
（1

）
ソ
ロ
モ
ン
・
ヴ
ォ
ル
コ
フ
編
『
シ
ョ
ス
タ
コ
ー
ヴ
ィ
チ
の
証
言
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
。
こ
れ
は
シ
ョ

ス
タ
コ
ヴ
ィ
チ
本
人
が
秘
か
に
書
い
て
い
た
回
想
と
い
う
体
裁
に
即
し
て
い
え
ば
偽
書
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
よ
く

で
き
た
偽
書
で
は
あ
り
、
興
味
深
い
著
作
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
当
時
の
ソ
連
の
「
体
制
内
抵
抗
者
」
的
な
知
識

人
た
ち
の
発
言
（
シ
ョ
ス
タ
コ
ヴ
ィ
チ
自
身
の
ソ
連
の
公
刊
物
で
の
発
言
も
含
む
）
を
あ
ち
こ
ち
に
ち
り
ば
め
て
書

か
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
あ
る
時
代
の
あ
る
社
会
集
団
の
集
合
的
心
性
を
物
語
る
資
料
と
な
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
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米
田
綱
路
『
モ
ス
ク
ワ
の
孤
独
―
―
「
雪
ど
け
」
か
ら
プ
ー
チ
ン
時
代
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
』
（
現

代
書
館
、
二
〇
一
〇
年
）

私
が
ま
だ
若
か
っ
た
一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
時
期
に
、
ソ
連
と
い
う
国
に
関
心

を
寄
せ
る
人
た
ち
の
間
で
は
、
「
異
論
派
」
と
か
「
地
下
出
版
」
と
か
が
一
種
の
ブ
ー
ム
だ
っ
た
。
ソ
連

の
公
式
文
献
は
つ
ま
ら
な
い
も
の
ば
か
り
で
、
お
よ
そ
読
む
気
に
な
れ
な
い
、
そ
れ
よ
り
も
「
地
下
出

版
」
の
文
献
こ
そ
、
内
容
豊
富
で
、
読
む
に
値
す
る
―
―
そ
ん
な
風
な
雰
囲
気
が
あ
っ
た
。
ソ
ル
ジ
ェ
ニ

ツ
ィ
ン
―
―
一
九
七
〇
年
に
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
、
七
四
年
国
外
追
放
―
―
は
一
種
の
ヒ
ー
ロ
ー
だ
っ

た
し
、
《
現
代
ロ
シ
ア
抵
抗
文
集
》
と
い
う
八
冊
も
の
シ
リ
ー
ズ
が
刊
行
さ
れ
た
り
し
て
い
た
（
勁
草
書

房
、
一
九
七
〇
‐
七
三
年
）
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
に
収
め
ら
れ
た
の
は
チ
ュ
コ
フ
ス
カ
ヤ
、
ダ
ニ
エ
ル
、
シ
ニ

ャ
フ
ス
キ
ー
、
グ
ロ
ー
ス
マ
ン
、
ア
マ
ル
リ
ー
ク
、
マ
ル
チ
ェ
ン
コ
と
い
っ
た
人
た
ち
の
著
作
だ
が
（
こ

れ
ら
の
名
前
は
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
米
田
著
に
も
繰
り
返
し
登
場
す
る
）
、
そ
れ
以
外
に
も
、
様
々
な
傾
向
の

「
異
論
派
」
の
刊
行
物
が
日
本
語
に
訳
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
と
は
や
や
毛
色
が
違
う
が
、
作
曲
家
の
シ

ョ
ス
タ
コ
ヴ
ィ
チ
が
実
は
内
心
で
異
論
を
い
だ
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
回
想
な
る
も
の
―
―
実
は
偽
書
だ

っ
た
の
だ
が
―
―
も
邦
訳
さ
れ
て
、
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
こ
と
が
あ
る
（1

）

。

そ
れ
か
ら
数
十
年
の
歳
月
が
過
ぎ
、
状
況
は
大
き
く
変
化
し
た
。
先
ず
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
期
に
検
閲
が
ゆ

る
み
、
そ
れ
ま
で
「
地
下
」
に
あ
っ
た
文
献
が
怒
濤
の
よ
う
に
「
地
上
」
に
現
わ
れ
、
短
い
興
奮
期
の
後

に
は
、
「
も
う
飽
き
た
」
と
い
う
感
覚
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
や
が
て
ソ
連
と
い
う
国
自
体
が
消
滅
し

て
、
「
粗
野
な
資
本
主
義
」
と
も
い
う
べ
き
状
況
が
訪
れ
る
と
、
「
政
治
の
季
節
」
は
過
去
の
も
の
と
な

り
、
言
論
の
自
由
と
か
精
神
性
と
か
い
っ
た
高
尚
な
議
論
よ
り
も
金
儲
け
が
全
て
だ
と
い
う
雰
囲
気
が
広

ま
っ
た
。
そ
う
し
た
経
緯
を
経
た
今
日
で
は
、
か
つ
て
の
「
異
論
派
」
知
識
人
た
ち
の
議
論
は
ま
る
で
遠

い
昔
の
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
日
本
で
も
、
当
時
の
こ
と
を
振
り
返
る
議
論
は
極
度
に
乏
し

い
。そ

の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
ソ
連
時
代
か
ら
今
日
に
至
る
ロ
シ
ア
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ヤ
を
主
題
と

す
る
書
物
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
し
た
驚
き
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
イ
ン
テ
リ
ゲ

