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｜
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｜
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近
年

、

ミ
ル
の
功
利
主
義
を
引
き
合
い
に
出
し
て

、

へ
ア
な
ど
の
功
利

<i
v

主
義
者
は
カ
ン
ト
倫
理
学
と
功
利
主
義
の
頬
似
性
を
桁
摘
し
て
い
る
が

、

こ
の
よ
う
な
見
解
は
は
た
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
本
稿
で
は
そ
の
疑
問
と
と
も
に
カ
ン
ト
と
ミ
ル
の
道
徳
理
論
を
よ

り
よ
く

則
一解
す
る
た
め
に
、

「
賞
金
律
F
Y巾
の
o
E
巾
コ
刃
三叩
」
と
い
う観

点
か
ら
比
較
考
祭
を
試
み
た
い
。
こ
の
「
賞
金
律
」
の
論
点
を
採
用
す
る

理
山
は
、

そ
れ
が
カ
ン
ト
と
ミ
ル
の
理
論
に
共
訂
さ
れ
て
い
る
枠
組
み
の

一
つ
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
的
特
長
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
論
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

カ
ン

卜
倫
理
学
に
お
い
て
は
賞
金
律
の
原
裂
が
定
宮
命
法
の
普
通
化
原

井

上

革
〈

日
日

（仙
沼｝

理
の
苅
想
に
寄
与
し
た
と
さ
れ
な
が
ら
も
、

『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎

づ
け
」
で
は
賞
金
律
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ミ
ル

は
策
金

律
を
「
功
利
主
義
の
理
想
的
極
致
」（豆
、
・
白色

と

ま
で
向
く

評
価
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う

に
黄
金
徐
に
対
し
て
は
、

両
者
は
全
く
対
照
的
な
立
肌
切

を
取
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
本
総
の
R

的
は
、
カ
ン
ト

と
ミ
ル
が
ど
の
よ
う
に

賞
金
作
と
そ

の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
左
を
比
較
考
・
祭
し、
両
者
の
理
論

上
で
想
定
さ
れ
て
い
る
道
徳
的
行
為主
体
に
相
違
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

カ

ン
ト
と
ミ
ル

の
道
徳
理
論
の
益
川
内
を
切
ら
か
に

す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
考
祭
手
順
は

、

ま
ず
賞
金
作
の
形
式
の
分
類
や
そ
の
普
通
化
を
確

認
し
、

そ
の
諸
特
長
と
問
題
点
を
抱
復
す
る
（
一
三
次
に
カ
ソ
ト
は
ど

の
よ
う
に
賞
金
律
批
判
を
行
い
、
そ
の
利
他
主
畿
的
新
神
は
ど
の
よ
う
に
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議
務
概
念
に
受
容
さ
れ
て
い
る
の
か
を
凡
て
い
く
つ
一
）
。
続
い
て
ミ
ル

は
肯
定
的
に
疏
金
作
を
受
容
し
て
い
る
が
、
そ
の
依
拠
は
明
ら
か
で
は
な

い
。
そ
の
主
な
手
鍋
か
り
と
し
て
道
徳
的
強
制
力
で
あ
る
「
向
胞
感
情
」

に
北
川
ず
る
。
こ
こ
で
は
孤
金
作
を
可
能
に
さ
せ
る
条
件
が
同
胞
般
的
を

持
つ
、
日
己
陶
治
を
遂
げ
た
行
為
主
体
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
挺
示
し

、

こ
の
行
為
主
体
が
賞
金
作
の
利
他
主
義
的
な
新
仰
の
受
容
可
能
な
条
件
と

な
っ
て
い
る
こ
と
を
論
証
す
る
。
さ
ら
に
ミ
ル
は
そ
の
よ
う
な
同
胞
感
情

を
理
想
主
義
的
な
側
面
か
ら
だ
け
で
は
な
く、
社
会
参
加
を
通
じ
て
史
際

に
源
義
し

、

強
化
し
て
い
く
経
験
主
義
的
な
プ
ロ
セ
ス
も
ま
た
考
え
て
い

た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
つ
ニ
〉
。
日
以
後
に
以
上
の
こ
と
か
ら
カ

ン
ト
と
ミ
ル
が
ど
の
よ
う
に
黄
金
律
の
問
題
を
扱
い

、

受
容
し
て
い
る
の

か
、
そ
の

際
そ
れ
ぞ
れ
に
想
定
さ
れ
る
道
徳
的
行
為
主
体
を
比
較
考
察
す

る
こ
と
で
、

両
理
論
の
差
田
沢
を
明
ら
か
に
し
た
い
（
四
）
。

公 ~）＇. a 文

黄
金
律
の
諸
特
長
と
問
題
点

賞
金
作
は
必
件
、

内
作
の
い
ず
れ
の
文
化
に
お
い
て
も
「
通
俗
的
倫
政

〈
Z
一
関
野az
r
」
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

一
般
的
な
忠
作
と
し
て
も
似
づ

い
て
い
る
。
そ
の
定
式
は
隙
々
な
形
式
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
．
般
的
に

ば
て
つ
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
「
あ
な
た
が
人
に
し
て
も

ら
い
た
い
と
思
う
こ
と
を
、

人
に
し
な
さ
い
」
と
い
う
行
山
形
の
定
式
と

「
あ
な
た
が
人
か
ら
し
て
欲
し
く
な
い
こ
と
を、

人
に
は
す
る
な
」
と
い

う
一
作
定
形
の
定
式
で
あ
る
。
肯
定
形
の
賞
金
作
の
定
式
（以
下

、

同
似M制
的

柏
山
金
作）
は
、
利
他
主
義
に
基
づ
い
た
積
極
的
な
意
欲
を
持
つ
行
為
お
よ

び
行
為
新
が
恕
定
さ
れ
た
上
で
、
他
車
引
が
道
徳
的
な
行
為
を
受
け
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
百
判
定
形
の
賞
金
作
の
定
式
（以
下
、

m
M倒
的
比
企
作〉
は
、
法
的
な
鋭
制
を
合
む
消
極
的
怠
味、

『H
い
換
え
れ

ば
、
他
人
の
術
利
を
似
ん
引
け
す
る
よ
う
な
行
為
を
段
、
え
る
た
め
の
正
義
の
似

却
に
つ
な
が
る
と
川
飢
え
ら
れ
て
い
る
。

向
洋
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
古
代
か
ら
則
一九
に
お
い
て

『
マ
タ
イ
の制
行

川
』
（ご
凶
〉
や
『
ル
カ
に
よ
る
稲
t
u
A』
2
2
）
に
「
愛
の
命
令
亡
巾
－

Z
晶
与
O
円
」
と
し
て
の
紡
神
を
砿
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
代
に
お

い
て
は
中
世
の
神
学
的
自
然
法
の
代
わ
り
と
な
る
、
世
俗
化
さ
れ
た
合
理

主
義
・

個
人
主
義
的
な
近
代
的
自
然
法
論
が
登
場
し
て
お
り
、
賞
金
律
は

(3
) 

し
ば
し
ば
自
然
法
原
理
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
黄
金
律
は
社
会
的
な
規
範
を
表
す
道
徳
的
な
原
理
で
あ
る

と
捉
え
ら
れ
て
い
る

一
方
で、

問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
も
ま
た
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
問
題
と
は
、
賞
金
律
を
文
字
ど
お
り
適
m
し
て
行
為
を

