
我
炎
が
一
生
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
き
、
直
ち
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
人
間
も
動
物
と
同
じ
よ
う
に
た
だ
生
れ
、
動
き
、
そ

し
て
死
ん
で
行
く
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
だ
け
の
め
ぐ
り
合
せ
に
過
ぎ
な
い
人
生
に
何
故
に
業
と
い
う
問
題
が
湧
い
て

来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
人
間
と
動
物
の
違
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
答
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
、
同
じ
人
間
の
中
で
も
西
欧

人
の
如
く
業
思
想
を
持
た
ぬ
人
類
も
世
界
に
数
多
い
で
は
な
い
か
。
或
は
又
、
こ
う
い
う
か
も
知
れ
な
い
Ｉ
業
思
想
は
東
洋
独
自
の

思
想
で
あ
る
Ｉ
と
．
然
し
、
こ
の
答
も
納
得
出
来
な
い
。
と
い
う
の
は
西
洋
に
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で

あ
っ
て
東
洋
の
特
色
と
い
う
も
の
と
は
な
る
ま
い
。
向
う
に
な
く
て
、
こ
ち
ら
に
あ
る
も
の
乃
至
そ
の
逆
で
こ
ち
ら
に
な
く
て
向
う
に

あ
る
も
の
は
業
思
想
に
限
ら
な
い
。
業
の
他
、
い
く
ら
も
あ
り
う
る
。
単
に
特
色
だ
と
い
う
事
が
思
想
の
深
さ
を
計
量
す
る
詞
ハ
ロ
メ
ー

タ
ー
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
業
思
想
の
根
抵
と
な
っ
て
い
る
輪
廻
思
想
の
如
き
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
広
く
遠
く
世
界
人
類

に
共
通
し
た
も
の
と
さ
え
み
ら
れ
る
。
エ
ジ
プ
ト
の
棺
に
み
ら
れ
る
牛
と
死
者
の
送
葬
を
刻
ん
だ
枕
、
或
は
ギ
リ
シ
ャ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス

の
思
想
の
上
に
み
ら
れ
る
輪
廻
感
な
ど
が
そ
れ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
疑
う
余
地
も
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
業
思
想
は

業
論
の
本
質

一
業
論
は
行
動
の
論
理
で
あ
る

佐

々
木
現

、
』
、

ノ
ー
ノ

順



東
洋
に
限
ら
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
で
あ
る
と
す
る
と
業
思
想
に
つ
い
て
東
洋
と
西
洋
と
を
比
較
す
る
よ
り
は
別
の
観
点
に
立
っ
た
方

が
よ
り
本
質
的
な
把
え
方
に
な
り
は
し
な
い
か
。
即
ち
、
東
洋
・
西
洋
と
い
っ
て
も
所
詮
、
人
間
の
世
界
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
人
間

同
志
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
ほ
ど
の
差
も
あ
る
筈
は
な
か
ろ
う
。
大
同
小
異
で
あ
る
と
思
っ
て
よ
か
ろ
う
。

業
思
想
を
他
と
比
較
す
る
な
ら
ば
人
間
界
と
比
較
す
る
よ
り
は
動
物
界
と
比
較
し
た
方
が
真
実
を
つ
か
め
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。
人

ウ
プ
キ
ヨ
ウ
プ

問
界
と
動
物
界
の
対
決
で
あ
る
。
そ
れ
を
有
部
の
業
論
と
か
経
部
の
業
論
と
か
が
ど
う
だ
こ
う
だ
と
言
っ
て
も
空
論
を
も
て
遊
ぶ
よ
う

な
も
の
で
、
こ
れ
だ
け
で
は
木
枝
の
長
短
を
く
ら
べ
て
い
る
よ
う
な
も
の
に
な
り
は
し
な
い
か
。

そ
こ
で
、
い
ま
人
間
界
と
動
物
界
と
を
比
較
し
て
み
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
比
較
な
ら
ば
業
思
想
を
人
間
の
み
持
っ
て
い
る
独
自
の

思
想
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
独
川
性
が
主
張
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
独
自
性
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
あ
る
故
に
動
物
よ
り
偉
れ
て
い
る
と
い

う
の
で
は
な
い
。
た
だ
動
物
に
は
な
い
が
人
間
に
の
み
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
独
自
性
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。

人
間
も
動
物
と
同
じ
よ
う
に
生
れ
死
ん
で
行
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
人
間
に
は
反
省
す
る
意
識
が
あ
る
。
た
と
え
動
物
的
衝
動
で
あ

っ
て
も
衝
動
を
後
に
な
っ
て
意
識
す
る
意
識
を
持
っ
て
い
る
。
人
間
の
凡
て
の
動
き
は
後
で
意
識
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
ば
か
り

か
屡
々
、
意
識
が
動
き
を
指
導
し
て
行
く
こ
と
も
あ
る
。
意
識
的
行
為
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
意
識
は
絶
え
ず
動
い
て
い

る
も
の
で
あ
っ
て
そ
の
止
住
す
る
住
家
を
持
っ
て
い
な
い
。
あ
と
を
ふ
り
返
る
か
前
に
進
む
か
で
あ
っ
て
瞬
時
も
た
め
ら
っ
て
は
い
な

い
。
あ
と
を
ふ
り
返
る
時
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
追
想
と
い
い
、
前
を
予
め
知
ろ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
を
予
測
と
い
う
。
い
づ
れ
の

場
合
に
し
て
も
、
対
象
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
対
象
の
さ
だ
か
で
な
い
と
き
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
意
識
は
絶
え
ず

ゆ
ら
い
で
い
る
・
意
識
と
行
為
の
間
に
一
定
の
距
離
が
あ
る
・
こ
の
距
離
感
は
恐
ら
く
人
間
に
の
み
そ
な
わ
っ
た
特
性
で
あ
ろ
う
。
「
追

想
が
内
面
的
に
は
反
省
と
な
り
、
予
測
は
内
面
的
に
は
希
望
（
目
的
）
と
言
わ
れ
る
は
た
ら
き
と
な
る
」
。
（
拙
著
「
榊
幟
韮
時
間
論
の
研
究
』

業
論
の
本
質
六
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一
五
’
二
○
頁
、
昭
四
九
・
清
水
弘
文
堂
）
・

業
は
元
来
カ
ル
マ
と
い
わ
れ
た
行
為
そ
の
も
の
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
宇
宙
論
的
に
言
う
な
ら
ば
宇
宙
に
遍
満
せ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
人

倫
世
界
に
そ
の
姿
を
現
わ
し
た
と
き
、
そ
れ
が
行
為
と
よ
ば
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
千
一
ネ
ル
ギ
ー
は
宗
教
的
絶
対
者
・
科
学
・
芸
術

作
品
の
上
に
現
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
在
り
方
と
し
て
人
類
に
貢
献
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
業
と
は
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
人
倫
世
界
に
於
け
る
現
わ
れ
方
を
い
う
の
で
あ
る
。
業
即
ち
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
は
過
去
も
現
在
も
未
来
も
な
い
。
そ
こ
に
動
い
て
あ

る
も
の
は
た
だ
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
け
で
あ
る
。
行
為
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
人
間
を
限
定
も
し
な
け
れ
ば
、
限
定
さ
れ
も
し

な
い
。
浩
々
と
し
て
流
れ
る
流
水
の
如
く
で
も
あ
ろ
う
か
。
動
物
も
動
物
と
し
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
在
り
方
に
於
て
そ
こ
に
歩
い
て
い

る
。
人
間
も
同
じ
よ
う
に
そ
う
い
う
在
り
方
と
し
て
そ
こ
に
行
為
し
て
い
る
。
た
だ
流
水
を
意
識
し
て
い
る
か
否
か
が
違
っ
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。
人
間
の
行
動
の
基
本
を
つ
き
つ
め
て
行
け
ば
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
対
す
る
意
識
ま
で
掘
り
下
げ
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
人

間
の
行
動
の
原
理
は
こ
の
意
識
か
ら
出
て
く
る
。
か
く
て
、
業
は
人
間
の
行
動
を
底
か
ら
支
え
て
い
る
行
動
の
原
理
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
未
だ
過
去
・
現
在
・
未
来
の
区
別
す
ら
な
い
。
従
っ
て
、
過
去
の
業
と
い
う
意
識
も
な
い
。
そ
れ
故

に
、
現
在
の
境
遇
を
決
定
す
る
よ
う
な
過
去
の
業
と
い
う
考
え
も
起
き
て
は
い
な
い
。
業
と
い
え
ば
直
ぐ
宿
命
論
と
か
決
定
論
で
あ
る

如
き
誤
解
を
招
く
が
、
こ
の
誤
解
は
業
の
本
質
と
は
全
く
無
縁
で
あ
る
。
尤
も
、
こ
の
基
本
的
業
の
在
り
方
は
永
い
歴
史
・
民
族
性
・

諸
異
文
化
と
い
う
諸
様
の
沼
地
を
流
れ
て
い
る
間
に
、
い
く
ら
か
の
汚
染
を
ま
ぬ
が
れ
な
か
っ
た
と
い
う
史
実
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、

流
れ
そ
の
も
の
の
本
質
は
そ
の
ま
ま
現
代
の
佛
教
諸
派
に
至
る
も
依
然
と
し
て
一
貫
し
て
い
る
Ｉ
こ
の
点
は
本
論
の
後
で
更
に
言
及

○

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
Ｉ

六
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無
始
以
来
、
浩
々
と
流
れ
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
業
の
本
質
で
あ
る
と
規
定
し
た
。
そ
の
流
れ
そ
の
も
の
に
は
過
・
現
・
未
と
い
う

、
、
、

三
時
の
区
分
は
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
流
れ
て
い
る
と
い
う
出
来
事
し
か
な
い
。
こ
の
こ
と
は
別
の
例
に
よ
っ
て
も
説
明
す
る
こ

と
が
出
来
る
。
春
に
な
れ
ば
花
が
咲
き
み
だ
れ
、
秋
に
な
れ
ば
プ
ラ
タ
ナ
ス
の
枯
葉
が
舞
い
お
ち
る
。
人
は
こ
の
出
来
事
に
よ
っ
て
春

が
来
た
と
か
秋
の
到
来
を
感
じ
、
こ
れ
を
春
で
あ
り
秋
で
あ
る
と
い
う
。
然
る
に
出
来
事
の
側
か
ら
言
え
ば
、
又
、
国
の
相
違
に
よ
っ

て
花
が
咲
い
て
も
必
ず
し
も
春
で
は
な
い
。
イ
ン
ド
の
よ
う
に
春
の
花
も
夏
の
花
も
同
時
に
咲
い
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
ア
メ
リ

カ
の
東
部
の
よ
う
に
、
秋
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Ｉ
と
日
本
人
が
思
う
十
月
で
も
春
の
花
が
咲
い
て
い
る
。
然
る
に
ア
メ
リ
カ
人
は

秋
だ
と
い
っ
て
春
と
は
言
わ
な
い
。
か
く
み
る
と
春
夏
秋
冬
は
わ
れ
わ
れ
が
勝
手
に
名
づ
け
た
も
の
で
あ
っ
て
実
際
に
あ
る
出
来
事
と

は
必
ず
し
も
関
係
は
し
て
い
な
い
。
人
間
は
出
来
事
の
上
に
変
化
を
意
識
す
る
。
変
化
を
集
め
る
と
き
春
・
秋
の
時
間
概
念
が
出
て
く

