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本
書
は
数
土
直
紀
氏
に
よ
る
二
番
目
の
単
著
で
あ
る
。
前
著
『
自
由

の
社
会
理
論
』
(
多
賀
出
版
、
二

0
0
0年
)
に
比
し
て
本
書
は
コ
ン

パ
ク
ト
で
、
お
そ
ら
く
一
般
読
者
も
想
定
し
て
著
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
理
論
的
考
察
は
同
じ
く
徹
底
的
な
も
の
で
あ
る
。
既
に
本
書
に
は
宮

原
浩
二
郎
氏
に
よ
っ
て
洞
察
に
富
む
書
評
が
な
さ
れ
て
い
る
(
『
社
会

学
評
論
』
五
二
巻
三
号
)
。

ま
ず
は
全
六
章
(
序
章
、
終
章
を
含
む
)
か
ら
な
る
本
書
の
内
容
を
、

評
者
の
理
解
に
基
づ
い
て
紹
介
し
た
い
。

本
書
が
扱
う
テ

l
マ
は
、
私
た
ち
が
「
他
者
と
共
に
生
き
る
際
に
生

じ
る
問
題
」
を
理
論
的
に
考
察
し
、
「
他
者
と
共
に
生
き
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
た
め
の
条
件
を
明
確
化
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
の
作
業
の

た
め
の
題
材
と
さ
れ
る
の
は
、
ア
ロ
ウ
の
民
主
制
の
不
可
能
性
定
理
、

セ
ン
の
リ
ベ
ラ
ル
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
、
社
会
秩
序
問
題
、
囚
人
の
ジ
レ

ン
マ
、
ス
ー
パ
ー
ゲ

l
ム
、
山
岸
俊
男
の
信
頼
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
、
進

化
ゲ
l
ム
、
井
上
達
夫
の
共
生
の
哲
学
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ト
ピ
ヅ

ク
の
多
く
は
、
数
理
的
な
手
法
を
矧
い
る
日
本
の
社
会
学
者
に
と
っ
て

馴
染
み
深
い
も
の
だ
が
、
本
書
の
関
心
は
数
理
的
展
開
で
は
な
く
、
知

見
を
解
釈
し
考
察
を
加
え
て
社
会
理
論
へ
と
紡
ぎ
上
げ
る
こ
と
に
あ
る
。

数
理
的
手
法
に
つ
い
て
の
予
備
知
識
は
読
者
に
求
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、

こ
れ
以
上
な
い
と
言
え
る
ほ
ど
の
平
易
な
説
明
が
施
さ
れ
て
い
る
。
本

書
は
そ
れ
ら
の
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
学
ぶ
た
め
の
情
報
源
と
し
て
も
利

用
で
き
る
と
思
う
。

序
章
「
相
互
理
解
と
い
う
幻
想
」
で
は
、
本
書
の
課
題
が
示
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、
「
私
と
他
者
と
の
聞
で
言
語
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
新

し
い
型
の
相
互
理
解
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
、

そ
の
成
否
の
可
能
性
を
検
討
」
す
る
こ
と
で
あ
る
(
一
八
頁
)
。
こ
れ

ま
で
の
共
同
体
内
で
の
相
互
理
解
は
「
暗
黙
の
相
互
理
解
」
で
あ
る
。

ガ

l
フ
ィ
ン
ケ
ル
の
期
待
破
棄
実
験
に
お
い
て
被
験
者
が
暗
黙
知
を
説

明
し
よ
う
と
は
し
な
い
こ
と
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
日
常
生
活
で
、
当
た

り
前
と
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
あ
え
て
「
説
明
を
求

め
る
と
い
う
行
為
し
を
取
ら
な
い
こ
と
は
、
従
来
の
相
互
理
解
の
「
虚

構
性
」
を
示
し
て
い
る
。
グ
ロ

i
パ
リ
ゼ
l
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
現
代
社

会
で
は
、
私
に
と
っ
て
「
相
互
理
解
が
単
な
る
思
い
込
み
で
し
か
な
い

よ
う
な
他
者
」
と
出
会
う
可
能
性
が
高
ま
る
の
で
、
他
者
と
の
協
同
が

成
立
す
る
た
め
に
は
、
新
し
い
「
明
示
的
(
意
識
的
)
相
互
理
解
」
が

必
要
と
な
る
。
こ
の
相
互
理
解
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
解

明
す
る
こ
と
が
本
書
の
課
題
で
あ
る
。

第
一
章
「
決
定
す
る
こ
と
の
困
難
」
で
は
、
「
合
意
L

に
至
る
と
い
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う
意
味
で
他
者
理
解
に
失
敗
し
た
際
の
解
決
策
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
用

意
し
て
お
く
べ
き
、
社
会
的
決
定
ル

l
ル
に
つ
い
て
考
察
が
な
さ
れ
る
。

社
会
的
選
択
理
論
は
、
私
と
他
者
と
が
同
時
に
受
容
で
き
る
よ
う
な
種

類
の
望
ま
し
さ
を
備
え
る
ル

l
ル
が
、
論
理
的
に
存
在
し
得
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
ア
ロ
ウ
の
定
理
は
、
成
員
の
怠
志
を
平
等
に
尊
重
す

