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今
回
は
、
大
黒
弘
慈
さ
ん
の
近
作
双
著
に
つ
い
て
、『
模
倣
と
権
力
の
経
済
学
』

の
ほ
う
を
中
心
に
、
そ
し
て
関
連
す
る
か
ぎ
り
で
『
マ
ル
ク
ス
と
贋
金
づ
く
り
た

ち
』
に
も
言
及
し
な
が
ら
コ
メ
ン
ト
せ
よ
、
と
の
ご
依
頼
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

た
だ
20
分
と
限
ら
れ
た
時
間
で
す
の
で
、
大
黒
さ
ん
の
叙
述
を
追
う
の
で
は
な

く
、
私
が
重
要
だ
と
思
う
論
点
か
ら
順
に
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

1

類
比analogy

■
本
書
の
手
法

は
じ
め
に
こ
れ
を
言
っ
て
し
ま
う
と
、
身
も
蓋
も
な
く
な
り
そ

う
で
す
が
、
重
要
だ
と
思
う
順
に
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
本
書
の
基
本
的
性
格
に

つ
い
て
少
し
述
べ
て
み
ま
す
。
た
だ
基
本
的
性
格
と
い
っ
て
も
書
か
れ
た
内
容
で

は
な
く
、
書
き
方
あ
る
い
は
思
考
ス
タ
イ
ル
に
関
わ
る
こ
と
で
、
一
言
で
い
っ
て

し
ま
え
ば
、⟨

比
較⟩

と
い
う
手
法
の
問
題
で
す
。
本
書
の
特
徴
は
、
異
な
る
時
代

の
著
者
に
よ
る
、
性
質
も
か
な
り
違
う
著
作
を
対
比
し
な
が
ら—

さ
す
が
に
共

通
物
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
と
か
、
よ
い
と
こ
ろ
を
拾
い
集
め
て
折
衷
す
る
と

か
、
そ
う
い
う
単
純
な
こ
と
で
は
な
い
で
す
が—

そ
こ
に
共
通
す
る
考
え
を
読

み
と
る
か
た
ち
で
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
定
義
を
明
確
に
し
、

命
題
を
論
証
し
、
一
つ
の
原
理
像
を
構
成
す
る
と
い
う
方
法
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た

私
の
よ
う
な
原
理
論
研
究
者
か
ら
み
る
と
、
か
な
り
違
っ
た
手
法
の
よ
う
に
み

え
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
う
い
う
手
法
が
よ
い
か
、
一
つ
の
方
法
論
し
か
な

い
と
い
う
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
ま
ず
こ
の
違
い
を
意
識
し
な
い
と
、

ち
ゃ
ん
と
し
た
対
話
に
は
な
る
ま
い
と
危
惧
す
る
だ
け
で
す
。

■
原
理
論
の
構
成
方
法

原
理
論
の
構
成
方
法
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
一
般
的
な

了
解
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
ご
く
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
ま
す
。「
同
じ

労
働
量
を
投
下
す
れ
ば
い
く
ら
で
も
生
産
で
き
る
商
品
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
商
品

の
価
値
は
投
下
労
働
量
で
き
ま
る
」（
リ
カ
ー
ド
）
と
か
、「
資
本
構
成
が
不
断
に

高
度
化
す
る
な
ら
ば
、
相
対
的
過
剰
人
口
が
累
積
す
る
」（
マ
ル
ク
ス
）
と
い
う

よ
う
に
、
簡
単
な
条
件
の
も
と
で
特
定
の
命
題
を
論
証
す
る
タ
イ
プ
の
、
広
い
意

味
の
演
繹
的
推
論
が
原
理
論
の
展
開
方
法
の
基
本
で
す
。「
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
原
論
」

や
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
「
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
」
以
来
、⟨

原
理⟩

と
い
え
ば
だ
い
た
い
こ
う

し
た
方
法
に
よ
る
も
の
で
す
。
た
だ
論
証
す
べ
き
命
題
の
立
て
方
が
、
数
学
や
あ

る
い
は
物
理
学
の
よ
う
に
は
ゆ
か
な
い
と
こ
ろ
が
、
経
済
学
の
よ
う
な
社
会
科
学

の
厄
介
な
と
こ
ろ
で
す
。
た
と
え
ば
商
品
と
か
資
本
と
か
い
う
用
語
も
、
自
然
言

語
を
用
い
た
社
会
的
実
践
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
そ
の
定
義
に
は

多
義
性
が
つ
き
ま
と
い
、
ま
た
論
証
す
べ
き
命
題
も
一
定
の
歴
史
的
文
脈
の
な

か
で
、
は
じ
め
て
関
心
の
対
象
と
な
り
え
た
も
の
で
す
。
こ
う
し
た
面
が
あ
る
た

め
、
社
会
科
学
に
お
い
て
は
新
し
い
問
題
を
提
起
し
た
先
行
研
究
を
対
象
に
据
え

て
、
自
然
言
語
に
付
随
す
る
多
義
性
を
可
能
な
か
ぎ
り
払
拭
す
る
作
業
が
重
要
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
が
テ
キ
ス
ト
の⟨

解
釈⟩

で
す
。
ど
の
よ
う
な
想
定
の
う
え
に
、

ど
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
だ
し
た
の
か
、
こ
れ
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
そ
の
真

偽
適
否
を
吟
味
す
る
作
業
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
、⟨

解
釈⟩

に
対
す
る⟨

批
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判⟩

で
す
。

も
ち
ろ
ん
実
際
に
は
、
解
釈
と
批
判
は
切
り
離
せ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
る
テ
キ
ス
ト
を
ど
う
読
む
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
命
題
を
正

し
い
と
考
え
る
か
ど
う
か
、
と
表
裏
の
関
係
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
次
の
点

が
重
要
に
な
り
ま
す
。
ま
ず
第
一
に
、
解
釈
と
批
判
が
不
可
分
で
あ
れ
ば
こ
そ
、

逆
に
両
者
を
意
識
的
に
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。「
解
釈
と
し
て
妥

当
だ
」
と
い
う
こ
と
は
、「
解
釈
さ
れ
た
命
題
が
真
だ
」
と
い
う
こ
と
を
少
し
も

意
味
し
ま
せ
ん
。
第
二
に
、
解
釈
と
批
判
の
区
別
は
、
解
釈
な
ど
ど
う
で
も
よ
い

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
点
で
す
。
テ
キ
ス
ト
は
異
な
る
解
釈
を
許
す
と
い

う
前
提
の
も
と
で
、
解
釈
は
解
釈
と
し
て
厳
密
に
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
わ
け
で

す
。
と
く
に
社
会
科
学
に
お
い
て
は
、
論
文
あ
る
い
は
著
書
全
体
と
複
雑
な
関
連

を
も
っ
て
提
示
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
解
釈
が
決
定
的
比
重
を
占
め
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
原
理
論
の
立
場
か
ら
み
る
と—

思
想
史
か
ら
は
違
う
位

置
づ
け
に
な
る
で
し
ょ
う
が—

比
較
は
解
釈
の
た
め
の
一
手
法
と
い
う
こ
と
に

な
り
そ
う
で
す
。

■
解
釈
の
手
法
と
し
て
の
比
較

原
理
論
の
方
法
に
話
が
少
し
逸
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、
問
題
は
大
黒
氏
が
本
書
で
多
用
す
る
「
比
較
」
と
い
う
手
法
は
、
基
本

的
に
解
釈
に
関
わ
る
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。
私
は
多
く
の
場
合
『
資
本
論
』
な

ど
か
ら
、
あ
る
主
張
が
凝
縮
さ
れ
た
数
セ
ン
テ
ン
ス
な
い
し
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
程
度

を
切
り
だ
し
、
前
後
の
文
脈
の
な
か
で
、
そ
こ
で
は
P
と
い
う
命
題
が
主
張
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
P ′

と
い
う
命
題
を
読
み
と
る

べ
き
だ
、
と
い
う
よ
う
な
解
釈
を
加
え
ま
す
。
し
か
し
、
解
釈
は
こ
の
よ
う
な
単

純
な
ユ
ニ
ッ
ト
の
寄
せ
集
め
に
終
わ
り
ま
せ
ん
。
本
格
的
な
解
釈
に
は
、
こ
う
し

た
ユ
ニ
ッ
ト
を
有
機
的
に
組
み
立
て
て
、
よ
り
大
き
な
含
意
を
引
き
だ
す
こ
と
が

不
可
欠
で
す
。
こ
う
し
た
い
わ
ば
大
解
釈grand

iterpretaiton

の
手
法
と
し

て
比
較
論
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
整

理
し
た
う
え
で
、
あ
ら
た
め
て⟨

比
較⟩

と
は
そ
も
そ
も
何
を
す
る
こ
と
な
の
か
、

本
書
と
の
関
係
で
重
要
と
思
わ
れ
る
問
題
を
二
つ
ほ
ど
考
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

■
比
較
の
要
件

一
つ
目
は
、
異
な
る
テ
キ
ス
ト
の
比
較
可
能
性
で
す
。
比
較
で

き
る
の
は
、
異
な
る
も
の
の
間
に
何
か
し
ら
の
関
連
が
あ
る
か
ら
で
す
。
比
較
を

可
能
に
す
る
関
連
づ
け
に
は
、
大
き
く
い
っ
て
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。
テ