し
た
場
合
、
行
為
す
る
脅
と
行
為
の
受
け
手
の
意
欲
、
選
好
、
側
値
観
な

ど
が
互
い
に
凶
列
な
っ
て
い
る
の
で
、
政
金
作
は
本
当
の
意
味
で
俄
能
し
な

い
場
介
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
行
為
す
る
い
引
が
マ
ゾ
ヒ

ス
ト
的
行
為
を
哨
M灯
し
た
り
、
れ
殺
を
窓
欲
し
た
川
切
合
、

危
山
引
け
を
加
え
た

り
、
小
ぃ
命
を
削
除
う
よ
う
な
非
道
徳
的
な
行
為
を
他
人
に
行
う
こ
と
が
終
－叫
附

さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
本
米
、
政
金
仰
が
示
そ
う
と
す
る
正
義
や

利
他
主
必
の
新
仰
と
は
、
A
tく
正
反
対
の
事
態
が
消
防
か
れ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
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で
は
次
に
ラ
イ
ナ
ー
に
よ
る
賞
金
作
の
形
式
の
分
類
を
見
て
お
こ
う
。

そ
れ
は
行
為
者
の
意
欲
を
起
点
と
し
た
立
場
交
換
か
ら

、

向
じ
状
況
に
あ

る
人
す
べ
て
に
対
し
て
同
じ
判
断
を
下
し
、

同

一
の
似
恕
を
適
川
す
る
と

い
う
「
普
遍
化
可
能
性
E
Z
q
g

E
出
σ
E
ミ
」
を
理
解
す
る
た
め
に
も

有
益
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と

、

賞
金
伸
悼
の
「
本
質
形
式

名
g

g
a
o
『
ヨ

」
は
、

肯
定
形

、

否
定
形
に
関
わ
ら
ず

、

越
本
的
に
三
つ

に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
「
山
般
的
移
入
の
ル

l

ル

巴
－d
E
E
Cコ
何
回
「
巾m
m己
、

「
自
作
の
ル
1

ル
〉
z
g
コ
0
3
5
3
m巾
こ
、
そ
の
こ

つ
の
ル
ー
ル
の
紡
合
形
と
し
て
の

「相
互
性
の
ル
ー

ル
の
品
目
コ
∞
2
2
m－

(1
v 

r
m－5
5
m刊
巾
乙
で
あ
る
。

ま
ず
「
感
情
移
入
の
ル
l

ル
」
と
は、
自
分
の
意
欲
を
「
他
者
に
対
す

る
振
る
舞
い
の
基
礎
と
し
て
、
他
者
へ
の
感
情
移
入
を
要
求
す
る
も
の
」

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
が
嫌
な
こ

と
を
し
よ
う
と
す
る
意
欲
が
あ
っ
た

場
合
、
他
者
の
立
場
に
立
て
ば
、

つ
ま
り
自
分
の
「
感
怖
を
移
し
入
れ
れ

ば
」、
他
者
に
嫌
思
感
を
起
こ
す
行
為
を
筏
え

、
他
者
へ
の
思
い
や
り
を

持
つ
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

次
に
「
’H

作
の
ル
l

ル
」
と
は、

「
自
分
の
娠
る
舞
い
の
基
礎
とし
て
、

他
者
の
振
る
郷
い
に
凶
す
る
自
分
自
身
の
道
徳
的
評
似
を
要
求
す
る
も

の
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
自
分
自
身
の
行
動
が
問
題
に
な
る
場
合

よ
り

、
他
者
の
行
動
に
対
し
て
態
度
を
取
る
場
合
に
、
道
徳
的
な
規
範
と

い
う
も
の
を
よ
り
明
確
に
意
識
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
際

、

わ
れ
わ
れ

は
こ
の
相
就
航仰を
既
に
義
務
づ
け
る
も
の
と
し
て
承
認
し
て
い
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
こ
こ

で
埠
裂
な
こ
と
は
、

価
値
の
秩
序
や
何
ら
か
の
道
徳
的
以
現
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を
制
・
策
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
規
範
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
規
範
を
自
ら
の
判
断
、

つ
ま
り
臼

己
決
定
の

山
山

に
よ
っ
て
白
ら
に
課
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

U以後
に
「
相
互
性
の
ル
ー
ル
」
と
は、

先
の
両
方
の
ル
ー
ル
を
結
合
し

た
も
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
自
分
が
し
て
欲
し

い
こ
と

、

し
て
欲

し
く
な
い
こ
と
を
行
為
の
規
制
中
と
し
、

他
人
に
行
う
か
、

行
わ
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
を
「
感
情
移
入
の
ル
ー
ル
」
は
要
求
し
て
お
り、

行
為
表
山口

身
が
何
ら
か
の
行
為
を
受
け
る
の
は
、

他
者
の
立
幼
か
ら
比
た
場
合
、

他

者
が
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
こ
で
何
ら
か
の
行
為
を
受
け
た
い
と
思
う
意
欲
の
代
わ
り
に
、

他
者
の

娠
る
舞
い
を
対
象
と
し
た
自
ら
の
意
欲
が
反
省
の
対
象
と

し

て
取
り
上
げ

ら
れ
る
。
よ
っ
て
、

「
相
互
性
の
ルl
ル
」
で
は、

行
為
の
意
欲
に
お
い

て
単
に
利
己
的
な
願
望
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く、
正
義
を
考
慮
す
る
社

会
的
規
範
に
立
っ
た
観
点
か
ら
の
道
徳
的
な
反
省
を

加
え
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

上
芯
の
ル
ー
ル
の
小
で
翫
裂
で
あ
る
の
は
「
相
互
性
の
ル

ー

ル
」
で
あ

る
と
鐙
者
に
は
思
わ
れ
る
。
こ
の
ル
ー
ル
に
お
い
て
行
為
す
る
新
は
行
為

の
側
航
判
断
の
吟
味
を
、
他
者
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
立
場
交
換
に
よ
る

普
遍
化
を
通
じ
て
抱
加
盟
し
、

行
為
の
受
け
手
に
と
っ
て
も
そ
の
伽
値
判
断

を
共
・
一
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
前
提
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為

す
る
車
引
が
行
為
の
鋭
準
を
考
え
る
初
合、

当
然
な
が
ら
そ
の
起
点
は
行
為

の
受
け
手
の
振
る
舞
い
に
あ
る
の
で
は
な
く

、

行
為
す
る
新
自
身
の
意
欲

に
あ
る
。
こ
こ
に
行
為
来
日
身
の
意
欲
と
行
為
の
受
け
手
の
な
欲
と
の
川
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に
差
異
が
生
じ
、

行
為
者
の
行
為
が
必
ず
し
も
道
徳
的
な
行
為
と
は
な
ら

な
い
。
こ
こ
に
黄
金
律
が
機
能
し
な

い
事
態
が
生
じ
て
く
る
。
そ
こ
で
こ

の
問
題
を
解
決
す
る
方
法
と
し

て
、
定
式
に
変
更
を
加
え
る
仕
方
や
行
為

す
る
者
の
欲
求
に
社
会
的
規
範
の
制
限
を
加
え
る
仕
方
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

突
際
に
行
為
す
る
者
が
行
為
の
受
け
手
を
自
ら
の
意

図
や
願
望
の
た
め
に
、
手
段
と
し
て
用
い
る
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
い
る

