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■
目
標

概
念
を
原
理
的
に
捉
え
る
。

■
追
跡

①

こ
こ
で
少
し
視
点
を
変
え
て
権
力
を
と
ら
え
て
み
よ
う
。

②

と
り
あ
げ
た
い
の
は
国
家
権
力
と
よ
ば
れ
る
も
の
だ
。
お
そ
ら
く
「
権
力
」
と
い
わ
れ
て
国
家
権
力

を
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
日
常
的
に
は
普
通
の
こ
と
だ
ろ
う
。
権
力
を
思
考
す
る
と
き
、
国
家
の
問
題
を

無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
権
力
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
を
考
察
し
て
い
る
文
章
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
の
問
い
は
、

「
国
家
権
力
」
と
は
何
か
？

③

と
は
い
え
、
国
家
権
力
と
は
実
際
の
と
こ
ろ
な
ん
な
の
か
、
そ
の
ま
ま
で
は
イ
マ
イ
チ
わ
か
り
づ
ら

い
。
そ
れ
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
国
家
権
力
が
な
に
に
よ
っ
て
な
り
た
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
こ

と
が
必
要
だ
。

問
い
の
変
更
。「
国
家
権
力
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
何
に
よ
っ
て
な
り
た
っ
て
い
る
の
か
？

何
が

国
家
に
力
を
与
え
る
の
だ
ろ
う
か
？

親
が
子
ど
も
に
権
力
を
振
る
え
る
の
は
、
子
ど
も
は
親
に
依
存
し

な
い
と
生
き
て
い
け
な
い
、
と
い
う
力
関
係
に
も
と
づ
く
だ
ろ
う
。
親
は
子
ど
も
に
「
何
々
し
な
さ
い
」

ま
た
は
「
何
々
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
命
令
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
生
命
を
制
御
し
、
保
護
し
て
い
る
。

で
は
、
国
家
が
人
々
に
権
力
を
振
る
う
場
合
は
？

④

国
家
が
み
ず
か
ら
の
命
令
や
法
に
人
び
と
を
従
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
わ
れ

わ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
国
家
か
ら
出
さ
れ
る
す
べ
て
の
法
や
命
令
に
納
得
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に
は
、
法
を
ま
も
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い
る
人
も
い
れ
ば
、
法
へ

の
敬
意
を
ほ
と
ん
ど
も
っ
て
い
な
い
人
も
い
る
。
法
に
た
い
し
て
敵
意
す
ら
抱
い
て
い
る
人
も
い
る
だ
ろ

う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
違
い
を
こ
え
て
、
国
家
は
み
ず
か
ら
の
命
令
や
法
を
社
会
の
な
か
に

貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

問
い
の
、
さ
ら
な
る
変
換
。「
国
家
権
力
」
と
は
、
と
い
う
漠
然
と
し
た
問
い
が
、
よ
り
く
っ
き
り
と

し
た
問
い
の
形
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

国
家
は
、
そ
こ
に
属
す
る
人
々
の
遵

法
精
神
の
程
度
に
関
わ
ら
ず
、
命
令
を
行
き
渡
ら
せ
る
こ
と
が

じ
ゆ
ん
ぽ
う
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で
き
る
。
な
ぜ
か
？

親
な
ら
、
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
子
ど
も
に
は
手
を
焼
く
は
ず
だ
が
…
…
。

⑤

そ
の
理
由
は
、
国
家
が
最
終
的
に
は
暴
力
を
も
ち
い
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
暴
力
、

と
い
う
の
が
曖
昧
な
ら
、
物
理
的
力
と
言
い
か
え
て
も
い
い
。
「
言
葉
の
暴
力
」
な
ど
の
メ
タ
・
フ
ィ
ジ

ッ
ク
（
超
‐
物
理
的
）
な
暴
力
か
ら
そ
れ
を
区
別
す
る
た
め
だ
。

答
え
。
国
家
は
、
最
終
的
に
は
、
そ
こ
に
属
す
る
人
間
に
、
物
理
的
暴
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
。
親
も
子
ど
も
に
暴
力
を
行
使
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
社
会
的
許
容
度
を
超
え
た
暴
力
は
、

虐
待
と
見
な
さ
れ
、
親
は
国
家
に
よ
っ
て
、
罰
せ
ら
れ
る
。
物
理
的
に
、
そ
の
身
体
を
拘
束
さ
れ
、
子
ど

も
と
引
き
離
さ
れ
、
牢
に
つ
な
が
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
と
き
彼
を
牢
に
つ
な
い
で
い
い
の
は
、
国

家
だ
け
で
あ
る
。

⑥

た
と
え
ば
国
家
は
み
ず
か
ら
の
命
令
（
法
）
に
そ
む
い
た
人
間
を
逮
捕
し
、
処
罰
す
る
。
そ
れ
が
イ

ヤ
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
国
家
の
命
令
に
―
―
た
と
え
そ
の
命
令
に
納
得
し
て
い
な
く
て
も
―
―
従
う
の
で

あ
る
。
逮
捕
と
は
、
物
理
的
な
力
を
も
ち
い
て
強
制
的
に
身
柄
を
拘
束
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
物
理

的
な
力
の
行
使
は
、
さ
ら
に
も
っ
と
大
規
模
に
な
る
と
、
最
終
的
に
は
戦
争
ま
で
い
き
つ
く
。
こ
の
場
合

は
、
他
国
に
こ
ち
ら
の
要
求
を
の
ま
せ
る
た
め
に
、
殺
戮
や
破
壊
と
い
う
か
た
ち
で
物
理
的
な
力
を
も
ち

い
る
の
で
あ
る
。

二
つ
の
次
元
の
暴
力
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
。
一
つ
は
、
国
家
に
属
す
る
国
民
に
対
し
て
行
使

さ
れ
る
物
理
的
な
力
。
警
察
官
は
、
「
止
ま
れ
」
と
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
、
命
令
に
逆
ら
え
ば
、
警
棒

や
機
動
隊
の
用
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
警
備
具
、
そ
し
て
、
拳
銃
な
ど
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
終
的

に
そ
れ
ら
が
使
用
さ
れ
る
潜
在
的
可
能
性
を
、
私
た
ち
は
警
官
の
姿
に
感
じ
取
る
。
警
察
が
向
き
合
う
の

は
、
基
本
的
に
国
家
内
の
秩
序
の
安
定
と
い
う
課
題
で
あ
る
。

一
方
、
後
半
の
「
戦
争
」
は
、
他
国
へ
の
暴
力
の
行
使
で
あ
る
。
こ
れ
を
担
う
の
は
、
軍
で
あ
る
。
物

理
的
力
を
行
使
す
る
点
で
は
、
警
察
と
同
じ
で
あ
る
が
、
軍
は
あ
る
と
き
他
国
の
社
会
秩
序
の
崩
壊
自
体

を
目
的
と
す
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
無
制
限
に
物
理
的
力
を
行
使
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。

