的
、
発
展
的
に
継
承
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ

れ
が
歴
史
的
世
界
的
な
自
覚
と
一
つ
に
成
り
立
つ
の
は
、「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
で
あ
る
西
田

に
お
け
る
「
絶
対
無
の
場
所
」
に
お
い
て
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

そ
の
理
由
は
第
一
に
、「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
は
、
思
索
の
場
や
枠
組
が
一
切
の
実
体
性
を
絶

対
的
に
否
定
す
る
「
絶
対
無
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二

に
、「
絶
対
無
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
成
り
立
つ
筆
者
の
所
謂
「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」（
西
田
で

の
「
絶
対
無
の
場
所
」
で
あ
り
、
西
谷
啓
治
で
の
「
立
場
な
き
立
場
」
あ
る
い
は
「
自
体
」
な

い
し
、「
如
」
の
立
場
で
あ
る
）
は
、
西
欧
文
化
に
お
い
て
二
五
〇
〇
年
以
上
に
亘
っ
て
妥
当
し

て
き
た
四
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
（
即
ち
、
相
対
有
、
相
対
無
、
絶
対
有
、
虚
無
）
で
成
り
立
つ

各
々
の
立
場
を
、
先
に
も
繰
り
返
し
述
べ
た
ア
ガ
ペ
ー
な
い
し
は
慈
悲
に
よ
っ
て
、
自
我
を
、

ま
た
民
族
や
国
家
等
の
種
の
立
場
に
閉
塞
的
に
執
着
す
る
我
性
を
、
放
下
さ
せ
、
生
き
た
も
の

と
し
て
働
か
す
か
ら
で
あ
る
。

「
絶
対
無
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
こ
れ
ま
で
の
西
欧
に
は
自
覚
的
に
は
存
し
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
先
の
旧
約
聖
書
の
中
で
見
た
古
代
の
ヘ
ブ
ラ
イ
文
化
の
時
代
の
神
概
念
を
受
け
継
ぐ
ユ

ダ
ヤ
教
や
、
西
欧
の
中
世
の
神
秘
思
想
や
、
キ
リ
ス
ト
教
の
パ
ウ
ロ
の
所
謂
神
秘
主
義
（
12
）
や

「
自
己
空
化
」（
13
）
の
思
想
の
中
に
顕
わ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
絶
対
無
や
個
の

自
ら
の
立
場
の
絶
対
否
定
に
よ
っ
て
生
じ
て
く
る
世
界
の
側
か
ら
の
ア
ガ
ペ
ー
や
慈
悲
は
、
い

ず
れ
の
宗
教
に
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
相
違
は
、
た
ゞ
そ
の
よ
う
な
愛
や
慈
悲
が

万
人
に
共
通
に
行
き
渡
る
か
否
か
の
み
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
、
宗
教
と
は
本
来
、
既
成
の
諸

宗
教
の
み
で
は
な
く
、
心
（heart

and
m

ind

）
の
自
覚
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
こ
と

に
よ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
は
日
本
中
の
一
人
一
人
の
、
ま
た
各
国
の
一
人
一
人
の

自
覚
の
未
熟
さ
故
に
、
西
田
の
「
絶
対
無
」
や
西
谷
の
「
如
」
の
立
場
が
、
そ
こ
か
ら
迸
ほ
と
ば
し

り
出

る
筈
の
ア
ガ
ペ
ー
や
慈
悲
に
よ
っ
て
世
界
中
に
広
が
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
二
十
一

世
紀
に
は
「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
と
し
て
の
西
田
の
「
絶
対
無
」
や
西
谷
の
「
如
」
や
「
真

如
」
の
立
場
は
、
世
界
の
す
み
ず
み
に
至
る
ま
で
広
が
る
よ
う
に
世
界
中
の
一
人
ひ
と
り
の
人

間
に
よ
っ
て
努
力
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
政
治
の
世
界
は
各
国
で
そ

れ
ぞ
れ
に
絶
対
化
さ
れ
て
、
地
上
の
国
々
は
早
晩
滅
び
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
誰
の
眼
に
も
明