の
か
ど
う
か
を
直
接
把
湿
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
し
て
や
個
々
の
状

況
に
際
し
て
、

行
為
す
る
者
の
意
欲
や
甑
望
は
多
様
で
あ
り

、

そ
の
内
簡

を
見
通
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
行
為
す
る
者
が
必
ず
し
も
利
他

主
義
に
基
づ
い
た
動
機
に
従
っ
て
行
為
を
行
お
う
と
す
る
意
欲
を
持
っ
て

い
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し

ろ
現
実
に
は
利
己
的
な
動
機
を
含
ん
だ
行
為

は
少
な
か
ら
ず
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、

策
金
律
に
従
っ
て
行

為
す
る
者
が
利
己
的
な
目
的
を
持
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
相
互
性
の
ル
ー
ル
た
る
賞
金
律
は
、
カ
ソ
ト
が

い
う
と
こ
ろ
の
仮

言
命
法
で
あ
る

、

い
わ
ば
「
怜
倒
の
規
則
E
C
m
・

2
2
g
z
m巾
ご
の
可
能
性
を
・
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る。

こ
の
こ
と
は
後

述
す
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト

が
黄
金
律
を
批
判
す
る
理
由
で
あ
る。

以
上
の
よ
う
に
黄
金
律
の
形
式
を
分
類
し
、

黄
金
律
の
「
相
互
性
の
ル

ー

ル
」
に
お
い
て
立
場
交
換
か
ら
行
為
者
の
意
欲
が
普
遍
化
に
よ
っ
て
吟

味
さ
れ
、

そ
の
意
欲
が
規
範
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に

、

行
為
の
道
徳
性
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
把
握
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

公務 論 文

カ
ン
卜
の
黄
金
律
批
判
と
そ
の
利
他
主
義
的
精
神

の
受
容

前
節
で
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、

賞
金
律
の
形
式
で
は
行
為者
の
意
欲
が

行
為
の
起
点
だ
け
で
な
く、

行
為
の
規
準
と
な
り
、

行
為
の
受
け
手
に
行

為
者
の
意
欲
が
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
際
に
行
為
者
の
意

欲
や
選
好
と
、
そ
の
行
為
の
受
け
手
側
の
そ
れ
ら
と
が
必
ず
し
も

一
致
し

な
い
こ
と
か
ら
、
黄
金
律
が
機
能
し
な
い
事
態
が
あ
る
と
い
う
問
題
が
確

認
さ
れ
た
。

こ
の
問
題
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
批
判
や
定
式
上
の
修
正
が
行

円5
〉

わ
れ
て
き
た
が
、

カ
ソ

ト

は
以
下
の
よ
う
に
消
極
的
資
金
律
を
批
判
す
る
。

こ
こ
で
通
俗
的
な
格
言
（
D
Z
E
E－vこ
5
2

〈
S
E
E
－
君
が
さ
れ
た
く
な

い
こ
と
を
他
人
に
し
て
は
な
ら
な
い
〉
が
規
準
も
し
く
は
原
理
と
し
て

役
立
つ
こ
と
が
で
き
る
、

と
考
え
て
は
な
ら
な
い。

な
ぜ
な
ら
こ
の

こ
と
は
、
様
々

な
制
限
を
伴
っ
て
で
は
あ
る
が
、
た
だ
上
述
の
原
理

〔定
官
命
法
の
目
的
の
方
式
〕
か
ら
の
み
治
的
か
れ
る
か
ら
で
あ
る。
こ

の
こ
と
は
な
ん
ら
普
遍
的
法
則
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い。
と
い
う

の
も
、
こ

の
こ
と
は
自
分
自
身
に
対
す
る
義
務
の
叡
拠
も
、
他
人
に

対
す
る
愛
の
義
務
の
根
胞
も
含
ん
で
い
な
い
し

ハな
ぜ
な
ら
、

多
く

の
人
は
他
人
に
親
切
を
示
す
こ
と
を
免
れ
さ
え
す
れ
ば
、
他
人
が
彼
に
親

切
を
し
な
く
て
よ
い
と
い
う
こ
と
を
忍
ん
で
認
め
る
で
あ
ろ
う
か
ら

〉、

最
後
に
相
互
的
な
責
務
的
義
務
の
根
拠
を
も
含
ん
で
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
犯
罪
者
は
上
述
の
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、

彼
を
剖



す
る
裁
判
什h
を
論
幾
す
る
で
あ
ろ
う
し

、

ま
た
こ
れ
に
似
た
本
柄
が

生
ず
る
か
ら
で
あ
る
ハ
の
ミ
ω
・
よ
旬
。
・
き
こ
＝
・）
。
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こ
の
火
金
体
批
判
は

、

定
J「け
命
法
の
い
わ
ゆ
る
日
的
の
方
式

〔
あ
な
た

の
人
怖
や
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
人
の
人
絡
の
う
ち
に
あ
る
人
間
性
を
、
い
つ
も
M

附
に
H

的
と

し
て
似
い
、
山
伏
し
て
山
中
に
手
段と
し
て
の
み
級
わ
な
い
よ
う
に
行

為
せ
よ
〕
〈
Cミ
何
む

S

が
説
明
さ
れ
て
い
る
注
で
敏
わ
れ
て
い
る
が

、

な
ぜ
消
極
的
賞
金
作
の
力
が
批
判
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
法
学
の
比
地
か
ら
言
え
ば

、

消
極
的
資
金
作
、
都
極
的

資
金
作
の
い
ず
れ
も
正
議
の
範
闘
に
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
が

、

な

か
で
も
消
極
的
賞
金
律
は
法
的
な
禁
止
や
抑
制
に
ま
で
及
ん
で
い
る
か
ら

で
あ
る
。
人
間
の
権
利
を
侵
害
す
る
よ
う
な
行
為
を
娃
え
る
と
い
う
意
味

で
の
正
義
は

、

他
者
へ
の
利
益
や
幸
福
を
促
進
す
る
こ
と
よ
り
法
的
な
意

味
で
優
先
性
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
法
の
後
先
性
は

、

当
該
の
注
が

付
け
ら
れ
た
嘘
の
約
束
の
祭
止
に
関
す
る
事
例
と
一
致
し
て
い
る
。

こ
こ
で
カ
ン
ト
が
批
判
し
て
い
る
の
は、

賞
金
作
が
向
分
n

身
に
対
す

る
義
務
の
般
拠
、
他
新
へ
の
不
山
花
金
設
務、

相
互
的
な
義
務
の
依
拠
を
含

ん
で
い
な
い
か
ら

、
通
俗
的
な
道
徳
川
郎
迎
と
し
て
は
古
判
定
し
な
い
け
れ
ど

も
、

将
遍
性
を
有
す
る
道
徳
川
郎
理
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
、

と

い
う

こ

と
で
あ
る
。
注
円
す
べ
き
な
の
は

、

「
他
者
に
対
す
る
愛
の
義
務
」
と

「
相
互
的
な
立
務
的
義
務
」
で
あ
る
。
「
他
者
に
対
す
る
愛
の
義
務
」
と
は

、

他
者
の
幸
福
へ
の
盤
仙切
で
あ
る
。
そ
し
て
「
相
互
的
な
賀
務
的
義
務
」
と

は
、
い

わ
ゆ
る
定
吉
命
法
の
目
的
の
方
式
に
則
っ
た
、

自
作
し
た
行
為
者
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同
士
が
互
い
に
「
目
的
そ
れ
自
体
」
と
し
て
尊
ι出
し
合
う
賀
務
の凶
係
に

あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
引
川
の
文
台
に
倒
意
し
て
み
れ
ば、

黄
金
作
が
い
ず
れ
の
ぷ
務
を
合
ま
な
い
の
で
は
な
く
、

「－M
拙
務
の
似
拠
」

を
含
ま
な
い

、

と
い
う
叙
述
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
差
災
に
苅
円
し
て、

<7
V

カ
ン
ト
の
此
金
作
批
判
の
意
図
を
解
釈
し

て
み
る
。

力
ン
ト
に
と
っ
て
義
務
の
桜
拠
と
な
り
う
る
の
は

、

「自

愛
F
5
2
・

－5
Z
」
や
「
宅
街
。
－c
n
z
o
z
m
r
巾
－こ
で
は
な
く

、

定
品川H
命
法
で
あ
る

道
徳
法
別
で
あ
る
。
こ
の
引
m
の
場
合
で
は
、
道
徳
以
裂
の
強
制
力
の
根

拠
と
な
る
の
は
、

「
日
的
そ
れ
自
体
」
で
あ
る
現
性
的
存
花
者
で
あ
る
。

だ
が
賞
金
品
悼
の
強
制
力
は
「
自
愛
」
や
「
幸
福
」
に
被
拠
を
位
い
て
い
る

こ
と
を
排
除
ま
た
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

賞
金
作

に
従
っ
て
行
為
す
る
者
は
行
為
の
受
け
手
を
「
目的
そ
れ
自
体
」
と
は
見

な
さ
な
い
場
合
が
あ
る
、

つ
ま
り
必
ず
し
も
行
為
の
道
徳
性
を
意
図
し
な

い
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
相
互
一
的
な
義
務
に
お
け
る
問
題
は

、

裁
判
有
と
犯
叩持
者
の
例
で

抜
わ
れ
て
い
る
。
犯
非
新
の
意
欲
と
裁
判
官
の
意
欲
が
一
致
す
る
場
合
、

立
場
交
換
に
お
い
て
裁
判
・
%
が
削
刑
し
たり、
投
獄
す
る
こ
と
は
附
附
さ
れ

る
市
態
に
陥
る
が

、

そ
れ
に
対
し
て
へ
ア
は
解
決
策
を
提
示
し
て
い
る
。

へ
ア
に
よ
る
と
、

多
戸則
的
な
状
況
を
含
む
よ
う
に
政
判
官
の
立
場
は

一
般

化
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
つ
ま
り
単
な
る
行
為
す
る
者

と
行
為
の
受
け
手
の
狭
溢
な
二
凶
的
な
党
刷
物
交
換
の
観
点
を
脱
し

、

本
観

的
な
節
三
者
の
観
点

、

つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
人
の
状

況
を
緩
み
た
将
剥
化
の

プ
ロ
セ
ス
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ

の
犯
叩
持者
と
裁
判
官
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の
例
に
お
い
て
は
、
犯
罪
者
の
利
己
的
な
幸
稿
を
例
外
的
に
認
め
る
と
い

う
こ
と
を
普
通
化
し
て
考
え
て
み
た
場
合
、
社
会
的
な
州
統
錨
に
照
ら
し
合

わ
せ
れ
ば
、

容
認
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

賞
金
律
は
相
互

的
な
義
務
を
滋
き
山
す
阪
迎
と
は
な
り
え
な
い
と
言
え
る
。

こ
の
よ

う
に
義
務
の
綬
犯
が
必
ず
し
も
道
徳
法
則
の
よ
う
な
普
遍
的
原

型
と
は
な
ら
な
い
限
り
、
即
ち
行
為
の
受
け
手
の
人
間
性
を
n

的
で
は
な

く
、

単
に
手
段
と
見
な
す
よ
う
な
行
為
に
お
け
る
非
道
徳
的
な
利
己
的
動

機
を
払
拭
し
き
れ
な
い
限
り
で
は
、
賞
金
作
は
「
怜
倒
の
鋭
則
」
の
余
地

を
残
し
て
い
る
。

し
か
し
カ
ン
ト

は
晩
年
の

『人
倫
の
形
而
上
学
』
に
お
い
て
黄
金
鈴
の

定
式
に
条
件
を
付
与
し
、
積
極
的
黄
金
律
と
消
極
的
資
金
律
を
総
合
し
た

形
で
そ
の
利
他
主
義
的
な
精
神
を
受
容
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ

に
は
カ
ン
ト
が
賞
金
律
の
「
助
け
合
い

3
2

ヨ
・0
口
一
円三
と
い
う
精
神
を

定
君
命
法
に
採
用
し
よ
う
と
し
た
意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。

そ
れ
は
「
あ
な
た
自
身
の
よ
う
に
燐
人
を
愛
し
な
さ
い
」
と
表
現
さ

れ
る
隣
人
愛
の
磁
務
と
し
て

「他
人
の
目
的
を

〈そ
れ
ら
が
不
道
徳
な
も

の
で
な
い
限
り
で
の
み

〔
訳者
に
よ
る
強
調

〕
）
私
の
円
的
に
す
る
と
い
う
義

務
」
〈h
a
－
AG
S

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
そ
の
隣
人
愛
の
義
務
は
、

「単
に
私
の
問
的
の
た
め
の
手
段
と
し

て
他
者
の
地
厳
を
務
う
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
」
と
い
う
隣
人
の
人
絡
を

巧
敬
す
る
義
務
に
も
関
係
し
て
く
る
。

と
い
う
の
は
カ
ン
ト
に
と

っ

て

「
目
的
N
2
R
ど
と
は
「
自
由
な
選
択
意
志
の
対
象
〔
カ
ン
ト

に
よ
る
強

調
〕
」
〈ミ
ω
・
組
長
）
の
こ
と
で
あ
り
、

他
者
の
意
欲
、
あ
る
い
は
巡
択
怠

公 』E a白文

士
山
の
自
由
、
つ
ま
り
他
者
の
自
作
に
基
づ
く
自
己
決
定
を
噂
置
す
る
こ
と

は
、
他
者
そ
れ
自
身
を
噂
置
す
る
こ
と
を
怠
床
し
、
そ
し
て
そ
れ
は
最
終

的
に
他
者
を
目
的
と
見
な
す
よ
う
に
命
令
す
る
定
吉
命
法
の
目
的
の
方
式

に
連
関
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
カ
ソ
ト

は
「
判
的
」
概
念

と
と
も
に
策
金
律
に
条
件
を
付
加
す
る
こ
と
で
、

定
式
上
の
欠
点
を
補
完

し
な
が
ら
、
そ
の
利
他
主
磁
的
な
新
神
を

「人
倫
の
形
而
上
学
』
の
磁
務

論
に
お
い
て
も
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

黄
金
律
の
問
題
と
ミ
ル
の
同
胞
感
情
を
持
つ

行
為
主
体

冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
立
場
と
は
反
対
に
ミ
ル
は

『功

利
主
戦
』
に
お
い
て
積
極
的
資
金
律
を
「
功
利
主
義
の
理
想
的
極
地
」
と

し
て
緩
め
て
高
く
評
価
し
て
い
る
が
、
こ
の
表
現
は
単
な
る
レ
ト
リ

ッ
ク

で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

ミ
ル
は
『
功
利
主
義
」
第
五
惑
で
自
ら
の

正
滋
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
他
人
を
傷
つ
け
て
は
い
け
な

い
」
〈c
b
N
U
S
と
い
う
道
徳
規
則
が
最
も
重
要
で
あ
り
、
人
類
の
幸
福

に
役
立
つ
と
い
う

こ
と
で
、

正
義
を
意
味
す
る
梢
川
町
側
的
賞
金
作
に
つ
い
て

も
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
ミ
ル
は
消
極

的
、
都
筏
的
資
金
作
の

両
方
の
ヴ
7
1
ジ
ョ

ン
を
功
利
主
滋
に
述
閃
さ
せ
る
こ
と
を
芯
閲
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、