、
、
、

る
。
時
間
と
は
出
来
事
の
抽
象
化
で
あ
る
。
こ
の
抽
象
化
へ
の
哲
学
的
要
求
は
人
間
に
生
具
せ
ら
れ
て
い
る
要
求
で
あ
る
。

又
、
人
間
は
社
会
を
形
成
し
て
い
る
。
社
会
に
生
き
て
い
る
以
上
、
相
互
の
コ
ン
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
必
要
と
す
る
。
単
な
る
出

来
事
の
推
移
だ
け
で
は
こ
れ
を
名
で
よ
ぶ
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
を
誰
に
で
も
通
ず
る
よ
う
に
客
観
化
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

客
観
化
に
よ
っ
て
コ
ン
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
、
人
間
社
会
が
形
成
せ
ら
れ
て
い
る
。
か
く
み
る
と
出
来
事
に
時
間
の
概
念
を

与
え
る
の
は
哲
学
的
抽
象
化
の
要
求
だ
け
で
は
な
く
し
て
社
会
学
的
に
必
須
の
条
件
で
も
あ
る
。
時
間
の
構
造
に
つ
い
て
は
他
で
も
論

述
し
た
が
（
拙
著
「
榊
熾
蔀
時
間
論
の
研
究
』
五
五
’
六
二
頁
、
昭
四
九
・
清
水
弘
文
堂
）
、
こ
の
変
化
及
び
時
間
の
感
覚
は
動
物
に
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
動
物
に
と
っ
て
は
毛
が
生
え
（
冬
）
毛
が
ぬ
け
る
（
夏
）
と
い
う
自
ら
の
身
体
上
の
事
実
と
、
風
が
ふ
い
た
り
太
陽
が
照
っ

業
諭
の
本
質
六
九

ニ
何
故
、
業
に
三
世
を
配
当
す
る
か



た
り
す
る
自
然
現
象
し
か
体
験
さ
れ
て
い
な
い
。
時
間
に
よ
っ
て
区
分
す
る
こ
と
も
な
い
か
ら
未
来
へ
の
予
料
も
な
い
。
夏
が
来
る
ま

で
は
冬
で
あ
り
、
毛
が
生
え
揃
う
ま
で
は
夏
で
あ
る
。
時
間
概
念
と
い
う
主
観
的
妄
想
が
な
い
か
ら
時
間
に
主
観
的
に
し
ば
ら
れ
る
こ

と
も
な
い
。
或
る
意
味
に
於
て
動
物
は
絶
対
自
由
で
も
あ
ろ
う
。

然
る
に
、
人
間
は
哲
学
的
・
社
会
学
的
要
求
に
よ
っ
て
時
間
区
分
を
主
観
的
に
賦
与
す
る
。
無
時
間
た
る
籍
へ
き
業
の
流
れ
を
三
つ
に

切
断
す
る
。
而
し
て
、
そ
れ
を
過
去
・
現
在
・
未
来
と
思
い
な
す
。
し
か
し
、
実
は
こ
の
三
時
は
世
界
の
ど
こ
に
も
実
在
し
な
い
。
主

観
の
な
せ
る
妄
想
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
人
間
は
切
断
し
た
だ
け
で
は
終
ら
な
い
。
更
に
妄
想
に
羽
衣
を
は
や
し
て
行
く
。
そ
し
て

、
、

過
去
の
業
が
現
在
の
境
遇
を
決
定
す
る
と
か
限
定
す
る
と
か
考
え
る
。
業
そ
の
も
の
は
何
も
の
を
も
決
定
も
限
定
も
し
な
い
。
業
の
流

れ
そ
の
も
の
は
既
述
の
如
く
無
時
間
で
あ
る
。
決
定
或
は
限
定
と
い
う
こ
と
は
時
間
概
念
を
ま
っ
て
始
め
て
言
い
う
る
こ
と
で
あ
る
。

人
間
は
主
観
的
に
時
間
区
分
を
な
し
、
主
観
的
に
決
定
と
か
限
定
と
か
言
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
存
在
を
自
ら
の
手
で

し
ば
り
つ
け
て
行
く
。
そ
の
あ
げ
く
業
は
人
間
の
自
由
を
し
ば
る
と
か
、
決
定
論
で
あ
る
と
か
と
い
う
よ
う
に
主
観
的
に
考
え
て
し
ま

う
。
然
し
、
こ
れ
は
誤
解
で
あ
っ
て
業
そ
の
も
の
は
人
間
の
、
由
を
奪
い
は
し
な
い
。

リ
ッ
ギ
フ
リ
ッ
ギ

イ
ン
ド
佛
教
の
古
典
に
は
、
こ
の
よ
う
な
誤
解
を
解
こ
う
と
す
る
談
論
が
極
め
て
多
い
。
業
の
実
在
論
的
解
釈
か
ら
律
俄
・
不
律
儀

と
い
う
倫
理
的
問
題
に
至
る
ま
で
イ
ン
ド
論
師
達
に
よ
っ
て
論
争
が
開
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
論
争
の
根
抵
に
あ
る
も
の
は
無
叶
川
的

業
を
時
間
的
に
限
定
せ
ん
と
す
る
非
を
除
か
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
換
言
す
る
な
ら
ば
業
と
我
と
の

関
係
で
あ
る
。
即
ち
、
無
時
間
的
業
は
無
時
間
的
無
我
の
思
想
の
上
で
の
み
言
い
う
る
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
、
業
に
時
間
的
限
定
を

あ
た
え
る
と
す
る
と
「
我
」
に
も
時
間
的
限
定
を
あ
た
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
時
間
と
空
間
の
限
定
を
持
て
る
「
我
」
は
主
観
的
小
我
で

あ
り
、
実
体
的
我
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
時
間
・
空
間
に
於
て
限
定
せ
ら
れ
た
「
我
」
な
る
が
故
に
業
を
も
時
間
・
空

七
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イ
ン
ド
佛
教
に
よ
れ
ば
業
が
結
果
を
生
ず
る
凡
て
の
条
件
で
は
な
い
。
業
は
果
を
単
に
引
く
と
こ
ろ
の
助
縁
と
な
る
だ
け
で
あ
っ
て

果
を
生
ず
る
た
め
に
は
業
の
外
に
多
様
な
条
件
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
一
つ
の
条
件
に
過
ぎ
な
い
業
だ
け
で
そ
の
果
を
判
断
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
我
々
の
行
う
善
き
行
為
と
い
え
ど
も
そ
の
果
に
対
す
る
わ
ず
か
な
力
し
か
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

は
冷
徹
な
よ
う
で
あ
る
が
解
釈
と
し
て
は
合
理
的
で
あ
る
．
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
我
々
の
立
場
Ｉ
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
業
論
Ｉ

か
ら
し
て
も
肯
定
し
う
る
合
理
性
を
持
っ
た
解
釈
で
あ
る
と
考
え
る
。
何
故
な
れ
ば
、
業
は
果
を
生
ず
る
為
の
助
縁
で
あ
る
に
過
ぎ
な

い
と
言
っ
て
も
弱
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
業
を
抜
き
に
し
て
果
の
生
ず
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
助

縁
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
強
さ
を
持
つ
条
件
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。
条
件
と
は
佛
教
で
縁
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
業
も
条
件

の
一
つ
で
あ
る
か
ら
業
縁
と
も
言
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
助
縁
と
し
て
の
業
と
雌
も
生
果
の
必
須
的
条
件
で
あ
っ
て
、
他
の
諸
条
件
と
次

業
諭
の
本
質
七
一

間
的
に
限
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
若
し
「
我
」
が
時
間
・
空
間
を
越
え
た
無
時
間
的
大
我
（
無
我
）
で
あ
る
な
ら
ば
業
も
ま
た
無
時
間

的
流
動
そ
の
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
す
れ
ば
、
業
と
無
我
と
は
無
時
間
性
に
於
て
一
体
で
あ
る
。
か
く
て
、
業
論
と
無
我
論
と

は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
原
理
的
関
係
を
も
う
一
度
、
具
体
的
例
で
説
明
し
て
み
よ
う
。
普
通
、
人
々
は
業
思
想
と
い
う
と
既
述
の
如
く
、
先
ず
、
決
定

論
と
無
差
別
に
考
え
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
原
理
的
に
言
っ
て
誤
解
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
而
も
な
お
我
々
の
人
生
に

於
て
解
き
難
い
問
題
が
残
る
。
そ
れ
は
善
因
善
果
・
悪
因
悪
果
と
い
う
倫
理
的
系
列
の
問
題
が
屡
々
、
そ
の
逆
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
善
行
は
必
ず
し
も
善
き
果
を
も
た
ら
し
て
い
な
い
。
又
、
善
人
必
ず
し
も
幸
福
で
は
な
い
。
こ
の
現
実
を
一
体
如
何

に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。



善
業
が
必
ず
し
も
善
果
を
生
ん
で
い
な
い
と
い
う
人
生
の
現
実
は
人
々
の
屡
々
見
聞
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
然
し
、
一
体
＄
善
因
善

果
と
い
う
倫
理
的
制
断
は
何
を
基
準
と
し
て
い
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
道
徳
的
善
悪
・
幸
不
幸
の
判
断
は
歴
史
・
民
族
・
個
人
の
考

え
方
に
よ
っ
て
相
違
し
て
い
る
こ
と
も
人
々
が
現
実
に
於
て
経
験
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
判
断
の
基
準
は
相
対
的
で
し
か
な
い
。

貧
し
て
不
幸
と
見
え
る
者
も
当
人
に
と
っ
て
は
何
よ
り
も
幸
福
で
あ
る
。
靴
の
底
を
打
つ
哲
人
、
メ
ガ
ネ
の
玉
を
ふ
く
詩
人
な
ど
の
幸

福
は
第
三
者
の
判
断
の
外
に
あ
る
。
善
悪
の
判
断
が
相
対
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
又
、
一
体
、
誰
が
善
悪
を
規
定
し
て
い
る
の
か

Ｉ
こ
う
い
う
な
ま
な
ま
し
い
疑
問
は
古
典
に
限
ら
れ
た
議
論
だ
け
で
は
終
っ
て
い
な
い
。
時
代
が
下
っ
て
現
代
に
於
て
も
、
イ
ン
ド

民
族
の
精
神
の
中
に
巣
く
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
実
証
的
研
究
に
つ
い
て
曽
っ
て
、
セ
ー
ブ
グ
ラ
ム
部
落
に
つ
い
て
の
報
告
を
し
た

と
き
述
ぺ
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
著
ｇ
ｏ
巨
騨
且
国
巨
冒
四
巳
昌
ｏ
匡
嚴
旨
冒
〔
旨
』
ｚ
①
尋
胃
］
旨
・
弓
．
ら
？
］
窟
）
。
現
代
イ
ン
ド
民
族
の
中
に

深
く
宿
っ
て
い
る
精
神
状
況
は
善
悪
の
判
断
を
与
え
る
者
は
誰
か
と
い
う
批
判
的
精
神
で
あ
る
。
こ
の
精
神
は
既
に
古
く
イ
ン
ド
古
代

思
想
に
通
じ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
真
理
に
は
絶
対
的
な
も
の
は
な
い
。
凡
て
相
対
的
に
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

己
冒
自
国
（
法
）
と
い
う
真
理
は
「
持
２
と
い
う
原
語
の
意
味
で
あ
り
、
絶
対
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
各
々
が
真
理
の
一
端
を
持

つ
こ
と
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
矛
盾
し
た
要
素
を
も
合
せ
持
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
従
っ
て
、
善
因
善
果
と
い
う
場
合
の
善
・