ら
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

三
、
哲
人
政
治
と
因
陀
羅
の
網

自
我
、
実
存
、
生
な
い
し
虚
無
的
個
へ
の
執
着
が
放
下
さ
れ
得
る
の
は
、
音
楽
の
演
奏
や
絵

画
や
詩
歌
の
創
作
に
熱
中
し
た
り
、
自
己
修
練
の
登
山
や
運
動
や
芸
術
鑑
賞
に
よ
っ
て
、
あ
る

い
は
宗
教
的
な
修
行
に
お
い
て
、
無
我
夢
中
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
意
識
の
統
一
状
態
に
お
い

て
で
あ
る
（
14
）。
そ
の
よ
う
な
意
識
の
統
一
状
態
の
無
我
状
態
で
は
、
実
体
的
な
も
の
を
見
出
そ

う
と
す
る
立
場
や
、
対
象
的
思
惟
の
枠
組
と
し
て
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
絶
対
的
に
否
定
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
絶
対
無
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
絶
対
的
な
否
定
の
働
き
か
ら

迸
り
出
、
湧
き
出
て
く
る
ア
ガ
ペ
ー
や
慈
悲
に
よ
っ
て
、
自
我
、
実
存
、
生
あ
る
い
は
虚
無
的

個
の
立
場
で
主
張
さ
れ
る
事
柄
が
、
逆
に
そ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
私
心
の
な
い
、
神
的

愛
と
し
て
の
ア
ガ
ペ
ー
や
仏
教
的
な
意
味
で
の
慈
悲
か
ら
全
く
新
た
に
生
ま
れ
出
て
き
た
も
の

と
し
て
生
き
返
さ
れ
て
く
る
。
勿
論
、
そ
の
よ
う
な
立
場
が
生
き
返
る
に
は
、
自
己
の
自
覚
と

世
界
の
自
覚
と
か
ら
な
る
「
自
覚
」
が
日
々
の
日
常
生
活
の
自
己
修
練
の
中
で
研
ぎ
澄
ま
さ
れ

て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
前
提
を
踏
ま
え
た
上
で
、
以
下
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
が
「
絶
対
無
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
ど
の
よ
う
に
、
ア
ガ
ペ
ー
や
慈
悲
に

基
礎
づ
け
ら
れ
て
生
ま
れ
変
わ
っ
て
行
く
か
を
簡
単
に
見
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

先
ず
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
イ
デ
ア
論
と
自
我
の
立
場
で
は
、
思
惟
の
枠
組
や
場
と
し
て
の
パ
ラ

ダ
イ
ム
は
前
者
で
は
存
在
の
本
質
と
し
て
の
絶
対
有
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
基
づ
き
、
後
者
の
自
我

の
立
場
で
は
自
ら
の
自
我
を
も
含
め
た
現
象
界
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
の
世
の
一
切
の
も

の
と
し
て
の
相
対
有
や
、
相
対
有
を
超
脱
し
た
絶
対
有
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
基
礎
と
し
て
生
き
よ
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う
と
す
る
。
絶
対
有
や
相
対
有
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
み
を
基
礎
と
し
、
こ
の
基
礎
の
上
に
立
っ
て

生
き
よ
う
と
す
る
こ
の
立
場
は
、
特
殊
（species

）
の
立
場
に
成
り
立
っ
て
い
る
分
野
で
は
極

め
て
有
効
で
あ
る
。
例
え
ば
、
学
問
の
世
界
や
、
民
族
、
国
家
や
自
ら
の
グ
ル
ー
プ
に
の
み
閉

塞
的
に
執
着
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
は
極
め
て
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
殊
の
立
場
に
執
着

す
る
こ
の
立
場
は
、
二
十
一
世
紀
の
総
合
的
、
学
際
的
、
国
際
的
な
文
化
が
求
め
ら
れ
る
現
代

に
は
、
不
適
切
と
な
っ
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
こ
の
立
場
は
、
執
着
さ
れ
ず
放
下
さ
れ
る
時
に
は
、
絶
対
無
の
ア
ガ
ペ
ー
や
慈
悲

の
働
き
に
よ
っ
て
、
新
た
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
資
源
や
権
力
、
富
や

名
声
等
を
め
ぐ
っ
て
の
国
家
間
の
闘
争
や
戦
争
の
た
め
に
、
殺
人
の
た
め
の
生
物
兵
器
や
核
兵

器
等
々
の
研
究
は
、
更
に
は
人
間
を
神
の
座
に
据
え
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
人
間
の
命
を
不
老