⑦

こ
う
し
た
暴
力
の
行
使
は
、
国
家
権
力
と
い
わ
れ
る
も
の
が
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
権
力
な
の
か
を

わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
く
れ
る
。
読
解
問
題
１
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
権
力
の
定
義
が
こ
こ
で
は

参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

⑧

｢
権
力
」
と
は
、
或
る
社
会
的
関
係
の
内
部
で
抵
抗
を
排
し
て
ま
で
自
己
の
意
志
を
貫
徹
す
る
す
べ

て
の
可
能
性
を
意
味
し
、
こ
の
可
能
性
が
何
に
基
づ
く
か
は
問
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

（
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
『
社
会
学
の
根
本
概
念
』
清
水
幾
太
郎
訳

岩
波
文
庫)

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
最
も
重
要
な
超
一
級
の
社
会
学
者
。
彼
の
著
作
は
、
ど
れ
も
社
会
学
の
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古
典
。
☆
引
用
の
読
み
方
。
引
用
は
、
た
い
て
い
、
読
み
に
く
い
。
今
の
よ
う
に
、
海
外
の
古
典
か
ら
の

引
用
は
な
お
さ
ら
だ
。
し
か
し
、
心
配
無
用
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
そ
の
前
後
で
書
き
手
が
引
用
の
意
味

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
説
明
―
―
い
い
か
え
て
く
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
引
用
部
分
自
体
は
、
元
の
著
作
の
流
れ
の
中
に
置
か
れ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
い
る
も
の
だ
が
、
そ
の
書
き
手
は
、
自
分
の
議
論
の
助
け
と
す
る
た
め
に
、
自
分
の
文
脈
の
中
で
そ
れ

ら
を
引
用
す
る
。
だ
か
ら
、
引
用
自
体
を
あ
れ
こ
れ
考
え
る
と
い
う
よ
り
、
ま
ず
は
、
書
き
手
が
ど
の
よ

う
な
つ
も
り
で
引
用
し
て
い
る
の
か
を
見
定
め
る
ほ
う
が
い
い
。
引
用

筆
者
の
説
明
に
従
え
。
こ
れ

が
公
式
。

⑨

つ
ま
り
権
力
と
は
、
た
と
え
相
手
が
イ
ヤ
だ
と
思
っ
て
も
こ
ち
ら
側
の
い
う
こ
と
に
従
わ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
可
能
性
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
可
能
性
を
、
国
家
は
暴
力
の
行
使
に
よ
っ
て
確
保
す
る
わ
け
だ
。

こ
れ
を
、
国
家
権
力
の
源
泉
は
暴
力
の
行
使
に
あ
る
、
と
い
う
。

●
権
力
＝
「
或
る
社
会
的
関
係
の
内
部
で
抵
抗
を
排
し
て
ま
で
自
己
の
意
志
を
貫
徹
す
る
す
べ
て
の
可
能

性
」（
引
用
）

●
権
力
＝
「
た
と
え
相
手
が
イ
ヤ
だ
と
思
っ
て
も
こ
ち
ら
側
の
い
う
こ
と
に
従
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
可

能
性
」（
筆
者
）

こ
う
並
べ
て
み
る
と
よ
く
わ
か
る
。
同
じ
こ
と
を
言
い
換
え
て
い
る
。
い
ざ
と
な
っ
た
ら
、
い
や
だ
と

思
っ
て
い
る
人
間
も
含
め
て
、
従
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
力
。
い
ざ
と
な
っ
た
ら
使
え
る
力
、
と
い
う
意

味
で
、〈
可
能
性
〉
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

⑩

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
引
用
文
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
相
手
を
従
わ
せ
る
可
能
性
を
保

証
す
る
の
は
暴
力
だ
け
で
は
な
い
。

引
用
の
「
こ
の
可
能
性
が
何
に
基
づ
く
か
は
問
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
」
と
い
う
部
分
が
わ
か
り
に
く

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
も
、
こ
の
よ
う
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
言
い
換
え
て
み
る

と
、「

い
ざ
と
な
っ
た
ら
相
手
を
従
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
力
は
、
物
理
的
暴
力
に
よ
る
も
の
で
も
い
い
し
、

他
の
力
に
よ
る
も
の
で
も
何
で
も
い
い
。
力
と
し
て
使
え
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
さ
え
す
れ
ば
。」

他
の
力
っ
て
？

い
ろ
い
ろ
あ
る
で
し
ょ
う
。
ジ
ャ
イ
ア
ン
だ
け
が
、
思
い
通
り
に
人
を
従
わ
せ
る
わ

、
、
、
、
、

け
じ
ゃ
な
い
。
次
の
段
落
を
見
よ
う
。

⑪

た
と
え
ば
会
社
は
、
給
料
を
あ
た
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
昇
進
へ
の
希
望
や
「
ク
ビ
に
す

る
ぞ
」
と
い
う
お
ど
し
に
よ
っ
て
、
従
業
員
を
従
わ
せ
、
働
か
せ
る
。
ま
た
教
師
は
、
及
第
さ
せ
る
か
落

第
さ
せ
る
か
を
き
め
る
権
限
を
も
つ
こ
と
で
、
遊
び
た
い
生
徒
に
勉
強
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら

二
つ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
暴
力
以
外
の
も
の
―
―
カ
ネ
や
特
定
の
権
限
―
―
が
権
力
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。
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お
金
。
人
事
。
成
績
。
宗
教
的
な
磁
場
で
は
、
例
え
ば
教
祖
の
持
つ
オ
ー
ラ
の
よ
う
な
も
の
が
、
力
の

源
泉
と
し
て
働
く
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

読
解
問
題
１

「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
権
力
の
定
義
」
を
参
考
に
し
て
、
権
力
の
「
可
能
性
」

を
支
え
る
も
の
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
、
例
示
し
な
さ
い
。

こ
れ
は
、
例
を
挙
げ
さ
せ
る
と
い
う
「
開
い
た
」
問
い
。
条
件
に
合
致
し
た
例
を
挙
げ
る
た
め
に
は
、

☆
自
分
が
よ
く
理
解
で
き
る
表
現
に
定
義
し
直
す
、
こ
と
が
必
要
。
わ
か
り
や
す
い
だ
け
で
な
く
、
正
確

で
な
け
れ
ば
、
挙
げ
る
例
も
ズ
レ
て
し
ま
う
。

こ
こ
で
こ
う
問
う
て
み
よ
う
。

「
い
ざ
と
な
っ
た
ら
相
手
（
所
属
す
る
人
）
を
従
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
力
」
に
は
ど
ん
な
も
の
が
あ