キ
ス
ト
の
内
部
に
関
連
づ
け
が
内
包
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
と
そ
う
で
な
い
ケ
ー
ス

で
す
。
た
と
え
ば
、
リ
カ
ー
ド
『
原
理
』
冒
頭
の
価
値
論
で
は
、
ス
ミ
ス
の
『
国

富
論
』
に
は
支
配
労
働
価
値
説
と
投
下
労
働
価
値
説
が
混
在
し
て
い
る
が
後
者
に

一
本
化
す
べ
き
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
テ
キ
ス
ト
R
が
テ
キ
ス
ト
S
の

比
較
参
照
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
も
し
ス
ミ
ス
が
リ
カ
ー
ド
の
『
原
理
』
を

読
む
こ
と
が
で
き
た
と
す
れ
ば
何
ら
か
の
反
論
を
書
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と

な
る
と
、
ス
ミ
ス
の
S ′

か
ら
リ
カ
ー
ド
の
R
へ
の
比
較
参
照
と
な
る
わ
け
で
、

い
わ
ゆ
る
論
争
形
式
の
テ
キ
ス
ト
群
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
（
1
）
こ
れ
が

比
較
参
照
の
も
っ
と
も
濃
密
な
ケ
ー
ス
で
し
ょ
う
。
（
2
）

反
対
の
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
も
、
そ
の
内
部
に

参
照
を
求
め
る
契
機
が
な
い
ケ
ー
ス
で
す
。
こ
の
場
合
、
比
較
す
る
の
は
読
み
手

で
す
。
狭
い
意
味
で
比
較
（
す
る
）
と
い
え
ば
、
こ
の
ケ
ー
ス
の
ほ
う
で
し
ょ
う
。

た
と
え
ば
マ
ル
ク
ス
の
市
場
像
と
ワ
ル
ラ
ス
の
市
場
像
を
比
較
す
る
と
い
っ
た

ケ
ー
ス
で
す
。
私
な
ら
、
マ
ル
ク
ス
の
市
場
像
の
特
徴
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、

（
1
）
共
通
の
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
論
争
す
る
と
い
う
厄
介
な
ケ
ー
ス
も
で
て
き
ま

す
。

（
2
）
実
は
も
っ
と
濃
密
な
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
同
じ
論
文
・
著
作
を
構
成
す
る
各
部

分
で
す
。
こ
れ
は
対
外
に
比
較
参
照
さ
れ
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
、
論
文
・
著
書
全
体

を
形
づ
く
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
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同
じ
市
場
と
い
う
対
象
が
ワ
ル
ラ
ス
が
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
か
、
対
比
し

た
り
し
て
み
る
わ
け
で
す
。
こ
の
場
合
、
比
較
を
可
能
に
す
る
関
連
づ
け
は
読
み

手
が
外
部
か
ら
も
ち
こ
む
わ
け
で
す
。
こ
の
場
合
な
ら
、
市
場
像
と
い
う
共
通
項

が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
、
特
段
関
連
づ
け
を
論
じ
る
必
要
は
な
い
で
し
ょ

う
が
、
関
連
が
捉
え
に
く
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
共
通
項
の

な
い
テ
キ
ス
ト
（
群
）
を
突
合
し
、
隠
れ
た
類
似
性
を
探
り
だ
す
と
い
う
場
合
も

あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
比
較
が
と
く
に
有
効
に
み
え
る
の
は
、
市
場
と
か
貨
幣
と

か
、
明
示
で
き
る
共
通
項
に
お
い
て
で
は
な
く
、
テ
キ
ス
ト
の
書
き
手
自
身
が
直

接
意
識
し
に
く
い
、
記
述
の
ス
タ
イ
ル
と
か
、
着
想
法
と
か
、
論
理
構
成
の
ク
セ

と
か
、
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
の
類
似
性
で
、
こ
れ
は
異
な
る
テ
キ
ス
ト
（
群
）
を
対

比
す
る
第
三
者
の
分
析
に
よ
っ
て
引
き
だ
さ
れ
る
も
の
で
す
。

い
ま
二
つ
の
ケ
ー
ス
に
分
け
た
の
は
、
あ
く
ま
で
整
理
の
た
め
の
両
極
で
す
。

実
際
に
な
さ
れ
る
比
較
は
こ
の
中
間
の
グ
レ
イ
な
領
域
に
位
置
し
ま
す
。
テ
キ
ス

ト
の
著
者
を
も
ち
だ
せ
ば
、
テ
キ
ス
ト
に
書
か
な
く
て
も
著
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
レ

ベ
ル
で
異
な
る
テ
キ
ス
ト
を
意
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
は
可
能
で

す
。
し
か
し
、
こ
の
レ
ベ
ル
に
な
る
と
そ
れ
は
読
み
手
の
憶
測
が
は
い
る
わ
け
で

あ
り
、
著
者
の
意
図
に
そ
れ
以
上
の
も
の
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い

ま
す
。

■
比
較
の
効
果

二
つ
目
は
、
比
較
か
ら
ど
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
だ
す
か
、
と

い
う
問
題
で
す
。
こ
れ
も
形
式
論
で
い
え
ば
、
P

と
Q

と
い
う
テ
キ
ス
ト
が

あ
っ
た
と
き
、
両
者
が
類
似
し
て
い
る
と
き
、
比
較
を
通
じ
てP

∧
Q

あ
る
い

はP
∨

Q

と
い
っ
た
共
通
項
に
着
目
す
る
の
か
、
あ
る
い
はP

∧
¬

Q

あ
る
い

はQ
∧

¬
P

の
よ
う
な
い
わ
ば
純
粋
部
分
に
着
目
す
る
の
か
、
両
極
が
考
え
ら
れ

ま
す
。
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
Q

も
実
は
P

に
通
底
し
て
い
る
と

か
、
お
互
い
独
立
に
論
じ
て
い
て
も
本
当
は
同
じ
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
の
だ
、

と
い
っ
た⟨

拡
張⟩

に
進
む
の
か
、
Q

は
P

と
同
義
で
は
な
い
と
か
、
Q

だ

か
ら
と
い
っ
て
P

だ
と
は
限
ら
な
い
、
と
い
っ
た⟨

限
定⟩

を
引
き
出
す
の
か
、

大
き
く
二
手
に
分
か
れ
ま
す
。
比
較
の
効
果
は
ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ

ま
す
が
、
原
論
的
考
察
で
は
と
り
わ
け
後
者
の⟨

限
定⟩

が
厳
密
な
定
義
を
与
え

る
基
本
と
な
り
ま
す
。
P

と
Q

が
共
通
項
を
も
た
ず
隙
間
な
く
接
す
る
P ∗

と
Q∗

に
ま
で⟨

抽
象⟩

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
共
通
項
を
媒
介
に

P
→

Q
→

R
→

···

と
連
想
を
延
ば
し
て
ゆ
く⟨

総
合⟩

（
3
）
は
、
た
し
か
に
新
た
な

着
想
に
導
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
は⟨

原
論⟩

の
演
繹
的
論
理
は
成
立
し

ま
せ
ん
。
厳
密
な
理
論
を
追
求
す
る
者
は
こ
こ
で
一
句
、〝
似
て
る
と
同
じ
は
違

う
の
だ
〞
と
呪
文
を
唱
え
、
違
い
を⟨

分
析⟩

す
る
方
向
に
専
念
す
る
も
の
で
す
。

■
本
書
の
比
較
論

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
一
つ
目
の
「
比
較
の
要
件
」
に

関
し
て
、
本
書
の
特
徴
は
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
自
身
の
う
ち
に
比
較
参
照
が
明
示
さ

れ
て
い
な
い
テ
キ
ス
ト
（
群
）
の
比
較
と
い
う
第
二
の
ケ
ー
ス
が
多
用
さ
れ
て
い

る
点
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
本
書
の
骨
格
を
な
す
第
1
章
（
マ
ル
ク

ス
と
タ
ル
ド
の
比
較
）
が
難
し
い
の
は
、
一
つ
に
は
こ
の
た
め
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
大
黒
さ
ん
は
黒
子
に
な
っ
て
、
あ
た
か
も
タ
ル
ド
の
テ
キ
ス
ト
T
の

な
か
に
マ
ル
ク
ス
の
テ
キ
ス
ト
M
と
の
比
較
が
内
包
さ
れ
て
い
る
か
の
ご
と
く

語
る
の
で
す
が
、
こ
こ
に
は
や
は
り
無
理
が
あ
り
、
け
っ
き
ょ
く
こ
の
本
の
読
み

手
は
、
隠
さ
れ
た
黒
子
の
心
境
ま
で
忖
度
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
な
比
較
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
鮮
明
に
浮
か
び
あ
が
っ
て

く
る
、
そ
う
い
う
特
徴
的
な
命
題
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
命
題
が

な
ぜ
重
要
な
の
か
、
こ
れ
は
T
に
も
M
に
も
記
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
こ
の

点
に
関
し
て
は
、
著
者
が
自
ら
の
責
任
で
明
言
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
む
ろ
ん
、
大

（
3
）

こ
の
〝
友
だ
ち
の
友
だ
ち
は
み
な
友
だ
ち
〞
論
が
よ
く
で
て
い
る
の
が
第
4
章
で
す
。(

223
頁)
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黒
さ
ん
が
こ
れ
を
ま
っ
た
く
怠
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ

手
続
き
の
問
題
と
し
て
、
T
と
M
と
区
別
さ
れ
る
大
黒
さ
ん
自
身
の
主
張
を

明
示
し
た
テ
キ
ス
ト
D
を
対
象
に
、
私
は
対
話
を
は
じ
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
つ
の
目
の
「
比
較
の
効
果
」
に
つ
い
て
い
う
と
、
本
書
の
特
徴
は
、
比
較
を

通
じ
て
、⟨
限
定⟩

で
は
な
く⟨

拡
張⟩

を
、⟨

分
析⟩

で
は
な
く⟨

総
合⟩

を
追
求
す
る
方

向
に
傾
い
て
い
ま
す
。
よ
く
似
た
P

と
P ′

の
比
較
を
お
こ
な
う
と
き
、「
P

と
P ′

は
、
一
見
違
っ
て
み
え
る
が
、
実
は
（
4
）よ
く
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と

い
う
構
文
が
頻
出
し
、
（
5
）「

P

と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
P ′

と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
構
文
に
出
会
う
こ
と
は
希
で
す
。

本
書
を
通
し
て
み
る
と
、
実
に
多
彩
な
論
者
が
登
場
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
ら

は
う
え
の
よ
う
な
特
徴
的
な⟨

比
較⟩
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に⟨

総
合⟩

さ
れ
て
ゆ
き
ま
す
。

∥

A|

第
Ⅱ
部
で
は
、
宇
野
弘
蔵
、
左
右
田
喜
一
郎
、
高
田
保
馬
ら
日
本
の
独
創
的

な
経
済
学
者
に
も
目
を
配
り
、
彼
ら
と
フ
ー
コ
ー
の
問
題
意
識
の
並
行
性
を
見
出
し

な
が
ら
、
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
仮
説
の
根
底
を
明
る
み
に
出
し
、
こ
れ
ら
に
変
わ

り
う
る
人
間
像
を
探
る
こ
と
の
重
要
性
を
再
確
認
す
る
。199

第
Ⅰ
部
も
同
様
に
、
タ
ル
ド
の
模
倣
論
と
マ
ル
ク
ス
の
価
値
形
態
論
（
第
1

章
）、
高
田
保
馬
の
勢
力
論
と
マ
ル
ク
ス
の
資
本
概
念
（
第
2
章
）、
ス
ミ
ス
の
同

感
論
と
お
そ
ら
く
タ
ル
ド
と
の
模
倣
論
（
第
3
章
）
と
い
っ
た
対
比
を
通
じ
て
、

「
模
倣
」
と
い
う
概
念
の
有
効
性
を
示
そ
う
と
い
う
目
論
見
で
し
ょ
う
が
、
第
Ⅰ

部
を
読
み
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
け
っ
き
ょ
く
「
模
倣
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か
、
大
黒
さ
ん
の
定
義—

こ
ん
な
単
純
な
「
定
義
」
な
ど
き
い
て
は
い
け
な
い

（
4
）
こ
の
と
き
「
奇
し
く
も
」「
端
な
く
も
」「
意
外
に
も
」
と
い
う
冗
句
が
挿
入
さ
れ
る
。「
奇

し
く
も······

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。」
は
黒
子
の
口
癖
か
。

（
5
）
よ
く
使
わ
れ
る
の
は
「
親
和
的
」
80
頁
、「
類
同
性
」
な
ど

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
え
て—

を
問
う
て
み
る
と
判
然
と
し
ま
せ
ん
。「
模

倣
」
概
念
の⟨

中
味⟩

つ
い
て
は
、
こ
の
あ
と
で
も
う
少
し
考
え
て
み
る
こ
と
に
す

る
が
、
そ
の
ま
え
に⟨

手
法⟩

の
違
い
を
意
識
し
な
い
と
対
話
が
成
り
立
た
な
い
と

思
い
ま
す
。

2

模
倣im

itation

■
「
模
倣
と
は
」

中
味
に
は
い
ら
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
本

の
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
て
あ
る
「
模
倣
」
と
「
権
力
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。

ま
ず
タ
ル
ド
の
「
模
倣
」
概
念
か
ら
は
じ
め
ま
す
が
、「
社
会
は
模
倣
で
あ
る
」(

32

頁)

で
あ
る
と
い
う
の
は
、「
模
倣
」
と
い
う
概
念
を
広
く
と
れ
ば
い
え
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
模
倣
と
は
そ
も
そ
も
な
に
か
、
概
念
の
外
縁circum

script

を
明
確
に
し
な
い
と
、
何
で
も
そ
う
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。「
模
倣
と
は
マ
ネ
す

る
こ
と
な
り
」
と
い
っ
た
だ
け
で
は
済
み
ま
せ
ん
。

こ
う
い
っ
た
同
義
反
復
で
外
縁
を
ぼ
や
か
す
の
は
、
広
義
・
狭
義
と
い
う
論
法

の
ト
リ
ッ
ク

罠
で
す
。
は
じ
め
に
、
だ
れ
で
も
承
認
す
る
よ
う
な
明
確
な
対
象
を
も
っ
て

き
て
、
狭
義
の
概
念
を
説
明
し
、
次
に
関
連
し
た
事
象
を
対
象
に
、
そ
れ
ら
を
広

義
の
概
念
の
う
ち
に
位
置
づ
け
る
論
法
で
す
。
少
な
く
と
も
明
晰
な
理
論
を
組
み

立
て
る
と
き
に
は
、
広
義
・
狭
義
と
い
う
語
法
は
よ
ほ
ど
慎
重
に
用
い
な
い
と
な

り
ま
せ
ん
。
私
な
ら
キ
ッ
パ
リ
捨
て
ま
す
が
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
ら
、
少
な
く

と
も
広
義
の
概
念
枠
を
さ
き
に
設
定
し
た
う
え
で
、
狭
義
の
対
象
に
進
む
べ
き
で

す
。
こ
れ
を
逆
に
や
る
と
、
な
ん
で
も
広
義
の
そ
れ
に
な
っ
て
し
ま
す
。
こ
れ
を

「
弁
証
法
的
だ
」「
含
蓄
が
あ
る
」「
豊
か
な
論
理
だ
」
と
い
っ
て
珍
重
す
る
思
考

風
土
に
私
は
与
し
よ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
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■
拡
張
解
釈
の
罠

問
題
は
「
模
倣
」
概
念
を
構
成
す
る
契
機
（
要
因
）
に
あ
り

ま
す
。
こ
ん
な
ふ
う
に⟨

分
析⟩

し
て
は
い
け
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
（
6
）
大
黒

さ
ん
の
本
を
読
ん
で
い
て
気
に
な
っ
た
点
を
い
く
つ
か
、
列
記
し
て
み
ま
す
。

1.
「
模
倣
」
概
念
に
と
っ
て
、
気
づ
か
ず
に
マ
ネ
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で

「
催
眠
状
態
」(

33
頁)

に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
欠
な
契
機
か
。
逆
に
意
識

的
に
マ
ネ
を
す
る
と
い
う
の
で
は
「
模
倣
」
に
な
ら
な
い
の
か
。
こ
こ
に
事

実
上
、「
意
図
せ
ざ
る
結
果
」
説
が
持
ち
込
ま
れ
て
お
り
、
社
会
形
成
の
契

機
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
（
7
）

2.
「
反
復
」(

39
頁)

は
「
模
倣
」
概
念
に
不
可
欠
な
も
の
か
。「
反
復
は
変
異

の
た
め
に
存
在
す
る
」(
51
頁)
と
い
う
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
な
に
か
を
形
成

す
る
作
用
を
「
模
倣
」
に
込
め
る
た
め
に
「
社
会
的
反
復
た
る
模
倣
」(

52
頁

)

と
い
っ
た
契
機
が
不
可
欠
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
一
回
限
り
の

模
倣
、
個
別
的
な
模
倣
と
い
う
の
も
充
分
考
え
ら
れ
ま
す
。

3.
「
模
倣
」
に
は
、「
上
か
ら
下
へ
」「
内
か
ら
外
へ
」
と
い
っ
た
一
方
向
性
が

つ
ね
に
含
ま
れ
る
の
か
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
「
威
信
」
や
「
権
威
」
の
説
明

を
「
模
倣
」
概
念
に
担
わ
せ
る
こ
と
に
関
係
す
る
の
で
し
ょ
う
。
（
8
）
し
か
し
、

た
だ
マ
ネ
す
る
と
い
う
意
味
の
模
倣
が
す
べ
て
こ
う
し
た
方
向
性
を
も
つ
と

は
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。
上
が
下
の
マ
ネ
を
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
上
下

か
ぎ
ら
ず
マ
ネ
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

（
6
）
タ
ル
ド
の
『
模
倣
の
法
則
』
は
で
る
や
い
な
や
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
「
模
倣
」
の
拡
大
解

釈
だ
ろ
う
と
批
判
さ
れ
た
よ
う
で
「
第
二
版
へ
の
序
文
」
で
早
速
こ
れ
に
応
え
て
い
ま
す
が
、

概
念
的
に
詰
め
た
回
答
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ま
せ
ん
。
も
と
も
と
、
厳
密
に
定
義
し
よ
う
と
い

う
関
心
が
タ
ル
ド
に
は
な
い
よ
う
で
す
。

（
7
）
タ
ル
ド
自
身
は
、
意
識
的
な
模
倣
と
無
意
識
的
な
模
倣
の
区
別
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、「
両

者
の
あ
い
だ
に
は
っ
き
り
と
し
た
不
連
続
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
非
科
学
的

で
あ
ろ
う
」（『
模
倣
の
法
則
』
12
頁
）
で
片
づ
け
る
の
で
す
が
。

（
8
）
「
模
倣
す
る
者
が
模
倣
さ
れ
る
者
に
つ
ね
に
「
威
信
」
を
認
め
る
」(

64
頁)

4.