悪
も
極
め
て
相
対
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
我
々
が
客
観
的
に
幸
・
不
幸
を
決
め
て
か
か
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
何
故
に
そ
こ
に
絶
対
性

を
賦
与
出
来
な
い
か
と
言
え
ば
、
真
理
は
常
に
動
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
善
悪
も
業
も
共
に
創
ら
れ
て
行
く
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
業
を
外
か
ら
制
限
す
る
９
口
茸
昌
①
Ｈ
を
佛
教
は
認
め
な
い
。
そ
の
代
り
業
を
内
か
ら
創
造
す
る
者
即
ち
Ｑ
①
鼻
日
を
佛
教
は
説

の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

兀
の
低
い
も
の
で
は
な
い
。
元
来
、
佛
教
的
業
は
宇
宙
に
遍
満
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
人
倫
的
世
界
の
枠
内
に
自
己
を
あ
ら
わ
に
し
た
も

七
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く
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
既
述
の
如
き
所
説
と
軌
を
一
に
す
る
。
業
は
無
始
以
来
、
流
動
し
て
や
ま
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
と
い

う
こ
と
と
同
じ
基
盤
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
業
に
三
世
と
い
う
時
間
区
分
を
配
当
し
た
の
も
主
観
的
人
間
の
操
作
で
あ
っ
た
し
、
又
、
業
に
善
悪
・
幸
不

幸
と
い
う
倫
理
的
判
断
を
与
え
た
の
も
主
観
的
人
間
の
操
作
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
イ
ン
ド
佛
教
に
於
け

る
業
論
の
基
本
的
原
理
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

原
始
佛
教
に
於
て
業
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
か
。

館
一
に
佛
陀
は
そ
れ
以
前
の
業
諭
を
倫
理
的
な
意
味
で
取
り
入
れ
て
行
っ
た
。
そ
れ
以
前
の
業
論
は
宿
命
論
的
で
あ
っ
た
り
、
神
に

よ
る
外
的
な
決
定
論
で
あ
っ
た
り
、
或
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
如
き
業
を
物
質
的
分
子
の
聚
合
と
考
え
た
り
す
る
業
論
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら

の
業
論
と
い
え
ど
も
人
倫
世
界
に
関
与
し
て
い
る
限
り
人
倫
の
道
即
ち
倫
理
的
要
請
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
は
佛
教
の
業

論
と
変
り
な
い
。
然
し
、
佛
教
は
倫
理
要
請
を
動
機
と
し
て
業
論
を
と
り
入
れ
な
が
ら
業
の
本
質
を
外
的
な
る
者
に
お
か
な
い
で
自
ら

の
上
に
お
い
た
。
そ
の
上
で
「
自
ら
」
と
は
何
か
を
追
及
し
て
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
「
自
ら
」
と
は
実
は
反
っ
て
自
ら
の
存
在
の
否

定
即
ち
無
我
で
あ
る
と
い
う
逆
説
的
結
果
に
到
達
し
た
。
こ
の
点
に
於
て
外
道
の
業
論
と
相
違
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
倫
理
的
要
請

を
動
機
と
し
な
が
ら
認
識
論
的
追
及
を
な
し
無
我
に
達
し
た
。
更
に
、
無
我
を
以
て
単
な
る
「
我
」
の
鉄
如
態
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ

ア
カ

を
以
て
実
践
の
根
拠
と
な
し
た
。
無
我
と
は
認
識
論
の
対
象
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
は
体
験
の
上
で
証
し
さ
れ
ね
ば

ア
・
刀

な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
無
我
は
実
践
修
行
に
よ
っ
て
証
し
さ
る
べ
き
体
験
で
あ
る
と
す
る
。
無
我
の
体
験
は

莱
論
の
本
質
七
三

三
無
我
は
二
種
の
否
定
を
意
味
す
る



原
始
佛
教
思
想
に
よ
れ
ば
、
否
定
に
二
種
の
意
味
が
あ
る
。
第
一
は
既
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を

相
対
的
否
定
と
よ
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。
「
我
」
即
ち
静
止
的
実
体
の
否
定
が
無
我
で
あ
る
が
、
無
（
四
）
は
こ
の
第
一
の
否
定
即
ち
相
対

ゴ
ウ
ン

シ
キ
ジ
ユ
ソ
ウ
ギ
ヨ
ウ
シ
キ

的
否
定
を
意
味
す
る
。
人
間
的
存
在
が
原
始
佛
教
で
は
五
謡
と
い
わ
れ
て
五
要
素
（
色
・
受
・
想
・
行
・
識
）
か
ら
成
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
た
。
五
要
素
は
ま
と
め
れ
ば
身
・
心
の
二
要
素
で
あ
る
。
人
間
的
存
在
が
身
心
の
二
つ
に
分
解
せ
ら
れ
る
こ
と
は
東
洋
・
西
洋

に
も
共
通
し
た
分
け
方
で
あ
る
が
佛
教
は
更
に
深
く
心
的
要
素
を
受
・
想
・
行
・
識
に
再
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
五

要
素
の
い
づ
れ
に
も
実
体
的
主
体
は
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
「
我
」
の
否
定
に
外
な
ら
な
い
。
主
体
は
そ
の
い
づ
れ
の
一
つ
で

も
な
く
、
主
体
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
そ
の
全
体
で
あ
り
、
全
体
の
上
で
想
定
せ
ら
れ
る
は
た
ら
き
に
外
な
ら
な
い
。
は
た
ら
き
で
あ

る
以
上
、
静
止
的
な
も
の
で
は
な
い
。
万
物
を
動
に
於
て
把
え
よ
う
と
す
る
こ
と
が
万
物
流
転
の
真
相
で
あ
り
、
こ
れ
は
言
う
ま
で
も

な
く
佛
教
の
思
想
の
本
領
（
無
常
論
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
佛
教
の
句
自
国
ｏ
威
○
冒
騨
房
日
が
「
我
」
の
分
析
の
上
に
も
現
わ
れ
て
来
て
い

る
。
か
く
て
、
相
対
的
否
定
と
い
う
の
は
静
止
的
な
る
も
の
の
否
定
で
あ
る
。

ら
れ
て
い
た
。
然
‐

て
妥
当
で
は
な
い
。

人
々
に
力
を
与
え
無
我
の
行
、
利
を
越
え
た
力
を
あ
た
え
た
。
こ
の
力
へ
の
復
帰
が
我
々
の
所
謂
宇
宙
に
遍
満
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
の

合
一
の
自
覚
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
佛
教
で
業
諭
が
無
我
論
を
通
っ
て
力
の
哲
学
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
哲
学
に
復
帰
し
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
が
業
而
発
達
の
佛
教
的
志
向
の
概
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
業
論
が
倫
理
的
要
請
を
動
機
と
し
て
認
識
論
的
問
題
に
取
り
扱
わ
れ
る
と
き
、
如
何
よ
う
に
展
開
し
た
か
。
無
我
論
と
業

諭
と
矛
盾
し
な
い
か
等
を
考
え
て
み
よ
う
。
無
我
論
と
業
論
と
が
矛
盾
す
る
の
で
な
い
か
と
い
う
疑
問
は
既
に
西
洋
に
於
て
も
指
摘
せ

ら
れ
て
い
た
。
然
し
、
か
か
る
疑
問
は
業
諭
を
認
識
の
対
象
と
し
て
客
観
的
に
の
み
理
解
し
て
い
る
発
想
か
ら
由
来
す
る
疑
問
で
あ
っ

七
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以
上
、
二
様
の
否
定
が
無
我
思
想
に
ひ
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
の
否
定
即
ち
相
対
的
否
定
は
無
我
の
無
と
し
て
実
体
的
我
の
否
定
で

あ
り
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
五
瀧
の
い
づ
れ
の
単
一
要
素
に
も
主
体
が
無
い
と
い
う
主
張
の
上
に
見
ら
れ
る
。
第
二
の
否
定
は
た
と
え

無
（
沙
）
と
い
う
否
定
詞
を
用
い
て
い
る
と
誰
も
そ
の
内
容
は
絶
対
的
境
地
を
指
向
す
る
‘
も
の
で
あ
る
。
佛
教
に
於
て
絶
対
的
境
地
と
は

絶
え
ず
は
た
ら
き
を
繰
り
返
し
て
い
る
実
相
を
言
う
。
神
と
か
天
国
と
言
う
如
き
静
止
的
一
回
的
な
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は

佛
教
の
司
昌
］
ｏ
は
○
口
農
の
目
を
考
え
る
と
き
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
絶
対
的
な
も
の
即
ち
、
は
た
ら
い
て
あ
る
も
の
は
時
間
的
に
も

空
間
的
に
も
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
肯
定
は
常
に
時
間
的
空
間
的
限
定
を
予
測
し
て
い
る
。
時
空
の
限
定
の
中
で
の
み
肯
定
が

在
る
。
そ
れ
故
に
、
時
空
の
限
定
を
越
え
た
も
の
即
ち
、
は
た
ら
い
て
あ
る
と
こ
ろ
の
絶
対
は
肯
定
に
よ
っ
て
把
え
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
肯
定
は
常
に
時
空
の
限
定
内
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
、
無
我
思
想
は
相
対
的
否
定
と
し
て
我
を
否
定
す

る
と
同
時
に
他
方
、
絶
対
的
な
る
も
の
即
ち
、
は
た
ら
い
て
い
る
実
相
を
も
指
向
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
は
た
ら
い
て

い
る
実
相
と
は
業
の
世
界
に
外
な
ら
な
い
。

人
川
的
存
在
が
認
識
論
的
或
は
相
対
的
否
定
の
側
か
ら
言
え
ば
無
我
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
他
方
、
は
た
ら
い
て
い
る
実
相
の
側

か
ら
言
え
ば
人
間
的
存
在
は
業
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
的
存
在
の
無
我
た
る
こ
と
の
自
覚
は
同
時
に

Ｉ
積
極
的
に
言
え
ば
Ｉ
業
的
に
繋
縛
さ
れ
た
人
間
存
在
を
自
覚
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

紀
元
五
世
紀
の
大
註
釈
家
佛
音
の
洞
察
に
よ
れ
ば
次
の
如
く
ぐ
届
白
目
宣
旨
侭
盟
に
示
さ
れ
て
い
る
。

「
果
は
業
の
中
に
も
業
の
外
に
も
存
し
な
い
。
業
は
果
を
知
ら
ず
、
又
、
業
の
中
に
も
果
は
な
い
。
〔
而
も
〕
果
を
生
起
す
る
も

莱
論
の
本
質
七
五

→

o
n

第
二
の
否
定
は
絶
対
的
な
る
も
の
を
指
向
す
る
否
定
で
あ
る
。
国
営
．
ａ
〕
困
日
四
な
る
接
頭
辞
に
よ
っ
て
表
現
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ



の
は
業
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
（
ｓ
睦
日
』
目
ゞ
も
＆
ｓ
ゞ
崗
目
必

「
我
」
は
身
・
心
の
い
か
な
る
一
部
分
の
中
に
も
存
し
な
い
と
い
う
の
が
五
緬
諭
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
い
ま
同
じ

よ
う
に
業
が
実
体
的
静
止
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
実
体
的
業
が
先
に
存
在
し
て
い
て
果
な

る
実
体
を
生
起
せ
し
め
る
の
で
は
な
い
。
業
の
中
に
も
外
に
も
果
は
な
い
。
而
も
、
業
な
く
し
て
果
は
生
起
し
な
い
。
業
は
果
を
引
く

と
こ
ろ
の
助
縁
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
縁
（
層
８
昌
砂
）
と
は
は
た
ら
き
（
胃
ご
巳
で
あ
る
と
い
う
俳
教
の
根
本
的
命
題
で
あ
る
が
、