る
か
？

そ
の
た
め
に
は
、
そ
の
〈
力
〉
が
有
効
に
働
く
範
囲
を
い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
挙
げ
る
べ
き
な
の
は
、
あ
る
〈
力
〉
が
有
効
に
働
く
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
関
係
の
例

な
の
で
あ
る
。

あ
る
〈
力
〉
の
あ
る
人
が
い
う
と
、
み
ん
な
従
う
。
身
近
に
な
い
か
な
？

先
輩
が
い
う
と
後
輩
は
従

う
。
な
ぜ
か
？

そ
れ
は
お
そ
ら
く
「
先
輩
だ
か
ら
」
だ
。「
先
輩
の
言
う
こ
と
が
い
つ
も
正
し
い
」
―

―
か
ら
で
は
な
い
。
そ
の
と
き
、
そ
の
〈
力
〉
を
支
え
て
い
る
の
は
、
先
輩
と
い
う
肩
書
き
―
―
少
し
年

上
と
い
う
〈
年
齢
〉
が
力
の
源
泉
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

年
齢
の
上
の
者
の
言
う
こ
と
に
下
の
も
の
が
従
う
。
こ
の
〈
年
功
序
列
〉
が
機
能
し
て
い
る
集
団
を
思

い
浮
か
べ
れ
ば
、
い
ろ
ん
な
例
が
あ
げ
ら
れ
る
は
ず
だ
。

他
に
な
い
か
？

〈
年
功
序
列
〉
に
似
た
も
の
と
し
て
、〈
身
分
の
序
列
〉
を
思
い
つ
く
だ
ろ
う
。
身

分
制
社
会
は
も
ち
ろ
ん
、
今
で
も
、
あ
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
に
属
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
あ
る
種
の
発
言

権
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
は
あ
る
。
皇
室
も
そ
う
。
家
元
制
度
の
中
の
家
元
も
そ
う
。

純
粋
な
血
統
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
て
も
、
組
織
の
中
で
い
つ
の
ま
に
か
秩
序
づ
け
ら
れ
た
上
下
関
係

の
中
に
も
、
権
力
は
生
じ
る
。
管
理
職
の
言
う
こ
と
に
平
の
社
員
は
従
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

公
務
員
の
世
界
も
、
意
志
決
定
は
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
ポ
ジ
シ
ョ
ン
（
肩
書

き
）
が
〈
力
〉
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
最
も
権
力
を
持
っ
て
い
る
の
は
、〈
数
〉
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。〈
数
〉
の
前
に
は
、
誰
も

が
ひ
れ
伏
す
。
売
れ
た
数
、
シ
ェ
ア
、
支
持
率
、
い
い
ね
の
数
、
再
生
回
数
、
偏
差
値
、
株
価
、
仮
想
通

貨
の
レ
ー
ト
…
…
。
そ
の
と
き
高
い
数
字
を
持
つ
存
在
は
、
相
手
を
従
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

こ
れ
ら
が
決
ま
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
流
動
的
で
浮
わ
つ
い
て
い
る
。
明
日
の
数
字
を
保
障
し
て
く
れ
る
神

様
は
ど
こ
に
も
い
な
い
。
政
治
的
権
力
者
も
、
数
字
に
よ
っ
て
即
座
に
葬
ら
れ
る
。

【
解
答
例
】
年
齢
、
出
身
フ
ァ
ミ
リ
ー
、
組
織
内
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
、
人
々
の
選
好
が
反
映
さ
れ
た
種
々
の
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数
値
と
い
っ
た
も
の
が
、
権
力
を
支
え
る
。

・
年
齢
の
相
対
的
な
上
位
…
…
ク
ラ
ブ
内
の
先
輩
後
輩
、
年
功
序
列
意
識
の
強
い
村
落
や
組
織
。

・
出
身
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
権
威
…
…
身
分
制
社
会
、
有
力
な
一
族
が
影
響
力
を
維
持
し
て
い
る
社
会
、
家
元

制
度
。

・
組
織
内
の
高
い
ポ
ジ
シ
ョ
ン
…
…
官
僚
機
構
、
警
察
・
軍
隊
組
織
、
大
企
業
。

・
数
値
の
高
さ
…
…
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
政
治
的
選
好
、
学
力
偏
差
値
、
財
産
。

⑫

つ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
権
力
源
泉
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
国
家
権
力

の
特
徴
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
特
徴
は
ま
さ
に
、
国
家
が
暴
力
の
行
使
を
み

ず
か
ら
の
権
力
源
泉
に
し
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

具
体
的
に
整
理
し
よ
う
。
経
営
者
は
、
肉
体
的
な
暴
力
を
ふ
る
わ
な
い
が
、
お
金
や
人
事
に
よ
っ
て
、

力
を
行
使
す
る
。
教
師
は
、
腕
力
を
使
わ
な
い
が
、
成
績
の
付
け
方
一
つ
で
、
生
徒
の
運
命
を
左
右
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
も
し
、
経
営
者
や
教
師
が
肉
体
的
な
暴
力
や
そ
れ
に
準
じ
る
恫
喝
な
ど
暴
力
的

行
為
を
繰
り
返
せ
ば
、
彼
ら
は
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
体
罰
と
い
う
逸
脱
に
陥
っ
た
と
し
て
、
処
断
さ

れ
る
。

（
も
ち
ろ
ん
正
当
な
条
件
付
き
で
だ
が
）
物
理
的
暴
力
を
行
使
し
て
も
非
難
さ
れ
な
い
の
は
、
国
家
だ

け
で
あ
る
。
国
家
と
は
、
暴
力
な
の
だ
。

⑬

暴
力
に
さ
ら
さ
れ
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
に
と
っ
て
イ
ヤ
な
こ
と
だ
。
逮
捕
さ
れ
て
自
由
を
奪
わ

れ
る
の
も
イ
ヤ
だ
し
、
痛
い
目
に
あ
う
の
は
も
っ
と
イ
ヤ
だ
。
い
い
か
え
る
な
ら
、
暴
力
は
、
そ
れ
を
恐

れ
る
者
で
あ
れ
ば
誰
に
た
い
し
て
で
も
権
力
を
発
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
会
社
の
権
力
は
、
そ
の
会
社