る
よ
う
な
民
主
的
ル

l
ル
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
、
リ
ベ
ラ
ル
・
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
は
、
個
人
の
自
由
意
志
を
尊
重
す
る
よ
う
な
ル

l
ル
が
存
在

し
な
い
こ
と
を
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
の
本
章
の
展
開
は

お
そ
ら
く
読
者
に
と
っ
て
意
外
な
も
の
で
、
こ
れ
ら
不
可
能
性
の
証
明

の
後
に
社
会
的
選
択
理
論
が
自
ず
と
課
題
と
す
る
「
社
会
的
決
定
か
ら

決
定
不
可
能
な
事
態
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
志
向
性
」
に
対
し
て
著
者

は
距
離
を
と
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
で
あ
る
。
私
が
「
自
由
で
あ
る
」

こ
と
の
根
拠
は
他
者
の
存
在
と
不
可
分
で
あ
る
が
、
同
時
に
他
者
の
存

在
は
私
が
「
自
由
で
あ
る
L

こ
と
を
否
定
す
る
根
拠
で
も
あ
る
(
こ
の

こ
と
を
著
者
は
「
自
由
で
あ
る
」
こ
と
の
自
己
否
定
性
と
よ
ぶ
)
。
そ

し
て
、
「
自
由
で
あ
る
L

こ
と
を
権
利
と
し
て
尊
重
す
る
立
場
か
ら
、

社
会
的
決
定
ル

l
ル
で
は
決
定
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
え
る
こ
と
を
ま

ず
認
め
る
こ
と
、
そ
の
次
に
決
定
で
き
な
い
場
合
に
私
た
ち
が
す
べ
き

こ
と
を
決
め
る
こ
と
、
こ
の
ス
テ
ッ
プ
を
「
他
者
と
共
に
生
き
る
」
こ

と
を
考
え
る
場
合
に
適
切
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
以
下
の
章
で
は
、
決

定
不
能
な
事
態
に
直
面
し
た
と
き
に
私
た
ち
が
採
る
べ
き
行
動
の
具
体

的
な
戦
略
が
検
討
さ
れ
る
。

第
二
章
「
理
解
で
き
な
い
他
者
と
理
解
さ
れ
な
い
自
己
」
で
は
、
異

質
な
他
者
と
の
共
生
の
問
題
は
社
会
学
理
論
で
の
社
会
秩
序
問
題
と
重

な
る
こ
と
、
そ
し
て
、
共
生
問
題
を
取
り
扱
う
に
は
社
会
シ
ス
テ
ム
論

で
の
秩
序
問
題
の
「
二
重
の
不
確
定
性
問
題
」
と
い
う
定
式
化
よ
り
も
、

「
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
し
に
よ
る
定
式
化
が
適
切
で
あ
る
こ
と
が
論
じ
ら

れ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
前
者
は
二
つ
の
問
題
を
も
っ
。
第
一
に
個
人

に
社
会
性
を
仮
定
し
て
解
決
を
図
る
と
い
う
論
点
先
取
を
犯
し
て
お
り
、

第
三
に
協
力
意
志
を
も
っ
他
者
の
不
透
明
性
を
問
題
の
核
心
と
し
て
い

る
が
、
利
害
対
立
し
う
る
(
悪
意
を
も
ち
う
る
)
他
者
を
想
定
し
て
い

な
い
点
で
不
徹
底
で
あ
る
、
と
み
な
す
。
そ
れ
に
対
し
て
囚
人
の
ジ
レ

ン
マ
は
、
利
室
内
が
対
立
し
て
い
る
他
者
と
の
協
力
関
係
を
問
題
化
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
の
経
験
論
的
分
析
は
信
頼

の
調
達
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
焦
点
を
あ
わ
せ
る
の
で
、
一
二
京
一
の
不
確
定
性
問

題
を
も
取
り
扱
う
も
の
と
な
る
し
、
さ
ら
に
規
範
論
的
分
析
と
し
て
は

「
理
解
で
き
な
い
他
者
」
と
の
信
頼
形
成
の
合
理
性
と
い
う
、
可
能
社

会
に
お
け
る
問
題
ま
で
も
扱
え
る
の
で
あ
る
。
凶
人
の
ジ
レ
ン
マ
に
よ

る
秩
序
問
題
の
定
式
化
は
、
以
上
の
メ
リ
ッ
ト
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
る
。

第
三
章
「
「
理
解
で
き
な
い
/
埋
解
さ
れ
て
い
な
い
」
こ
と
の
受
容
」

で
は
、
ス
ー
パ
ー
ゲ

1
ム
(
無
限
繰
り
返
し
ゲ

1
ム
)
に
よ
る
同
人
の

ジ
レ
ン
マ
の
解
法
の
意
味
が
検
討
さ
れ
る
。
一
回
限
り
の
囚
人
の
ジ
レ

ン
マ
ゲ
l
ム
で
は
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
合
理
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、
協
力
状
態

(
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
と
も
に
協
力
行
動
を
選
択
し
た
状
態
)
の
達
成
は
不

可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
ゲ
l
ム
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
、
そ
れ