長
寿
に
し
よ
う
と
し
て
ク
ロ
ー
ン
人
間
や
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
作
ろ
う
と
す
る
医
学
的
研
究
、
学
問
、

経
済
、
政
治
等
が
進
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
方
向
は
、「
絶
対
無
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
加
え
ら
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
逆
の
方
向
へ
と
変
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。「
絶
対
無
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
他

の
四
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
は
相
違
し
て
、
自
ら
の
立
場
を
絶
対
化
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
絶
対

化
の
代
わ
り
に
、
自
ら
の
立
場
の
絶
対
否
定
に
よ
っ
て
迸
り
出
て
く
る
神
的
愛
と
し
て
の
ア
ガ

ペ
ー
や
抜
苦
与
楽
の
慈
悲
に
よ
っ
て
、
他
の
四
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
い
ず
れ
か
の
立
場
を
絶
対

化
し
よ
う
と
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
軌
道
修
正
し
、
個
、
種
、
類
の
立
場
の
そ
れ
ぞ
れ
の
あ

り
方
を
、
平
和
の
方
向
へ
と
向
か
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
心
身
や

身
心
の
病
や
環
境
破
壊
を
防
ぎ
、
地
球
の
資
源
や
気
候
や
食
糧
等
を
将
来
世
代
の
た
め
に
も
保

全
し
、
地
球
の
荒
廃
を
予
防
す
る
世
界
的
規
模
で
の
諸
学
問
、
経
済
、
政
治
等
々
の
働
き
を
増

進
す
る
方
向
へ
と
転
換
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦

中
の
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
党
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
民
族
絶
滅
を
目
指
し
た
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
領
の
ア
ウ
シ
ュ

ヴ
ィ
ッ
ツ
等
に
お
け
る
強
制
収
容
所
で
の
虐
殺
の
出
来
事
や
、
当
時
の
日
本
帝
国
に
よ
る
植
民

地
政
策
に
よ
る
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
進
出
や
現
在
で
も
解
決
し
切
れ
て
い
な
い
日
本
帝
国
に
よ
る

慰
安
婦
問
題
等
々
、
各
国
に
よ
る
過

あ
や
ま
ち
等
々
は
、
二
度
と
繰
り
返
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
ま
し
て
や
、
原
・
水
爆
の
投
下
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
人
間
に
対
し
て
決
し
て
行

な
っ
て
は
な
ら
な
い
行
為
な
の
で
あ
る
。

次
い
で
、
Ｓ
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
（
一
八
一
三
―
一
八
五
五
）
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う

な
「
実
存
」
の
立
場
の
思
考
の
枠
組
や
場
と
な
っ
て
い
る
「
相
対
無
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
は
、

も
し
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
み
に
執
着
さ
れ
る
な
ら
ば
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
所
謂
「
不
安
の
無
」

に
脅
え
る
優
れ
た
文
学
や
哲
学
が
生
ま
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
他
者
を
思

い
遣
る
心
は
生
ま
れ
難
い
。
単
独
者
と
し
て
の
個
の
立
場
と
、
個
の
集
ま
り
と
し
て
の
人
類
の

立
場
が
「
一
」
に
な
っ
て
働
い
て
い
く
方
向
は
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
例
え
ば
カ
フ
カ
に
お

い
て
の
よ
う
な
家
族
内
部
で
の
人
間
関
係
や
、
諸
々
の
民
族
間
や
国
家
間
、
あ
る
い
は
グ
ル
ー

プ
間
で
の
諸
関
係
は
、
敵
対
関
係
の
方
が
増
し
、
こ
の
世
は
権
謀
術
数
で
動
き
、
透
明
で
友
好

的
な
関
係
は
消
え
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
実
存
の
立

場
で
「
絶
対
有
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
し
が
み
つ
こ
う
と
す
れ
ば
、
先
に
見
た
イ
デ
ア
や
自
我
の

欲
望
や
自
我
の
権
力
の
立
場
へ
の
執
着
に
逆
戻
り
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
実
存
の
立
場
が
絶

対
否
定
さ
れ
、「
絶
対
無
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
生
き
る
こ
と
に
飛
躍
す
れ
ば
、
実
存
に
お
け
る