ン
ツ
ィ
ア
」
と
は
ロ
シ
ア
特
有
の
概
念
で
、
単
に
高
度
の
教
育
を
受
け
た
と
か
、
専
門
知
識
を
持
っ
て
い

る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
権
力
と
対
峙
し
て
、
精
神
の
自
由
を
守
ろ
う
と
す
る
、
特
殊
な
性
格
を
帯
び

た
知
識
人
の
類
型
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ヤ
は
一
九
世
紀
ロ
シ
ア
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文
学
の
主
要
登
場
人
物
で
あ
り
、
英
語
で
もintellectual

と
区
別
さ
れ
るintelligentsia

と
い
う
ロ
シ
ア

語
由
来
の
言
葉
が
使
わ
れ
た
り
、
日
本
に
お
け
る
外
来
語
と
し
て
も
ロ
シ
ア
語
風
に
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ

ィ
ア
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
世
界
的
な
影
響
力
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
〇
世

紀
ソ
連
の
「
異
論
派
」
も
そ
の
系
譜
を
引
き
継
ぐ
人
た
ち
と
し
て
、
世
界
各
国
で
熱
い
議
論
の
対
象
と
な

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
い
ま
で
は
そ
う
し
た
議
論
全
体
が
忘
れ
ら
れ
て
久
し
く
な
り
、
お
そ
ら
く
今
日
の

若
い
世
代
に
と
っ
て
は
、
こ
の
主
題
は
ほ
と
ん
ど
未
知
の
テ
ー
マ
だ
ろ
う
。
他
方
、
私
の
よ
う
な
世
代
の

者
に
と
っ
て
は
、
「
ず
い
ぶ
ん
久
し
ぶ
り
だ
な
あ
」
と
い
う
感
覚
を
起
こ
さ
せ
る
。
著
者
は
一
九
六
九
年

生
ま
れ
と
の
こ
と
な
の
で
、
こ
の
テ
ー
マ
が
流
行
だ
っ
た
時
代
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
い
う
世
代
の
人
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
テ
ー
マ
に
た
ど
り
着
い
た
の
か

に
興
味
を
引
か
れ
た
。

本
書
の
う
ち
、
分
量
的
に
最
大
の
部
分
（
全
体
の
約
八
割
）
を
占
め
て
い
る
の
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代

末
期
か
ら
ブ
レ
ジ
ネ
フ
期
ま
で
の
ソ
連
を
描
い
た
第
一
‐
一
〇
章
で
あ
る
（
そ
の
後
の
第
一
一
、
一
二
、

一
三
章
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
期
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
期
、
プ
ー
チ
ン
期
を
わ
り
と
簡
略
に
描
い
て
い

る
）
。
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、
「
異
論
派
」
的
な
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
は
か
つ
て
日
本
で
も
強
い
関
心

の
対
象
だ
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
描
か
れ
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
そ
れ
ほ
ど
新
鮮
な
印
象
を
与
え

る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
多
く
の
人
か
ら
忘
れ
ら
れ
て
い
る
主
題
だ
か
ら
、
若
い
世
代
に
と
っ
て

は
一
種
の
再
発
掘
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
。
私
自
身
に
し
て
も
、
か
つ
て
は
熱
心
に
読
ん

で
い
た
が
、
そ
の
後
や
や
忘
れ
か
け
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
恩
恵
が

あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
だ
け
な
ら
「
既
知
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
」
と
い
う
に
と
ど
ま
る
が
、
本
書

に
は
、
そ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
要
素
も
い
く
つ
か
あ
る
。
こ
の
小
文
で
は
、
本
書
全
体
を
ま
ん
べ

ん
な
く
論
評
す
る
の
で
は
な
く
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
観
点
か
ら
私
の
目
を
引
い
た
個
所
に
集
中
し
て
、

い
く
つ
か
の
感
想
を
書
き
と
め
て
お
き
た
い
。

＊

先
ず
第
一
・
二
章
で
作
家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
イ
リ
ヤ
・
エ
レ
ン
ブ
ル
グ
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

の
が
目
を
引
い
た
。
エ
レ
ン
ブ
ル
グ
は
一
時
期
ま
で
日
本
で
も
有
名
だ
っ
た
文
学
者
で
あ
り
、
彼
の
回
想

は
一
九
六
〇
年
代
前
半
に
ソ
連
で
公
刊
さ
れ
て
、
日
本
で
も
邦
訳
（
『
わ
が
回
想
―
―
人
間
・
歳
月
・
生

活
』
改
訂
新
装
版
、
全
三
巻
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
八
‐
六
九
年
）
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、

当
時
刊
行
さ
れ
た
版
に
は
、
実
は
か
な
り
の
削
除
部
分
が
あ
っ
た
。
米
田
著
は
、
ソ
連
末
期
の
一
九
九
〇

年
に
刊
行
さ
れ
た
完
全
版
の
回
想
や
複
数
の
評
伝
な
ど
を
も
と
に
し
て
、
こ
の
回
想
の
出
版
を
め
ぐ
っ
て

ど
の
よ
う
な
攻
防
が
あ
っ
た
か
を
詳
し
く
跡
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
が
興
味
深
い
紹
介
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ

ん
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
あ
れ
ば
、
他
に
も
類
似
の
例
は
多
数
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
強
く
私
の
関
心
を
引
く
こ

と
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
か
ら
ソ
連
解
体
後
に
か
け
て
、
か
つ
て
部
分
的
削

除
を
伴
っ
て
し
か
公
刊
さ
れ
な
か
っ
た
作
品
や
全
面
禁
止
さ
れ
て
い
た
も
の
が
一
挙
に
解
禁
さ
れ
た
例
は
、

枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
エ
レ
ン
ブ
ル
グ
も
そ
の
一
例
だ
が
、
最
初
の
う
ち
、
「
遂
に
こ
こ
ま
で
来
た
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（2