が
い
つ
終
了
す
る
の
か
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
不
係
定
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性
を
も
っ
ス
ー
パ
ー
ゲ
l
ム
で
は
、
協
力
状
態
が
出
現
す
る
可
能
性
が

出
て
く
る
。
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
と
も
に
し
っ
ぺ
返
し
戦
略
(
初
回
だ
け
は

相
手
を
信
頼
し
て
協
力
行
動
を
選
択
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
は
「
前

回
協
力
し
て
く
れ
た
相
手
に
対
し
て
は
協
力
す
る
が
、
裏
切
っ
た
相
手

に
対
し
て
は
裏
切
る
」
こ
と
を
続
け
て
い
く
と
い
う
選
択
方
針
)
を
採

る
ケ

l
ス
が
、
ナ
ッ
シ
ュ
均
衡
(
簡
単
に
言
え
ば
、
安
定
な
状
態
)
に

な
る
の
で
あ
る
(
た
だ
し
、
唯
一
の
ナ
ッ
シ
ュ
均
衡
で
は
な
い
)
。
こ

の
よ
う
な
ゲ

l
ム
理
論
の
知
見
と
信
頼
調
達
の
問
題
と
は
ど
の
よ
う
に

関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
っ
ぺ
返
し
戦
略
は
、
ま
ず
、
過
去
の
行
動

実
績
を
踏
ま
え
た
上
で
他
者
を
信
頼
し
て
い
る
の
だ
と
解
釈
で
き
る
。

ま
た
、
初
回
の
ゲ

l
ム
に
お
い
て
は
「
協
力
し
て
く
れ
る
か
ど
う
か
わ

か
ら
な
い
よ
う
な
他
者
」
に
対
す
る
信
頼
も
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て

こ
の
信
頼
に
は
よ
り
高
い
期
待
利
得
と
い
う
合
理
的
根
拠
が
存
在
し
て

い
る
。そ

し
て
、
著
者
は
、
山
岸
俊
男
が
指
摘
し
た
信
頼
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

3
、
す
な
わ
ち
、
他
者
一
般
へ
の
信
頼
が
高
い
人
は
他
人
が
協
力
的
か

そ
れ
と
も
非
協
力
的
か
を
見
分
け
る
能
力
が
高
い
傾
向
に
あ
る
、
と
い

う
実
験
結
果
を
も
と
に
、
「
理
解
す
る
し
こ
と
と
「
信
頼
す
る
し
ご
と

の
関
係
を
位
置
づ
け
る
。
信
頼
と
は
、
「
理
解
で
き
な
い
/
理
解
さ
れ

て
い
な
い
L

と
い
う
他
者
と
自
己
と
の
関
係
を
受
け
と
め
た
上
で
必
要

と
な
る
も
の
で
あ
り
、
他
者
の
行
動
を
注
意
深
く
観
察
し
正
確
に
予
測

す
る
こ
と
を
も
と
め
る
も
の
で
あ
る
。

第
四
章
「
非
合
意
の
合
意
L

で
は
、
進
化
論
的
な
適
応
/
淘
汰
の
観

点
か
ら
し
っ
ぺ
返
し
戦
略
が
検
討
さ
れ
る
。
前
章
の
ス
ー
パ
ー
ゲ

l
ム

で
は
、
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
て
自
己
の
利
得
を
計
算
す
る
と
い
う
高

度
の
計
算
能
力
を
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
要
求
し
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
高

度
の
合
理
性
の
仮
定
を
ゆ
る
め
ら
れ
る
の
か
が
本
章
の
課
題
で
あ
る
。

ア
ク
セ
ル
ロ
ッ
ド
の
「
悶
人
の
ジ
レ
ン
マ
」
選
手
権
は
、
さ
ま
J
A
C

ま
な

戦
略
を
有
限
繰
り
返
し
ゲ

1
ム
で
勝
負
さ
せ
、
し
っ
ぺ
返
し
戦
略
が
最

も
高
い
総
合
得
点
を
あ
げ
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
れ
は
進
化
の
過
程
に

お
い
て
し
っ
ぺ
返
し
戦
略
が
生
き
残
る
確
率
が
最
も
高
い
こ
と
を
意
味

し
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
計
算
能
力
は
関
与
し
て
い
な

い
。
そ
し
て
著
者
は
、
し
っ
ぺ
返
し
戦
略
の
特
徴
が
、
(
一
)
単
純
で

学
び
や
す
い
、
つ
己
お
人
好
し
で
は
な
い
、
(
一
ご
寛
容
(
忘
れ
っ
ぽ

い
)
、
(
四
)
他
の
戦
略
の
侵
入
を
許
さ
な
い
と
い
う
意
味
で
集
団
安
定

性
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
四
点
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

以
上
の
検
討
を
も
と
に
著
者
は
、
「
理
解
で
き
な
い
/
理
解
さ
れ
な

い
」
関
係
性
を
相
互
に
受
容
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
非
合
意
に
関
す
る

合
音
ω
」
の
可
能
性
を
論
じ
る
。
こ
れ
を
受
容
し
た
上
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
継
続
と
、
相
互
に
自
己
を
主
張
し
あ
う
こ
と
と
が
必
要
に
な