助
縁
（
＄
冨
圃
ロ
ロ
）
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
閏
冒
圃
儲
旨
で
あ
り
、
⑫
騨
冨
圃
吋
目
は
』
自
乱
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
人
間
の
身
・
心
は
三
世
に
わ
た
る
業
か
ら
成
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
た
だ
業
の
甸
昌
〕
ｏ
は
○
口

で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
的
生
存
の
凡
ゆ
る
層
の
中
に
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
業
の
は
た
ら
き
の
み
で
あ
る
。
業
を
自

覚
す
る
と
い
う
こ
と
は
実
は
何
物
も
実
体
と
し
て
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
佛
教
で
い
わ
れ
る
無
我

（
四
目
目
騨
口
）
の
川
覚
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
世
界
は
諸
業
の
は
た
ら
き
Ｉ
限
定
な
き
は
た
ら
き
Ｉ
に
よ
っ
て
創
ら
れ
て
い
る
か

ら
世
界
に
は
始
め
も
な
く
終
り
も
な
い
と
言
わ
れ
も
す
る
の
で
あ
る
。

業
は
、
そ
こ
に
於
て
無
我
が
自
ら
を
開
示
す
る
と
こ
ろ
の
領
域
で
あ
る
。
ま
た
、
無
我
の
側
で
言
え
ば
無
我
は
、
人
が
業
を
自
覚
す

る
が
故
に
の
み
、
自
ら
を
人
に
開
示
す
る
。
業
の
自
覚
と
無
我
の
そ
れ
と
は
同
時
に
起
っ
て
い
る
。
無
我
は
本
質
的
に
時
間
の
し
、
ヘ
ル

を
越
え
て
い
る
と
同
じ
よ
う
に
業
も
ま
た
時
間
し
ゞ
ヘ
ル
言
昌
①
‐
］
①
ぐ
里
）
を
越
え
て
い
る
。
業
輪
廻
が
無
始
無
終
と
い
わ
れ
る
の
も
こ

こ
に
論
理
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
業
に
よ
る
存
在
の
分
析
は
単
な
る
生
理
的
心
理
的
分
析
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
業
的

形
成
の
世
界
に
於
け
る
無
我
の
証
し
で
あ
る
。
業
に
よ
る
存
在
分
析
の
根
抵
に
は
無
我
論
が
あ
る
の
で
あ
る
。
無
我
の
積
極
的
対
象
と

な
る
も
の
は
我
で
あ
っ
た
。
然
し
な
が
ら
、
無
我
な
る
否
定
的
概
念
の
基
礎
は
我
で
は
な
く
業
で
あ
る
。

一
望
一
、

‐
て
ニ
ノ



こ
の
こ
と
は
有
名
な
次
の
句
に
よ
っ
て
言
明
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
（
四
六
二
偶
）
に
曰
く
、

「
生
れ
（
両
巳
を
問
う
勿
れ
、
た
だ
行
為
（
ｏ
胃
眉
四
）
を
問
え
。
実
に
火
は
薪
よ
り
生
ず
る
。
卑
賎
の
家
の
者
と
雌
も
、
牟
尼

勇
者
、
高
貴
な
る
者
、
蜥
側
あ
る
者
あ
り
」
と
。

人
川
の
境
遇
、
身
分
、
品
性
等
は
他
律
的
な
過
去
の
業
或
は
自
ら
の
生
れ
（
両
ｇ
と
い
う
生
理
的
な
も
の
、
物
質
的
な
も
の
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
Ｉ
こ
の
宣
言
は
当
時
の
バ
ラ
モ
ン
社
会
に
於
て
驚
く
ゞ
へ
き
大
宣
言
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
現

代
イ
ン
ド
に
於
て
す
ら
こ
の
主
張
に
は
英
断
を
要
す
る
。
〔
佛
陀
に
倣
っ
て
そ
れ
を
宣
言
し
た
現
代
に
於
け
る
ア
ン
、
ヘ
ト
ヵ
ル
博
士
と

そ
れ
に
協
調
し
た
幾
万
の
下
層
階
級
の
盛
り
上
り
つ
つ
あ
る
大
衆
の
佛
教
運
動
を
見
よ
〕
。

業
論
の
本
質
七
七

な
る
の
で
あ
る
。

原
始
佛
教
に
於
け
る
無
我
と
業
と
の
合
致
は
ま
さ
に
イ
ン
ド
的
冒
厨
房
ｏ
自
己
厨
目
の
思
潮
か
ら
み
て
も
理
解
し
う
る
こ
と
で
は
な

い
か
と
思
う
。
佛
陀
に
と
っ
て
重
要
且
つ
特
色
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
そ
れ
以
前
の
外
道
の
考
え
方
即
ち
我
の
思
想
を
否
定
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
れ
を
無
我
な
る
概
念
で
表
現
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
そ
れ
以
前
に
考
え
ら
れ
て
い
た
決
定
論
的
業
の
物
質
性
・
他
律
性
を

も
否
定
し
て
、
業
を
以
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
人
倫
世
界
に
於
け
る
顕
わ
れ
と
解
釈
し
た
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
余
鳥
は
）
の
哲
学
も
ま
た
イ
ン
ド

的
思
潮
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
佛
陀
は
そ
の
上
で
業
の
人
倫
的
甸
巨
ロ
昌
○
冒
昌
⑳
日
を
樹
立
し
た
。
か
く
て
、
無
我
論
と
業
論
の
合
致

換
言
す
れ
ば
両
者
は
同
一
体
験
の
異
っ
た
二
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
見
方
は
観
想
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ

な
い
が
、
観
想
的
で
あ
る
と
い
う
の
も
ま
た
イ
ン
ド
的
冒
５
房
ｏ
言
農
印
目
の
流
れ
に
そ
っ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
業
と
い

う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
人
倫
世
界
に
於
け
る
具
体
化
が
業
を
人
間
の
行
為
と
い
う
解
釈
を
も
た
ら
し
た
。
業
は
人
間
に
於
て
顕
わ
れ
た
エ
ネ

ル
ギ
ー
で
あ
る
故
に
、
、
神
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
業
は
如
何
な
る
他
者
に
よ
っ
て
も
律
せ
ら
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
思
想
に



業
は
決
定
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
各
自
の
行
為
に
よ
る
性
格
付
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
又
、
そ
れ
が
イ
ン

ド
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
哲
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
更
に
こ
の
古
典
の
原
理
こ
そ
我
☆
の
現
実
生
活
を
支
え
て
い
る
ご
己
く
①
易
四
房
日
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
Ｉ
個
人
的
な
私
ご
と
で
恐
縮
だ
が
Ｉ
現
代
に
生
き
私
自
身
の
新
鮮
な
原
理
と
な
っ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
加
筆
し
て
も
余
談
で
は
な
か
ろ
う
。
私
も
種
々
雑
多
な
職
業
と
身
分
を
持
て
る
檀
家
を
持
つ
一
つ
の
寺
院
に
永
く
く
ら
し
て
い
る
。

そ
の
間
に
え
た
無
自
覚
の
体
験
は
い
ま
漸
く
古
典
の
原
理
に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
如
何
な
る
民
族
で
あ
れ

た
と
え
同
じ
大
和
民
族
で
あ
っ
て
も
↑
は
た
ら
き
の
異
っ
た
檀
家
に
接
す
る
。
そ
の
時
は
い
つ
で
も
曽
っ
て
異
民
族
の
中
で
く
ら
し
た

時
と
同
じ
く
、
個
人
の
能
力
・
特
性
即
ち
佛
教
的
意
味
に
於
け
る
は
た
ら
き
を
見
る
の
み
で
あ
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
又
、
行
為
を
見
る

だ
け
で
あ
っ
て
決
定
的
い
か
な
る
要
素
を
も
信
じ
て
い
な
い
。
こ
の
態
度
は
古
い
伝
統
を
持
ち
、
妄
想
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
地
方
の

檀
家
の
一
部
に
表
面
化
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
の
一
種
の
反
発
を
ま
き
お
こ
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
私
は
佛
陀
の
金
言
は
ｌ
私
の
信
仰
か

ら
で
な
く
ｌ
原
理
的
に
正
当
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
．
例
え
ば
＄
人
間
に
し
て
虚
偽
の
行
為
を
な
す
人
間
ほ
ど
に
く
む
。
へ
き
人
間

は
な
い
。
身
分
・
生
れ
・
地
位
は
何
ら
の
意
味
も
持
た
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
ど
ん
な
に
貧
し
い
人
で
も
誠
実
で
あ
る
人
間
ほ
ど
尊
い

人
間
は
い
な
い
。
身
分
も
地
位
も
何
ら
の
問
題
に
も
な
ら
な
い
。
曽
っ
て
、
私
が
イ
ン
ド
に
あ
り
、
人
の
き
ら
う
不
可
賤
民
の
部
落
に

入
り
込
み
、
喜
び
と
感
激
を
以
て
こ
れ
ら
の
人
々
と
語
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
さ
や
か
な
一
著
作
（
の
。
。
菖
四
ご
〔
一
国
二
目
夢
昌
切
‐

胃
目
篇
目
旨
日
蝕
』
ｚ
の
急
ロ
①
旨
〕
忌
詞
）
へ
の
執
念
も
こ
の
よ
う
な
私
の
、
人
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
し
か
信
じ
な
い
と
い
う
確
信
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
確
信
を
与
え
て
く
れ
た
地
方
の
信
者
達
に
感
謝
し
た
い
気
持
を
持
っ
て
い
る
。
常
に
新
し
い
原
理
を
湧
出
す
る
も
の
で

あ
る
が
故
に
、
そ
れ
が
古
典
と
よ
ば
れ
る
の
で
な
い
か
。
古
典
し
か
学
ん
で
い
な
い
私
が
そ
こ
か
ら
く
み
え
た
唯
一
の
信
念
は
人
間
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
が
佛
陀
の
意
味
せ
ん
と
す
る
業
論
の
本
質
で
な
か
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
。

七
八



、
、
、
４

行
為
（
業
）
の
自
覚
に
於
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
即
ち
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
於
て
、
又
，
能
力
に
於
て
暹
し
く
生
き
る
と
い
う
こ
と
力

人
倫
の
世
界
に
於
け
る
生
き
方
で
あ
る
。
然
る
に
、
佛
陀
の
言
う
よ
う
に
心
は
猿
の
如
く
木
か
ら
木
へ
と
移
り
飛
ぶ
変
易
し
易
い
も
の

で
も
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
能
力
に
於
て
生
き
る
と
い
う
場
合
で
も
た
だ
能
力
を
発
揮
し
た
だ
け
で
は
必
ず
し
も
善
く
生
き
た
と
い
う
こ

と
は
出
来
な
い
。
佛
教
的
に
言
え
ば
一
体
何
が
善
で
あ
る
か
を
わ
き
ま
え
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
善
は
一
般
性
に
於
て
規
定
出
来

る
も
の
で
は
な
い
。
各
人
各
様
の
生
き
方
が
あ
る
。
単
な
る
善
の
一
般
的
規
定
だ
け
で
は
実
践
に
於
け
る
原
動
力
と
な
る
こ
と
は
出
来

な
い
。
佛
教
に
於
て
は
或
る
人
に
対
し
て
或
る
目
的
の
た
め
に
各
自
の
違
っ
た
存
在
の
あ
り
方
に
於
て
あ
る
こ
と
が
善
で
あ
る
。
具
体