）
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
彼
の
学
生
時
代
の
旧
友
ブ
ハ
ー
リ
ン
が
一
九
三
四
年
に
同
紙
編
集
長
に
就
任
し
た
こ
と
が

関
係
し
て
い
る
。
ブ
ハ
ー
リ
ン
は
一
九
二
〇
年
代
に
は
共
産
党
の
最
高
指
導
部
の
一
員
だ
っ
た
が
、
二
〇
年
代
末
以

降
、
そ
の
地
位
を
低
下
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
彼
が
辛
う
じ
て
保
持
し
た
ポ
ス
ト
が
『
イ
ズ
ヴ
ェ
ス
チ
ャ
』
編
集
長
の

座
だ
っ
た
。
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か
」
と
い
う
知
的
興
奮
を
伴
っ
て
い
た
そ
の
種
の
現
象
も
、
次
第
に
「
慣
れ
」
の
対
象
と
な
り
、
あ
ま
り

人
を
驚
か
さ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

私
が
む
し
ろ
注
目
し
た
の
は
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
―
―
先
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
単
に
知
識
人
と

い
う
意
味
で
は
な
く
、
権
力
と
鋭
く
対
峙
す
る
特
異
な
類
型
の
知
識
人
―
―
に
強
く
惹
か
れ
る
著
者
が
、

エ
レ
ン
ブ
ル
グ
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
体
制
と
妥
協
し
な
が
ら
生
き
た
文
学
者
の
軌
跡
を
丁
寧
に
追
い

か
け
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
本
書
の
中
心
部
分
を
な
す
第
三
章
以
下
で
は
一
九
六
〇
年
代
後
半
以

降
の
純
然
た
る
「
異
論
派
」
が
主
要
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
エ
レ
ン
ブ
ル
グ
が
活
躍
し
た
一

九
二
〇
‐
六
〇
年
代
に
は
ま
だ
「
異
論
派
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
存
在
し
な
か
っ
た
し
、
仮
に
そ
う
い
う

言
葉
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
は
そ
れ
に
該
当
し
な
い
。
彼
は
ロ
シ
ア
革
命
後
の
か
な
り
の
期
間
、
故
国

を
離
れ
て
西
欧
で
過
ご
し
て
い
た
が
、
政
治
亡
命
者
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ソ
ヴ
ェ
ト
政
権
と
も
つ
か

ず
離
れ
ず
の
微
妙
な
関
係
を
維
持
し
て
い
た
。
一
九
三
〇
年
代
半
ば
に
は
ソ
連
政
府
公
式
紙
た
る
『
イ
ズ

ヴ
ェ
ス
チ
ャ
』
の
パ
リ
特
派
員
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
し
（2

）

、
独
ソ
戦
期
に
は
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
に
対
す

る
ソ
連
防
衛
の
論
陣
を
張
っ
て
、
ソ
連
を
代
表
す
る
戦
場
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
役
割
を
果
た
し
た
。
一
九

五
四
年
の
小
説
『
雪
ど
け
』
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
死
去
直
後
の
ソ
連
の
雰
囲
気
を
代
表
す
る
作
品
と
し
て
有

名
に
な
っ
た
。
他
面
、
彼
は
当
時
の
ソ
連
体
制
と
べ
っ
た
り
密
着
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
し
ば
し
ば
権
力
と
の
間
に
厳
し
い
緊
張
関
係
を
抱
え
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
あ
ち
こ
ち
を
削
除

さ
れ
た
回
想
か
ら
で
も
窺
う
こ
と
が
で
き
、
お
お
よ
そ
の
こ
と
は
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、
今
回
、

米
田
著
に
よ
っ
て
そ
の
間
の
事
情
が
一
層
詳
し
く
明
ら
か
に
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

抑
圧
的
な
体
制
の
中
で
、
部
分
的
に
体
制
と
妥
協
し
つ
つ
、
秘
か
な
抵
抗
を
試
み
た
り
、
権
力
の
太
鼓

持
ち
に
と
ど
ま
ら
な
い
独
自
性
を
発
揮
し
よ
う
と
し
た
人
間
は
、
ソ
連
史
で
あ
れ
他
の
諸
国
で
あ
れ
、
諸

種
の
例
が
あ
る
。
ソ
連
以
外
の
有
名
な
例
と
し
て
は
、
ナ
チ
と
協
力
し
つ
つ
、
他
の
芸
術
家
を
庇
護
し
て

い
た
と
さ
れ
る
指
揮
者
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。
よ
り
微
妙
だ
が
、
哲
学
者
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の
ナ
チ
と
の
協
力
問
題
は
多
く
の
人
た
ち
の
関
心
を
引
い
て
き
た
。
戦
前
か
ら
戦
中
に
か
け
て
の

天
皇
制
日
本
に
つ
い
て
も
、
同
種
の
例
は
多
数
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
政
治
体
制
の
も
と
で
は
、