か
ら
給
料
を
も
ら
お
う
と
す
る
従
業
員
に
し
か
お
よ
ば
な
い
。
ま
た
教
師
の
権
力
は
、
そ
の
も
と
で
及
第

し
た
い
と
思
っ
て
い
る
生
徒
に
し
か
お
よ
ば
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
、
暴
力
に
は
そ
う
し
た
制
限
は
な
い
。

暴
力
は
他
の
権
力
源
泉
に
く
ら
べ
て
文
脈
自
由
に
権
力
を
創
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

「
文
脈
自
由
に
」
と
い
っ
た
独
特
の
言
葉
遣
い
に
注
意
。
も
し
ひ
っ
か
か
っ
た
ら
、
自
分
な
り
に
言
い

換
え
て
か
ら
進
も
う
。
範
囲
無
制
限
に
・
だ
れ
に
対
し
て
も
。

⑭

国
家
は
な
ぜ
暴
力
を
権
力
源
泉
に
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
理
由
が
こ
こ
か
ら
わ
か
る
だ
ろ
う
。
暴
力

は
あ
ら
ゆ
る
文
脈
を
こ
え
て
権
力
を
も
ち
い
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
暴
力
の
前
で
は
、
他
の
権
力
源
泉

は
ほ
と
ん
ど
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
国
家
は
、
あ
ら
ゆ
る
組
織
や
制
度
、
集
団
を
こ

え
て
、
読
解
問
題
２
社
会
の
な
か
に
至
上
の
権
力
（
＝
主
権
）
と
し
て
君
臨
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。

読
解
問
題
２

「
社
会
の
な
か
に
至
上
の
権
力
（
＝
主
権
）
と
し
て
君
臨
」
す
る
国
家
を
支
え
て
い
る
「
暴
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力
」
は
、「
他
の
権
力
源
泉
」
と
ど
の
よ
う
な
点
で
性
質
が
異
な
る
か
、
ま
と
め
な
さ
い
。

こ
の
問
い
に
、
こ
こ
ま
で
で
答
え
る
な
ら
、

●
暴
力
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
脈
を
こ
え
て
（
制
限
な
し
に
）
権
力
を
も
ち
い
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

●
他
の
権
力
源
泉
は
、
制
限
内
で
し
か
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

が
答
え
。
も
っ
と
簡
潔
に
言
う
な
ら
、

【
解
答
例
１
】
暴
力
以
外
の
権
力
源
泉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
限
ら
れ
た
範
囲
に
し
か
権
力
を
及
ぼ
さ
な
い
が
、

暴
力
は
あ
ら
ゆ
る
範
囲
に
権
力
を
及
ぼ
す
と
い
う
点
。

し
か
し
、
「
国
家
の
暴
力
の
特
質
」
に
つ
い
て
は
、
⑮
段
落
以
後
も
議
論
が
続
い
て
い
る
。
も
う
少
し

見
て
み
よ
う
。

⑮

た
だ
し
、
暴
力
を
権
力
源
泉
と
す
る
の
は
国
家
だ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
こ

う
。
た
と
え
ば
ヤ
ク
ザ
や
マ
フ
ィ
ア
と
い
っ
た
組
織
も
、
暴
力
に
よ
っ
て
人
び
と
を
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
。

⑯

で
は
、
国
家
は
ど
の
よ
う
な
点
で
そ
う
し
た
暴
力
組
織
と
区
別
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
国

家
だ
け
が
法
に
も
と
づ
い
て
暴
力
を
も
ち
い
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
点
で
だ
。
そ
れ
以
外
の
暴
力
組

織
は
非
合
法
的
に
し
か
暴
力
を
も
ち
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

⑰

法
と
暴
力
の
む
す
び
つ
き
は
国
家
を
考
え
る
う
え
で
本
質
的
な
ポ
イ
ン
ト
だ
。
じ
じ
つ
ウ
ェ
ー
バ
ー

は
、
合
法
的
な
暴
力
行
使
の
独
占
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
を
定
義
し
て
い
る
。
法
の
名
の
も
と
で
暴

力
を
も
ち
い
る
の
は
社
会
の
な
か
で
国
家
し
か
な
い
。

こ
こ
ま
で
で
取
り
出
せ
る
の
は
、
「
暴
力
」
の
質
の
違
い
で
あ
る
。
私
的
暴
力
の
有
効
性
は
、
彼
ら
の

力
が
及
ぶ
世
界
に
限
ら
れ
る
が
、
国
家
の
暴
力
に
は
そ
の
制
限
は
な
い
。
国
家
の
法
の
い
き
わ
た
る
範
囲

す
べ
て
に
対
し
て
、
暴
力
の
行
使
が
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

【
解
答
例
２
】
暴
力
以
外
の
権
力
源
泉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
限
ら
れ
た
範
囲
に
し
か
権
力
を
及
ぼ
さ
な
い
が
、

暴
力
は
あ
ら
ゆ
る
範
囲
に
権
力
を
及
ぼ
す
と
い
う
点
で
異
な
る
。
さ
ら
に
、
国
家
の
暴
力
は
、
法
に
基
づ

く
点
で
、
私
的
暴
力
と
は
異
な
り
、
社
会
全
体
に
適
用
さ
れ
る
。

【
解
答
例
３
】
暴
力
以
外
の
権
力
源
泉
は
、
ま
た
、
暴
力
で
あ
っ
て
も
私
的
暴
力
は
、
そ
れ
ぞ
れ
限
ら
れ

た
範
囲
に
し
か
権
力
を
及
ぼ
さ
な
い
が
、
国
家
の
暴
力
は
、
法
に
基
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
の
あ
ら

ゆ
る
範
囲
に
権
力
を
及
ぼ
す
と
い
う
点
。

⑱

国
家
権
力
の
問
題
に
も
う
少
し
こ
だ
わ
っ
て
み
よ
う
。

⑲

そ
も
そ
も
国
家
が
暴
力
を
権
力
源
泉
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
国
家
は
み
ず
か
ら
の
支
配
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下
に
い
る
あ
ら
ゆ
る
集
団
や
個
人
よ
り
も
大
き
な
物
理
的
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
れ
に
は
よ
り
多
く
の
人
間
を
み
ず
か
ら
の
も
と
に
集
め
、
組
織
し
、
み
ず
か
ら
の
た
め
に
動
い
て

も
ら
う
こ
と
が
不
可
欠
だ
。
当
た
り
前
だ
が
、
一
人
よ
り
も
一
〇
人
で
協
力
し
た
ほ
う
が
大
き
な
物
理
的

力
を
発
揮
で
き
る
。

⑳

つ
ま
り
、
暴
力
を
持
続
的
な
権
力
源
泉
と
す
る
た
め
に
は
、
暴
力
の
組
織
化
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