黄
金
律
を
レ
ト
リ
ッ

ク
と
し
て
見
な
し
て
い
な
い
こ
と
が

裏
付
け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
ミ
ル
は
賞
金
律
に
言
及
し
て
い
る
が
、

経
者
が
前
ベ
た
限

り
、
テ
キ
ス
ト
上
で
よ
記
に
見
て
き
た
賞
金
作
仰
が
は
ら
む
原
理
的
な
問
題
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に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
箇
所
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
も
し
ミ
ル
が
何
ら
そ

の
問
題
点
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
な
い
な
ら、

安
易
に
黄
金
律
を
肯
定
し
て

い
る
と
い
う
既
念
を
抱
か
れ
て
当
然
で
あ
ろ
う
。
で
は
ミ
ル
の
功
利
主
義

理
論
が
ど
の
よ
う
に
賞
金
律
の
問
題
を
ク
リ
ア
し、

そ
の
利
他
主
義
的
な

制
神
を
自
ら
の
功
利

主
義
に
受
容
さ
せ
る
た
め
に
、
ミ
ル
は
ど
う
対
処
し

<9
>

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
か
。

ま
ず
こ
の
手
掛
か
り
と
し
て
、

ミ
ル
が
黄
金
律
に
言
及
し
た
直
後
の
文

言
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
箇
所
は
、
賞
金
作
の
「
理
想
に
近

づ
く
手
段
と
し
て
」
〈S
K

白
色
挙
げ
ら
れ
た
こ
つ
の
条
件
で
あ
る
。
そ

の
条
件
と
は
、
社
会
の
仕
組
み
ゃ
法
律
は
可
能
な
限
り

、

加m
A
人
の
利
益

と
社
会
全
体
の
利
益
と
の
調
和
が
図
ら
れ
て
成
り
克
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と

（『
ザ
ミ〉
と
、
教
育
な
ど
に
よ
る
自
己
陶
冶
の
成
果
や
社
会
的
な
世
論

の
影
物
に
よ
っ
て
自
分
の
幸
稲
と
社
会
全
体
の
公
共
替
と
が
不
可
分
の
関

係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
個
々
人
に
理
解
さ
せ
る
と
い
う
こ
と

（主
人

）

で
あ
る
。
積
極
的
賞
金
律
が
指
し
示
す
道
徳
的
な
状
況
と
は

、

も
し
他
者

が
窮
地
に
陥
っ
た
と
考
え
た
場
合
に
援
助
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
想
定
し
、

ま
た
逆
に
行
為
者
自
身
が
そ
の
よ
う
な
状
況
に
陥
っ
た
場
合
に

、
他
者
か

ら
援
助
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
で
き
る
と
い
う
社
会
的
な
成
員
同
士

の
利
害
も
含
め
た
上
で
の
「
助
け
合
い
」
の
状
況
も
含
ん
で
い
る
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
こ
の

ニ
つ
の
条
件
か
ら
把
握
で
き
る
の
は、

倒

人
の
側
か
ら
も
社
会
の
側
か
ら
も
利
害
関
係
を
認
識
で
き
る
行
為
主
体

ー
ー
ー
理
想
的
な
意
味
で
は
互
い
に
利
他
的
な
紡
神
を
持
っ
た
行
為

主
体

ー
ー
ー
が
前
提
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
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な
道
徳
的
な
行
為
主
体
に
と
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
突
際
の
社
会
的

な
利
害
関
係
を
知
り

、

個
人
的
幸
福
と
社
会
全
体
の
幸
福
を
調
和
で
き
る

よ
う
な
自
ら
の
義
務
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の

二
つ
の
条
件
を

満
た
す
行
為
主
体
を
想
定
す
る
こ
と

で
、
歴
史
的
に
批
判
さ
れ
て
き
た
賞

金
律
の
問
題
点
を
ミ
ル
は
回
避
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
脳
極
的
資
金
作
の
定
式
を
機
能
さ
せ
る
に
は

、

少
な
く
と
も

二
つ

の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
定
式
に
欠
点
を
補
完
す
る
条
件

を
加
え
る
か
、

あ
る
い
は
利
他
主
義
の
粕
神
を
持
っ
た

（少
な
く
と
も
非

道
徳
的
な
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
意
欲
を
制
限
し
た
）
行
為
主
体
を
想
定
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ミ
ル
の
場
合
、
後
者
の
方
法
を
採
用
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
賞
金
律
は
行
為
者
同
士
が
類
似

し
た
文
化
や
共
同
体
に
属
し
て
い
な
け
れ
ば、

道
徳
的
に
機
能
し
難
い
と

い
う
問
題
が
あ
り
な
が
ら
も
、
行
為
す
る
者
の
品
掛
け

・誌
が
行
為
の
受
け
手
に

と
っ
て
の
悪
意
に
な
ら
な
い
よ
う
な
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

た
め
に
は
行
為
主
体
が
「
同
胞
感
情
」
を
持
っ
と
す
る
理
想
的
な
主
体
を

設
定
す
れ
ば、
積
極
的
賞
金
律
の
定
式
は
ひ
と
ま
ず
何
ら
制
約
な
し
に
可

能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
次
に
そ
の
よ
う
な
行
為
主
体
と
ミ
ル
の
「
内
的
強
制
カ
吉
5

・
E

一

∞
2
2
5
コ
」
（C
ミ－
N
N匂
）
の
源
泉
で
あ
る
「
同
胞
感
情E
一O
老
町
市
内
－z
m」

〈C
ミ
巴
巴
と
の
闘
係
性
が
了
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
ミ

ル
の
「
内
的
強
制
力
」
の
道
徳
的
源
泉
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

ミ
ル
は

『功
利
主
義
」
の
第
三
章
で
自
然
感
情
が
道
徳
的
強
制
力
の
源

泉
で
あ
り

、

教
育
や
自
己
凶
発
に
よ
っ
て
そ
の
感
情
を
強
固
に
す
る
こ
と
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が
で
き
る
と
主
削
減
し
て
い
る
。
こ
の
自
然
感
的
が
人
間
本
性
の
根
底
に
あ

り
、
教
育
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
「
同
胞
と
の一
体
感
」
で
あ

る
「
同
胞
感
情
」
が
行
為
者
に
技
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
単