正
面
か
ら
の
体
制
批
判
は
自
殺
行
為
で
あ
り
、
と
も
か
く
も
生
き
延
び
、
で
き
れ
ば
あ
る
種
の
独
自
性
を

保
っ
た
り
、
他
の
人
々
を
庇
護
し
た
り
す
る
た
め
に
も
、
あ
る
種
の
妥
協
は
不
可
避
で
あ
る
。
だ
が
、
そ

う
し
た
妥
協
は
、
「
ミ
イ
ラ
取
り
が
ミ
イ
ラ
に
な
る
」
危
険
性
も
は
ら
ん
で
お
り
、
際
ど
い
綱
渡
り
で
あ

る
。
「
生
き
延
び
る
た
め
に
や
む
を
え
な
い
」
と
い
う
口
実
で
、
止
め
ど
な
い
妥
協
に
転
落
し
て
い
く
可

能
性
も
常
に
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

エ
レ
ン
ブ
ル
グ
も
ま
た
、
そ
う
し
た
微
妙
な
綱
渡
り
を
し
て
い
た
人
た
ち
の
一
人
、
そ
の
典
型
的
代
表

だ
っ
た
。
彼
の
回
想
の
公
刊
に
尽
力
し
た
『
新
世
界
』
誌
編
集
長
ト
ワ
ル
ド
フ
ス
キ
ー
―
―
彼
は
ま
た
一



（3

）
ソ
連
時
代
に
も
多
数
の
情
報
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
を
集
大
成
し
た
近
年
の
作
品
と
し
て
、
ロ
イ
・
Ａ
・
メ
ド

ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
ェ
フ
、
ジ
ョ
レ
ス
・
Ａ
・
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
『
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ー
ツ
ィ
ン
と
サ
ハ
ロ
フ
』
現
代
思
潮
社
、

二
〇
〇
五
年
が
あ
る
。
な
お
、
ロ
イ
・
メ
ド
ヴ
ェ
ー
デ
フ
『
社
会
主
義
的
民
主
主
義
』
（
三
一
書
房
、
一
九
七
四
年
）

は
、
異
論
派
の
多
様
な
諸
潮
流
を
手
際
よ
く
整
理
し
て
い
る
。
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九
六
〇
年
代
前
半
に
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ツ
ィ
ン
に
作
品
公
刊
の
場
を
提
供
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
―
―
も
ま

た
、
同
様
の
立
場
に
あ
っ
た
（
も
っ
と
も
、
よ
り
「
公
的
」
な
立
場
に
あ
る
度
合
い
の
高
い
ト
ワ
ル
ド
フ

ス
キ
ー
と
エ
レ
ン
ブ
ル
グ
の
間
に
は
か
な
り
の
緊
張
も
あ
っ
た
こ
と
が
米
田
著
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
。

ソ
連
国
内
で
公
的
に
刊
行
さ
れ
る
著
作
物
を
多
数
書
い
て
い
た
以
上
、
少
な
く
と
も
外
面
的
に
は
「
ソ
ヴ

ェ
ト
的
」
な
立
場
の
人
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
人
が
内
面
で
ど
の
よ
う
な
葛
藤
を
抱

え
、
ま
た
検
閲
当
局
と
ど
の
よ
う
な
攻
防
を
繰
り
広
げ
て
い
た
か
は
、
息
詰
ま
る
ド
ラ
マ
の
よ
う
な
迫
力

を
持
つ
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
の
「
協
力
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
後
で
ま
た
立
ち
返
る
こ
と
に
し

た
い
。

＊

本
書
の
う
ち
で
も
う
一
つ
、
私
の
関
心
を
強
く
引
い
た
の
は
、
異
論
派
の
間
で
の
論
争
、
と
り
わ
け
ナ

ジ
ェ
ー
ジ
ダ
・
マ
ン
デ
リ
シ
ュ
タ
ム
と
リ
デ
ィ
ヤ
・
チ
ュ
コ
フ
ス
カ
ヤ
の
間
の
激
烈
な
論
争
で
あ
る
。

ソ
連
の
異
論
派
た
ち
が
、
体
制
批
判
と
い
う
限
り
で
は
共
通
項
を
も
ち
な
が
ら
も
、
相
互
の
間
で
種
々

の
見
解
の
違
い
を
は
ら
み
、
往
々
に
し
て
激
し
く
論
争
し
あ
っ
て
い
た
こ
と
は
、
以
前
か
ら
よ
く
知
ら
れ

て
い
た
。
特
に
、
最
大
の
大
物
と
も
い
う
べ
き
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ツ
ィ
ン
と
サ
ハ
ロ
フ
の
違
い
―
―
大
ざ
っ
ぱ

な
レ
ッ
テ
ル
と
し
て
、
前
者
が
ス
ラ
ヴ
派
的
、
後
者
が
西
欧
派
的
と
い
っ
た
分
類
が
よ
く
な
さ
れ
た
―
―

に
つ
い
て
は
、
多
数
の
情
報
や
解
説
が
あ
っ
た
（3

）

。
し
か
し
、
そ
う
し
た
一
般
論
を
超
え
て
、
ナ
ジ
ェ

ー
ジ
ダ
・
マ
ン
デ
リ
シ
ュ
タ
ム
の
『
第
二
の
書
』
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
こ
こ
ま
で
強
い
感
情
的
反
撥
が
あ

っ
た
の
か
と
い
う
思
い
を
改
め
て
引
き
起
こ
さ
せ
る
内
容
を
持
っ
て
い
る
。

有
名
な
詩
人
オ
ー
シ
プ
・
マ
ン
デ
リ
シ
ュ
タ
ム
の
妻
で
あ
る
ナ
ジ
ェ
ー
ジ
ダ
の
最
初
の
回
想
は
、
英
訳

H
ope

A
gainst

H
ope

(Penbuin
B

ooks,
1975

),

日
本
語
訳
『
流
刑
の
詩
人
・
マ
ン
デ
リ
シ
ュ
タ
ー
ム
』

（
新
潮
社
、
一
九
八
〇
年
）
と
も
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
に
続
く
『
第
二
の
書
』
は
、
英

訳
は
さ
れ
た
も
の
の
邦
訳
は
さ
れ
ず
、
日
本
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
（
私
自
身
、
英
訳
版