「
不
安
の
無
」
は
、
破
壊
の
方
向
に
で
は
な
く
、
脱
構
築
は
、
絶
対
無
か
ら
迸
り
出
、
湧
き
出
て

く
る
愛
や
慈
悲
の
働
き
に
よ
り
、
そ
の
ま
ゝ
再
構
築
へ
と
産
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
と
は
逆
に
、
実
存
の
立
場
が
ニ
ー
チ
ェ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
虚
無
的
個
の
基
盤
と
な

っ
て
い
る
虚
無

ニ
ヒ
ル

（nihil

）
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
突
破
す
れ
ば
、
ニ
ヒ
ル
を
自
ら
の
砦
と
り
で
と
し
て
虚
無

を
絶
対
化
し
、
遂
に
は
霊
的
な
も
の
や
世
界
の
自
覚
が
消
さ
れ
る
と
い
う
悪
魔
的
な
も
の
へ
と

転
換
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、「
霊
的
な
も
の
」
や
「
世
界
の
自
覚
」
は
、
自

然
と
人
間
と
超
越
の
次
元
と
い
う
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
哲
学
的
な
思
索
の
事
柄
で
あ
る
三
つ

の
事
柄
が
、
透
明
に
「
一
」
に
個
に
お
い
て
も
成
り
立
つ
場
合
に
の
み
働
く
が
、
虚
無
の
パ
ラ

ダ
イ
ム
で
は
、
自
然
も
超
越
の
次
元
も
消
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（
15
）。

し
か
し
、
も
し
相
対
無
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
破
ら
れ
て
「
絶
対
無
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
溢
れ

出
て
く
る
愛
や
慈
悲
に
よ
っ
て
相
対
無
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
生
き
返
さ
れ
る
と
、
実
存
の
立
場
で

の
文
学
や
芸
術
や
運
動
や
そ
れ
ら
で
の
創
造
的
活
動
は
、
個
的
な
実
存
の
立
場
の
み
で
の
そ
れ

ら
で
あ
る
よ
り
は
、
個
的
な
も
の
が
特
殊
で
種
的
（
人
間
で
は
グ
ル
ー
プ
や
民
族
や
国
家
の
次
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元
で
あ
る
「
特
殊
」）
な
レ
ベ
ル
と
類
的
な
普
遍
の
立
場
（
人
間
の
世
界
で
は
「
人
類
」
の
立
場
）

と
通
底
す
る
も
の
と
な
る
。
西
田
の
絶
対
無
の
場
所
の
哲
学
や
田
辺
の
懺
悔
道
の
哲
学
、
Ｖ
・

ｖ
・
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
の
『
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
・
ク
ラ
イ
ス
』
や
西
谷
啓
治
の
『
一
即
零
、
零

即
多
、
そ
し
て
そ
の
二
つ
の
即
の
相
即
』
の
宗
教
哲
学
、
ま
た
Ａ
・
Ｎ
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の

有
機
体
の
哲
学
に
、
そ
の
例
が
見
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
ア
ッ
シ
シ
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
や
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
の
神
秘
思
想
、
更
に
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
や
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
（
一
八
六
八
―
一
九

四
四
）、
夏
目
漱
石
や
宮
沢
賢
治
等
の
文
学
作
品
に
も
そ
の
例
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
相
対
無
を
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
す
る
政
治
は
、
究
極
的
に
は
唯
物
論
的
な
政
治
と
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

第
三
に
、「
虚
無
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
執
着
さ
れ
る
と
究
極
的
に
は
、
無
意
味
、
無
目
的
、
無

価
値
な
生
と
見
な
さ
れ
た
自
ら
の
生
の
「
虚
無
的
個
」
の
自
覚
の
み
が
絶
対
化
さ
れ
て
、
世
界

の
自
覚
が
抹
消
さ
れ
、
霊
的
な
も
の
も
消
さ
れ
て
「
悪
魔
的
な
も
の
」
が
生
ま
れ
て
く
る
。
し

か
し
、「
虚
無
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
の
立
場
が
絶
対
否
定
さ
れ
、「
絶
対
無
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
か

ら
の
ア
ガ
ペ
ー
や
慈
悲
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
が
生
き
返
さ
れ
る
と
、
無
常
性
や
虚
無
性
に
生
き
る