・
に
教
育

に
よ
っ
て
だ
け
で
「
同
胞
感
情
」
を
養
う
の
に
十
分
で
は
ない
の
か
と
い

う
反
論
も
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、

も
し
そ
う
で
あ
っ
て
も
、

教
育
に
よ
っ
て
「
同
胞
感
情
」
が
歪
め
ら
れ
る
可
能
性
の
危
侠
が
十
分
予

想
さ
れ
う
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
自

然
的
な
感
情
と
な
る
基
盤
が
あ
っ
て
こ

そ
「
同
胞
感
情
」
は
強
化
さ
れ
う
る
と
い
う
論
理
を
、
ミ
ル
は
自
然
主
義

の
立
場
で
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
利
他
主
義
を
根
拠
づ
け
る
た
め

に
は
経
験
的
な
教
育
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
ミ
ル
が
道
徳
的
強
制
力
の
源
泉
を
自
然

主
義
的
な
根
拠
に

も
求
め
て
い
る
こ
と
は
、
極
め
て
興
味
深
い
。
そ
の
よ
う
な
根
拠
が
威
力

を
発
相
伴
す
る
の
は
、
教
育
な
ど
社
会
的
環
境
に
よ
る
強
制
力
を
内
而
化
す

る
訓
練
が
十
分
で
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
自
然
主
義
的
な

根
拠
が
「
人
間
本
性
と
し
て
の
事
実
」
に
お
い
て
確
保
さ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、

社
会
的
道
徳
に
反
す
る
行
為
を
し
た
場
合
、
「
苦
痛
」
を
感
じ
る

こ
と
を
契
機
に
し
て
、
放
終

的
に
内

的
強
制
力
で
あ
る
「
良
心
8
2

・

m
n－g
n
m

」
〈
亡
と
阻
む
の
本
質
が
行
為
主
体
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
点
に
ミ
ル
功
利
主
義
の
自
然
主
義
的
な
特
長
が
表
現
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

確
か
に
ミ
ル
の
言
う
内
的
強
制
力
は

、

「
生
得
的
吉
E

Z
」
（S
h－

L
N
h
w
S
と
い
う
意
味
で
自
然
主
義
的
で
は
あ
る
が

、

そ
の
自
然
主
義
に
強

制
力
が
叡
．
さ
し
た
上
に
教
育
や
訓
練
に
よ
っ
て
さ
ら
に
「
船
え
つ
け
ら
れ

公募論文

る

一g
Hu
g－d
円
旦
」
（S
R

）
と
い
う
意
味
で
は
経
験
主
義
的
で
も
あ
る
。

こ

の
点
に
ミ
ル
の
連
想
心
理
学
に
基
づ
い
た
経
験
主
義的な
側
面
が
現
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
実
際
に
十
分
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
た
め
共
同
体
へ
の
社
会
参
加
を
通
し
て
、

個
々
の
行
為
主
体
で

あ
る
市
民
が
他
者
と
の
「
同
胞
感
的
」
あ
る
い
は
義
務
へ
の
強
制
力
が
社

会
的
に
袋
わ
れ
、
強
化
さ
れ
る
こ
と
を
具
体
的
に
ミ
ル
は
考
え
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
ミ
ル
は

『代
議
制
統
治
論
』
で
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

さ
ら
に
も
っ
と
有
益
な
の
は
、
私
的
な
市
民
が
と
き
た
ま
の
こ
と
で

あ
る
に
し
て
も
、

公
的
な
機
能
に
参
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら

れ
る
教
訓
の
道
徳
的
な
役
割
で
あ
る
。
市
民
は
そ
の
よ
う
な
仕
事
を

し
な
が
ら
、
自
分
自
身
の
利
益
で
は
な
い
利
益
を
考
設
し、

要
求
が

相
対
立
す
る
場
合
に
、
自
分
の
私
的
な
偏
見
以
外
の
規
範
に
よっ
て

導
か
れ
る
こ
と
、

ま
た
、

あ
ら
ゆ
る
場
合
に
そ
の
存
在
理
由
と
し

て

共
同
替
を
め
ざ
し

て
い
る
よ
う
な
以
迎
や
準
測
を
適
用
す
る
こ
と
を

要
求
さ
れ
る
。
そ
し
て
市
民
は
、
自

分
よ
り
こ
の
よ
う
な
理
念
や
仕

都
に
通
じ
て
い
る
人
々
と
い
っ
し
ょ

に
仕
事
を
し

て
い
る
こ
と
に
気

づ
く
が
、
そ
の
こ
と
は

一
般
的
利
益
に
対
す
る
彼
の
理
解
に
理
由
を

与
え
、
彼
の
一
般
的
利
読
に
対
す
る
感
情
に
刺
激
を
与
え
る
で
あ
ろ

う

（の
勾
の
A
N
N〉
。

れ「
ヲ同
τl泡

え箆
し、 Ill

L_  

：＜， が
？績
不極

忌盟
主義
蒔引，It
つ 正

た！事
戸・ 3工

為さ
主せ
体る
を条
理件
想で
とあ
しる
てと
自iI 考
扱~え
すら
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る
だ
け
で
は
、
実
際
、
自
分
と
他
者
と
の
利
将
を
一
致
す
る
と
見
な
そ
う

と
す
る
感
情
が
繍
捕
食
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
結
果
と
し
て
賞
金
作

の
和
利
が
行
為
主
体
に
級
づ
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
こ
で
t

記
の
引
用
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

ミ
ル
は
黄
金
律
の
精
神
を
肯
定
的
に

受
け
容
れ
つ
つ
も

、

そ
の
問
題
に
対
し
て
は
道
徳
的
な
行
為
主
体
の
「
同

胞
感
情
」
と
そ
の
感
情
を
育
成
さ
せ
る
突
践
の
場
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と

で
、
賞
金
作
悼
を
現
実
に
お
い
て
も
機
能
さ
せ
よ
う
と
試
み
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
他
者
と
の
利
%
を
認
放
で
き
る
社
会
怠
加
の
場

や
機
会
が
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
「
共
同
の
利
扱
の
た
め
に
共
同
の
仕
郁
に

従
事
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
」
、
共
同
体
や
市
印
刷
の
成
員
と
し
て
の
意
識

づ
け
を
獲
得
す
る
機
会
は
失
わ
れ
て
し
ま
い
、

他
者
は
「
敵
に
ほ
か
な
ら

な
い
」
（を
え
）
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る

。

本
節
で
見
て
き
た
よ
う
に

、
ミ
ル
に
お
け
る
賞
金
作
の
問
題
を
回
避
す

る
手
立
て
と
し
て
は
、
利
他
的
な
道
徳
的
行
為
主
体
を
想
定
す
る
、

自
然

主
設
的
な
似
拠
と
経
験
主
義
的
な
桜
拠
と
い
う
こ
つ
の
条
件
と
「
同
胞
感

情
」
を
テ
キ
ス
ト
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

こ
つ
の
条
件
が

共
に
協
働
し
合
う
こ
と
で
、
ミ
ル
は
行
為
主
体
の
利
他
性
を
理
論
的
に
担

保
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
実
際
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
と
は
官
え
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
黄
金
律
が
示
す
利
他
主
義
の
理
想
へ
と
近
づ
く
道
程
で
あ

る
、

経
験
主
義
的
な
プ
ロ
セ
ス
、
つ
ま
り
突
際
に
「
同
胞
感
情
」
を
瀬
渓

し
、

こ
の
感
情
を
強
化
す
る
仕
方
と
し
て
社
会
参
加
な
ど
の
具
体
的
な
経

験
の
拐
を
提
供
す
る
こ
と
も
ま
た
ミ
ル
は
示
唆
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る