H
ope

A
bandoned

(Penbuin
B

ooks,
1976

)

を
一
応
買
っ
て
持
っ
て
い
た
が
、
読
ん
で
は
い
な
か
っ
た
）
。

最
初
の
回
想
が
異
論
派
に
共
鳴
す
る
読
者
層
の
幅
広
い
支
持
を
集
め
た
の
と
対
照
的
に
、
『
第
二
の
書
』

の
方
は
、
む
し
ろ
異
論
派
の
間
に
鋭
い
亀
裂
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
が
米
田
著
で
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
『
第
二
の
書
』
は
異
論
派
に
属
す
る
多
く
の
人
を
「
裏
切
り
者
」
と
し
て
、
し
か
も

名
指
し
で
激
し
く
論
難
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
こ
れ
も
代
表
的
な
異
論
派
で
あ
る
リ
デ

ィ
ヤ
・
チ
ュ
コ
フ
ス
カ
ヤ
は
、
ナ
ジ
ェ
ー
ジ
ダ
の
独
善
主
義
を
強
い
口
調
で
弾
劾
し
た
。

ど
ち
ら
が
正
し
い
か
な
ど
と
い
う
こ
と
を
、
第
三
者
が
安
易
に
云
々
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
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一
方
か
ら
す
れ
ば
、
裏
切
り
は
徹
底
し
て
暴
き
、
糾
弾
す
べ
き
で
あ
る
の
に
対
し
、
他
方
か
ら
す
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
独
善
主
義
は
自
分
一
人
を
正
し
い
と
す
る
思
い
上
が
り
で
あ
り
、
あ
れ
こ
れ
の
人
を
根
拠
不

十
分
な
ま
ま
中
傷
す
る
の
は
権
力
者
の
や
り
口
に
酷
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
も
に
ス
タ
ー

リ
ン
時
代
に
深
く
傷
つ
き
、
体
制
に
あ
ら
が
い
続
け
て
き
た
異
論
派
た
ち
の
間
で
の
相
互
非
難
が
こ
こ
ま

で
深
い
と
い
う
こ
と
に
、
胸
を
衝
か
れ
る
思
い
が
す
る
。
こ
の
論
争
を
扱
っ
た
第
六
章
は
、
本
書
中
で
最

も
強
い
印
象
を
残
す
章
と
な
っ
て
い
る
。

＊

本
書
に
お
い
て
著
者
は
、
「
権
力vs
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
」
と
い
う
対
抗
を
中
心
テ
ー
マ
と
し
、
一

貫
し
て
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
側
に
視
点
を
定
め
て
、
こ
の
対
抗
関
係
の
展
開
を
跡
づ
け
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
テ
ー
マ
設
定
は
、
あ
る
時
期
ま
で
の
日
本
で
は
広
く
見
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
昨
今
で
は

「
流
行
外
れ
」
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
一
九
世
紀
ロ
シ
ア
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
も
二
〇
世
紀
半
ば

ソ
連
の
異
論
派
も
と
も
に
、
か
つ
て
の
日
本
の
知
識
人
の
問
題
意
識
と
あ
る
種
の
共
鳴
現
象
を
引
き
起
こ

す
テ
ー
マ
だ
っ
た
が
、
今
で
は
ど
ち
ら
も
「
大
時
代
」
と
い
う
印
象
を
与
え
、
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
で

な
い
」
と
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
こ
こ
数
十
年
の
日
本
社
会
の
深
部
で
の

変
容
が
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

権
力
と
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
を
相
容
れ
な
い
存
在
と
し
、
一
貫
し
て
後
者
の
側
か
ら
そ
の
対
抗
を
見

て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
「
反
政
治
」
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
る
。
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
異
論

派
劇
作
家
ヴ
ァ
ツ
ラ
フ
・
ハ
ヴ
ェ
ル
（
体
制
転
換
後
に
チ
ェ
コ
大
統
領
と
な
っ
た
）
に
よ
る
こ
の
言
葉
は
、

本
書
の
第
九
章
で
共
感
を
込
め
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
私
自
身
は
、
「
政
治
」
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、

一
面
で
強
い
違
和
感
を
い
だ
き
な
が
ら
、
他
面
で
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
目
を
背
け
る
わ
け
に
も
い
か
な
い

と
感
じ
、
い
つ
の
ま
に
か
「
気
の
進
ま
な
い
ま
ま
の
政
治
学
者
」
「
政
治
学
者
ら
し
く
な
い
政
治
学
者
」

と
な
っ
た
人
間
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
「
反
政
治
」
と
い
う
言
葉
に
も
、
曰
く
言
い
難
い
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ

ン
ス
を
覚
え
る
。
一
方
で
は
、
「
そ
う
だ
。
政
治
な
ん
か
に
取
り
込
ま
れ
て
な
る
も
の
か
。
徹
底
し
て
拒

否
す
る
し
か
な
い
ん
だ
」
と
叫
び
た
い
気
持
ち
と
、
他
方
で
は
、
「
本
当
に
そ
う
い
う
だ
け
で
済
む
の

か
」
と
い
う
疑
問
と
に
引
き
裂
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
微
妙
な
の
は
、
「
反
政
治
」
を
掲
げ
る
人

た
ち
が
こ
の
言
葉
を
一
種
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
利
用
し
、
そ
れ
自
体
が
政
治
的
術
策
の
具
と
な
っ
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
「
政
治
と
は
汚
く
厭
わ
し
い
も
の
。
反
政
治
は