る
。
し
っ
ぺ
返
し
戦
略
と
は
、
「
あ
な
た
が
私
に
協
力
し
て
く
れ
る
か

ど
う
か
は
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
私
は
あ
な
た
を
信
頼

し
、
協
力
し
よ
う
。
そ
し
て
、
あ
な
た
が
私
の
信
頼
に
応
え
て
く
れ
る

限
り
、
私
は
自
分
の
選
択
を
変
え
な
い
し
と
、
継
続
的
に
自
己
主
張
す

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

終
章
「
他
者
と
生
き
る
た
め
に
」
で
は
、
他
者
を
受
け
容
れ
る
こ
と
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に
い
っ
そ
う
積
極
的
な
意
味
(
特
に
正
義
論
・
規
範
論
的
な
意
義
)
が

与
え
ら
れ
、
哲
学
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。
井
上
達
夫
の
議
論
に
従

え
ば
、
私
と
対
立
す
る
他
者
は
、
私
の
選
択
の
妥
当
性
を
相
対
化
す
る

視
点
を
提
示
し
て
く
れ
、
私
に
よ
り
多
様
な
生
の
可
能
性
、
よ
り
善
き

生
を
追
求
す
る
た
め
の
機
会
、
私
が
「
自
由
で
あ
る
こ
と
し
の
よ
り
高

次
の
意
味
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
著
者
は
、

井
上
の
議
論
が
社
会
的
弱
者
と
し
て
の
他
者
を
受
容
す
る
議
論
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
、
し
っ
ぺ
返
し
戦
略
の
翻
案
と
し
て
、
た
と
え
私
が
社

会
的
弱
者
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
「
相
手
に
寛
容
さ
を
示
し
つ
つ
、

自
己
を
主
張
す
る
」
と
い
う
原
則
を
提
案
す
る
。
無
条
件
の
寛
容
で
も

な
く
、
排
除
で
も
な
い
。
こ
れ
が
著
者
の
主
張
す
る
、
他
者
と
生
き
る

こ
と
で
、
私
の
善
き
生
を
実
現
す
る
た
め
の
原
別
で
あ
る
。

最
後
に
著
者
は
こ
の
原
則
を
適
用
す
る
た
め
の
注
意
点
を
論
じ
て
い

る
。
ま
ず
、
他
者
の
「
理
解
で
き
な
い
」
と
い
う
特
徴
は
、
程
度
の
差

は
あ
っ
て
も
私
を
と
り
ま
く
他
者
の
す
べ
て
が
有
し
て
い
る
の
で
、
他

者
一
般
へ
の
注
意
力
(
社
会
的
知
性
)
が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
求
め
ら
れ

る
。
ま
た
、
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
こ
と
が

必
要
に
な
る
。
他
者
と
共
に
生
き
る
こ
と
に
失
敗
し
た
と
き
で
も
、

「
誤
り
を
犯
し
う
る
自
分
を
積
極
的
に
受
け
容
れ
る
」
こ
と
が
わ
れ
わ

れ
に
求
め
ら
れ
る
。

以
上
が
、
本
書
の
概
要
で
あ
る
。
ず
い
ぶ
ん
紙
幅
を
費
や
し
て
し
ま
っ

た
が
、
そ
れ
で
も
本
書
の
紹
介
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
よ
う
に
感
じ

て
し
ま
う
。
概
要
で
言
及
で
き
な
か
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
理
論
(
例

え
ば
、
ハ

l
パ
マ
ス
、
ギ

J

ア
ン
ズ
、
大
津
真
幸
、
宮
台
真
司
な
ど
の
も

の
)
に
つ
い
て
も
議
論
の
流
れ
の
中
で
解
釈
さ
れ
位
置
づ
け
ら
れ
て
お

り
、
著
者
の
博
学
ぶ
り
が
わ
か
る
と
と
も
に
、
得
る
と
こ
ろ
が
た
い
へ

ん
大
き
い
だ
ろ
う
。
他
者
、
自
由
、
規
範
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、

正
義
と
い
っ
た
語
に
こ
だ
わ
り
を
持
つ
研
究
者
な
ら
、
本
書
に
必
ず
触

発
さ
れ
る
と
思
う
。
多
く
の
人
に
是
非
一
読
を
薦
め
た
い
。

本
書
は
、
今
日
の
社
会
に
お
け
る
他
者
と
の
相
互
行
為
の
可
能
性
と

い
う
観
点
か
ら
、
従
来
の
「
社
会
秩
序
問
題
論
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
領

域
で
の
議
論
群
に
、
大
き
な
一
つ
の
筋
立
て
を
与
え
て
い
る
と
い
う
点

で
、
た
い
へ
ん
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
。
他
者
と
の
関
係
の
基
礎

構
築
を
目
指
し
て
、
社
会
的
選
択
理
論
、
社
会
シ
ス
テ
ム
論
、
囚
人
の

ジ
レ
ン
マ
、
ス
ー
パ
ー
ゲ

l
ム
、
進
化
ゲ

l
ム
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
が
配

列
さ
れ
、
議
論
が
直
線
的
に
進
行
し
て
い
く
様
は
、
力
強
く
鮮
や
か
で

あ
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
俗
な
表
現
を
使
え
ば
、
本
書
は
、
「
グ
ロ
ー
バ