的
な
存
在
の
中
に
善
が
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
悪
に
対
す
る
善
と
い
う
意
味
で
の
善
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
真
理
と
い
う
、
へ
き
も
の
で

あ
る
。
あ
れ
こ
れ
と
い
う
よ
う
に
規
定
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
思
想
一
般
に
於
て
真
理
（
ロ
冨
閂
冒
騨
）
が
中
心
で
あ
る
と
前
に

述
べ
た
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
同
じ
こ
と
が
言
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
各
自
の
存
在
の
仕
方
を
あ
ら
わ
す
も
の
が
真
理
で
あ
る
。
こ
こ
で
善

の
概
念
は
真
理
（
己
９
門
目
鯉
）
の
概
念
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
佛
教
々
義
の
上
で
言
え
ば

業
諭
の
本
質
七
九

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
世
界
は
未
統
制
の
流
れ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
人
間
と
動
物
と
の
差
異
さ
え
定
か
な
ら
ざ
る
混
沌
の
世
界
で
あ
る
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
業
即
ち
自
覚
的
行
為
と
し
て
自
ら
を
具
象
化
す
る
と
き
、
そ
こ
に
人
倫
の
世
界
が
形
成
せ
ら
れ
る
。
一

旦
、
人
倫
の
世
界
が
形
成
せ
ら
れ
る
と
き
行
為
は
限
定
を
受
け
る
。
ほ
し
い
ま
ま
の
行
動
は
衝
動
で
は
あ
っ
て
も
行
為
で
は
な
い
。
身

体
を
動
か
す
だ
け
で
は
衝
力
で
あ
っ
て
も
行
為
で
も
実
践
で
も
な
い
。
行
為
に
は
常
に
そ
れ
を
意
識
す
る
自
覚
が
伴
わ
ね
ば
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。

四
人
倫
世
界
は
手
不
ル
ギ
ー
の
自
律
で
あ
る



「
中
」
（
日
皇
ご
目
巴
と
い
わ
れ
る
思
想
が
こ
れ
で
あ
る
。
か
ぐ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
揮
は
「
中
」
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
規
制
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
た
。

次
に
あ
げ
ら
れ
る
規
制
は
自
律
で
あ
る
。
業
（
行
為
）
は
自
律
を
伴
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
我
々
が
善
業
を
な
し
た
と
す

る
。
善
業
に
よ
っ
て
習
性
を
え
た
か
ら
、
悪
に
対
し
て
こ
れ
が
起
ら
な
い
よ
う
な
抵
抗
力
が
出
て
く
る
。
善
業
を
つ
む
こ
と
に
よ
っ
て

悪
の
生
起
を
妨
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
逆
に
悪
業
を
つ
む
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
善
が
起
ら
な
い
よ
う
に
さ
れ
る
。
善
に
抵
抗
す
る
習

慣
が
そ
こ
に
出
来
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
業
の
持
つ
力
を
無
表
業
と
称
す
る
。
こ
の
無
表
業
の
持
つ
習
慣
付
け
と
い
う
力
に
し
て
も
業

そ
の
も
の
の
持
っ
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
抑
を
自
ら
律
し
て
行
く
相
を
言
わ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
考
え
れ
ば
、
業
即
ち

表
面
に
現
わ
れ
た
身
業
・
口
業
は
一
定
の
形
態
化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
流
動
す
る
力
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
意
業
は
常
に
は
た
ら
き
動

い
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
定
の
形
態
化
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
る
。
意
業
に
は
無
表
業
は
存
し
な
い
。
意
業
は
或
る
と
き
は
悪
心
と
な

る
が
、
悪
心
と
い
え
ど
も
次
の
瞬
間
、
善
心
に
変
り
う
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
意
は
絶
対
自
由
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
佛
陀
は

．
「
一
戸

意
を
以
て
最
も
重
要
な
も
の
と
な
し
、
変
易
し
う
る
自
由
を
持
っ
て
い
る
と
述
べ
る
が
、
こ
の
意
の
自
由
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
そ
の
も
の

が
意
を
通
し
て
顕
わ
れ
て
来
た
相
に
外
な
ら
な
い
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
善
と
も
悪
と
も
決
定
し
か
ね
る
力
そ
の
も
の

で
あ
る
。
佛
教
の
一
学
派
た
る
有
部
の
業
論
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
看
取
し
う
る
よ
う
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
業
の
本
質
は
善
悪

業
と
い
う
対
立
し
た
人
倫
の
世
界
に
出
れ
ば
そ
れ
を
相
互
に
規
制
し
合
う
力
と
し
て
説
か
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
業
に
内
在
す
る
力
が

フ
シ
ッ
ホ
ウ
ム
ヒ
ヨ
ウ
シ
キ
シ
ユ
ウ
ジ

種
々
の
学
派
に
よ
っ
て
述
っ
た
概
念
で
言
表
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
不
失
法
・
無
表
色
・
種
子
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
凡
て
、
エ
ネ
ル
ギ

ー
一
般
と
し
て
の
普
遍
的
業
が
ど
の
よ
う
に
し
て
人
倫
世
界
と
い
う
特
殊
の
中
で
現
わ
れ
て
行
く
か
と
い
う
こ
と
を
理
論
化
し
た
も
の

に
外
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
注
意
す
今
へ
き
こ
と
ば
、
こ
こ
に
は
（
北
方
佛
教
）
業
諭
と
無
我
論
の
合
致
と
い
う
体
験
の
世
界
が
、
そ
こ

八
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か
ら
出
で
て
倫
理
の
世
界
に
展
開
し
て
行
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
事
は
同
じ
よ
う
に
業
論
即
ち
無
我
論
と
い
う
体
験
の
世
界
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
行
っ
た
．
〈
－
リ
佛
教
の
展
開
と
比
較
す
れ
ば

更
に
明
白
で
あ
る
。
パ
ー
リ
佛
教
（
南
方
佛
教
）
に
よ
る
と
業
に
よ
り
凡
て
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
自
覚
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
凡

て
に
実
体
的
我
の
な
い
一
」
と
で
あ
る
（
無
我
）
と
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
業
の
余
勢
と
い
っ
た
考
え
は
出
て
来
な
い
。
そ
れ
故
に
、

無
表
業
・
種
子
の
如
き
概
念
の
樹
立
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
若
し
、
か
か
る
諸
概
念
を
立
て
る
な
ら
ば
却
っ
て
、
そ
れ

が
あ
た
か
も
実
体
的
我
と
間
違
い
易
く
な
る
で
は
な
い
か
と
い
う
配
慮
さ
え
起
り
う
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
パ
ー
リ
佛
教
そ
の
も

の
の
中
で
は
疑
問
さ
え
起
し
て
い
な
い
。
パ
ー
リ
佛
教
は
業
Ⅱ
無
我
の
自
覚
と
い
う
宗
教
的
体
験
の
世
界
を
お
し
す
す
め
て
行
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
現
在
で
も
南
方
佛
教
圏
で
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
佛
教
は
そ
の
中
心
を
無
常
・
苦
・
無
我
に
お
き
～
そ
の
反
復
に

終
っ
て
い
る
如
き
感
を
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
が
現
代
の
南
方
佛
教
の
相
で
あ
る
。
併
し
、
そ
の
原
流
は
遠
く
原
始
佛
教
に
さ
か
の
ぼ
り

古
典
的
伝
統
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
出
来
ま
い
。

先
に
述
・
へ
た
よ
う
に
、
イ
ン
ド
佛
教
は
観
想
の
手
段
に
よ
っ
て
実
践
的
に
無
我
を
自
覚
す
る
こ
と
に
重
点
を
お
い
て
い
た
。
そ
れ
を

知
ら
し
め
ん
と
す
る
教
理
が
業
に
よ
り
無
限
の
分
析
で
あ
っ
た
。
中
国
及
び
日
本
に
於
て
発
展
し
た
禅
は
人
生
の
実
践
的
側
面
に
注
目

し
、
且
つ
、
イ
ン
ド
佛
教
の
存
在
論
の
発
展
に
意
味
を
与
え
ん
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
イ
ン
ド
佛
教
で
否
定
的
に
理
解
せ
ら
れ

た
無
我
を
禅
は
解
悟
の
表
現
と
し
て
無
我
を
積
極
的
に
解
釈
し
た
。
中
国
禅
で
「
無
念
」
と
い
わ
れ
る
も
の
も
、
こ
れ
と
軌
を
一
に
し

て
い
る
。
（
中
国
禅
と
日
本
禅
と
の
区
別
は
極
め
て
困
難
の
如
く
で
あ
る
）
。
無
念
は
無
我
の
心
理
的
表
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
慧
能

莱
諭
の
本
質
八
一
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に
よ
れ
ば
、
無
念
と
は
凡
ゆ
る
存
在
を
あ
る
が
ま
ま
に
み
、
而
も
、
何
処
に
も
繋
縛
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
原
始
佛
教
に
於
け
る
如
実
知
（
憩
昏
ｇ
ｐ
昇
四
昌
冨
両
目
は
）
に
外
な
ら
な
い
。
禅
に
於
て
は
単
に
実
体
的
我
の
否
定
だ
け
で
は

な
く
、
精
神
的
世
界
に
入
り
込
む
こ
と
が
教
え
ら
れ
た
。
こ
れ
即
ち
、
佛
性
の
体
得
で
あ
る
。
人
間
的
欲
望
は
制
圧
さ
る
翁
へ
き
も
の
で

は
な
く
し
て
精
神
的
目
標
の
た
め
に
転
廻
さ
る
べ
き
も
の
（
茸
由
ロ
呉
○
Ｈ
目
鼻
５
口
）
で
あ
る
。
人
間
が
人
生
を
否
定
す
る
前
に
先
づ
そ
れ
が

実
際
、
何
で
あ
る
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
無
念
と
い
う
漢
語
に
あ
た
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
は
存
し
な
い
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
は
心

理
的
概
念
で
あ
り
、
イ
ン
ド
に
於
け
る
無
我
は
む
し
ろ
認
識
論
的
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
を
心
理
的
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
体

化
し
て
行
っ
た
と
こ
ろ
に
、
イ
ン
ド
佛
教
で
未
だ
明
確
な
表
現
を
え
な
か
っ
た
体
験
の
世
界
が
一
層
、
明
白
に
中
国
禅
で
打
ち
出
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
か
く
考
え
る
な
ら
ば
、
無
念
は
極
め
て
中
国
的
で
あ
り
、
禅
の
心
理
的
特
色
を
明
瞭
な
ら
し
め
た
概
念
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
故
に
、
主
知
主
義
的
・
認
識
論
的
イ
ン
ド
佛
教
の
中
で
は
無
念
と
い
う
心
理
的
概
念
に
相
当
す
る
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
も
．
ハ
ー
リ
語
も
見
出
せ
な
い
の
で
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
無
念
と
い
う
心
理
的
概
念
は
同
じ
心
理
的
概
念
た
る
無

意
識
と
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
無
意
識
は
精
神
に
か
く
さ
れ
て
い
る
心
理
的
要
素
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
無
念
は
同
じ
心

理
的
概
念
は
言
う
ま
で
も
な
く
自
己
の
放
下
を
意
味
す
る
。
又
、
無
念
は
科
学
に
於
け
る
直
観
と
類
似
し
た
如
く
考
え
る
学
者
も
い
る
。

然
し
、
こ
れ
と
も
違
っ
て
い
る
。
科
学
的
直
観
は
一
時
的
で
あ
り
、
究
寛
的
で
は
な
い
。
そ
れ
は
更
に
よ
り
深
い
基
準
に
も
と
づ
い
た