コ
ピ
ー
も
「
模
倣
」
概
念
に
含
め
て
よ
い
の
か
。「
コ
ピ
ー
」
と
い
う
用

語
は
「
自
己
複
製
の
原
理
は
、
コ
ピ
ー
さ
れ
る
た
び
に
突
然
変
異
を
許
す
」(

62
頁)

で
で
て
く
る
が
、「
情
報
資
本
主
義
」
に
言
及
し
て
「
発
明
は
排
他
的

独
占
に
抗
し
、
模
倣
に
よ
っ
て
必
ず
社
会
化
す
る
運
命
に
あ
る
」(

63
頁)

と

い
う
と
き
の
「
模
倣
」
は
「
コ
ピ
ー
」
で
し
ょ
う
。「
コ
ピ
ー
」
と
い
う
の
は

混
ぜ
た
ら
わ
か
ら
な
く
な
る
、
知
覚
的
に
区
別
で
き
な
い
複
製
物
の
こ
と
で

す
。
大
量
生
産
さ
れ
る
生
産
物
は
み
な
同
じ
モ
デ
ル
の
同
種
生
産
物
で
す
。
（
9
）

こ
れ
に
対
し
て
「
模
倣
」
と
い
う
の
は
ホ
ン
モ
ノ
が
あ
り
、
そ
れ
は
複
製
物

と
は
区
別
で
き
る
ケ
ー
ス
に
か
ぎ
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
ほ
か
、
価
値
形
態
の
議
論
に
は
い
る
ま
で
の
と
こ
ろ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る

タ
ル
ド
の
「
模
倣
」
概
念
の
内
部
構
成
に
は
多
義
的
な
と
こ
ろ
が
ま
だ
ま
だ
あ

り
、⟨

分
析⟩

的
な
思
考
で
は
な
か
な
か
消
化
し
き
れ
ま
せ
ん
。
私
の
よ
う
に
要
素

論
的
に⟨

分
析⟩

し
た
の
で
は
、
変
容
す
る
対
象
が
捉
え
ら
れ
な
い
と
い
わ
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
考
察
対
象
が
多
義
的
だ
」
と
い
う
こ
と
と
、「
そ
れ
を
考
察

す
る
用
語
も
多
義
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
別
の
話
で
す
。
（
10
）

（
9
）
こ
の
「
コ
ピ
ー
」
の
概
念
は
、
私
が
「
種
の
属
性
と
し
て
の
価
値
」
と
い
う
と
き
、
こ
の

「
種
」
と
い
う
性
質
を
生
み
だ
す
一
つ
の
契
機
で
す
。
大
黒
さ
ん
は
理
論
篇
の
ほ
う
で
、「
小
幡

が
「
価
値
の
内
在
性
」
を
「
種
の
属
性
と
し
て
の
価
値
」
と
い
う
ア
プ
リ
オ
リ
な
実
在
概
念
と
規

定
し
返
す
こ
と
に
関
し
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。」(

222
頁)

と
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、

「
ア
プ
リ
オ
リ
な
」
と
い
う
意
味
が⟨

も
う
そ
れ
以
上
説
明
で
き
な
い⟩

と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
、

私
は
「
種
」
と
い
う
概
念
を
、
た
と
え
ば
こ
こ
で
い
う
「
コ
ピ
ー
」
の
よ
う
に
、
も
っ
と
ザ
ッ
ハ

リ
ッ
ヒ
に⟨

説
明
で
き
る⟩

で
き
る
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
通
常
の
工
業
製
品
の
よ
う
に
「
混
ぜ

た
ら
区
別
の
つ
か
な
く
な
る
よ
う
な
も
の
」
と
い
う
単
純
な
意
味
で
つ
か
っ
て
い
ま
す
。⟨

ど
ん

な
商
品
に
も
価
値
が
内
在
す
る⟩

と
ア
プ
リ
オ
リ
に
い
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う

し
た
「
種
」
の
性
質
を
も
つ
商
品
に
か
ぎ
っ
て
、
外
縁
を
明
確
に
し
た
上
で
「
価
値
の
内
在
性
」

と
い
う
概
念
は
つ
か
う
べ
き
だ
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
。
ど
ん
な
商
品
で
も
価
格
を
も
つ
の

だ
か
ら
、
そ
れ
に
対
応
し
た
「
広
義
の
価
値
」
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
論
法
と
は
違
う
の
で
す
。

（
10
）
「
こ
の
よ
う
に
模
倣
は······

を
基
礎
づ
け
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
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■
交
換
過
程
的
価
値
形
態

こ
の
あ
と
マ
ル
ク
ス
の
価
値
形
態
論
を
タ
ル
ド
の
模

倣
論
で
「
再
解
釈
」(

63
頁)

す
る
試
み
が
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
少
し
そ
の
内

容
を
み
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
結
論
か
ら
い
う
と
、
①⟨

交
換
過
程
的
価
値

形
態⟩
説
と
②⟨

貨
幣
の
内
的
生
成
困
難
＝
外
的
条
件
の
必
要
性⟩

説
が
基
本
で
、

①
は
宇
野
の
一
面
を
大
黒
さ
ん
流
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
で
あ
り
、
②
は
タ
ル

ド
の
「
模
倣
の
法
則
」
と
関
連
づ
け
る
た
め
に
大
黒
さ
ん
が
付
け
足
し
た
も
の
で

す
。
も
ち
ろ
ん
、
①
と
②
は
別
々
の
も
の
で
は
な
く
、
貨
幣
の
成
立
は
私
的
利

得
を
追
求
す
る
個
別
主
体
の
対
等
な
ヨ
コ
の
関
係
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
こ

と
、
無
意
識
の
う
ち
に
タ
テ
の
方
向
性
を
形
成
す
る
模
倣
＝
権
威
の
形
成
が
問
題

に
な
る
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
の
布
石
と
な
っ
て
い
ま
す
。

①
に
つ
い
て
も
う
少
し
立
ち
い
っ
て
い
う
と
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
ど
こ
ま

で
さ
か
の
ぼ
っ
て
話
を
始
め
れ
ば
よ
い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
た
と
え
ば
、
現
行

『
資
本
論
』
で
「
拡
大
さ
れ
た
価
値
形
態
」
を⟨
逆
転⟩
し
て
「
一
般
的
価
値
形
態
」

を
導
き
だ
し
て
い
た
こ
と
に
、
宇
野
弘
蔵
が
疑
義
を
唱
え
た
の
は
周
知
の
こ
と

で
し
ょ
う
。
こ
こ
か
ら⟨

逆
転⟩

に
よ
ら
な
い
一
般
的
等
価
物
の
導
出
法
が
い
ろ
い

ろ
工
夫
さ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
一
つ
に
「
交
換
過
程
」
を
も
ち
こ
む
も
の
が
あ

り
ま
す
。
（
11
）

大
黒
さ
ん
は
、「
対
象
欲
求
に
付
随
す
る
承
認
欲
望
」(
66
頁)
と
い
う
ユ

ニ
ー
ク
な
タ
ー
ム
で
リ
ラ
イ
ト
し
て
い
ま
す
が
、
要
す
る
に
、「
万
人
の
万
人
に

な
る
の
は······

両
義
性
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、······

安
易
な
二
分
法
は
も
は
や
と
る

べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。」(

19
頁)

こ
こ
に
大
黒
さ
ん
の
発
想
法
が
よ
く
で
て
い
ま
す
。

（
11
）
私
は
も
う
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
を
支
持
す
る
人
は
、
宇
野
が
価
値
形
態
論

に
も
商
品
所
有
者
の
観
点
を
導
入
す
べ
き
だ
と
い
っ
た
こ
と
を
重
視
し
、
こ
れ
を
媒
介
に
、
現

行
『
資
本
論
』
だ
と
商
品
所
有
者
が
初
登
場
す
る
「
交
換
過
程
」
を
「
価
値
形
態
」
に
持
ち
込

む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
同
じ
価
値
で
も
す
ぐ
に
は
交
換
さ
れ
な
い
関
係
を
説
明
す
る
た

め
に
宇
野
が
考
え
た
、⟨

特
定
の
使
用
価
値
に
対
す
る
欲
望
を
も
っ
た
商
品
所
有
者⟩

と
、「
交
換

過
程
」
で
登
場
す
る⟨

商
品
の
「
人
格
化
」
と
し
て
の
商
品
所
有
者⟩

と
で
は
、
お
な
じ
商
品
所

有
者
と
い
う
タ
ー
ム
を
使
っ
て
い
て
も
、
ぜ
ん
ぜ
ん
意
味
が
ち
が
う
の
で
す
が
。

対
す
る
闘
争
」
か
ら
「
は
じ
め
に
行
為
あ
り
き
」
で
貨
幣
を
導
出
す
る
ス
タ
イ
ル

の
議
論
に
な
っ
て
い
ま
す
。
（
12
）
し
か
し
、
最
近
の
価
値
論
研
究
で
は
「
価
値
形
態
」

に
「
交
換
過
程
」
を
持
ち
こ
む
こ
と
へ
の
反
省
が
強
ま
っ
て
い
ま
す
。「
価
値
形

態
」
を
価
値
の
「
現
象
形
態
」「
表
現
様
式
」
の
解
明
と
し
て
、『
資
本
論
』
の
よ

う
に
「
交
換
過
程
」
と
切
り
離
す
傾
向
も
み
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
あ
え
て
逆
行
し