清
ら
か
な
も
の
」
と
い
う
二
分
法
は
必
ず
し
も
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
こ
と
は
ま
た
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
が
生
き
延
び
る
た
め
に
は
、
権
力
と
の
あ
る
種
の
「
協

力
」
や
「
妥
協
」
が
不
可
避
で
は
な
い
か
と
い
う
厄
介
な
問
題
と
も
関
わ
る
。
本
書
で
も
、
そ
の
こ
と
は

い
く
つ
か
の
例
で
示
さ
れ
て
い
る
。
先
に
取
り
上
げ
た
エ
レ
ン
ブ
ル
グ
も
そ
の
例
だ
っ
た
し
、
も
っ
と
後

の
時
代
で
は
、
流
刑
を
解
か
れ
た
サ
ハ
ロ
フ
が
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
と
条
件
付
き
の
「
協
力
」
を
行
な
っ
た
こ

と
や
、
人
権
活
動
家
セ
ル
ゲ
イ
・
コ
ヴ
ァ
リ
ョ
フ
の
エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権
へ
の
参
加
を
め
ぐ
る
論
争
な
ど
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。



（4

）
『
汚
れ
た
手
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
戯
曲
が
サ
ル
ト
ル
に
あ
り
、
丸
山
眞
男
も
こ
れ
に
言
及
し
て
い
る
。
『
増
補

版
・
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
未
来
社
、
一
九
六
四
年
、
三
二
五
‐
三
二
六
頁
。
ま
た
、
「
よ
り
小
さ
な
悪
」
の
概

念
は
、
た
と
え
ば
Ｅ
・
Ｈ
・
カ
ー
と
か
マ
イ
ケ
ル
・
イ
グ
ナ
テ
ィ
エ
フ
と
い
っ
た
、
か
な
り
異
な
る
タ
イ
プ
の
思
想

家
が
と
も
に
重
視
し
た
も
の
で
あ
る
。
塩
川
伸
明
『
民
族
浄
化
・
人
道
的
介
入
・
新
し
い
冷
戦
―
―
冷
戦
後
の
国
際

政
治
』
有
志
舎
、
二
〇
一
一
年
、
三
〇
四
‐
三
〇
六
、
三
一
九
頁
参
照
。

（5

）
欧
米
や
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
評
論
家
が
プ
ー
チ
ン
期
ロ
シ
ア
の
権
威
主
義
性
を
批
判
す
る
際
、
「
エ
リ

ツ
ィ
ン
期
に
は
民
主
化
が
進
ん
だ
の
に
、
プ
ー
チ
ン
に
な
っ
て
逆
行
し
た
」
と
い
う
風
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

こ
れ
は
エ
リ
ツ
ィ
ン
期
を
過
度
に
明
る
く
描
き
出
し
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
と
プ
ー
チ
ン
の
間
に
存
在
す
る
連
続
性
の
要
素

を
見
落
と
す
と
い
う
点
で
一
面
的
な
見
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
書
の
見
方
は
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
初
期
に
既
に
後

退
を
見
出
す
も
の
で
、
十
分
精
密
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
上
記
の
よ
う
な
一
面
的
評
価
か
ら
は
免
れ
て
い
る
。
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「
政
治
」
と
い
う
も
の
を
全
否
定
す
る
の
が
非
現
実
的
で
あ
り
、
「
手
を
汚
す
」
こ
と
を
恐
れ
て
い
て

は
何
も
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
発
想
は
、
し
ば
し
ば
「
よ
り
小
さ
な
悪
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ

る
（4

）

。
こ
の
厄
介
な
問
題
に
関
す
る
著
者
の
姿
勢
に
は
、
微
妙
な
揺
れ
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
あ
る

部
分
で
は
、
批
判
精
神
を
も
っ
た
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
と
い
え
ど
も
一
定
の
条
件
下
で
あ
る
種
の
妥
協

を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
が
共
感
を
込
め
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
別
の
個
所
で
は
、
「
よ
り
小
さ
な

悪
」
と
い
う
発
想
法
自
体
を
全
否
定
す
る
か
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
示
さ
れ
て
い
る
（
五
二
八
、
五
四
七
頁
な

ど
）
。
問
題
が
困
難
な
だ
け
に
、
こ
う
し
た
揺
れ
は
不
可
避
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
書
は
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
側
に
視
点
を
定
め
て
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と

の
反
射
的
結
果
と
し
て
、
「
政
治
」
の
側
の
動
向
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
詳
し
く
な
い
。
と
こ
ろ
に
よ
っ
て

は
、
や
や
首
を
か
し
げ
た
く
な
る
よ
う
な
個
所
も
な
い
で
は
な
い
。
ど
の
権
力
者
も
判
で
押
し
た
よ
う
に

「
悪
玉
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
な
り
に
理
由
の
あ
る
こ
と
だ
と
は
い
え
、
や
や
「
ワ
ン
パ

タ
ー
ン
」
的
な
印
象
を
与
え
る
（
本
書
に
お
け
る
「
権
力vs

イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
」
の
対
抗
図
式
は
、

ス
タ
ー
リ
ン
期
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
期
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
期
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
期
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
期
、
プ
ー
チ

ン
期
を
貫
く
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
本
質
的
な
差
異
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
（5

）

）
。
も

っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
著
者
の
課
題
設
定
か
ら
し
て
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
、
あ
な
が
ち
咎
め
立
て
す

べ
き
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ソ
連
お
よ
び
現
代
ロ
シ
ア
の
政
治
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
他
に
多
数
の
関

連
著
作
が
あ
る
。
本
書
は
そ
れ
ら
と
違
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
側
に
視
点
を
定
め