暴
力
の
組
織
化
、
と
は
、
複
数
の
人
間
を
物
理
的
力
の
集
団
的
な
運
用
に
む
け
て
組
織
す
る
と
い
う
こ
と

だ
。モ

チ
ー
フ
が
、「
暴
力
の
組
織
化
」
に
転
じ
て
い
る
。
警
察
組
織
を
具
体
的
に
思
い
浮
か
べ
て
み
よ
う
。

あ
る
い
は
、
軍
隊
を
。
☆
具
体
例
を
補
い
な
が
ら
読
む
。

㉑

も
ち
ろ
ん
一
人
で
も
暴
力
を
権
力
源
泉
に
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
た
と
え
ば
武
器
を
つ
か
っ
た
り
、

自
分
よ
り
も
体
力
的
に
弱
い
人
間
を
相
手
に
す
れ
ば
、
物
理
的
な
力
の
優
位
に
た
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ら

だ
。
し
か
し
多
数
の
人
間
に
た
い
し
て
持
続
的
に
暴
力
を
権
力
源
泉
と
す
る
た
め
に
は
、
暴
力
を
組
織
化

す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

㉑

で
は
、
組
織
化
し
た
暴
力
を
バ
ッ
ク
に
国
家
は
な
に
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

㉑

国
家
が
ま
ず
お
こ
な
う
の
は
、
支
配
下
に
い
る
人
び
と
か
ら
税
を
徴
収
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
国
家
は
、
み
ず
か
ら
の
ス
タ
ッ
フ
に
俸
給
を
支
払
い
、
ま
た
暴
力
の
行
使
に
必
要
な
さ
ま

ざ
ま
な
物
資
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
る
。

先
に
、
暴
力
団
組
織
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
本
質
的
に
は
し
て
い
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
暴

力
団
組
織
も
ま
た
自
ら
の
〈
シ
マ
＝
な
わ
ば
り
〉
か
ら
、
用
心
棒
代
と
し
て
シ
ョ
バ
代
、「
み
か
じ
め
料
」

を
徴
収
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
国
家
と
暴
力
団
組
織
と
で
は
、
そ
の
目
的
は
違
う
（
は
ず
だ
）
が
。

㉑

税
の
徴
収
は
あ
ら
ゆ
る
国
家
に
と
っ
て
本
質
的
な
活
動
だ
。
と
い
う
の
も
、
国
家
は
そ
れ
に
よ
っ
て

暴
力
の
集
団
的
な
運
用
に
必
要
な
富
を
獲
得
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
ひ
と
つ
の
循
環
的
な
運
動
が

あ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
組
織
化
し
た
暴
力
を
も
ち
い
て
人
び
と
か
ら
労
働
の
成
果
を
徴
収
し
、
そ
の

徴
収
し
た
富
を
つ
か
っ
て
暴
力
の
組
織
化
そ
の
も
の
を
維
持
す
る
、
と
い
う
循
環
だ
。
こ
れ
は
国
家
を
な

り
た
た
せ
る
も
っ
と
も
基
本
的
な
運
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

い
や
ま
あ
、
こ
の
循
環
も
ま
た
、
そ
こ
だ
け
見
れ
ば
、
暴
力
団
組
織
の
原
理
と
同
じ
で
あ
る
。
規
模
や

継
続
性
や
合
理
性
が
圧
倒
的
に
違
う
だ
け
で
。

「
組
織
化
し
た
暴
力
を
も
ち
い
て
人
び
と
か
ら
労
働
の
成
果
を
徴
収
し
」
と
い
う
の
が
よ
く
わ
か
ら
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
お
金
を
出
せ
、
と
、
国
家
公
務
員
が
家
の
門
を
叩
く
、
っ
て
こ
と
は
、
な
い
じ
ゃ
ん
。

―
―
た
し
か
に
。
し
か
し
、
国
家
は
も
っ
と
巧
み
に
税
を
徴
収
す
る
。
ほ
と
ん
ど
の
人
は
、
正
直
に
税
を
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払
っ
て
い
る
。
消
費
税
と
い
う
形
で
。
源
泉
徴
収
と
い
う
形
で
。
い
ち
い
ち
暴
力
を
ち
ら
つ
か
せ
な
く
て

も
、
税
は
吸
い
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
背
景
に
は
や
は
り
暴
力
が
控
え
て
い
る
。
不
正
な
脱
税
に
対
し
て
は
、
容
赦
な
く
権
力

は
牙
を
剥
く
。
国
税
局
査
察
部
は
、
裁
判
所
か
ら
令
状
を
取
り
、
家
宅
捜
査
を
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
る
。

嫌
疑
者
は
査
察
官
に
踏
み
込
ま
れ
、
あ
ら
ゆ
る
証
拠
物
件
を
押
収
さ
れ
る
。
物
理
的
暴
力
の
行
使
で
あ
る
。

「
徴
収
し
た
富
を
つ
か
っ
て
暴
力
の
組
織
化
そ
の
も
の
を
維
持
す
る
」
と
い
う
の
も
、
権
力
の
本
質
的

な
志
向
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
。
そ
こ
（
暴
力
の
組
織
化
の
維
持
）
こ
そ
が
、
権
力
が
権
力
で
あ
る
こ

と
が
で
き
る
最
終
ポ
イ
ン
ト
だ
か
ら
だ
。
戦
闘
機
な
ん
て
買
わ
な
い
で
、
そ
の
一
機
分
を
福
祉
政
策
に
当

て
て
く
れ
た
ら
、
と
庶
民
が
願
っ
て
も
、
権
力
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
者
た
ち
は
、
本
能
的
に
暴
力
の
保
持

を
欲
望
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
国
家
と
い
う
も
の
の
原
理
に
根
ざ
す
欲
望
で
あ
る
。
―
―
だ
か
ら
そ
れ

で
い
い
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
。

㉑

た
だ
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
組
織
化
し
た
暴
力
を
バ
ッ
ク
に
、
国
家
は
ま
た
、
人
び
と
を
動
員
し
、

役
務
を
課
し
、
公
共
事
業
を
お
こ
な
う
。
そ
こ
で
な
さ
れ
る
の
は
、
人
び
と
の
生
産
活
動
を
よ
り
効
率
的

な
も
の
に
す
る
た
め
の
空
間
の
整
備
（
た
と
え
ば
農
業
の
た
め
の
灌
漑
な
ど
）
で
あ
っ
た
り
、
国
家
の
活

動
を
さ
さ
え
る
た
め
の
施
設
の
建
設
で
あ
っ
た
り
す
る
。
公
共
事
業
の
歴
史
は
国
家
と
お
な
じ
だ
け
古
い
。