て
ア
ル
ト
モ
デ
リ
シ
ュ

旧
来
の
宇
野
に
固
執
す
る
の
は
、
や
は
り
タ
ル
ド
に
引
き
つ
け
よ
う
と
す
る

た
め
か
、
し
か
し
タ
ル
ド
に
引
き
つ
け
る
に
し
て
も
、
別
の
道
が
い
く
つ
か
あ
り

そ
う
で
す
。

■
貨
幣
生
成
の
外
的
条
件
説

価
値
形
態
論
を
貨
幣
の
生
成
を
説
明
す
る
理
論
と

し
た
と
き
、
（
13
）

い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
を
分
か
つ
契
機
は
、

大
き
く
い
っ
て
①
貨
幣
の
生
成
に
外
的
条
件
を
も
ち
こ
む
か
、
②
展
開
の
ど
こ

か
に
切
断
面
を
い
れ
る
か
、
で
す
。
②
に
つ
い
て
交
換
過
程
的
価
値
形
態
論
は
一

般
に
イ
エ
ス
と
な
る
の
で
、
大
黒
さ
ん
も
こ
ち
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
単
独
の
一
商

品
リ
ン
ネ
ル
の⟨

逆
転⟩

で
一
般
的
価
値
形
態
を
導
く
の
は
ダ
メ
だ
が
、
み
ん
な
が⟨

そ
れ
は
と
も
か
く
、
大
黒
さ
ん
は
や
は
り
、
欲
望
を
も
っ
た
商
品
所
有
者
を
宇
野
に
な
ら
っ

て
価
値
形
態
論
で
想
定
し
、
こ
の
商
品
所
有
者
が
互
い
に
自
分
の
商
品
を
一
般
的
等
価
物
だ
と

主
張
し
て
対
立
す
る
関
係
か
ら
貨
幣
の
生
成
を
説
明
し
ま
す
。
こ
の
種
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
興
味

を
も
つ
人
の
多
く
は
、
初
版
に
で
て
く
る
、
す
べ
て
の
商
品
が
拡
大
さ
れ
た
価
値
形
態
を
と
る

「
第
四
形
態
」
を
積
極
的
に
評
価
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
商
品
が
、
他
の
す
べ
て
の
商
品

に
対
し
て
物
々
交
換
を
要
求
す
る
「
交
換
過
程
」
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
一
致
す
る
か
ら
で

す
。
第
一
巻
第
2
章
の
「
交
換
過
程
」
は
身
も
蓋
も
な
く
い
て
し
ま
え
ば
、⟨

全
面
的
物
々
交
換

の
困
難
↓
W—

G—

W ′⟩

と
い
う
要
請
論
で
、
諸
商
品
の
な
か
か
ら
貨
幣
が
分
化
す
る
と

い
う
生
成
論
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
12
）

「
我
が
商
品
所
有
者
た
ち
は
、
当
惑
し
て
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
よ
う
に
考
え
込
む
。
は
じ
め

に
行
為
あ
り
き
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
は
考
え
る
ま
え
に
す
で
に
行
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

···(
価
値
形
態
論
の
要
旨
）
だ
が
、
も
っ
ぱ
ら
社
会
的
行
為
だ
け
が
、
あ
る
特
定
の
商
品
を
一

般
的
等
価
物
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。···

」(K
.I.,S.101)

（
13
）
貨
幣
の
説
明
に
は
「
価
値
形
態
」(

第
1
章
第
3
節)

「
物
神
的
性
格
」(

第
1
章
第
4
節)

「
交
換
過
程
」(
第
2
章)

の
三
つ
あ
る
と
い
う
解
釈
が
あ
り
ま
す
が
。
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逆
転⟩

す
る
と
物
々
交
換
の
困
難
が
露
呈
し
、
そ
こ
で
例
の
「
は
じ
め
に
行
為
あ
り

き
」
で
貨
幣
を
媒
介
と
し
た
W—

G—

W ′

に
な
る
と
い
う
論
法
で
す
。
そ
し

て
、
こ
の
「
は
じ
め
に
行
為
あ
り
き
」
の
と
こ
ろ
が
、
①
の
外
的
条
件
の
導
入
に

な
る
わ
け
で
す
。
外
的
条
件
で
け
っ
き
ょ
く⟨

逆
転⟩

説
を
維
持
す
る
わ
け
で
す
。

問
題
は
こ
の
追
加
条
件
の
導
入
の
し
か
た
で
、
こ
の
部
分
に
タ
ル
ド
の
模
倣
説

を
挿
入
す
る
と
い
う
の
が
、
大
黒
さ
ん
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
こ
の
外
的
条

件
は
、
た
と
え
ば
国
家
紙
幣
の
よ
う
な
か
た
ち
で
ダ
イ
レ
ク
ト
に
は
い
る
の
で
は

く
、「
模
倣
と
権
力
は
同
根
な
の
で
あ
る
」(

19
頁)

と
い
う
タ
ル
ド
の
一
連
の
議
論

が
必
要
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
の
意
味
で
通
常
の
外
部
性
で
は
な
い
の
で
す

が
、
商
品
所
有
者
が
単
純
に
利
得
追
求
を
す
る
ア
ト
ミ
ッ
ク
な
個
別
主
体
で
あ
る

だ
け
で
は
な
く
、
模
倣
す
る
モ
ナ
ド
的
な
個
別
主
体
が
想
定
さ
れ
る
べ
き
だ(

2
頁

)

と
い
う
か
た
ち
で
、
い
わ
ゆ
る
「
商
品
経
済
的
論
理
だ
け
で
」
と
い
っ
て
き
た
限

定
条
件
を
広
げ
る
の
で
す
。
外
的
条
件
と
い
う
「
外
的
」
が
一
見
し
た
と
こ
ろ
当

て
は
ま
ら
な
い
説
明
に
は
な
っ
て
い
ま
す
が
、
広
い
意
味
で
「
外
的
条
件
」
必
要

説
で
す
。
こ
う
し
た
か
た
ち
で
、
独
自
の
「
権
力
」
論
を
貨
幣
論
に
移
植
し
よ
う

と
い
う
大
黒
さ
ん
の
試
み
が
提
示
さ
れ
て
ゆ
く
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

次
節
で
検
討
し
ま
す
。

つ
い
で
に
私
の
考
え
方
を
述
べ
て
お
く
と
、
②
の
一
発
逆
転
型
の
貨
幣
生
成
論

に
は
ノ
ー
、
①
の
外
的
条
件
必
要
説
に
は
イ
エ
ス
と
い
う
立
場
で
す
。
価
値
形
態

論
の
基
本
を⟨

表
現⟩

論
（
直
接
知
覚
で
き
な
い
価
値
と
い
う
「
性
質
」
を
だ
れ
も

が
共
通
に
知
覚
で
き
る
物
量
関
係
で⟨

表
現⟩

す
る
し
く
み
の
解
明
）
と
し
て
理
解

す
る
と
、
狭
い
条
件
P
で
統
一
的
表
現
（
円
、
ド
ル
な
ど
の
共
通
単
位
に
よ
る
表

現
）
は
説
明
で
き
る
が
、
こ
の
共
通
単
位
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
の
か
（
金
貨

幣
に
よ
る
の
か
不
換
銀
行
券
に
よ
る
の
か
な
ど
）
を
説
明
す
る
に
は
外
的
条
件
Q

が
必
要
と
な
る
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
金
貨
幣
だ
け
が
ほ

ん
と
う
の
貨
幣
だ
、
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
現
実
か
ら
多
態
的
な
貨
幣
の
本

質
を
説
明
す
る
に
は
、
こ
う
し
た
分
析
的
な
説
明
が
必
要
だ
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
か
ら
で
す
。

■
「
争
奪
戦
」
の
レ
ト
リ
ッ
ク

内
容
的
に
は
大
黒
さ
ん
の
議
論
は
従
来
の
価
値

論
研
究
の
一
つ
の
す
が
た
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
す
が
、
タ
ル
ド
を
も
ち
こ
む

こ
と
で
、
独
自
の
フ
レ
ー
バ
ー
を
添
え
て
い
る
、
こ
れ
が
私
の
理
解
で
す
。
こ
れ

は
独
自
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
一
例
で
示
し
て
お
き
ま

す
。
次
の
文
章
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

∥

B|

単
純
な
価
値
形
態
は
、
以
上
の
よ
う
に
、「
リ
ン
ネ
ル
一
〇
ヤ
ー
ル
＝
茶
二
キ

ロ
グ
ラ
ム
」
と
い
う
同
一
の
表
現
の
う
ち
に
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
様
相
が
刻
み
込