た
と
い
う
点
に
そ
の
価
値
が
あ
る
の
で
あ
る
。

＊

い
ま
書
い
た
よ
う
に
、
政
治
の
動
向
を
そ
れ
自
体
と
し
て
追
う
の
が
本
書
の
主
要
課
題
で
な
い
以
上
、

そ
の
点
に
つ
い
て
あ
ま
り
こ
だ
わ
る
の
は
適
切
で
な
い
。
た
だ
、
政
治
と
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
が
無
縁

な
存
在
で
は
な
く
、
む
し
ろ
拮
抗
し
あ
う
同
時
代
現
象
で
あ
る
こ
と
を
思
う
な
ら
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ

ア
の
社
会
的
位
置
が
政
治
と
の
関
わ
り
で
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
と
い
う
問
題
だ
け
は
、
多
少
こ
だ
わ
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っ
て
み
る
に
値
す
る
。
そ
の
点
の
考
察
の
欠
如
が
私
の
感
じ
た
本
書
の
弱
点
で
あ
る
の
で
、
最
後
に
、
簡

単
に
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

ソ
連
時
代
に
は
、
「
中
間
層
」
と
呼
び
う
る
よ
う
な
社
会
層
は
比
較
的
薄
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
長
期

に
わ
た
る
工
業
化
・
都
市
化
・
公
教
育
普
及
の
中
で
、
高
等
教
育
を
受
け
、
専
門
知
識
を
持
つ
人
た
ち
―

―
前
の
方
で
定
義
し
た
よ
う
な
意
味
で
の
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
」
と
は
い
え
な
い
が
、
と
も
か
く
一

種
の
「
知
識
人
」
な
い
し
「
専
門
家
」
た
ち
―
―
は
徐
々
に
増
大
し
て
き
た
。
彼
ら
の
多
数
は
、
徹
底
し

て
権
力
と
対
峙
す
る
と
い
う
ほ
ど
の
気
概
は
持
た
な
か
っ
た
が
、
イ
ニ
シ
ャ
チ
ヴ
を
発
揮
す
る
余
地
の
乏

し
い
社
会
へ
の
不
満
を
い
だ
く
と
い
う
限
り
で
は
、
異
論
派
と
あ
る
種
の
共
通
感
覚
も
持
っ
て
い
た
。
異

論
派
の
文
献
が
「
地
下
」
と
は
い
え
か
な
り
の
範
囲
で
流
通
し
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
な
ら
ぬ
知
識
人

や
一
部
エ
リ
ー
ト
層
の
間
で
さ
え
も
一
定
の
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
異
論
派
の
孤
立
を
相
対
的

に
緩
和
し
た
。
そ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
と
い
う
現
象
も
起
こ
り
え
た
し
、

そ
の
中
で
、
か
つ
て
の
異
論
派
の
言
論
は
短
期
間
に
広
く
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
体
制
転
換
後
の
状
況
は
大
き
く
異
な
る
。
ソ
連
亡
き
今
日
、
中
間
層
の
多
く
は
、
資
本

主
義
化
の
中
で
金
儲
け
の
自
由
を
獲
得
す
る
こ
と
で
満
足
し
、
か
つ
て
の
よ
う
な
権
力
と
の
対
峙
と
い
う

感
覚
を
も
た
な
く
な
っ
た
。
こ
こ
に
、
現
代
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
孤
立
の
原
因
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

か
つ
て
の
異
論
派
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
少
数
者
で
あ
っ
て
も
、
内
心
で
あ
る
程
度
共
感
す
る
と
い
う
広

義
の
支
持
層
を
そ
の
ま
わ
り
に
持
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
今
日
の
体
制
批
判
者
は
、
そ
の
よ
う
な
支
持
層

を
持
つ
こ
と
が
で
き
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
孤
立
は
、
あ
る
意
味
で
ソ
連
時
代
よ
り
も
深
い
と
さ
え

い
え
る
。

体
制
転
換
（
社
会
主
義
の
否
定
）
お
よ
び
ソ
連
国
家
の
解
体
を
一
種
の
革
命
と
見
る
な
ら
、
革
命
の
過

程
で
は
旧
権
力
へ
の
強
い
糾
弾
と
自
由
へ
の
希
求
が
高
く
掲
げ
ら
れ
な
が
ら
、
革
命
の
達
成
後
に
精
神
的

自
由
が
保
持
さ
れ
ず
、
権
力
と
の
緊
張
精
神
も
失
わ
れ
て
い
る
の
は
、
逆
説
的
な
現
象
で
あ
る
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
は
革
命
と
い
う
も
の
の
一
般
的
特
徴
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
つ
い
て
の
古
典
的
著
作
で
あ
る
ア
レ
ク
シ
ス
・
ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
の
『
ア
ン
シ
ァ
ン

・
レ
ジ
ー
ム
と
革
命
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
お
い
て
、
政
治
的
自
由
へ
の
渇
望
は
、
人
類
史
上
の
最
も
重
大
な
も
の
と
正
当

に
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
へ
と
人
々
を
突
き
動
か
し
て
き
た
が
、
そ
の
背
後
に
あ
る
の
は
何
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
、
私
は
何
度
も
考
え
て
き
た
。
…
…
あ
る
国
民
が
ま
ず
い
や
り
方
で
統
治
さ
れ
て

い
る
と
き
、
国
民
が
自
ら
統
治
し
た
い
と
い
う
願
望
を
発
達
さ
せ
る
の
は
分
か
り
や
す
い
話
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
種
の
独
立
へ
の
欲
求
が
、
特
定
の
除
去
可
能
な
原
因
―
―
専
制
的
政
府
の
邪
悪
な
行