「
組
織
化
し
た
暴
力
」
＋
「
公
共
事
業
」
。
歴
史
で
、
人
々
が
労
役
に
駆
り
だ
さ
れ
た
話
を
学
ん
だ
だ

ろ
う
。
お
金
（
お
米
な
ど
）
を
払
う
だ
け
で
は
な
く
、
身
体
を
使
っ
て
、
国
家
に
奉
仕
す
る
と
い
う
や
つ

だ
。
古
墳
も
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
も
、
そ
の
よ
う
な
労
役
の
産
物
だ
ね
。
五
輪
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
形
を
変
え

た
自
主
的
労
役
と
も
い
え
る
。

㉑

現
代
の
公
共
事
業
は
、
税
を
徴
収
す
る
と
い
う
一
つ
目
の
活
動
と
、
こ
の
二
つ
目
の
活
動
と
が
く
み

あ
わ
さ
っ
て
で
き
て
い
る
。
い
ま
や
国
家
は
直
接
的
な
事
業
主
で
あ
る
こ
と
か
ら
身
を
引
き
、
そ
の
か
わ

り
に
税
と
し
て
徴
収
し
た
カ
ネ
を
つ
か
っ
て
事
業
を
民
間
企
業
な
ど
に
委
託
す
る
。
そ
こ
で
は
、
暴
力
を

背
景
に
徴
収
さ
れ
た
カ
ネ
が
、
政
治
家
や
役
人
の
決
定
を
経
由
し
て
特
定
の
企
業
や
法
人
へ
と
ま
わ
さ
れ

る
。
こ
う
し
た
カ
ネ
の
流
れ
に
付
随
し
て
、
利
権
と
い
わ
れ
る
も
の
が
発
生
す
る
の
だ
。

こ
れ
は
お
な
じ
み
の
図
。
腐
敗
の
温
床
。
特
定
企
業
が
儲
か
る
し
く
み
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
そ

の
公
益
性
が
疑
わ
れ
て
い
る
の
に
、
正
す
こ
と
が
で
き
な
い
―
―
こ
れ
が
現
代
日
本
の
な
ん
ぎ
な
政
治
状

況
だ
す
。

㉑

国
家
と
い
え
ど
も
結
局
の
と
こ
ろ
は
、
人
間
の
あ
い
だ
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
で
き
た
ひ
と
つ
の
集

団
に
す
ぎ
な
い
。
も
と
も
と
国
家
は
、
暴
力
の
行
使
に
む
け
て
人
び
と
を
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
き

た
集
団
が
、
他
の
人
び
と
を
そ
の
暴
力
に
よ
っ
て
圧
倒
し
、
従
わ
せ
、
か
れ
ら
の
生
産
物
か
ら
一
部
を
持

続
的
に
収
奪
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
生
ま
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
人
格
的
な
（p

e
rso

n
a
l

）
つ
な
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が
り
に
よ
っ
て
で
き
た
集
団
が
他
の
人
び
と
に
―
―
そ
れ
こ
そ
人
間
同
士
の
（p

e
rso

n
a
l

）
支
配
関
係
と

し
て
―
―
権
力
を
行
使
す
る
、
と
い
う
の
が
国
家
の
原
型
な
の
だ
。

あ
の
う
、
な
ん
べ
ん
も
い
う
け
れ
ど
、
暴
力
団
と
同
じ
原
理
で
す
。
人
格
的
な
つ
な
が
り
、
と
い
う
段

階
は
、
ま
さ
に
そ
う
。
○
○
一
家
の
親
・
分
と
子
・
分
と
い
う
つ
な
が
り
で
す
か
ら
。

㉑

し
か
し
そ
れ
も
国
家
の
な
が
い
歴
史
の
な
か
で
読
解
問
題
３
脱
人
格
化
さ
れ
る
。
近
代
国
家
の
歴
史

と
は
、
は
じ
め
君
主
が
手
に
し
た
主
権
が
し
だ
い
に
脱
人
格
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
現
代
に
お
い
て
国
家
は
人
格
的
な
つ
な
が
り
に
も
と
づ
い
た
組
織
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、

役
職
と
権
限
の
体
系
に
よ
っ
て
く
み
た
て
ら
れ
た
ひ
と
つ
の
機
構
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
国
家
と

民
衆
の
あ
い
だ
の
支
配
関
係
も
脱
人
格
化
さ
れ
る
。
つ
ま
り
人
間
に
よ
る
人
間
の
支
配
と
い
う
エ
レ
メ
ン

ト
が
稀
薄
に
な
る
の
だ
。

国
家
は
近
代
化
す
る
に
つ
れ
て
、
脱
人
格
化
し
た
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
か
？

ひ
と
こ
と
で
い
う
な
ら
、

シ
ス
テ
ム
化
、
機
械
化
だ
。
国
家
は
、
名
前
を
持
つ
人
間
同
士
の
つ
な
が
り
に
も
と
づ
い
た
組
織
で
あ
る

こ
と
を
や
め
、
役
職
と
権
限
の
体
系
に
よ
っ
て
く
み
た
て
ら
れ
た
ひ
と
つ
の
機
構
＝
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
た
。

藤
原
道
長
と
か
い
う
名
前
は
ど
う
で
も
よ
く
て
、
そ
の
人
格
も
ど
う
で
も
よ
く
て
、
組
織
の
歯
車
と
し
て
、

そ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
限
定
さ
れ
た
お
仕
事
を
き
ち
ん
と
や
っ
て
く
れ
れ
ば
い
い
よ
、
っ
て
い
う
こ
と
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
役
職
は
数
年
で
入
れ
替
わ
っ
て
い
く
。
全
体
と
し
て
回
っ
て
い
る
シ

ス
テ
ム
。

国
家
と
民
衆
の
あ
い
だ
の
支
配
関
係
も
変
わ
っ
た
。
織
田
信
長
の
オ
ー
ラ
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
、

て
な
こ
と
は
な
く
て
、
名
前
も
知
ら
な
い
か
も
し
れ
ず
、
能
力
も
ど
う
か
よ
く
わ
か
ら
ん
け
ど
、
そ
つ
な

く
や
っ
て
く
れ
て
る
市
長
さ
ん
の
も
と
で
、
市
政
も
何
と
か
回
っ
て
い
て
、
窓
口
の
人
も
市
会
議
員
も
次

々
替
わ
っ
て
い
く
け
れ
ど
、
い
つ
も
市
役
所
は
組
織
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
感
じ
の
つ
き
あ
い
に
な