自
ら
の
個
の
自
覚
が
、
こ
れ
と
「
一
」
な
る
も
の
と
し
て
の
「
世
界
の
自
覚
」
と
し
て
も
生
じ

て
く
る
。
こ
の
場
合
に
初
め
て
、
真
に
個
と
種
と
類
が
透
明
に
「
一
」
で
あ
る
よ
う
な
レ
ベ
ル

で
の
政
治
が
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
論
究
を
元
に
戻
す
と
、
絶
対
有
や
虚
無
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
執
着
す
る
立
場
に
お
い
て

は
、
政
治
は
共
に
専
制
君
主
的
で
独
裁
的
な
政
治
と
な
る
か
、
あ
る
い
は
無
政
府
状
態
と
な
る

で
あ
ろ
う
。
ま
た
実
存
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
執
着
す
る
立
場
で
は
、「
単
独
者
」
の
立
場
と
単
独
者

の
集
合
と
し
て
の
「
世
界
」
の
立
場
と
は
成
り
立
ち
得
て
も
、
諸
国
家
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る

政
治
が
、
単
独
者
の
個
の
立
場
と
世
界
の
人
類
の
立
場
で
の
政
治
と
の
透
明
な
「
一
」
な
る
関

係
と
な
り
難
い
こ
と
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。

そ
こ
で
最
後
に
、「
絶
対
無
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
け
る
政
治
の
世
界
が
如
何
な
る
政
治
で
あ

り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
政
治
は
ど
う
し
た
ら
可
能
で
あ
る
か
が
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
に
西
田
の
「
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
」
で
の
政
治
は
、
自
ら
の
個

の
「
自
己
の
自
覚
」
が
「
世
界
の
自
覚
」
と
「
一
」
で
あ
る
よ
う
な
、「
歴
史
的
世
界
自
覚
」
の

新
た
な
「
世
界
構
成
の
理
念
」
に
ふ
さ
わ
し
い
文
化
に
基
づ
い
た
「
世
界
の
自
覚
」
が
重
視
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
理
解
し
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
政
治
こ
そ
は
、
筆
者
の
考
え
に
よ

れ
ば
、
後
で
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
な
華
厳
宗
で
の
喩
え
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
因
陀
羅
の

網
」
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
絶
対
無
」
は
本
来
自
ら
の
立
場
の
「
絶
対
の
否

定
性
」
を
意
味
し
、
こ
の
否
定
性
は
如
何
な
る
も
の
を
も
立
場
を
も
視
点
を
も
実
体
化
、
つ
ま

り
絶
対
化
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
絶
対
無
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
の
政
治
が
絶

対
化
、
実
体
化
で
き
る
特
別
な
も
の
と
し
て
存
す
る
訳
で
は
全
く
な
い
こ
と
は
自
明
的
で
あ
る
。

絶
対
無
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
の
政
治
は
―
―
政
治
に
限
ら
ず
、
如
何
な
る
学
問
、
領
域
、
も
の
、

視
点
、
立
場
で
も
妥
当
す
る
筈
で
あ
る
が
―
―
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
の
あ
り
方
を
、
ど

う
し
た
ら
生
き
た
、
命
い
の
ち
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
、
ア
ガ
ペ
ー
や
慈
悲
に
よ
っ
て

思
案
、
思
量
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
思
量
は
「
非
思
量
の
思
量
」
で
あ
る
。
道
元

が
『
正
法
眼
蔵
』
の
「
坐
禅
箴
」
の
巻
で
語
っ
て
い
る
「
非
思
量
の
思
量
」（"th

in
kin

g

beyond
thinking

and
non-thinking"

）（
16
）
で
あ
る
。
単
な
る
理
性
の
立
場
で
の
四
つ
の
パ

ラ
ダ
イ
ム
（
即
ち
、
相
対
有
、
相
対
無
、
絶
対
有
、
虚
無
）
や
そ
れ
ら
で
の
立
場
を
包
摂
す
る

レ
ベ
ル
で
の
「
非
思
量
の
思
量
」
で
あ
る
。

古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
ニ
ー
チ
ェ
に
至
る
ま
で
の
西
欧
の
哲
学
に
お
け
る
「
思
惟
の
枠
組
」
で