為
―
―
に
よ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
短
期
的
な
も
の
に
終
わ
る
。
当
初
の
状
態
が
過
ぎ
去
る
と
、
独

立
へ
の
欲
求
は
弱
ま
り
、
自
由
へ
の
本
物
の
愛
と
み
え
た
も
の
は
、
実
は
圧
政
者
へ
の
憎
悪
に
過
ぎ

な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
…
…

自
由
へ
の
真
の
愛
は
、
物
質
的
繁
栄
の
展
望
に
よ
っ
て
鼓
舞
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
実
際
、
短

期
的
に
は
そ
の
展
望
は
怪
し
い
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
長
期
的
に
い
う
な
ら
ば
、
自
由
は
そ
れ
を
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確
保
す
る
す
べ
を
心
得
て
い
る
人
た
ち
に
安
寧
と
福
祉
、
そ
し
て
し
ば
し
ば
大
い
な
る
繁
栄
を
も
た

ら
す
だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
面
は
自
由
が
繁
栄
に
と
っ
て
不
利
と
な
る
こ
と
も
あ
り
、
む

し
ろ
専
制
の
方
が
短
期
的
繁
栄
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
自
由
を
物
質
的
利
益
に
よ
っ

て
の
み
評
価
す
る
人
々
が
自
由
を
長
く
保
持
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」（6

）

。

今
か
ら
一
世
紀
半
も
前
に
書
か
れ
た
こ
の
言
葉
は
、
一
九
九
〇
年
前
後
の
脱
社
会
主
義
革
命
に
も
見
事

に
当
て
は
ま
る
。
そ
の
時
期
に
は
「
自
ら
統
治
し
た
い
と
い
う
願
望
」
が
広
が
り
、
「
政
治
的
自
由
へ
の

渇
望
」
に
よ
っ
て
旧
権
力
が
打
倒
さ
れ
た
か
に
見
え
た
。
し
か
し
、
「
当
初
の
状
態
が
過
ぎ
去
る
と
、
独

立
へ
の
欲
求
は
弱
ま
り
、
自
由
へ
の
本
物
の
愛
と
み
え
た
も
の
は
、
実
は
圧
政
者
へ
の
憎
悪
に
過
ぎ
な
か

っ
た
」
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
社
会
主
義
を
貧
困
と
同
一
視
し
、
経
済
的
繁
栄
を
資
本
主
義
化
に
求
め
た
結

果
は
、
「
専
制
の
方
が
短
期
的
繁
栄
を
も
た
ら
す
」
と
い
う
発
想
が
多
く
の
国
民
の
支
持
を
得
る
と
い
う

状
況
で
あ
る
。
「
自
由
を
物
質
的
利
益
に
よ
っ
て
の
み
評
価
す
る
人
々
が
自
由
を
長
く
保
持
す
る
こ
と
は
、

決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
こ
で
も
適
切
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
を
一
種
の
運
命
論
的
な
法
則
の
よ
う
な
も
の
と
見
な
す
の
は
、
あ
ま
り
に
も
シ
ニ
カ

ル
な
見
方
に
な
る
だ
ろ
う
。
大
衆
運
動
に
は
波
の
干
満
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
高
揚
局
面
の
後
に
は
退

潮
局
面
が
来
る
の
が
な
ら
い
だ
と
し
て
も
、
そ
の
退
潮
が
永
続
す
る
と
い
う
こ
と
ま
で
運
命
づ
け
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
今
日
の
ロ
シ
ア
の
言
論
に
い
く
ら
制
約
が
あ
る
に
し
て
も
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ

期
以
前
の
ソ
連
の
よ
う
な
状
態
に
ま
で
逆
戻
り
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
歴
史
は
常
に
新
し
い
可
能
性
に
開

か
れ
て
い
る
。
そ
の
点
を
留
保
し
た
上
で
の
話
だ
が
、
一
時
期
に
高
揚
し
た
権
力
批
判
や
自
由
の
叫
び
が

そ
う
簡
単
に
定
着
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
こ
の
間
の
現
実
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
な
ま

じ
金
儲
け
の
自
由
が
開
か
れ
た
上
に
、
言
論
に
つ
い
て
も
過
去
と
の
相
対
比
較
で
は
自
由
度
が
広
が
っ
た

以
上
、
そ
れ
ら
を
超
え
て
更
な
る
思
想
・
信
条
の
自
由
を
確
保
し
よ
う
と
の
願
い
は
、
か
つ
て
ほ
ど
熱
烈

な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
今
日
の
ロ
シ
ア
が
い
く
ら
外
部
か
ら
「
権
威
主
義
化
」
を
指
摘
さ

れ
よ
う
と
も
、
そ
う
し
た
批
判
が
国
内
で
反
響
を
見
出
す
こ
と
が
ソ
連
時
代
以
上
に
少
な
い
の
は
、
こ
う

し
た
事
情
に
よ
る
。

（
二
〇
一
一
年
三
月
）

【
追
記
】
ソ
連
の
異
論
派
の
内
情
を
当
事
者
が
振
り
返
っ
た
興
味
深
い
回
想
と
し
て
、
ジ
ョ
レ
ス
・
Ａ
・
メ
ド
ヴ
ェ

ー
ジ
ェ
フ
、
ロ
イ
・
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
『
回
想

1925-2010

』
現
代
思
潮
新
社
、
二
〇
一
二
年
が
出
た
（
こ
の
小

文
で
触
れ
た
エ
レ
ン
ブ
ル
グ
に
関
す
る
記
述
が
八
八
‐
九
五
頁
に
あ
る
）
。