っ
た
わ
け
で
す
わ
。

㉑

い
ま
の
国
民
国
家
と
い
わ
れ
る
国
家
形
態
は
、
こ
う
し
た
脱
人
格
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
で
は

じ
め
て
可
能
と
な
っ
た
。
国
民
国
家
と
は
、
国
民
と
な
っ
た
住
民
全
体
が
国
家
の
主
体
と
な
る
よ
う
な
国

家
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
暴
力
を
行
使
す
る
側
と
さ
れ
る
側
が
―
―
少
な
く
と
も
理
念
上
は

―
―
一
致
す
る
。
そ
う
し
た
一
致
は
、
国
家
を
く
み
た
て
て
い
た
集
団
が
脱
人
格
化
さ
れ
、
そ
の
集
団
と

民
衆
と
の
支
配
関
係
が
脱
人
格
化
さ
れ
な
く
て
は
け
っ
し
て
な
り
た
た
な
い
も
の
で
あ
る
。

国
民
主
権
と
は
、「
国
民
」
が
、
君
主
に
代
わ
っ
て
「
暴
力
行
使
の
意
志
の
主
体
」
に
な
る
こ
と
だ
。「
国

民
」
っ
て
誰
よ
？

た
く
さ
ん
の
人
間
の
意
志
の
全
体
が
、
「
国
民
の
意
志
」
と
さ
れ
る
。
現
実
に
は
、

そ
の
日
の
有
効
な
投
票
の
中
の
、
相
対
的
な
多
数
を
「
国
民
の
意
志
」
と
み
な
し
て
い
る
。
あ
る
大
統
領

が
相
対
的
に
多
数
の
人
々
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
。
す
る
と
、
そ
の
大
統
領
の
意
志
は
、「
国
民
の
意
志
」

萱野稔人「国家権力とはなにか」
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と
み
な
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
実
際
は
、
大
統
領
が
戦
争
し
た
い
と
い
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が

常
に
国
民
の
意
志
で
あ
る
と
は
、
い
い
が
た
い
。
い
い
が
た
い
の
だ
け
れ
ど
、
大
統
領
は
あ
く
ま
で
、
国

民
の
意
志
に
よ
っ
て
判
断
す
る
〈
機
関
〉
だ
と
い
う
建
前
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
近
代
国
家
の
大
統
領
で

は
な
く
、
た
ん
な
る
独
裁
者
に
な
っ
て
し
ま
う
。

㉑

た
だ
し
注
意
し
よ
う
。

㉑

国
家
の
脱
人
格
化
は
人
間
に
よ
る
人
間
の
支
配
と
い
う
エ
レ
メ
ン
ト
を
稀
薄
に
す
る
が
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
そ
れ
は
、
国
家
権
力
が
消
滅
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
集
団
の
脱
人

格
化
は
権
力
そ
の
も
の
が
み
ず
か
ら
を
安
定
的
に
維
持
す
る
た
め
に
な
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
を
思

い
だ
そ
う
。
集
団
が
脱
人
格
化
さ
れ
て
も
、
そ
こ
で
機
能
し
て
い
た
権
力
は
そ
の
ま
ま
残
る
。
つ
ま
り
脱

人
格
化
に
よ
っ
て
、
国
家
の
も
と
に
は
、
暴
力
に
も
と
づ
い
て
カ
ネ
が
徴
収
さ
れ
権
力
が
行
使
さ
れ
る
と

い
う
運
動
だ
け
が
残
る
の
だ
。

「
権
力
」
が
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
。「
権
力
」
は
自
分
を
維
持
し
た
が
る
。「
権
力
」
の
座

に
座
る
、
具
体
的
な
個
人
は
、
次
々
と
入
れ
替
わ
る
け
れ
ど
（
そ
れ
は
一
人
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
の
部

署
の
さ
ま
ざ
ま
な
つ
な
が
り
で
あ
る
）、
暴
力
を
行
使
す
る
権
利
を
維
持
す
る
し
く
み
＝
国
家
は
、
生
き

続
け
る
。
細
胞
が
入
れ
替
わ
っ
て
も
、
身
体
の
機
能
は
変
わ
ら
ず
維
持
さ
れ
る
よ
う
に
。

こ
の
「
運
動
だ
け
が
残
る
」
と
い
う
の
が
、
権
力
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
シ
ス
テ
ム
の
要
点
だ
。
運
動
、
回
転
、
流
通
、

交
換
―
―
さ
ま
ざ
ま
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
シ
ス
テ
ム
の
中
で
機
能
し
て
い
る
。
身
体
の
例
も
そ
う
。
生
態
系
も
そ
う
。
地

球
規
模
の
大
地
や
水
脈
や
気
圏
も
そ
う
。
つ
な
が
り
あ
っ
て
、
各
要
素
の
現
象
は
転
変
と
交
代
し
て
い
く
が
、
そ
の
運
動

そ
の
も
の
は
維
持
さ
れ
る
。
と
い
う
か
、
運
動
そ
の
も
の
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
本
能
（
こ
れ
ま
た
擬
人
法
だ
が
）
を
持

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
し
く
み
が
シ
ス
テ
ム
な
の
だ
。

そ
の
中
で
も
人
間
の
社
会
の
あ
り
方
を
決
定
的
に
規
定
し
て
い
る
の
が
、
経
済
シ
ス
テ
ム
だ
。
経
済
シ
ス
テ
ム
は
停
止

す
れ
ば
死
滅
す
る
。
政
治
（
権
力
）
シ
ス
テ
ム
は
、
停
止
を
避
け
る
た
め
に
機
能
し
よ
う
と
す
る
が
、
離
れ
て
見
れ
ば
、

経
済
シ
ス
テ
ム
の
一
部
と
も
見
な
せ
る
。
今
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
見
え
て
い
る
こ
と
は
、
国
内
で
通
用
す
る
権
力
の

機
能
が
、
そ
の
制
御
を
は
る
か
に
越
え
た
経
済
シ
ス
テ
ム
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
姿
で
あ
る
。
首
脳
が
集
ま
っ
て
、
国
際
的

な
会
議
を
開
い
て
も
、
経
済
の
運
動
は
、
そ
の
合
意
や
思
惑
を
越
え
て
動
く
。

「
人
間
」
が
死
滅
し
て
も
、
経
済
シ
ス
テ
ム
の
運
動
だ
け
が
残
る
、
と
い
う
の
も
、
な
ん
だ
か
、
現
実
味
を
帯
び
て
き

た
。
愛
も
憎
悪
も
な
い
世
界
で
、
Ａ
Ｉ
が
シ
ス
テ
ム
を
ひ
た
す
ら
回
す
。
人
間
の
及
び
も
つ
か
な
い
効
率
の
良
さ
で
…
…
。