ル
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
の
作
法
」
「
困
っ
た
人
(
か
も
し
れ
な
い

人
)
た
ち
と
の
つ
き
あ
い
方
L

に
根
拠
を
与
え
る
基
礎
理
論
、
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
著
者
は
、
私
、
か
「
自
由
で
あ
る
」
こ
と
の
価

値
、
そ
し
て
他
者
と
の
関
係
に
よ
る
豊
か
な
可
能
性
と
い
う
価
値
を
根

拠
と
し
て
、
し
っ
ぺ
返
し
戦
略
の
翻
案
を
提
案
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
疑
問
点
を
示
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
評
者
に
は

よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
著
者
が
終
章
で
提
案
す
る
営
為
「
自

己
を
主
張
す
る
」
の
具
体
的
内
容
で
あ
る
。
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
構
造
で

の
裏
切
り
は
、
相
手
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
損
害
を
与
え
る
意
味
を
も
っ
。
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「
自
己
を
主
張
す
る
」
と
い
う
の
は
、
「
い
つ
で
も
損
害
を
与
え
ら
れ
る

ぞ
」
と
い
う
姿
勢
を
示
す
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
、
実

際
に
裏
切
り
行
動
を
選
択
せ
ず
に
、
経
験
的
・
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う

に
そ
の
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
二
に
、
「
相
手
に
寛
容
さ
を
示
し
つ
つ
、
自
己
を
主
張
す
る
」
と

い
う
こ
と
は
、
ゲ
ー
ム
に
参
加
し
た
上
で
の
戦
略
で
あ
る
。
だ
が
、
今

日
問
題
と
す
べ
き
点
と
し
て
「
ゲ
l
ム
を
し
な
い
」
「
ゲ

l
ム
か
ら
退

出
す
る
」
と
い
う
行
動
選
択
が
あ
る
と
思
う
。
具
体
的
に
は
、
他
者
に

対
す
る
徹
底
的
に
無
関
心
な
態
度
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
動
選
択
は

本
書
の
議
論
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
書
き
込
ま
れ
う

る
の
か
。

第
三
に
、
本
書
の
議
論
と
、
知
識
の
共
有
と
い
う
意
味
で
の
相
互
理

解
と
の
関
係
で
あ
る
。
本
書
を
読
み
な
が
ら
、
こ
の
作
法
に
つ
い
て
の

(
知
識
の
伝
達
と
し
て
の
)
教
育
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
。
何
ら
か
の

働
き
か
け
を
し
な
く
と
も
著
者
提
案
の
行
動
戦
略
が
定
着
す
る
な
ら
、

そ
も
そ
も
あ
え
て
提
案
す
る
必
要
は
な
い
。
お
そ
ら
く
教
育
は
こ
の
行

動
戦
略
の
定
着
に
効
果
を
も
っ
左
予
想
で
き
る
。
教
育
が
効
果
を
も
っ

と
い
う
こ
と
は
、
知
識
の
共
有
、
そ
の
意
味
で
の
相
互
理
解
が
こ
の
行

動
戦
略
の
有
効
性
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
著
者
の
否
定
す
る
「
暗
黙
の
相
互
理
解
」
で
は
な
い
け
れ
ど
、
行

動
戦
略
に
何
ら
か
の
社
会
性
が
前
提
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、

そ
の
社
会
性
に
つ
い
て
解
明
す
る
理
論
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ら

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
評
者
は
社
会
シ
ス
テ
ム
論
や
広
義
の
社
会

契
約
論
に
い
ま
だ
意
義
を
見
出
せ
る
と
考
え
て
い
る
。

以
上
の
疑
問
に
答
え
が
い
た
だ
け
る
な
ら
ば
、
本
書
の
意
義
が
い
っ

そ
う
読
者
に
理
解
さ
れ
る
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。

(
と
ど
ろ
き

ま
こ
と
・
金
沢
大
学
文
学
部
)
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-
書
評
に
応
え
て

数
士
直
紀

『
ソ
シ
オ
ロ
ジ
』
の
書
評
に
拙
著
を
取
り
上
げ
て
い
た
だ
い
た
編
集

委
員
会
と
、
的
確
な
書
評
を
し
て
い
た
だ
け
た
轟
亮
氏
に
ま
ず
お
礼
を

申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
機
会
を
設
け
て
い
た
だ

い
て
、
改
め
て
私
自
身
が
設
定
し
た
テ
l
マ
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ

こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
特
に
、
轟
氏
に
は
、
拙
著
に
対
し
て
投

げ
か
け
ら
れ
た
三
一
つ
の
疑
問
点
を
含
め
、
実
に
的
確
か
っ
正
当
な
評
価

を
し
て
い
た
だ
い
た
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
的
確
か
っ
正
当
な

評
価
に
対
し
て
は
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ
た
疑
問
に
対
し
て
で
き
る
だ
け

真
撃
に
応
え
る
こ
と
が
私
に
と
っ
て
の
義
務
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
轟
氏