あ
る
と
同
時
に
「
思
惟
の
場
」
で
も
あ
っ
た
パ
ラ
ダ
イ
と
し
て
の
相
対
有
、
相
対
無
、
絶
対
有

そ
し
て
虚
無
に
お
い
て
の
事
柄
は
、
こ
れ
ま
で
の
西
欧
の
哲
学
に
は
な
か
っ
た
「
絶
対
の
否
定

性
」
と
し
て
の
「
絶
対
無
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
迸
り
出
て
く
る
愛
（
ア
ガ
ペ
ー
）
や
慈

悲
よ
っ
て
全
く
新
た
に
受
け
取
り
直
さ
れ
、
生
ま
れ
変
わ
さ
れ
る
と
き
に
は
、
道
元
の
語
る
よ

う
な
「
非
思
量
の
思
量
」
に
よ
っ
て
新
た
に
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
の
で
、
ロ
ゴ
ス
を
基
礎
と

し
た
単
な
る
生
ま
れ
な
が
ら
の
理
性
の
立
場
で
の
論
理
は
、
超
え
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
れ
迄
の
西
欧
で
の
四
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
の
立
場
は
、
例
え

ば
テ
ト
ラ
・
レ
ン
マ
と
も
名
づ
け
ら
れ
得
る
「
非
思
量
の
思
量
」
に
お
い
て
生
き
返
り
、
命

い
の
ち
を

与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
世
界
の
動
き
と
「
一
」
に
力
動
的
に
働
き
、
世
界
形
成
と
「
一
」
に
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働
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
自
我
、
実
存
そ
し
て
虚
無
的
個
と
し
て
生
き
て
き
た
立
場
は
、
実

体
と
し
て
は
絶
対
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
万
物
に
通
底
す
る
自
己
で
あ
る
と
同
時
に
各
々

の
個
に
独
特
な
自
己
と
し
て
全
く
新
た
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
生
き
様
は
、
先
に
も

述
べ
た
華
厳
宗
の
喩
え
で
あ
る
因
陀
羅
網
（Indra ,s

net

）
の
世
界
に
準
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
因
陀
羅
の
網
と
は
、
華
厳
宗
で
の
悟
り
の
世
界
の
天
に
か
け
ら
れ
て
い
る
網
の
喩
え
で
あ

る
。
こ
の
網
の
す
べ
て
の
結
び
目
に
は
宝
珠
が
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
各
々
の
宝
珠
は
相
互
に

す
べ
て
の
宝
珠
と
映
し
合
っ
て
い
る
。
こ
の
網
で
の
各
々
の
宝
珠
と
は
、
森
羅
万
象
の
一
々
の

も
の
で
あ
る
。
こ
の
網
で
の
各
々
の
宝
珠
は
一
体
何
で
あ
る
の
か
と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
各
々

の
宝
珠
に
そ
れ
ぞ
れ
す
べ
て
の
宝
珠
と
の
映
し
合
い
が
幾
重
に
も
無
限
に
映
し
合
っ
て
い
る
事

実
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宝
珠
の
中
に
は
、
丁
度
鏡
と
鏡
が
映
し
合
っ
て

い
る
よ
う
に
、
相
互
に
幾
重
に
も
無
限
に
映
し
合
い
続
け
て
い
る
宝
珠
し
か
映
っ
て
い
な
い
の

で
あ
る
か
ら
。
従
っ
て
、

翻
ひ
る
が
え

っ
て
羅
森
万
象
の
各
々
に
こ
の
事
実
を
当
て
嵌
め
れ
ば
、
私
た

ち
の
一
人
ひ
と
り
の
、
ま
た
森
羅
万
象
の
各
々
の
、
自
ら
の
根
拠
は
、
従
っ
て
ま
た
自
己
同
一

性
は
、
自
ら
の
内
に
あ
る
と
同
時
に
、
映
し
合
っ
て
い
る
万
物
の
中
に
も
存
し
て
い
る
と
言
え

る
の
で
あ
る
。
も
し
も
こ
の
事
実
に
現
代
に
生
き
る
世
界
の
す
べ
て
の
人
々
が
目
覚
め
る
な
ら

ば
、
政
治
の
世
界
は
、
こ
の
世
界
す
ら
も
が
映
し
合
い
の
中
に
し
か
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
一
切
が
力
動
的
に
働
く
中
で
の
森
羅
万
象
の
各
々
が
映
し
合
う
こ
の
世
界
の
中
で
、
自