試
論
と
理
解
を
次
ぎ
次
ぎ
と
要
請
し
て
行
く
。
然
る
に
、
禅
的
直
観
即
ち
、
無
念
は
現
実
の
直
接
的
把
握
で
あ
り
、
現
実
そ
の
も
の
に

Ｉ
何
ら
の
私
意
も
持
た
ず
ｌ
な
り
き
る
と
こ
ろ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
実
践
的
概
念
と
し
て
な
ら
ば
、
無
念
の
境
地
は
イ
ン
ド
佛
教

ジ
ネ
ン
ホ
ウ
一
一

に
於
け
る
自
然
法
爾
に
相
当
す
る
。
こ
の
概
念
は
イ
ン
ド
大
乗
に
既
に
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
無
我
の
精
神
の
上
に
立
ち
‐
且
つ
、
窓

意
を
持
た
ざ
る
努
力
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
ｇ
〕
習
冒
函
鼠
冨
儲
目
騨
団
と
い
う
の
が
こ
れ
で
あ
る
（
罰
異
旨
品
。
茸
凹
昌
‐

八

二



ｇ
樹
Ｐ
』
２
．
瞬
函
．
］
。
ｇ
“
８
巨
、
冒
曾
騨
届
ｇ
》
や
陸
）
。
こ
の
思
想
は
イ
ン
ド
の
み
な
ら
ず
、
日
本
に
於
け
る
浄
土
思
想
体
系
の
中
に

ジ
ネ
ン
ホ
ウ
ニ
ノ
｜
『
ト

ジ
ネ
ン

も
継
承
さ
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
例
え
ば
、
親
鴬
の
末
灯
妙
に
出
て
く
る
自
然
法
爾
事
な
ど
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
曰
く
一
‐
自
然
ト
イ

ネ
ン

フ
ハ
、
自
ハ
ヲ
ノ
ッ
カ
ラ
ト
イ
フ
、
行
者
ノ
〈
カ
ラ
ヒ
ニ
ァ
ラ
ズ
。
然
ト
イ
フ
ハ
シ
カ
ラ
シ
ム
ト
イ
フ
コ
ト
〈
ナ
リ
、
シ
カ
ラ
シ
ム
ト

イ
フ
ハ
行
者
ノ
ハ
カ
ラ
ヒ
ニ
ア
ラ
ズ
、
如
来
ノ
チ
カ
ヒ
’
一
テ
ア
ル
カ
ュ
ヘ
ニ
法
爾
ト
イ
フ
」
と
。
た
だ
親
繍
で
は
自
然
法
爾
の
理
由
を

観
想
的
な
白
己
と
対
象
と
の
一
致
に
見
な
い
で
如
来
の
ち
か
ら
の
上
に
み
た
点
が
違
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
脚
力
的
イ
ン
ド
佛
教
と
他
力

ジ
ネ
ン
ホ
ウ
ニ

的
浄
土
思
想
と
の
分
岐
点
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
自
然
法
爾
は
（
四
国
山
‐
匡
且
）
〔
窓
意
的
〕
に
経
験
す
る
こ
と
で
は
な
い

ム
ク
ウ
ユ
ウ

と
い
う
義
で
あ
り
、
無
功
用
の
行
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
発
展
を
み
れ
ば
解
る
よ
う
に
、
禅
に
於
て
は
無
我
ｌ
無
念
ｌ
自
然
法
雨
と
い
う
思
想
だ
け
が
強
調
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ

に
は
無
我
思
想
の
他
の
面
た
る
業
思
想
が
表
面
に
出
て
い
な
い
。
業
と
い
え
ば
、
原
語
の
カ
ル
マ
で
あ
り
、
禅
で
カ
ル
マ
と
い
え
ば
行

作
の
意
味
に
す
ぎ
な
い
。
罪
業
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
尤
も
、
行
作
と
し
て
の
カ
ル
マ
は
原
語
の
中
に
既
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
も
の

で
あ
っ
て
婆
沙
論
二
三
（
大
．
二
七
・
五
八
七
上
）
に
も
出
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
業
を
動
作
と
考
え
る
イ
ン
ド
一
般
の
哲
学
で
言
わ

れ
る
諸
業
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
行
作
以
上
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。

禅
に
於
て
、
無
我
（
空
）
思
想
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
イ
ン
ド
佛
教
の
主
知
主
義
的
観
想
の
立
場
が
一
貫
し
て
い
る

こ
と
を
示
す
。
尤
も
、
既
述
の
如
く
、
中
国
禅
に
な
れ
ば
、
そ
れ
を
更
に
発
展
せ
し
め
て
心
理
学
的
内
奥
の
問
題
と
し
て
掘
り
下
げ
た

無
念
・
無
心
と
い
う
イ
ン
ド
に
な
い
心
理
的
概
念
が
現
わ
れ
る
に
至
っ
た
の
も
そ
の
発
展
の
あ
と
を
示
し
て
い
る
。
然
る
に
、
無
我
と

表
裏
に
一
体
と
な
っ
て
い
た
業
思
想
が
展
開
し
て
来
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
思
想
史
的
に
注
目
す
、
へ
き
問
題
で
な
い
か
と
思
う
。
何

故
に
そ
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
更
に
考
察
を
要
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
一
つ
の
仮
設
を
立
て
る
こ
と
も
出
来
る

業
諭
の
本
質
八
三



か
も
知
れ
な
い
。
即
ち
、
中
国
に
於
け
る
禅
は
佛
教
に
於
け
る
業
思
想
が
中
国
の
勧
善
懲
悪
の
倫
理
と
す
り
か
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
中
国
思
想
と
比
較
し
て
佛
教
の
無
我
（
空
）
思
想
だ
け
が
最
も
佛
教
的
特
色
を
発
揮
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
。
と
ま
れ
‐
禅
思
想
と
い
え
ば
無
我
・
空
を
中
心
と
し
て
業
思
想
が
関
説
せ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
、
他
の
佛
教

体
系
た
る
浄
土
系
思
想
と
比
較
し
て
異
な
っ
た
注
意
す
べ
き
点
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
れ
は
一
体
い
か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
指
摘
は
曽
っ
て
、
公
表
し
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
（
拙
論
帰
国
眉
目

辺
〕
言
ｌ
冒
呂
め
目
①
ｏ
旨
口
巳
紺
。
：
切
茜
冨
昌
“
ｏ
胃
己
圃
巨
呂
冒
ぃ
目
ロ
⑩
』
庭
。
嵜
胃
．
蝉
○
国
①
．
め
同
降
Ｈ
①
日
ロ
、
〕
岳
Ｓ
、
弓
篇
号
且
。
ロ
』
弓
．
弓
や
岳
ご
・

親
鴬
に
於
て
、
イ
ン
ド
の
主
知
主
義
を
脱
せ
し
め
た
概
念
が
罪
業
意
識
の
洞
察
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
に
於
て
も
善
悪
を
越
え
た
境
地

が
説
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
心
的
繋
縛
を
越
え
た
者
は
善
を
以
て
も
悪
を
以
て
も
限
定
せ
ら
れ
な
い
」
（
犀
冨
？
胃
四
目
烏
四
５
座
．

⑭
．
侭
）
と
い
う
が
如
き
で
あ
る
。
併
し
、
こ
れ
は
最
高
の
ア
ー
ト
マ
ン
と
合
一
せ
る
人
侃
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
罪
業
意
賊

と
か
人
間
的
能
力
の
限
界
意
識
か
ら
出
た
絶
対
者
へ
の
帰
依
で
は
な
い
。
罪
は
無
知
の
結
果
で
あ
る
。
絶
対
知
の
み
が
価
値
あ
る
も
の

と
せ
ら
れ
た
。
親
瀞
に
於
て
も
類
似
し
た
表
現
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
善
悪
も
っ
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
」
と
い
う
有
名
な
歎
異
紗
の

浄
土
系
思
想
た
る
親
獅
の
宗
教
に
は
無
我
思
想
が
強
調
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
イ
ン
ド
佛
教
の
立
場
か
ら
み
る
と
一
見
、
奇

異
の
感
じ
を
い
だ
か
せ
る
。
日
本
で
述
作
さ
れ
た
親
驚
の
諸
聖
教
或
は
蓮
如
の
著
作
に
も
空
或
は
無
我
な
る
概
念
す
ら
現
わ
れ
て
い
な

い
如
く
で
あ
る
。
そ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
思
想
は
業
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
業
は
「
罪
業
」
と
い
う
概
念
で
換
言
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
気
付
く
。

六
業
諭
に
立
脚
す
る
浄
土
系
宗
教

八
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イ
ン
ド
思
想
で
は
ｌ
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
物
質
的
業
諭
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
ｌ
業
は
取
り
の
ぞ
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
“
〆

か
、
戎
は
イ
ン
ド
佛
教
の
よ
う
に
Ｉ
業
は
無
我
を
証
明
す
る
論
証
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
い
づ
れ
に
も
、
罪
業
意
祇
は
極
め
て
す
ぐ
な

い
。
然
る
に
、
親
欝
の
罪
業
は
単
な
る
業
で
は
な
く
し
て
、
罪
と
し
て
の
業
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
尤
も
、
漢
訳
の
上
で
言
え
ば
、

冨
呉
日
四
は
「
業
」
或
は
「
罪
業
」
な
る
二
種
に
訳
出
さ
れ
る
。
併
し
、
親
癖
に
於
け
る
「
罪
業
」
は
も
は
や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
訳

語
と
い
う
限
界
を
越
え
て
罪
に
重
点
を
お
い
て
い
る
。
も
と
は
漢
訳
で
あ
っ
た
罪
業
が
一
旦
、
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
や
否
や
、
漢

語
そ
の
も
の
の
意
味
が
重
厚
な
意
味
を
に
な
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
「
罪
業
」
と
い
う
概
念
は
イ
ン

ド
の
］
畠
Ｈ
ｇ
蝉
と
別
個
の
独
自
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
と
考
え
る
。
即
ち
、
罪
業
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
の
分
析

、
、

で
は
な
く
、
概
念
に
よ
っ
て
何
が
言
わ
れ
ん
と
し
た
か
と
い
う
内
容
の
Ⅲ
題
が
そ
こ
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
そ
の
内

達
し
た
境
地
で
あ
る
。

先
ず
、
親
撤
の
業
思
想
に
は
イ
ン
ド
佛
教
以
来
の
無
我
論
が
そ
の
根
抵
に
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
真
宗

を
理
解
す
る
上
に
最
も
重
要
な
事
実
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
。

容
と
は
何
で
あ
る
か
。

文
章
が
そ
れ
で
あ
る
。
前
者
は
ア
ー
ト
マ
ン
の
超
越
性
を
力
強
く
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
業
に
深
く
沈
め
る
人
間
の
内
的
反
省
を

通
し
た
も
の
で
は
な
い
。
後
者
は
業
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
人
間
存
在
の
限
界
を
意
識
す
る
と
い
う
実
存
主
義
的
自
覚
を
通
し
て

歎
異
妙
十
三
章
に
曰
く
、

ベ
シ
ト
サ
フ
ラ
ヒ
キ
・
」

業
諭
の
本
質

ウ
ノ
ケ
ヒ
ッ
ジ
ノ
ケ

「
故
聖
人
ノ
オ
ホ
セ
ニ
ハ
、
卯
毛
羊
毛
ノ
サ
キ
ニ
ヰ
ル
チ
リ
バ
カ
リ
モ
、
ツ
ク
ル
罪
ノ
宿
業
ニ
ァ
ラ
ズ
ト
云
う
コ
ト
ナ
シ
ト
シ
ル