ま
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
リ
ン
ネ
ル
主
導
の
も
と
で
等
価
形
態
が
商
品
茶
が
欲
求
の

対
象
と
見
な
さ
れ
る
と
き
、
茶
は
「
目
的
」
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
で
価
値
基

準
た
る
資
格
は
か
え
っ
て
茶
に
　
　
ⓐ
　
　
。
第
二
に
、
リ
ン
ネ
ル
主
導
の
と
で

等
価
形
態
の
商
品
茶
が
リ
ン
ネ
ル
の
価
値
表
現
の
手
段
と
見
な
さ
れ
る
と
き
、
茶

は
「
価
値
鏡
」
と
な
る
が
、
そ
の
こ
と
で
価
値
基
準
た
る
資
格
は
か
え
っ
て
茶
に

　
　
ⓐ
　
　
。
第
三
に
、
リ
ン
ネ
ル
主
導
の
も
と
で
等
価
形
態
の
茶
商
品
と
の
同

質
性
を
示
そ
う
と
す
る
と
き
、
リ
ン
ネ
ル
に
と
っ
て
茶
は
同
時
に
「
競
争
相
手
」
と

見
な
さ
れ
、
同
質
性
は
量
的
優
位
性
を
随
伴
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
様
相
に
お
い
て
、
右
辺
の
「
茶
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
う
ち
「
茶
」「
キ
ロ
グ
ラ

ム
」「
二
」
と
い
う
要
素
が
こ
も
ご
も
前
景
化
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
い
ず
れ
の
場

合
も
　
ⓑ
　
の
「
＝
」（
等
価
）
の
背
後
で
、
左
辺
と
右
辺
の
　
　
ⓒ
　
　
が
繰

り
広
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。(

70
頁)

大
黒
さ
ん
の
思
考
方
法
の
特
徴
が
で
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ⓐ
は
「
奪
わ
れ
る
」

で
す
。
し
か
し
、
こ
こ
は
逆
に
「
譲
ら
れ
る
」
で
も
よ
わ
け
で
、『
資
本
論
』
の
例

の
「
回
り
道
」
の
解
釈
と
し
て
な
ら
、
こ
っ
ち
の
ほ
う
が
適
切
で
す
。
も
し
こ
う
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し
た
評
価
を
除
け
ば
、
要
す
る
に
「
移
る
」
と
い
う
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
事
実
の
記

述
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
「
奪
う
」
と
か
「
譲
る
」
と
か
い
う
タ
ー
ム
は
、

「
移
る
」
と
い
う
事
実
の

ア
ス
ペ
ク
ト

相
＋
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
の

ア
ス
ペ
ク
ト

相
の
合
成

で
す
。
自
然
言
語
に
よ
る
文
章
は
「
奪
う
」
で
も
「
譲
る
」
で
も
成
り
立
ち
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
「
奪
う
」
と
い
う
用
語
は
、
人
の
モ
ノ
を
盗
み
取
る
と
い
う
狭
い
意

味
の
ほ
か
に
、「
名
誉
を
奪
う
」「
心
を
奪
う
」「
自
由
を
奪
う
」
と
い
っ
た
抽
象
化

し
た
用
法
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
文
章
は
、
①
「
移
る
」
と
い
う
事
実
の
相
で
『
資

本
論
』
を
ふ
ま
え
な
が
ら
（『
資
本
論
』
解
釈
と
し
て
ま
っ
た
く
誤
り
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
）、
②
「
奪
う
」
と
記
述
す
る
こ
と
で
評
価
の
相
を
重
ね
、
③
力
を

「
奪
う
」
と
い
う
語
義
の
拡
張
を
加
え
る
こ
と
で
、
ⓒ
の
「
主
導
権
争
い
」
と
い

う
記
述
に
導
い
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
す
る
た
め
の
下
準
備
と
し
て
、
大
黒
さ
ん

は
「「
私
の
商
品
の
特
異
性
を
認
め
よ
」
と
い
う
承
認
欲
望
」(

66
頁)

と
い
う
、『
資

本
論
』
の
テ
キ
ス
ト
に
な
い
条
件
を
こ
の
本
の
テ
キ
ス
ト
に
埋
め
込
ん
で
い
ま

す
。『
資
本
論
』
の
場
合
、
こ
の
要
求
が
無
理
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
他
の
商
品

を
「
価
値
物
」
に
し
て
価
値
の
大
き
さ
を
表
現
す
る
と
い
う
「
譲
る
」
論
理
に
な

る
の
で
す
が
、
大
黒
さ
ん
は
「
承
認
欲
望
」
と
い
う
の
が
「
対
象
欲
求
」
と
と
も

に
あ
る
と
考
え
る
か
ら
「
奪
う
」
論
理
に
な
る
わ
け
で
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ

こ
は
条
件
の
問
題
で
、
if
「
承
認
欲
望
」
↓
「
争
奪
戦
」、
そ
う
で
な
け
れ
ば
そ

う
な
ら
な
い
、
と
い
う
が
演
繹
の
範
囲
で
い
え
る
こ
と
で
す
。

な
お
、
引
用
B
の
「
第
一
」
と
「
第
二
」
は
た
し
か
に
『
資
本
論
』
と
重
な
る

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
大
黒
さ
ん
は
別
の
と
こ
ろ
で
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い

ま
す
。∥

C|

本
書
第
1
章
で
試
み
た
価
値
形
態
論
再
解
釈
の
か
な
め
は
、
相
対
的
価
値
形

態
に
た
つ
者
が
、
模
倣
行
動
を
抑
圧
し
、
自
身
の
欲
望
の
固
有
性
と
自
身
の
商
品
の

特
殊
性
を
示
そ
う
と
す
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
自
己
に
よ
る
他
者
の
模
倣
と
他
者
に

よ
る
自
己
の
模
倣
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
行
程
を
、
価
値
形
態
の
展
開

に
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。(

139
頁)

こ
れ
は
引
用
B
で
述
べ
ら
れ
た
第
一
と
第
二
の
「
様
相
」
が
こ
の
「
か
え
っ
て
」

と
い
う
逆
説
な
の
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
、
引
用
B
の
「
第
三
」
は
『
資
本
論
』
の
「
価
値
形
態
」
と
背
馳
す

る
命
題
で
す
。
リ
ン
ネ
ル
所
有
者
に
と
っ
て
、
交
換
比
率
で
考
え
た
ら
茶
二
キ
ロ

に
対
し
て
リ
ン
ネ
ル
は
「
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
よ
い
」
と
い
う
の
が
「
量
的

優
位
性
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
価
値
表
現
と
い
う
観
点
か
ら
い
う
と
単
純

に
「
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
よ
い
」
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
リ
ン
ネ

ル
に
は
表
現
す
べ
き⟨

価
値⟩

が
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
正
確
な
量
で

表
現
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
す
。
交
換
に
先
立
っ
て
、
商
品
の
価
値
を
適

切
に
知
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
と
い
う
話
で
す
。「
リ
ン
ネ
ル
一
〇
ヤ
ー

ル
＝
茶
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
リ
ン
ネ
ル
の
価
値
を
表
現
し
て
い
る
と
し
て
も
、
実

際
に
こ
の
比
率
で
交
換
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
意
味
で
、
価
値
以
下
の
価
格
で
買
え
れ
ば
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
わ
け

で
す
。
し
か
し
こ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
、
こ
の
等
号
は
引
用
B
の
ⓑ
の
よ
う
に

「
虚
構
」
の
等
価
に
す
ぎ
ぬ
と
す
る
の
は
論
理
的
飛
躍
で
す
。「
リ
ン
ネ
ル
に
内
在

す
る
価
値
を
茶
の
物
量
で⟨

表
現⟩

す
る
」
と
い
う
価
値
の⟨

評
価⟩

と
、「
実
際
に
こ

の
比
率
で⟨

交
換⟩

す
る
」
と
い
う
価
格
の⟨

実
現⟩

は
、
区
別
す
べ
き
問
題
だ
と
考

え
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
大
黒
さ
ん
の
場
合
、
商
品
価
値
の
内
在
性
と
い
う
想
定

が
な
い
の
で—

こ
の
か
ぎ
り
で
は
、
あ
く
ま
で
「
承
認
欲
望
」
と
同
様
、「
条
件
」

の
問
題
な
の
で
す
が—

第
三
の
「
量
的
優
位
性
」
の
争
い
が
追
加
で
き
た
の
で
す

が
、
こ
の
量
的
な
競
争
は
、
第
一
、
第
二
の
オ
ー
ル
・
オ
ア
・
ナ
ッ
シ
ン
グ
型
の

「
主
導
権
争
い
」
と
は
違
い
、
市
場
で
折
り
合
い
の
つ
く
競
争
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
一
例
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
が
、
大
黒
さ
ん
の
テ
キ
ス
ト
は
『
資
本
論
』

- 8 -



を
基
層
と
し
て
下
に
敷
き
、
こ
れ
に
別
の
テ
キ
ス
ト
を
重
ね
て
、
似
て
い
る
点
を

手
が
か
り
に
連
想
を
は
た
ら
か
す
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
。
は
じ
め
に
述

べ
た
よ
う
に
、
自
然
言
語
の
多
義
性
を
利
用
し
た
、
こ
う
し
た
連
想
が
多
用
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
私
と
し
て
は
、
そ
こ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
自
然
言
語
を
用
い
る
メ