の
で
あ
る
。
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四

賞
金
律
の
観
点
か
ら
の
カ
ン
ト
と
ミ
ル
の
比
較
考
察

ー
ー
ま
と
め
に
か
え
て
｜
｜

以
上
の
考
察
か
ら
整
理
し
て
み
る
と
、
カ
ン
ト
と
ミ
ル
の
差
具
は
、
黄

金
作
の
問
題
の
取
り
扱
い
方
、

ま
た
そ
の
場
合
に
想
定
さ
れ
る
行
為
主
体

の
あ
り
方
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

カ
ン
ト
は
賞
金
作
批
判
を
通
じ
て
、
賞
金
作
に
理
性
的
な
強
制
力
が
合

ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
洞
・
策
し
た
ば
か
り
か、
他
者
に
感
情
移
入
し
た
場

合
の
行
為
者
の
利
己
的
な
意
欲
、
い
わ
ば
「
自
愛
」
に
附
し
て
徹
・
阪
的
な

懐
疑
を
抱
い
て
い
た
。
そ
れ
は
力
ン
ト
が
自
ら
の
幸
稲
を
彼
処
と
す
る
仮

言
命
法
を
道
徳
的
原
理
と
し
て
認
め
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

、

カ
ン
ト
に
と
っ
て
賞
金
作
は
「
怜
附
の
規
則
」
の
余
地
を
残
し
て
い
る
限

り
、

道
徳
的
原
理
に
値
せ
ず
、

定
言
A叩
法
こ
そ
が
道
徳
川
郎
理
と
し
て
同
定

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

ヵ
ン
ト
に
と

っ
て
の
行
為
主
体
｜
｜
利
己
的
な
意
欲
で
行
為
す
る
傾
向
が
あ
り
、
必
ず

し
も
道
徳
的
な
動
機
に
よ
っ
て
行
為
し
な
い
人
間
と
い
う
理
性
的
存
在

’
ー
ー
に
対
す
る
懐
疑
を
示
し
て
い
る
と
行
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
卜

は
策
金
律
の
問
題
点
に
対
し
て、

ミ
ル
の
よ
う
に
行
為
主
体
の
利
他
性
を

想
定
す
る
楽
観
的
な
解
決
を
行
つ
て
は
い
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ミ
ル
は
教
育
に
よ
っ
て
自
己
陶
冶
さ
れ
た
行
為
主
体

を
設
定
す
る
こ
と
で
、
誠
金
品
仰
の
定
式
上
の
問
題
、
お
よ
び
行
為
す
る
者

と
行
為
の
受
け
手
と
の
川
で
意
欲
や
選
好
が

一
致
し
な
い
川
姐
に
コ
ミ
ツ
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ト
せ
ず
に
、

賞
金
律
の
精
神
が
一不
す
利
他
主
義
を
自

ら
の
功
利
主
務
に
重

ね
合
わ
せ
よ

う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
上
記
の
「
同
胞
感

情
」
の
議
論
か
ら
把
恕
す
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
行
為
主
体
の
設
定
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ

は
教
育
や
社
会
参
加
に
よ
っ
て
も
自
分
の
利
害
を
他
者
の
利
害
に
一
致
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
び
と
を
容
易
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
、
い

か
に
し
て
賞
金
律
の
原
迎
を
正
当
化
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題

が
ミ
ル
の
枠
組
み
で
は
残
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、

黄
金
律
の
問

題
点
を
原
型
的
に
解
消
す
る
限
り
に
お
い
て
は

、

カ
ン
ト
の
方
が
妥
当
な

解
決
策
を
州
提
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
三
節
で
見
て
き

た
よ
う
に
ミ
ル
の
功
利
主
議
恐
論
で
は
問
題
点
を
解
消
す
る
と
い
う
よ
り、

む
し
ろ
そ
れ
を
回
避
す
る
手
段
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、

そ
れ
で
も
ミ
ル
の
功
利
主
義
理
論
が
教
育
の
可
能
性
を
前
提
に
し
た
自
己

陶
冶
と
い
う
理
想
主
滋
的
な
側
而
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、

社
会
参
加
を
通
じ
て
社
会
的
義
務
を
果
た
す

と
い
う
教
育
の
代
替
と
な
る
も
の
を
提
示
す
る
こ
と
で

、

賞
金
律
の
利
他

主
義
的
な
精
神
を
単
・
に
理
想
的
な原
理
と
し

て
だ
け
で
な
く
、

実
践
の
経

験
の
肌
切
に
お
い
て
も
生
か
そ
う
と
し
た
点
に
お
い
て
、
ミ
ル
の
功
利
主
義

は
過
小
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

賞
金
律
の
観
点
に
よ
る
比
較
考
祭
を
通
じ

て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
と

し

て
、
カ
ン
ト
に
よ
る
黄
金
律
の
問
題
を
原
理
的
に
解
消
す
る
仕
方
と
、

ミ
ル
に
よ
る
「
同
胞
感
情
」
に
基
づ
く
行
為
主
体
を
設
定
す
る
こ
と
で
そ

の
問
題
を
回
避
す
る
仕
方
と
の
聞
に
、
両
理
論
の
差
異
が
あ
る
と
言
う
こ

公務総文

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

、
主－カ

ン
ト
の
楽
作
か
ら
の
引
川
は
、
略
号
と
ア
カ
デ
ミ
ー
版
か
ら
の
ペ
ー
ジ

数
を
示
し
、

ミ
ル
の
務
作
か
ら
の
引
用
は
、
略
号
と
円
リ
ミ
な
ミ
ミ
モ
色
、b
M
b＼

》
言
九
む
き
ミ
ミ
ミ
か
ら
の
ペ
ー
ジ
数
を一示
す
。

〔
〕
は
、

銀
串
告
が
班
解
の
た
め
付け
加
え
た
部
分
で
あ
る
。

略
記

同門
白
ミ
・
。
ミ
ミ
ミ
品
町
三
『

h
N
Hミ
ミ
ミ

s
s
h免
除
門
出
向
、
川
町

E
ミ

H
。
ミ
川
町

ミ
ミ
ロ
三
官
匙
号
、
句
止
さ
』
H
ミ
九
山

ミ
ミ
～
一n
s
目的
文
句
白
hh
b苫
伺

b
w
H
ゐ
冬
、
問
的
向
ミ
ロ
之
誌
の
q
E向
主
主

H
S
HR
H
n
～
刊の
・

円K
H
．

s
b
コ
ミ
ミ

h
ミ

H
C
ご
・

（1
）
白
血
『叩

（戸
田
町ω〉司
匂
U
－HM
ωム
M
品
・

ヱ
2

．
m

ハ］戸也
市
町
一
山
〉
・

（2
）

Z
E
R

y
r
p
』O
白
n
ま
き

（H由
∞
吋）一
0
5

－ハ
c
z
r
R
Bコ
N

〈
O
コ
の
o
一
－

am
コ
巾
「

刀
冊
間
同
一
戸
＝d
a
－uコ
コ
N
－℃
己
AM－－
〈
冊目
・mニ
釘
冊
ヨ
巾
一

コ
巾
『己
コ
四
五

己g
，

』ロ
ユ
比一m
n
Y
2
0
一
的r
E
g
g－M
己g

－プ
ニ
∞
・』
出
町
「
y
p＝
丘
町
「
門
目
印
一
回
開

2
・

n
r
－n
r
z－n
y
m
d弓
巴
『
N
由
一
〈O
＝

一
ハ
白
コ
門
的
r
白
押
再
開
O
HJ
m
n宮
市コ
d

H
23日
℃
悶
『
田
仲
田
〈

噂

一
＝
…b
hミ
目
的
な
と
し
別
町
た

旬
、ョ
h
ι
N．
戸
一
田
町
山
叶
．

ω
・
山
田
品
H
t坦
印M
・
∞
『C
一
一凹担己
冊
子
∞
『ロ
コ
0

0
∞
∞O
）い
り
芯
の
o
－a
hMコ
巾
刃
巾
同
市
一
〉
コ
白
一苫
巾
巾
一
コ
巾
『
円r
w－d
穴
白
門巾
向
。
ユ
凶
－