八
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輪
廻
の
主
体
た
る
我
は
い
づ
こ
に
も
な
く
、
た
だ
は
た
ら
い
て
い
る
も
の
ｌ
実
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
ｌ

だ
け
が
あ
る
。
そ
れ
が
法
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
無
我
論
は
イ
ン
ド
に
於
て
は
当
然
、
業
の
一
面
で
あ
っ
て
業
諭
と
一
体
で

あ
っ
た
。
歎
異
紗
の
業
思
想
は
こ
れ
と
同
じ
く
無
我
性
を
根
拠
に
し
て
い
る
と
き
初
め
て
言
い
う
る
も
の
で
あ
る
。
真
宗
は
イ
ン
ド
的

思
想
を
背
景
と
し
な
け
れ
ば
ゆ
ら
ぐ
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
、
そ
れ
を
無
視
し
て
前
文
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
Ｉ
罪
業
意
識
を
人
間
の

罪
の
内
省
だ
け
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
‐
キ
リ
ス
ト
教
と
相
違
し
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
で
も
人
間
は
神
に
そ
む
い
た
も
の
と
し
て
罪

の
自
覚
を
土
台
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
両
者
の
問
に
は
、
た
だ
歎
異
紗
の
文
意
か
ら
み
れ
ば
、
何
ら
の
相
違
も
な
い
こ
と
に
な
ろ

う
。
こ
の
点
が
屡
々
、
看
過
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
然
る
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
罪
の
意
識
は
神
と
人
と
の
存
在
の
否
定
は

な
い
。
存
在
の
肯
定
の
上
に
形
成
さ
れ
た
神
学
で
あ
り
、
罪
意
識
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
真
宗
の
罪
業
意
識
は
阿
弥
陀
佛
に
対
し
て

人
間
の
懐
く
よ
う
な
相
対
的
罪
意
識
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
佛
が
い
よ
う
が
、
い
な
か
ろ
う
が
、
絶
対
者
或
は
他
者
に
は
関
係
な
く
、

人
間
存
在
の
成
立
の
地
盤
そ
の
も
の
の
崩
壊
を
間
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
親
瀞
の
語
を
以
て
す
れ
ば
「
我
が
身
」
の
崩
壊
で
あ
る
。
業

を
我
が
身
の
上
に
み
つ
め
た
こ
の
行
き
方
（
内
面
化
）
は
イ
ン
ド
佛
教
の
伝
統
の
上
に
あ
る
行
き
方
で
あ
る
。
イ
ン
ド
で
は
自
業
は
自

ら
ｌ
他
人
で
は
な
い
Ｉ
が
受
け
る
（
自
業
自
得
）
と
説
く
。
（
こ
の
点
で
先
祖
の
た
た
り
を
子
孫
が
う
け
る
と
い
う
通
俗
の
考
え
は

人
間
的
存
在
を
形
成
す
る
如
何
な
る
要
素
の
中
に
も
主
体
と
し
て
の
「
我
」
は
存
し
な
い
。
た
と
え
卯
毛
羊
毛
の
先
に
つ
も
る
塵
と

い
え
ど
も
宿
業
の
か
た
ま
り
で
あ
っ
て
実
体
的
我
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
無
我
論
に
外
な
ら
な
い
。

同
じ
考
え
は
イ
ン
ド
佛
教
に
も
存
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
パ
ー
リ
佛
教
の
司
呂
８
国
目
四
鵜
騨
に
曰
く
，

「
こ
の
〔
業
と
果
の
〕
中
に
は
輪
廻
の
作
者
た
る
天
。
梵
天
は
い
な
い
。
た
だ
囚
。
資
根
・
縁
た
る
諸
法
の
み
が
は
た
ら
い
て
い

「
こ
の
〔
華

る
一
へ
ご
耐
冒

。
Ｌ
〆

勺
・
つ
つ
函
）

！
、
一
、

ア
ノ
ニ
ノ



佛
教
の
業
諭
で
は
な
じ
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
・
罪
の
意
識
と
は
他
に
対
す
る
単
な
る
罪
意
識
で
な
く
、
無
我
た
る
所
以
を
証
し
す
る

と
こ
ろ
の
「
業
の
意
識
」
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
「
罪
業
意
識
」
と
言
わ
れ
た
。
神
に
対
す
る
相
対
的
罪
の
意
識
で
は
な
く
、
「
我
が
身
」

の
存
在
の
根
抵
に
あ
る
無
我
性
に
対
す
る
絶
対
的
意
識
で
あ
る
。
相
対
的
他
者
（
神
）
を
意
識
す
る
の
で
な
い
か
ら
こ
こ
に
絶
対
的
意
識

で
あ
る
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
は
無
我
論
が
な
い
．
真
宗
は
無
我
論
を
底
に
持
っ
て
い
る
ｌ
た
と
え
概
念
と
し
て
無

我
・
空
の
表
現
は
な
く
と
も
、
既
に
無
我
論
は
イ
ン
ド
佛
教
で
円
熟
し
て
い
る
か
ら
再
び
論
議
の
要
は
な
い
。
真
宗
は
そ
れ
の
上
に
立

っ
て
自
ら
の
特
性
を
発
揮
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

真
宗
の
業
論
は
極
め
て
誤
解
さ
れ
易
い
危
険
を
ふ
く
む
。
問
題
は
誤
解
す
る
方
で
な
く
む
し
ろ
脱
明
す
る
方
に
あ
る
の
で
な
い
か
と

思
う
。
歎
異
抄
に
お
け
る
先
の
問
題
に
し
て
も
、
若
し
、
卯
毛
羊
毛
の
先
き
の
塵
ま
で
も
業
に
よ
る
と
い
う
こ
と
を
決
定
論
で
あ
る
と

す
る
如
き
で
あ
る
。
も
し
、
そ
う
な
れ
ば
人
間
の
境
遇
も
身
分
も
凡
て
業
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
自
由
な
能
力
の

発
揮
も
出
来
ず
、
人
々
は
諦
め
る
よ
り
仕
方
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
宿
命
論
こ
そ
佛
教
が
既
に
イ
ン
ド
時
代
に

排
斥
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
今
更
、
再
び
真
宗
が
古
い
解
決
ず
み
の
問
題
を
取
り
あ
げ
て
い
る
筈
は
な
か
ろ
う
。
真
宗
を
イ
ン
ド
佛

教
と
い
う
客
観
的
思
想
と
切
断
し
て
、
た
だ
主
観
的
に
解
釈
す
る
と
こ
ろ
に
誤
解
の
原
因
が
あ
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。
業
は
ど
こ
ま
で

も
イ
ン
ド
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
思
想
を
は
な
れ
て
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
宿
業
だ
け
で
は
な
い
。
弥
陀
の
本
願
で
さ
え
本
願

、

、
、

力
で
あ
り
、
大
願
業
力
と
よ
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
業
の
本
質
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
イ
ン
ド
以
来
、
一
貫
し
て
い

る
。
業
的
人
間
存
在
も
ま
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
っ
た
人
間
存
在
を
言
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
真
に
自
覚
す
る
た
め
に
は
業
そ
の
も

の
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
業
そ
の
も
の
と
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
合
致
へ
の
誘
い
が
無
我
た
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
こ

と
で
あ
る
。
我
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
て
は
業
に
し
ば
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
我
か
ら
脱
皮
す
る
と
き
ｌ
無
我
Ｉ
そ
こ
に
業
た
る
ェ

業
諭
の
本
質
八
七



ネ
ル
ギ
ー
と
の
合
致
が
あ
る
。
そ
れ
が
本
願
業
力
で
あ
り
、
こ
こ
で
ま
た
も
業
を
業
力
と
よ
ぶ
の
で
あ
ろ
う
。
業
以
外
に
人
間
存
在
も

本
願
力
も
存
し
な
い
。
か
く
て
、
卯
毛
羊
毛
に
比
較
さ
れ
た
業
所
成
の
人
間
存
在
の
叙
述
は
無
我
論
を
知
ら
し
め
よ
う
が
た
め
に
外
な

ら
な
い
。
無
我
で
あ
る
が
故
に
、
境
遇
も
身
分
も
ｌ
ま
し
て
生
れ
も
‐
全
く
消
尽
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
佛
陀
が
生
れ

（
司
巳
に
よ
っ
て
人
間
が
価
値
付
け
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
業
（
冨
閂
日
騨
》
・
胃
眉
騨
）
に
よ
る
、
行
為
に
よ
る
と
言
っ
た
金
言
と
全
く
、

そ
の
思
想
に
於
て
も
表
現
に
於
て
も
、
同
じ
い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

も
う
一
つ
真
宗
の
業
論
が
誤
解
さ
れ
易
い
点
が
あ
る
。
同
じ
く
歎
異
紗
第
三
章
に
曰
く
、

「
善
人
ナ
ヲ
モ
テ
往
生
ヲ
ト
グ
、
イ
ハ
ン
ヤ
悪
人
ヲ
ヤ
ト
。
シ
カ
ル
ヲ
世
ノ
ヒ
ト
ッ
ネ
ニ
イ
ハ
ク
悪
人
ナ
ヲ
往
生
ス
、
イ
カ
’
一
イ

こ
れ
は
親
鶯
の
倫
理
観
と
し
て
よ
く
引
川
さ
れ
る
文
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
於
て
も
類
似
し
た
思
想
が
あ
り
、
必
ず
し
も
親
獄

に
限
ら
な
い
。
又
、
古
代
・
現
代
に
通
じ
て
イ
ン
ド
の
ヴ
ェ
ダ
ー
ン
テ
ィ
ス
ト
も
言
う
と
こ
ろ
の
思
想
で
あ
る
。
宗
教
は
倫
理
を
越
え

倫
理
を
も
救
う
こ
と
が
宗
教
の
主
要
事
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
然
し
、
こ
れ
を
誤
解
す
れ
ば
こ
れ
又
、
危
険
で
あ
ろ
う
。
悪
人

正
機
で
あ
る
と
す
れ
ば
善
を
す
す
め
る
倫
理
の
世
界
が
破
壊
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
解
釈
し
て
或
は
次
の
よ
う
に
言

う
か
も
知
れ
な
い
。
「
こ
こ
で
言
わ
れ
た
善
・
悪
は
宗
教
的
信
の
側
か
ら
で
あ
っ
て
倫
理
的
善
悪
で
は
な
い
」
と
。
け
れ
ど
も
、
善
・

悪
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
限
り
、
依
然
と
し
て
倫
理
的
次
元
に
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

倫
理
的
次
元
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
も
又
、
極
め
て
莫
然
と
し
て
い
る
。
善
・
悪
の
規
準
は
時
代
に
よ
り
習
慣
に
よ
り
各
女
相
異
し
て

い
る
。
切
腹
・
反
逆
が
善
で
あ
っ
た
時
代
も
あ
れ
ば
、
悪
で
あ
る
時
代
も
あ
る
。
人
々
の
階
級
に
よ
っ
て
も
異
な
る
。
そ
れ
は
説
明
す

る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
善
・
悪
は
決
し
て
宗
教
に
於
て
重
要
な
も
の
で
は
な
い
。
特
に
、
近
代
社
会
の
如
き
～
単

「
善
人
ナ
ヲ
モ
テ
往
年

ハ
ン
ヤ
善
人
ヲ
ヤ
ト
」
。

八
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な
る
習
慣
と
か
民
族
に
よ
っ
て
規
準
は
立
て
ら
れ
ず
、
律
法
的
社
会
に
な
る
と
法
律
に
ふ
れ
な
け
れ
ば
善
で
あ
っ
た
り
す
る
。
今
日
の