リ
ッ
ト
は
充
分
に
理
解
し
た
う
え
で
、
多
義
性
を⟨

分
析⟩

し
、
そ
の
諸
契
機
を
論

理
で
再
構
成
す
る
方
法
が
、
社
会
科
学
の⟨

理
論⟩

で
は
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

3

権
力power

■
権
力
と
は

本
書
の
第
1
章
の
タ
イ
ト
ル
は
「
模
倣
と
権
力
の
同
根—

タ
ル

ド
と
マ
ル
ク
ス
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
問
題
は⟨

模
倣
は
権
力
で
同
根
で
あ
る⟩

と

い
う
第
二
の
命
題
で
す
。
第
2
章
は
こ
の
問
題
を
扱
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
高

田
保
馬
の
話
に
は
立
ち
い
る
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
命
題
に
つ
い
て
簡
単

に
ま
と
め
て
み
ま
す
。

∥

D|

『
資
本
論
』
に
お
け
る
、
と
り
わ
け
価
値
形
態
論
に
お
け
る
経
済
主
体
は
、

垂
直
性
と
他
律
性
を
旨
と
し
て
い
る
は
ず
な
の
だ
が
、
従
来
の
価
値
形
態
論
、
こ
と

に
商
品
所
有
者
の
欲
望
を
前
景
化
し
た
宇
野
弘
蔵
以
後
の
価
値
形
態
論
で
は
、
こ
の

点
が
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
第
1
章
は
こ
の
点
を
問
題
に
し
た
、
ガ
ブ
リ
エ

ル
・
タ
ル
ド
（
一
八
四
三—

一
九
四
〇
年
）
の
『
模
倣
の
法
則
』(

一
八
九
〇
年)
を
参
考

に
、
価
値
形
態
論
に
刻
ま
れ
て
い
た
は
ず
の
垂
直
性
と
他
律
性
を
炙
り
出
そ
う
と
す

る
試
み
で
あ
っ
た
。
タ
ル
ド
こ
そ
は
、
社
会
形
成
の
根
幹
に
模
倣
を
据
え
て
主
体
の

他
律
性
を
強
調
す
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
模
倣
を
他
者
へ
の
服
従
と
捉
え
て
模
倣

を
権
力
と
不
可
分
と
見
な
す
点
で
、
格
好
の
モ
デ
ル
と
見
な
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

(

94
頁)

対
等
な
個
別
主
体
の
競
争
関
係
が
水
平
性
と
自
立
性
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ

う
、
こ
れ
だ
け
で
は
貨
幣
の
導
出
は
困
難
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
「
価
値
形
態
論
に

お
け
る
経
済
主
体
は
、
垂
直
性
と
他
律
性
を
旨
と
し
て
い
る
は
ず
」
な
の
に
、
そ

う
な
っ
て
い
な
い
、
そ
の
点
で
タ
ル
ド
の
模
倣
論
を
「
参
考
」
に
す
る
必
要
が
あ

る
の
だ
、
と
述
べ
た
後
、
タ
ル
ド
に
よ
れ
ば
「
模
倣
」「
服
従
」「
権
力
」
は
「
不

可
分
」
だ
と
い
う
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
後
読
ん
で
い
っ
て
も
、「
不
可
分
」
は

ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
「
不
可
分
」「
同
根
」
な
ど
と
換
言
さ
れ
る
だ
け
で
、
内
部
構

造
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。

た
し
か
に
権
力
と
い
っ
て
も
、
人
が
相
手
で
す
か
ら
単
純
な
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
暴

力
で
は
な
く
、
支
配
・
服
従
と
い
う
意
志
を
介
し
た
関
係
に
な
り
ま
す
。
言
う
こ

と
を
き
か
す
に
は
〝
イ
ヤ
で
も
し
ょ
う
が
な
い
〞
と
思
わ
せ
る
・な
・に
・か
が
必
要
で

し
ょ
う
。
タ
ル
ド
や
大
黒
さ
ん
が
強
調
す
る
「
威
信
」「
権
威
」
と
い
っ
た
見
え

な
い
心
的
力
が
多
か
れ
少
な
か
れ
な
い
と
腕
力
だ
け
で
強
制
は
で
き
な
い
、
そ
れ

は
そ
の
と
お
り
で
す
。

■
再
び
模
倣
と
は

他
方
、
模
倣
に
つ
い
て
み
て
も
、
マ
ネ
る
の
も
〝
ス
ゴ
い
な
〞

と
感
じ
る
か
ら
そ
う
す
る
わ
け
で
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
種
の
「
権
威
」「
威

信
」
・の
・よ
・う
・な
・も
・の
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
た
だ
、
こ

の
・な
・に
・か
、
・の
・よ
・う
・な
・も
・の
の
正
体
を
突
き
と
め
る
た
め
に
は
、
次
の
区
別
に
注

意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「
模
倣
」
と
い
う
用
語
は
、
本
来
非
常
に
狭
い
が
明
確
な
対
象
を
も
っ
て
い
ま

す
。
名
画
を
模
写
す
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
意
図
的
に
マ
ネ
る
の
で
、
こ

れ
が
狭
義
の
模
倣
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
『
資
本
論
』
ば
か
り
読
ん
で

い
る
と
、
マ
ル
ク
ス
の
考
え
方
が
乗
り
移
っ
て
く
る
よ
う
で
、
人
か
ら
〝
マ
ル
ク

ス
を
気
取
っ
て
い
る
〞
な
ど
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
、
知
ら
ず

知
ら
ず
に
だ
が
、
模
倣
し
て
い
る
と
い
え
ば
い
え
ま
す
。
お
よ
そ
な
に
か
に
影
響

さ
れ
な
る
こ
と
な
く
、
天
上
天
下
唯
我
独
尊
で
生
き
て
い
る
と
い
う
人
は
ま
ず
い
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ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
こ
の
捉
え
方
を
ど
ん
ど
ん
拡
張
し
て
ゆ
け
ば
、
人
の
社
会
的

行
為
は
す
べ
て
模
倣
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
う
し
て
、
自
立
的

な
行
為
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
実
は
模
倣
だ
っ
た
、
あ
れ
も
模
倣
こ
れ
も
模
倣
、

に
見
え
て
く
る
わ
け
で
、
こ
の
抽
象
化
さ
れ
た
模
倣
概
念
に
は
意
外
性
が
あ
り
、

な
に
か
新
鮮
な
発
見
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
て
く
る
、
こ
れ
は
あ
り
う
る
こ
と
で

す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
類
推
に
よ
る
推
定
、
一
種
の
比
喩
に
よ
る
了
解
、〝
そ
う

も
い
え
る
〞
と
い
う
寓
話
で
す
。

■
連
想
に
よ
る
総
合

時
間
が
あ
れ
ば
も
う
少
し
大
黒
さ
ん
の
テ
キ
ス
ト
に
即
し

て
議
論
し
た
い
の
で
す
が
、
結
論
を
急
ぐ
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。⟨

権
力
P

と
模
倣
I
は
同
根
で
あ
る⟩

と
い
う
の
は
、
両
者
が
と
も
に
威
信
に
基
づ
く
支
配
・

服
従
と
い
う
双
方
向
の
関
係
を
共
通
に
も
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
形
式
的
に
い

え
ば
、P

∧
I

と
し
て
威
信
・
権
威
A
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
単

純
化
し
す
ぎ
だ
と
い
え
ば
そ
の
と
お
り
、
身
も
蓋
も
な
い
話
に
な
り
ま
す
が
、
私

に
は
こ
う
見
え
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
、
威
信
や
権
威
と
い

う
媒
体
を
通
さ
な
い
ス
ト
レ
ー
ト
な
権
力P

∧
¬I

の
存
在
も
は
っ
き
り
見
え
て

き
ま
す
。
内
面
的
に
は
た
ら
き
か
け
る⟨

影
響
力⟩

で
は
な
く
、〝
そ
う
せ
ざ
る
を

え
な
い
〞
と
こ
ろ
に
追
い
込
む⟨

強
制
力⟩

も
権
力
で
す
。
暴
力
（
装
置
）
を
基
礎

に
し
た
法
的
強
制
で
は
、
別
に
権
力
者
が
範
例
と
な
る
行
為
を
お
こ
な
い
、
こ
の

模
範
に
従
わ
せ
る
必
要
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
私
法
的
な
権
利
・
義
務
関
係
に
対
し

て
、
公
法
的
な
権
力
関
係
が
存
在
す
る
わ
け
で
す
。
固
有
の
意
味
で
は
後
者
こ
そ

が
権
力
と
よ
ば
れ
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

他
方
、
模
倣
の
ほ
う
も
ま
た
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
別
に
威
信
や
権
威
に

よ
ら
ず
と
も
い
く
ら
で
も
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
料
理
本
を
み
て
料
理
す
る
人
は
、

そ
こ
に
載
っ
て
い
る
作
り
方
を
マ
ネ
す
る
と
い
う
意
味
で
は
模
倣
す
る
わ
け
で
す

が
、
そ
れ
は
簡
単
で
美
味
そ
う
だ
か
ら
そ
う
す
る
だ
け
の
話
で
、
マ
ネ
し
た
と
い

う
こ
と
は
、
・端
・な
・く
・も
そ
の
料
理
本
の
権
威
に
服
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
の
は
余