n
F叩
「
』
ヨ百
冊
『
白
立
〈
〈
叩
－

J
〈
白
コ
己
円
四

コ

の
】
．
c
コ
己
コ0
2
4
f
g

・

h『ヘ
白
唱
え
』
九
引

と
え
民
旬
、
～

吋
一
切ω
ω
N印’
ω
品
目
・

（3
）

賞
金
律
は
、
紀
元
前
か
ら
既
に
人
口
に
的
炎
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、

観
念
的
に
確
立
さ
れ
た
時
期
は
芯
外
と
巡
く
、

近
代
に
な
っ
て
か
ら
で

へ
ア

（
一九
八
二
）、

一
八

一
一A。
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あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

だ
が
こ
の
概
念
の
正

確
な
成
立
時
期
に
関
し
て

、

研
究
者
間
で
意
見
の
一
致
を
見
な
い
が

、

有
力
な
見
解
と
し
て
は
デ
ィ
i

レ
や
フ
ル
シ
ュ
カ
な
ど
の
法
哲
学
者
た

ち
に
よ
る
研
究
が
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、

賞
金
作
槻
念
は
二
ハ、

一

七
世
紀
に
定
治
し
た
と
さ
れ
る
。

n
『
・H川
総
（
二O
O
O
）、

凶
八
l

五

一
γHH。

（4
）
河
内E
q

C
2
8
・
召
・
∞NI
－
－印
－w川
、
内
作
の
ル
i

ル
に
閲
し
て
ラ
イ

ナ
ー
は
行
為
者
が
非
道
徳
的
な
行
為
を
し
な
い
州
制
使
で
説
明
し
て
い
る
。

（5
〉

賞
金
徐
に
対
す
る
批
判
は
‘
カ
ソ

ト
以
前
に
プ
l

フ
エ
ン
ド
ル
フ
に

よ
っ
て
既
に
行
わ
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
カ
ン
ト
に
多
大
に
影
轡
を
与
え

た
ド
イ
ツ
砕
球
主
義
者
の
F
リ
ス
テ
ィ
ア
ソ

・

ヴ
才
ル
フ
も
そ
の
問
題

点
を
把
射
し
た
上
で

、

非
道
徳
的
な
行
為
を
滋
か
な
い
制
約
を
加
え
た

政
金
作
を
従
示
し
て
い
た
。
そ
れ
は

「人
か
ら
さ
れ
る
こ
と
を
、

適
正

な
理
由
で
〔
匁
者
によ
る
傍
点
強
調
〕
自
分
が
望
む
こ
と
は
、
人
に
も

し
な
さ
い

」
。
や
「
人
か
ら
さ
れ
る
こ
と

を
‘

適
正
な
副
社
山
で
自
分
が

則
一
ま
な
い
こ
と
は、

人
に
も
し
て
は
い
け
な
い
」
で
あ
る
。

制
川
村（
一．

0
0
四
）、

八
二
真
。
ま
た
同
僚
に
ゲ
ワ
l

ス
は
「
あ
な
た
が
人
か
ら

合
政
的
な
仕
方
で
し
て
欲
し
い
よ
う
に
他
人
に
行
い
な
さ
い

〔
祭
者
に

よ
る
傍
点
焔
凋
〕」
と

い
う
修
正
し
た
「
合
理
的
な
政
金
作
E
Z
o
z

一

。
。
一
島
市
コ

刀
C
一色
合
従
示
し
て
い
る
。
の
四
三
3
－d
o
s
s
－
喜
－
G
∞t

一
品N

．

〈6
〉

消
極
的
資
金
作
は
「
殺
を
も
官
す
る
な
」
と
い
う
現
実
的
正
義
の
法

則
を
窓
味
し
、
他
方
、
街
緩
的
策
金
作
は
平
等
主
義
の
原
理
に
当
た
る

必
然
的
正
義
の
法
則
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
賞
金
作
の
形

式
は
『
人
倫
の
形
而
上
学
」
に
お
け
る
ウ
ル
ピ
ア
芦
ス
の
法
式
の
法
義

務
の
区
分

2
a
－
h
w－叫
向
日
’
M
W）
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

カ

ウ
フ
マ

γ

（二
O
O
六
）、

二
九
真
。

〈7
）
）
近
年
で
は

、

リ
ニ
カ
イ
ネ
ン
が
カ
ン
ト
の
賞
金
保
批
判
に
言
及
し

て
い
る
が
、

政
金
作
批
判
と
定
守
川
命
法
の日
的
の
方
式
と
を
閃
述
付
け

て
論
じ
て
は
い
な
い
。
刃
向w
一三
r
町
三
コ
叩
コ

（M
O
D
S－一
）
℃－匂
l
s
∞

（8
〉
エ
2

・
巾

（一g
u
）・
℃
℃
・
ニ
午
ニ
日へア
（
一
九
八
二
〉、

一
七
二
頁
。

（9
〉

ミ
ル
に
お
い
て
猟
金
仰
の
将
泌
化
の
対
象
は
何
で
あ
る
の
か
を
考
え

た
場
合
、

さ
し
あ
た
り

「行
動
機
式
g

巳2
0

『
n
o
コ
E
n
こ

〈C
E
－

N
～
匂）、

つ
ま
り
行
為
の
裁
則
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が

、

災
際
に
は
明
確
に
組
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、

そ
れ

は
ミ
ル
研
究
で
議
論
さ
れ
て
き

た
問
題

〔
ミ
ル
の
功
利
主
設
が
行
為
功

利
主
義
か
、

削
拭
則
功
利
主
獲
で
あ
る
の
か
を
別
院
に
鋭・
一応で
き
な
い
川

姐
〕
と
閃
述
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

（川川）

ミ
ル
は
コ
ソ
ト
の
晩
年
の
思
怨
に
対
し
て
は
批
判
的
で
は
あ
っ
た
が

、

日
ら
の

「
役
務
尚子
回
｝d
o
g
e、
」
の
構
想
を
深
め
る
た
め
に
、
彼
の
社

会
学
川
心
怨
を
吸
収
し
て
お
り
、
コ
γ
卜

の
利
他
主
義
に
つ
い
て
は
一
目

し
て
評
価
し
絞
け
て
い
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る。
円
『
（門リ烹
－
～
－N
～
可

1

3
・
（
S
h：
N
－一

〉
コ
ン
ト
に
と
っ
て
の
賞
金
律
は、

「
他
者
の
た
め

に
生
き
る
主
〈
S
E

C
『
2
2

・5
」
（内
実
」
へ
：匂
－
拭）
で
あ
る
。
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