よ
う
に
国
際
犯
罪
が
起
る
と
各
国
の
制
定
し
た
法
律
だ
け
で
終
ら
な
く
な
る
。
国
際
法
ま
で
拡
げ
る
。
そ
う
な
る
と
愈
々
善
悪
の
判
断

規
準
は
抽
象
的
に
な
る
。
す
な
わ
ち
個
人
的
相
違
だ
け
で
な
く
そ
こ
に
は
更
に
規
準
の
抽
象
性
と
い
う
欠
点
が
加
わ
る
。
こ
れ
が
現
代

の
無
倫
理
的
社
会
の
内
面
的
理
由
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
同
じ
こ
と
が
親
獅
の
用
い
た
善
悪
の
概
念
内
容
に
も
あ
て
は
ま
る
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
親
鶯
の
生
き
て
い
た
鎌
倉
時
代
と
彼
の
接
し
た
関
東
の
貧
農
達
の
社
会
に
於
て
、
果
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

善
・
悪
と
し
て
理
解
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
尤
も
＄
莫
然
と
し
た
我
々
の
理
解
で
も
善
悪
の
内
容
を
思
惑
す
る

こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
思
惑
の
上
に
立
っ
て
親
鶯
は
善
人
・
悪
人
を
も
こ
え
た
立
場
に
立
つ
と
解
釈
し
て
来
た
の
で
な

か
っ
た
か
。
鎌
倉
的
社
会
の
蒼
莊
蓼
落
が
あ
っ
た
で
は
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
鎌
倉
時
代
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
た
だ

そ
れ
だ
け
で
宗
教
的
普
遍
性
は
出
て
こ
な
い
。
宗
教
は
個
々
の
事
実
に
こ
だ
わ
ら
ず
普
遍
性
を
ふ
く
ん
で
い
る
が
故
に
宗
教
学
に
も
た

え
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歎
異
妙
に
現
わ
れ
た
親
繍
の
倫
理
観
の
規
定
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
規
定
も
そ
こ

か
ら
普
遍
性
が
引
き
出
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
故
に
、
こ
の
悪
人
正
機
の
章
を
倫
理
的
善
悪
に
限
定
す
る
こ
と
は
鎌
倉
時
代
、
ま
た
日

本
の
倫
理
思
想
史
の
研
究
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
当
時
に
於
け
る
善
・
悪
と
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
そ
の
操
作
と
別
個
に
イ
ン
ド
的
背
景
か
ら
考
察
し
て
お
く
方
法
論
を
と
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

即
ち
、
歎
異
紗
第
三
章
に
は
二
つ
の
意
味
が
ふ
く
ま
れ
る
と
考
え
る
。
第
一
は
佛
教
の
中
心
で
あ
る
知
性
的
イ
ン
ド
的
背
景
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
知
性
の
立
場
Ｉ
倫
理
的
で
は
な
い
ｌ
即
ち
、
二
元
論
的
表
象
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
二

元
は
善
と
悪
で
あ
れ
、
有
無
で
あ
れ
、
正
雑
二
行
で
あ
れ
凡
て
は
対
立
の
世
界
で
あ
る
。
二
元
論
の
超
越
と
は
如
何
な
る
も
の
も
常
住

に
非
ず
、
決
定
的
存
在
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
が
善
と
悪
の
概
念
で
現
わ
さ
れ
て
い
る
。

業
諭
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第
二
は
凡
ゆ
る
決
定
的
な
る
も
の
は
無
我
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
無
常
・
無
我
と
い
う
原
始
佛
教
以
来
の
伝
統
が
善
悪
と
い

う
二
元
論
の
否
定
な
る
形
を
と
っ
た
ま
で
で
あ
る
。
真
宗
の
対
象
は
知
的
階
級
で
は
な
く
、
日
常
生
活
に
埋
も
れ
て
い
る
た
だ
の
人
々

で
あ
っ
た
か
ら
日
常
生
活
の
規
準
と
な
っ
て
い
る
善
悪
の
概
念
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
言
わ
ん
と
し
た
の
は

二
元
論
の
破
斥
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
も
し
、
イ
ン
ド
の
如
く
、
主
知
主
義
的
古
典
な
ら
ば
恐
ら
く
一
層
知
的
な
概
念
を
用
い
た
で
あ

ろ
う
。
例
え
ば
、
龍
樹
の
八
不
の
中
道
を
み
て
も
そ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
二
元
論
的
概
念
は
有
・
無
で
あ
り
、
一
・
異
の
如
き
知
性

的
抽
象
的
概
念
で
あ
っ
た
。
た
と
え
業
の
問
題
に
し
て
も
龍
樹
は
善
・
悪
と
い
う
倫
理
的
規
準
で
と
ら
え
ず
、
業
因
・
業
果
と
い
う
知

性
的
概
念
で
と
ら
え
て
い
る
。
因
の
中
に
果
は
な
く
、
果
の
中
に
因
は
な
い
。
だ
か
ら
ど
こ
に
も
業
の
実
体
は
存
し
な
い
と
い
う
知
性

的
抽
象
的
論
法
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
我
灸
は
親
撒
が
佛
教
の
中
心
思
想
た
る
二
元
論
の
破
斥
を
正
面
に
出
さ
ず
、
善
・
悪

と
い
う
具
体
的
日
常
性
を
通
じ
て
そ
れ
を
成
し
と
げ
ん
と
し
た
軌
跡
が
こ
の
第
三
章
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
親
購
的
方
法
論
は
到
る

と
こ
ろ
に
み
ら
れ
る
。
彼
の
用
い
る
諸
概
念
は
極
め
て
日
常
的
で
あ
り
具
体
的
で
あ
っ
て
知
性
的
諸
概
念
を
さ
け
て
い
る
如
く
で
さ
え

あ
る
。
こ
の
推
定
は
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
念
多
念
証
文
に
彼
が
記
し
た
よ
う
に
、
「
文
字
ノ
コ
コ
ロ
モ
シ
ラ
ズ
」

く
ら
し
て
い
る
「
井
ナ
カ
ノ
ヒ
ト
ピ
ト
」
に
「
ヤ
ス
ク
コ
コ
ロ
エ
サ
セ
ム
ト
テ
」
と
書
き
つ
づ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
哲
学

を
好
み
、
抽
象
的
表
現
を
求
め
る
ヨ
コ
ロ
ア
ラ
ム
ヒ
ト
ハ
、
オ
カ
シ
ク
オ
モ
フ
薯
へ
シ
、
ア
ザ
ヶ
リ
ヲ
ナ
ス
。
へ
シ
」
と
い
う
予
測
を
既

に
懐
い
て
い
た
こ
と
を
も
考
慮
に
入
れ
る
雲
へ
き
で
あ
ろ
う
。

上
来
、
述
、
へ
来
っ
た
よ
う
に
～
同
一
事
実
の
両
面
で
あ
っ
た
無
我
論
、
業
論
の
中
、
浄
土
系
宗
教
は
業
諭
を
展
開
せ
し
め
、
そ
れ
を

更
に
日
常
性
の
上
に
具
体
化
し
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
業
の
自
覚
と
は
も
は
や
「
我
」
の
観
想
的
分
析
で
は
な
く
、
人
間
的

存
在
の
二
元
的
構
造
或
は
矛
盾
的
人
間
存
在
の
構
造
そ
の
も
の
の
自
覚
を
意
味
す
る
に
至
っ
た
。

九
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愚
禿
悲
歎
述
懐
の
和
讃
に
曰
く
、
「
罪
業
モ
ト
ョ
リ
カ
タ
チ
ナ
シ
、
妄
想
、
顛
倒
ノ
ナ
セ
ル
ナ
リ
」
と
。

テ
ソ
ド
ウ

罪
業
は
元
来
、
妄
想
、
顛
倒
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
驚
く
べ
き
業
否
定
論
こ
そ
親
鴬
宗
教
の
眼
目
で
な
い
だ
ろ
う
か
。

業
さ
え
も
否
定
し
去
る
思
想
で
あ
る
の
に
、
如
何
に
し
て
決
定
論
と
か
宿
命
論
と
か
い
う
批
判
が
起
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
イ
ン
ド
に

於
て
無
我
論
を
知
る
た
め
に
業
の
分
析
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
場
合
、
分
析
さ
れ
た
諸
業
は
「
我
」
の
存
在
の
無
を
証
す
る
だ
け
で
あ
っ

て
、
諸
業
そ
の
も
の
の
存
在
は
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
然
る
に
、
親
瀞
に
於
て
は
業
的
分
析
に
先
立
っ
て
問
わ
れ
た
こ
と
は
、

果
し
て
業
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

彼
が
業
を
以
て
主
観
の
創
り
な
せ
る
妄
想
に
過
ぎ
な
い
と
断
定
し
た
と
き
、
そ
こ
に
は
主
知
主
義
的
イ
ン
ド
論
理
の
否
定
だ
け
で
は

業
論
の
本
質
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あ
ろ
う
。
も
、

だ
の
で
あ
る
㈲

以
上
の
こ
と
か
ら
、
も
は
や
結
論
は
明
ら
か
で
あ
る
。
人
間
存
在
の
矛
盾
的
構
造
が
業
で
あ
る
。
親
憾
に
於
て
善
・
悪
と
い
う
二
重

の
真
理
を
人
間
の
上
に
明
別
す
る
こ
と
が
人
間
的
存
在
の
認
識
を
可
能
な
ら
し
め
る
論
拠
と
な
っ
て
い
た
。
も
し
、
こ
の
よ
う
で
あ
る

と
す
れ
ば
我
々
に
は
業
的
世
界
を
超
脱
す
る
道
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
信
仰
に
於
て
働
く
業
は
単
に
観

想
に
於
て
見
ら
れ
る
業
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
信
仰
を
離
れ
て
業
が
あ
っ
て
も
そ
れ
は
も
は
や
人
間
的
矛
盾
的
存
在
に
と
っ
て
何
も

の
で
も
あ
り
え
な
い
。
だ
か
ら
し
て
、
こ
こ
に
人
間
の
矛
盾
的
構
造
を
脱
離
せ
ん
と
す
れ
ば
人
間
で
あ
る
こ
と
を
中
止
す
る
か
、
然
ら

ず
ん
ぱ
業
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
か
、
い
づ
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
い
づ
れ
を
取
る
か
は
重
要
な
生
死
の
問
題
で
あ
る
で

あ
ろ
う
。
も
し
、
否
定
す
る
と
す
れ
ば
、
イ
ン
ド
以
来
の
佛
教
の
否
定
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
も
、
親
鶯
は
業
否
定
の
道
を
選
ん

七
業
論
は
妄
想
で
あ
る



な
く
、
む
し
ろ
彼
の
情
感
の
世
界
が
開
か
れ
て
あ
っ
た
。
彼
が
情
感
的
に
う
け
と
め
た
人
生
と
い
う
も
の
は
苦
闘
に
満
ち
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
人
生
は
あ
る
い
は
哀
愁
を
お
び
、
あ
る
い
は
幻
想
的
過
ぎ
し
日
の
想
い
出
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
信
」
の
世
界
が
か
く
て
扉
を
叩
く
。

救
い
は
も
は
や
業
的
人
間
存
在
の
側
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
．
か
く
て
、
親
鶯
に
は
「
他
者
」
へ
の
信
と
い
う
Ｉ
我
友
の
好
む

と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
ｌ
信
仰
の
道
し
か
開
か
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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