、
、
、
、
、

読
解
問
題
３

「
脱
人
格
化
」
す
る
こ
と
で
、
国
家
の
性
質
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
り
、
ま
た
変
わ
ら
な
い

の
か
、
ま
と
め
な
さ
い
。

整
理
問
題
。
き
っ
ち
り
い
こ
う
。

（
Ａ

変
わ
る
点
―
参
照
範
囲
）
現
代
に
お
い
て
国
家
は
人
格
的
な
つ
な
が
り
に
も
と
づ
い
た
組
織
で
あ
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る
こ
と
を
や
め
、
役
職
と
権
限
の
体
系
に
よ
っ
て
く
み
た
て
ら
れ
た
ひ
と
つ
の
機
構
と
な
っ
た
。
こ
れ
に

と
も
な
い
国
家
と
民
衆
の
あ
い
だ
の
支
配
関
係
も
脱
人
格
化
さ
れ
る
。
つ
ま
り
人
間
に
よ
る
人
間
の
支
配

と
い
う
エ
レ
メ
ン
ト
が
稀
薄
に
な
る
の
だ
。

い
ま
の
国
民
国
家
と
い
わ
れ
る
国
家
形
態
は
、
こ
う
し
た
脱
人
格
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
で
は
じ

め
て
可
能
と
な
っ
た
。
国
民
国
家
と
は
、
国
民
と
な
っ
た
住
民
全
体
が
国
家
の
主
体
と
な
る
よ
う
な
国
家

形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
暴
力
を
行
使
す
る
側
と
さ
れ
る
側
が
―
―
少
な
く
と
も
理
念
上
は
―

―
一
致
す
る
。
そ
う
し
た
一
致
は
、
国
家
を
く
み
た
て
て
い
た
集
団
が
脱
人
格
化
さ
れ
、
そ
の
集
団
と
民

衆
と
の
支
配
関
係
が
脱
人
格
化
さ
れ
な
く
て
は
け
っ
し
て
な
り
た
た
な
い
も
の
で
あ
る
。

（
Ｂ

変
わ
ら
な
い
点
―
参
照
範
囲
）
国
家
の
脱
人
格
化
は
人
間
に
よ
る
人
間
の
支
配
と
い
う
エ
レ
メ
ン

ト
を
稀
薄
に
す
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
は
、
国
家
権
力
が
消
滅
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
集
団
の
脱
人
格
化
は
権
力
そ
の
も
の
が
み
ず
か
ら
を
安
定
的
に
維
持
す
る
た
め
に
な

さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
を
思
い
だ
そ
う
。
集
団
が
脱
人
格
化
さ
れ
て
も
、
そ
こ
で
機
能
し
て
い
た
権

力
は
そ
の
ま
ま
残
る
。
つ
ま
り
脱
人
格
化
に
よ
っ
て
、
国
家
の
も
と
に
は
、
暴
力
に
も
と
づ
い
て
カ
ネ
が

、
、

徴
収
さ
れ
権
力
が
行
使
さ
れ
る
と
い
う
運
動
だ
け
が
残
る
の
だ
。

、
、

傍
線
部
を
整
理
し
て
、

Ａ

あ
る
人
間
が
、
そ
の
他
の
人
間
を
支
配
す
る
と
い
う
要
素
が
稀
薄
に
な
り
、
暴
力
を
行
使
す
る
側
と

さ
れ
る
側
が
、
理
念
上
一
致
す
る
。

Ｂ

暴
力
に
も
と
づ
い
て
税
が
徴
収
さ
れ
、
権
力
が
行
使
さ
れ
る
と
い
う
機
能
は
そ
の
ま
ま
残
る
。

【
解
答
例
】
国
家
か
ら
、
あ
る
人
間
が
、
そ
の
他
の
人
間
を
支
配
す
る
と
い
う
要
素
が
稀
薄
に
な
り
、
暴

力
を
行
使
す
る
側
と
さ
れ
る
側
が
一
致
す
る
と
い
う
理
念
に
も
と
づ
く
近
代
の
国
民
国
家
に
変
わ
る
。
一

方
、
（
国
民
国
家
の
中
に
も
）
暴
力
に
も
と
づ
い
て
税
が
徴
収
さ
れ
、
権
力
が
行
使
さ
れ
る
と
い
う
機
能

は
そ
の
ま
ま
残
る
。

■
読
解
問
題

１

「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
権
力
の
定
義
」
を
参
考
に
し
て
、
権
力
の
「
可
能
性
」
を
支
え

る
も
の
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
、
例
示
し
な
さ
い
。

２

「
社
会
の
な
か
に
至
上
の
権
力
（
＝
主
権
）
と
し
て
君
臨
」
す
る
国
家
を
支
え
て
い
る
「
暴
力
」
は
、

「
他
の
権
力
源
泉
」
と
ど
の
よ
う
な
点
で
性
質
が
異
な
る
か
、
ま
と
め
な
さ
い
。

３

「
脱
人
格
化
」
す
る
こ
と
で
、
国
家
の
性
質
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
り
、
ま
た
変
わ
ら
な
い
の
か
、
ま

と
め
な
さ
い
。

■
発
展
問
題

暴
力
を
、
国
民
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
国
家
だ
け
に
認
め
る
、
と
い
う
の
は
一
つ
の
近
代

的
ア
イ
デ
ア
で
あ
っ
た
。
し
か
し
現
実
に
は
、
暴
力
は
暴
走
す
る
。
次
の
、
重
要
語
「
国
民
国
家
」
も
参

照
し
、
日
本
国
内
で
起
き
て
い
る
権
力
の
暴
力
的
行
使
の
問
題
例
を
挙
げ
、
そ
の
問
題
点
や
解
決
策
を
論

萱野稔人「国家権力とはなにか」
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ぜ
よ
。

●
重
要
語｢

国
民
国
家
」
＝
国
民
的
同
一
性
を
基
礎
と
し
て
成
立
し
た
近
代
的
中
央
集
権
国
家
。
近
代
国

家
。
民
族
国
家
。

し
か
し
、
現
実
の
国
家
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
国
民
的
同
一
性
と
い
う
の
は
、

一
つ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
国
家
は
な
ん
と
か
し
て
、
国
民
的
同
一
性
を
作
り
出
そ
う
、
保
と
う
、

と
す
る
が
、
少
数
民
族
の
問
題
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
と
き
に
暴
力
的
に
少
数
者
の
同
一
性
を
抑
圧

し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
も
「
暴
力
」
の
問
題
が
現
れ
る
。