ら
の
立
場
が
絶
対
に
否
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
逆
に
絶
対
無
か
ら
迸
り
出
る
愛
（
ア
ガ
ペ
ー
）
や

慈
悲
に
よ
っ
て

愛
ア
ガ
ペ
ー

や
慈
悲
を
根
本
と
し
た
立
場
と
し
て
生
き
返
っ
て
く
る
世
界
で
あ
る
こ
と

が
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
論
究
か
ら
、「
非
思
量
の
思
量
」
に
お
い
て
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
に
お
け
る

「
哲
人
政
治
」
は
、
絶
対
有
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
の
政
治
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
因
陀
羅
網
に
お
け

る
無
実
体
的
な
絶
対
無
か
ら
の
ア
ガ
ペ
ー
や
慈
悲
の
働
き
と
し
て
の
政
治
と
し
て
、
即
ち
、
決

し
て
独
裁
君
主
的
な
政
治
と
し
て
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
も
、
絶
対
化
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
す

べ
て
が
賓
主
互
換
的
に
一
体
と
な
っ
て
働
く
政
治
と
し
て
、
受
け
取
り
直
さ
れ
、
生
ま
れ
変
わ

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
が
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
、
先
ず

種
の
立
場
に
執
着
せ
ず
に
、
各
自
各
国
の
文
化
が
尊
ば
れ
、
し
か
も
こ
れ
が
世
界
性
に
も
通
ず

る
方
向
へ
と
転
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
「
世
界
の
自
覚
」
が
「
一
」
に
重
な
っ
て
行
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
は
、
世
界
の
哲
学
的
思
索
の
枠
組
で
あ
り
場
で
あ
る
こ
れ
ま
で
の

西
欧
の
四
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
、
こ
れ
ら
を
包
摂
し
、
し
か
も
自
ら
の
あ
る
限
定
さ
れ
た
一
定

の
立
場
を
絶
対
的
に
否
定
す
る
「
絶
対
無
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
五
番
目
の
「
絶
対
無
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
世
界
中
に
広
め

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

何
事
も
「
隗か

い

よ
り
始
め
よ
」
で
あ
る
の
で
、
先
ず
、
上
述
の
如
き
「
絶
対
無
」
の
場
所
の
論

理
を
提
唱
し
た
哲
学
者
西
田
幾
多
郎
の
国
で
あ
る
日
本
が
、
そ
の
よ
う
な
政
治
の
可
能
性
を
示

さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
因
陀
羅
網
」
を
目
指
し
て
の
日
本
が
世
界
に
示
し
得
る
政

治
と
は
、
現
在
の
戦
争
放
棄
の
日
本
国
憲
法
九
条
を
守
り
切
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

自
国
の
制
定
し
た
憲
法
が
必
要
で
、
他
国
の
強
制
し
た
憲
法
は
不
必
要
と
い
う
反
論
も
勿
論
あ

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
日
本
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
独
立
自
存
の
道
を
保
ち
、
し
か
も
第
二
次

世
界
大
戦
中
に
大
変
な
損
害
、
被
害
、
人
権
侵
害
等
々
を
与
え
た
り
、
犯
し
て
し
ま
っ
た
東
南

ア
ジ
ア
諸
国
と
の
友
好
関
係
を
保
ち
続
け
得
る
日
本
に
と
っ
て
の
唯
一
の
可
能
な
道
は
、
正
に
、

憲
法
九
条
を
守
り
抜
く
道
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の

道
こ
そ
が
、
自
ら
の
立
場
を
絶
対
的
に
否
定
す
る
「
絶
対
無
」
か
ら
迸
り
出
る

愛
ア
ガ
ペ
ー

や
慈
悲
に

よ
っ
て
、
日
本
が
全
く
新
た
に
生
き
返
り
得
る
道
な
の
で
あ
る
。

付
記

本
稿
は
、
エ
ラ
ノ
ス
会
議
の
現
会
長
で
あ
る
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
・
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
大
学

経
済
学
教
授
の
テ
ィ
ロ
・
シ
ャ
ー
ベ
ル
ト
氏
の
退
官
記
念
論
文
集
（
二
〇
〇
七
年
九
月

発
行
予
定
）
に
寄
稿
を
依
頼
さ
れ
た
論
文
を
邦
訳
し
、
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

付
記
致
し
た
い
。
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。
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収
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験
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。
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