か
ら
い
た
だ
い
た
疑
問
点
に
対
し
て
で
き
る
限
り
誠
実
に
答
え
て
い
こ

う
と
思
う
。

轟
氏
は
、
拙
著
に
対
し
て
三
つ
の
疑
問
点
を
提
示
し
た
。
ま
ず
、

「
自
己
を
主
張
す
る
」
と
い
っ
た
と
き
の
具
体
的
な
内
容
は
何
な
の
か

と
い
う
こ
と
。
次
に
、
他
者
に
対
し
て
徹
底
的
な
無
関
心
で
あ
り
続
け

る
と
い
う
戦
略
を
採
る
も
の
に
対
し
て
は
、
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の

か
と
い
う
こ
と
。
最
後
に
、
教
育
の
効
果
と
い
う
観
点
か
ら
相
互
理
解

を
目
指
す
と
い
う
戦
略
は
評
価
で
き
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
。
こ
こ
で

は
、
こ
の
順
番
に
し
た
が
い
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
私
な
り
の
考
え
を

述
べ
て
い
こ
う
と
思
う
。

ま
ず
、
「
自
己
を
主
張
す
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
」
と
い
う
疑

問
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
の
間
い
に
直
接
に
答
え
る
前
に
確
認
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
々
の
関
係
を
考
え
た
場
合
に

は
、
自
己
主
張
は
必
ず
し
も
成
功
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
相
手
に
よ
っ
て
は
、
自
己
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

引
き
起
こ
さ
れ
る
の
は
単
な
る
不
毛
な
論
争
で
し
か
な
か
っ
た
り
、
あ

る
い
は
単
に
お
互
い
を
傷
つ
け
合
う
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
り
す
る
可

能
性
が
非
常
に
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
拙
著
は
、
仮
に
そ

う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
己
主
張
す
る
態
度
を
保
持
し
続
け
る
こ
と

が
、
総
合
的
に
考
え
て
一
人
一
人
に
有
利
に
働
く
し
、
望
ま
し
く
も
あ

る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
拙
著

は
、
「
白
己
主
張
す
れ
ば
、
必
ず
道
が
拓
か
れ
る
」
な
ど
と
お
め
で
た

い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
辺
の
事
情
を
も
う
少
し
分
か
り
ゃ
す
く
す
る
た
め
に
、
ア
ク
セ

ル
ロ
ッ
ド
の
選
手
権
で
最
も
高
い
総
合
得
点
を
上
げ
た
し
っ
ぺ
返
し
戦

略
の
特
徴
の
一
つ
を
再
確
認
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
し
っ
ぺ
返
し
戦
略
は

個
々
の
対
戦
で
は
一
回
も
勝
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
に
、
総
合
的
に

は
他
の
戦
略
に
勝
利
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
し
っ
ぺ
返
し

戦
略
は
必
ず
裏
切
り
し
か
選
択
し
な
い
戦
略
に
対
し
て
は
個
別
の
対
戦

で
は
勝
て
な
い
。
し
っ
ぺ
返
し
戦
略
は
相
手
が
裏
切
り
続
け
る
限
り
円

分
も
裏
切
り
続
け
る
し
か
な
い
し
、
そ
う
す
る
と
最
初
に
協
力
し
た
分

だ
け
裏
切
り
戦
略
よ
り
も
点
数
が
低
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
裏
切
り
戦
略
が
他
の
戦
略
と
の
対
戦
で
思
う
よ
う
に
得
点
を
上
げ
ら
れ

ず
結
局
は
低
い
総
合
得
点
に
終
わ
る
の
に
対
し
て
、
し
っ
ぺ
返
し
戦
略

は
他
の
戦
略
と
の
対
戦
に
お
い
て
う
ま
く
協
力
を
引
き
出
す
こ
と
で
結
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局
は
高
い
総
合
得
点
を
得
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
つ
ま
り
、
個
別
の
対

戦
で
は
し
っ
ぺ
返
し
戦
略
は
裏
切
り
戦
略
に
勝
て
な
い
し
、
し
っ
ぺ
返

し
戦
略
と
裏
切
り
戦
略
と
の
関
係
は
裏
切
り
合
戦
に
し
か
な
ら
な
い
と

い
う
意
味
で
不
毛
な
の
で
あ
る
。
し
っ
ぺ
返
し
戦
略
の
重
要
な
特
徴
の

一
つ
は
、
個
別
の
局
面
を
み
れ
ば
あ
ま
り
効
果
が
あ
る
と
思
え
な
い
戦

略
が
、
大
局
的
に
は
も
っ
と
も
効
果
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
を
念
頭
に
お
い
て
、
轟
氏
の
最
初
の
質
問
に
答
え
よ
う
と
思

う
。
「
白
己
を
主
張
す
る
し
こ
と
は
、
相
手
に
対
す
る
「
協
力
」
を
止

め
る
こ
と
を
可
能
性
と
し
て
含
ん
で
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
つ
ね

に
可
能
性
で
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
が
望
ま
し
い
こ
と
は
一
二
一
口
う
ま
で
も
な

い
。
し
か
し
、
必
要
な
と
き
に
そ
れ
を
選
択
で
き
な
け
れ
ば
、
「
自
己

を
主
張
す
る
」
こ
と
の
内
実
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
「
実
際
に
裏
切
り
行
動
を
選
択
せ
ず
に
」
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら

な
い
。
確
か
に
、
個
々
の
関
係
に
お
い
て
は
、
裏
切
り
行
動
を
選
択
す

る
こ
と
が
問
題
を
生
産
的
に
解
決
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
と
は
思
え
な

い
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
関
係
で
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
、
こ

の
相
手
に
対
し
て
自
己
主
張
を
あ
え
て
す
る
こ
と
に
あ
ま
り
意
味
が
あ

る
よ
う
に
思
え
な
い
場
合
に
す
ら
、
「
自
己
を
主
張
す
る
」
態
度
を
保

持
し
続
け
る
こ
と
が
長
期
的
に
は
社
会
全
体
を
変
化
さ
せ
て
い
く
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
「
他
者
に
対
し
て
徹
底
的
に
無
関
心
で
い
る
」
と
い
う
戦
略

が
拙
著
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
対

し
て
答
え
た
い
と
思
う
。
実
は
こ
れ
と
同
じ
質
問
を
、
別
の
機
会
に
別

の
方
か
ら
い
た
だ
い
た
(
士
場
・
松
村
二

O
O
二
)
。
そ
こ
で
、
そ

の
と
き
に
私
が
し
た
リ
プ
ラ
イ
を
(
表
現
は
少
し
変
わ
る
け
れ
ど
)
繰

り
返
し
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

正
直
に
言
え
ば
、
拙
著
を
準
備
し
て
い
る
と
き
、
「
他
者
に
対
し
て

徹
底
的
に
無
関
心
で
い
る
」
存
在
を
念
頭
に
は
お
い
て
い
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
疑
問
点
は
、
い
わ
ば
私
の
盲
点
だ
っ
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
存
在
が
私
の
盲
点
に
な
っ
た
理
由
は
、

望
む
望
ま
な
い
に
関
係
な
く
他
者
と
否
応
な
く
関
わ
っ
て
い
か
ざ
る
を

え
な
く
な
る
よ
う
な
状
況
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
考
察
を
進
め
た
か
ら

だ
と
思
う
。
た
だ
そ
う
だ
と
し
て
も
、
今
の
段
階
で
は
、
轟
氏
の
疑
問

点
に
対
し
て
二
つ
の
観
点
か
ら
答
え
た
い
。
一
つ
は
、
他
者
に
対
す
る

徹
底
的
な
無
関
心
を
ど
こ
ま
で
一
貫
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
と
い

う
観
点
か
ら
で
あ
る
。
個
別
の
局
面
に
お
い
て
は
、
「
ゲ

l
ム
を
し
な

い
」
「
ゲ

l
ム
か
ら
退
出
す
る
」
と
い
う
行
動
を
選
択
で
き
る
場
合
が

あ
り
え
る
(
「
引
き
こ
も
り
」
も
、
そ
の
一
っ
か
も
し
れ
な
い
)
。
し
か

し
、
そ
の
選
択
を
最
後
ま
で
完
遂
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
不
可
能
だ
ろ

う
し
、
そ
う
で
な
く
て
も
相
当
岡
難
な
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
う
考

え
れ
ば
、
「
ゲ

l
ム
を
し
な
い
」
「
ゲ

l
ム
か
ら
退
出
す
る
L

を
選
択
し

た
者
も
い
つ
か
は
「
ゲ
l
ム
に
参
加
す
る
」
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る

だ
ろ
う
し
、
そ
の
と
き
に
は
拙
著
の
議
論
が
効
い
て
く
る
の
で
は
な
い

か
と
期
待
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
他
者
と
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と

の
怠
義
と
は
何
か
と
い
う
観
点
か
ら
で
あ
る
。
他
者
と
出
会
う
こ
と
で
、

自
ら
の
生
き
方
・
価
値
観
を
相
対
化
し
、
よ
り
自
由
に
そ
し
て
よ
り
曲
宵
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か
に
生
き
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
、
「
相
手
に
寛
容
さ

を
示
し
つ
つ
、
自
己
を
主
張
す
る
」
こ
と
は
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め

の
も
っ
と
も
基
本
的
な
戦
略
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
ゲ

l
ム

を
し
な
い
」
「
ゲ

l
ム
か
ら
退
出
す
る
」
と
い
う
選
択
は
、
最
終
的
に

は
維
持
で
き
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た
仮
に
維
持
で
き
た
と
し
て
も
生
の

可
能
性
を
貧
し
い
状
態
の
ま
ま
に
す
る
よ
う
な
消
極
的
な
選
択
で
し
か

な
い
ご
と
を
主
張
し
た
い
。

最
後
に
、
「
教
育
に
効
果
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
相
互
理
解
を

目
指
す
戦
略
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い

う
疑
問
点
に
つ
い
て
答
え
た
い
と
思
う
。
こ
の
疑
問
点
を
拙
著
に
対
し

て
も
う
少
し
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
表
現
で
言
い
換
え
れ
ば
、
「
(
知
識
の

共
有
と
い
う
意
味
で
の
)
相
互
理
解
を
目
指
す
こ
と
を
否
定
し
て
お
き

な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
著
作
を
書
く
こ
と
自
体
が
(
知
識
の
共
有
と
い

う
意
味
で
の
)
相
互
理
解
に
何
か
を
期
待
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
は
し

な
い
か
」
と
い
う
ご
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
嘘
つ
き
の
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
と
同
型
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。

た
だ
、
私
自
身
は
、
あ
く
ま
で
も
知
識
の
共
有
を
目
指
す
よ
う
な
型

の
相
互
理
解
を
必
ず
し
も
完
全
に
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
私

の
主
張
は
、
そ
の
よ
う
な
刑
の
相
互
理
解
が
「
知
識
が
共
有
さ
れ
て
い

な
い
」
こ
と
を
問
題
と
し
て
主
題
化
し
な
い
と
い
う
人
々
の
マ
ナ
ー
に

よ
っ
て
た
だ
虚
構
と
し
て
存
在
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
型
の
相
互
理
解
が
(
虚
構
と
し
て
)
存
在
し
、
そ
し
て
そ
れ
が

存
在
す
る
こ
と
で
ミ
ク
ロ
な
社
会
秩
序
が
成
り
立
つ
て
い
る
と
い
う
事

実
を
決
し
て
否
定
的
に
評
価
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
問
題
に
し
た

い
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
社
会
秩
序
の
成
立
の
さ
せ
方
が
今
後
次
第
に

困
難
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
く
ま

で
も
こ
の
よ
う
な
型
の
相
互
理
解
に
固
執
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な
振
る
舞

い
は
暴
力
性
を
帯
び
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
私
は
知
識
の
共
有
を
目
指
す
教
育
と
い
う
営
み
の
効

果
を
信
じ
て
い
る
し
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
拙
著
の
主
張
と
矛
盾
し
て

い
た
り
、
拙
著
の
主
張
を
否
定
し
て
い
た
り
し
て
い
る
と
は
考
え
て
い

な
い
。
た
だ
も
し
付
け
加
え
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
教
育
に
よ
る

知
識
の
共
有
の
達
成
は
、
教
え
る
側
の
「
理
解
し
て
く
れ
た
」
と
い
う

思
い
込
み
と
教
わ
る
側
の
「
理
解
で
き
た
」
と
い
う
思
い
込
み
に
よ
っ

て
成
立
し
て
い
る
虚
構
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
(
さ
ら
に

付
け
加
え
れ
ば
、
私
は
、
虚
構
で
な
い
「
真
の
」
知
識
の
共
有
と
い
う

も
の
が
ど
こ
か
に
存
在
す
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
知
識
の
共
有
と
は
、

つ
ね
に
そ
の
よ
う
な
虚
構
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
)

し
た
が
っ
て
、
知
識
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
は
つ
ね
に
疑
わ

れ
る
可
能
性
に
刻
し
て
聞
か
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
も
し
知
識
の
共

有
を
疑
う
ご
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
人
々
に

対
し
て
抑
圧
的
に
作
用
す
る
か
ら
だ
。
疑
う
こ
と
を
許
さ
な
い
常
識
と

か
、
慣
習
と
か
、
規
範
と
い
っ
た
も
の
の
抑
圧
性
・
暴
力
性
が
こ
こ
に

あ
る
。
当
然
、
教
育
は
こ
の
よ
う
な
抑
圧
性
・
暴
力
性
か
ら
自
由
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
(
と
は
い
え
、
現
実
の
教
育
は
、
常
識
や
権
威
に
ま

み
れ
、
し
ば
し
ば
抑
圧
的
・
暴
力
的
に
な
る
)

0
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私
は
、
知
識
の
共
有
を
目
指
す
型
の
相
互
理
解
と
、
理
解

で
き
な
い
部
分
は
そ
れ
で
も
残
る
と
い
う
「
理
解
で
き
な
い
」
こ
と
を

理
解
す
る
型
の
相
互
理
解
を
積
極
的
に
併
存
さ
せ
て
よ
い
と
考
え
て
い

る
。
前
者
へ
の
固
執
が
暴
力
を
帰
結
す
る
よ
う
に
、
後
者
へ
の
固
執
が

「
対
話
の
拒
否
」
と
い
う
別
の
暴
力
を
帰
結
し
か
ね
な
い
と
も
考
え
る

か
ら
で
あ
る
。

私
か
ら
の
回
答
は
以
上
で
あ
る
。
単
に
「
著
者
で
あ
る
」
と
い
う
特

権
を
利
用
し
て
轟
氏
の
疑
問
点
に
答
え
る
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た

こ
と
に
感
謝
し
て
い
る
が
、
私
の
回
答
も
所
詮
は
多
く
あ
り
う
る
様
々

な
解
釈
の
一
つ
で
し
か
な
い
。
も
し
轟
氏
が
自
身
の
設
定
し
た
疑
問
に

拙
著
を
離
れ
た
立
場
か
ら
回
答
し
、
そ
の
結
果
新
し
い
社
会
理
論
が
誕

生
す
れ
ば
よ
り
刺
激
的
だ
し
、
轟
氏
で
な
く
他
の
読
者
に
つ
い
て
も
同

様
だ
と
思
っ
て
い
る
。

む
し
ろ
、
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