計
な
お
世
話
、
い
っ
て
も
い
わ
な
く
て
も
よ
い
贅
言
で
あ
り
、
必
要
に
し
て
充
分

な
説
明
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
、
権
力
も
模
倣
も
共
通
性
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
の
で
す
が
、
両
方
と
も
一
方
に
還
元
で
き
な
い
ず
っ
と
広
い
概
念
枠
を

も
っ
て
い
る
の
で
す
。

で
は
、
模
倣
と
権
力
の
関
係
を
ど
う
整
理
し
た
ら
よ
い
の
か
、
た
と
え
ば
次
の

よ
う
に
両
分
す
る
記
述
も
た
し
か
に
み
ら
れ
ま
す
。

∥

E|

こ
う
し
て
本
書
は
、
経
済
学
の
正
統
が
必
ず
見
落
と
す
、
と
い
う
よ
り
は
否

認
す
る
要
素
と
し
て
「
模
倣
」
だ
け
で
は
な
く
、
タ
テ
の
関
係
と
い
う
意
味
で
「
権

力
」
に
も
焦
点
を
当
て
、
自
律
的
・
水
平
的
な
「
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
」
仮
説

の
根
底
に
、
他
律
性
（
模
倣
）
と
垂
直
性
（
権
力
）
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
、
お
も

に
経
済
思
想
史
を
通
じ
て
、
見
出
す
試
み
で
あ
る
。(

14
頁)

こ
れ
だ
け
と
る
と⟨

他
律
＝
模
倣⟩

対⟨

垂
直
＝
権
力⟩

と
峻
別
し
て
い
る
よ
う
に
読

め
ま
す
。
し
か
し
、
本
文
で
は
「
模
倣
」
を
軸
に⟨

自
律
的
・
水
平
的⟩

対⟨

他
律

的
・
垂
直
的⟩

と
い
う
対
比
が
繰
り
返
さ
れ
て
ゆ
き
ま
す
。
本
書
の
場
合
、「
模
倣
」

に
還
元
さ
れ
な
い
ゲ
バ
ル
ト
と
し
て
の
「
権
力
」
は
、
や
は
り
最
後
ま
で
主
題
化

さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
分
岐
点
『
資
本
論
』
の
な
か
に
は
、
た
と
え
ば
王
と
臣
民
の
弁
証
法
の
よ
う

な
テ
キ
ス
ト
を
拾
い
だ
す
こ
と
は
で
き
ま
す
。
こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
あ
と
で(

13
㌻)

詳
し
く
検
討
し
ま
す
が
、
大
黒
さ
ん
は
こ
こ
で
も
、
商
品
の
価
値
と
権
力
の

「
同
型
」
に
話
は
進
ん
で
ゆ
き
ま
す
。
一
読
す
る
と
「
タ
ル
ド
と
似
て
い
る
な
」
と

思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
よ
く
読
め
ば
両
者
の
違
い
も
少
な
く
な
い
は
ず
で

す
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
か
ら
「P

→
Q

→
R

···

と
連
想
を
延

ば
し
て
ゆ
く⟨

総
合⟩
」(
3
㌻)

に
進
む
べ
き
か
ど
う
か
、
こ
こ
が
別
れ
道
で
す
。
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『
資
本
論
』
の
価
値
形
態
論
は
、
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
ま
で⟨

分
析⟩

を
進
め
る
の

で
す
が
、
対
象
化
さ
れ
た
労
働
に
還
元
で
き
な
い
「
価
値
対
象
性
」
の
説
明
の
と

こ
ろ
で
手
詰
ま
り
に
な
り
、
い
ろ
い
ろ
な⟨

比
喩⟩

を
も
ち
だ
し
て
読
者
の⟨

説
得⟩

に
か
か
る
の
で
す
。
読
み
物
と
し
て
は
こ
れ
も
ア
リ
か
と
思
う
の
で
す
が
、
経
済

学
を
研
究
す
る
者
が
こ
れ
に
の
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
ま
せ
ん
。
私
は⟨

比
喩⟩

は

ヒ
ン
ト
と
し
て
、
さ
ら
に
自
分
で
一
歩
で
も
二
歩
で
も
分
析
的
な
説
明
を
し
よ
う

と
心
が
け
て
い
ま
す
。

私
も
最
近
の
原
論
の
流
行
に
な
が
さ
れ
、
一
昔
前
に
は
や
っ
た
、
商
品
経
済
の

論
理
で
説
け
る
と
こ
ろ
ま
で
説
い
て
み
る
と
い
う
純
粋
資
本
主
義
の
展
開
方
法
を

批
判
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
で
説
け
な
い
「
開
口
部
」
の
存
在
を
明
示
し
、
こ

こ
に
「
外
的
条
件
」
が
作
用
す
る
こ
と
で
資
本
主
義
の
変
容
を
解
明
で
き
る
原
理

論
に
再
構
築
す
べ
き
だ
、
な
ど
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
、

等
質
な
経
済
主
体
の
間
の
「
水
平
性
」「
自
立
性
」
だ
け
で
な
く
、「
垂
直
性
」
や

「
他
律
性
」
と
い
う
契
機
を
導
入
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
大
黒
さ
ん
の
試
み
に
近
い

ラ
イ
ン
を
た
ど
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
た
だ
こ
の
「
外
的
条
件
」
は
、
模
倣
論
で

カ
バ
ー
で
き
る
支
配
・
従
属
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
あ
え
て
い
い
ま
す
が
ホ
ン
モ

ノ
の
権
力
関
係
も
欠
か
せ
な
い
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
な
ぜ
そ
う
考
え
る
の

か
、
次
節
で
説
明
し
て
み
ま
す
。

4

批
判critque

■
本
書
の
新
自
由
主
義
批
判

輓
近
の
新
自
由
主
義
を
批
判
す
る
こ
と
が
本
書
の

究
極
目
標
た
る
こ
と
は
、
本
書
の
随
所
で
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
引
用

E
も
そ
の
一
端
を
示
す
も
の
で
す
。
既
存
の
経
済
学
の
枠
組
に
と
ら
わ
れ
ず
、
さ

ま
ざ
ま
な
経
済
思
想
を⟨

総
合⟩

す
る
か
た
ち
で
、
新
自
由
主
義
の
基
礎
を
な
す

「
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
」
仮
説
を
根
底
か
ら
覆
す
と
随
所
で
勇
ま
し
く
宣
言

さ
れ
、
さ
ら
に
「
序
論
」
で
は
こ
の
主
張
が
全
体
の
構
成
に
即
し
て
ス
ロ
ー
ガ
ン

化
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
豪
華
絢
爛
な
文
献
渉
猟
を
単
な
る
ペ
ダ
ン
テ
ィ
シ

ズ
ム
と
片
づ
け
る
わ
け
に
ゆ
か
ぬ
も
の
に
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
新
自
由
主
義
批

判
は
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
な
の
か—

も
ち
ろ
ん
こ
の
種

の
方
法
論
は
、
こ
れ
で
は
ダ
メ
で
こ
っ
ち
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
話
に
は

な
ら
な
い
の
で
す
が—

根
本
的
に
再
考
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

大
黒
さ
ん
の
批
判
の
特
徴
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
主
張
に
読
み
と
れ

ま
す
。∥

F|

新
自
由
主
義
か
ら
の
主
体
的
転
換
が
経
済
学
の
領
域
で
も
可
能
だ
と
し
た
ら

そ
れ
は
、
こ
の
意
味
で
も
「
類
比
」
的
思
考
を
取
り
戻
す
こ
と
で
は
な
い
か
。
本
書

で
は
、
宇
野
弘
蔵
、
左
右
田
喜
一
郎
、
高
田
保
馬
ら
日
本
の
独
創
的
な
経
済
学
者
に

も
目
を
配
り
、
彼
ら
と
フ
ー
コ
ー
の
問
題
意
識
の
並
行
性
を
見
出
し
な
が
ら
、
ホ

モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
仮
説
の
根
底
を
明
る
み
に
出
し
、
こ
れ
に
代
わ
り
う
る
人
間

像
を
探
る
こ
と
の
重
要
性
を
確
認
す
る
。(

18
頁)

「
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
仮
説
の
根
底
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
簡
単
い
え
ば

⟨

私
的
利
得
だ
け
を
追
求
す
る
諸
個
人
の
自
由
な
競
争
で
市
場
の
均
衡
が
（
結
果

的
に
／
即
座
に
）
実
現
さ
れ
る⟩

と
い
っ
た
経
済
理
論
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
こ

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
頻
出
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
内
容
に
ふ
み
こ
ん
だ
説
明
は
あ
り

ま
せ
ん
。
大
黒
さ
ん
の
立
論
は
、
こ
の
基
礎
に
あ
る
「
主
体
」
が
狭
い
、
あ
る
い

は
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
広
い
、
あ
る
い
は
正
し
い
「
主
体
」
か
ら
出
発
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
主
張
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
後
の
展
開
は
両
義
性

を
駆
使
し
た
論
法
に
な
る
の
で
す
が
、
出
発
点
は
こ
っ
ち
か
あ
っ
ち
か
と
い
う

二
分
法
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
新
自
由
主
義
批
判
の
終
点
は
「
こ
れ
に
代

わ
り
う
る
人
間
像
」
で
す
。「
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
の
終
焉
」(

20
頁)

と
も
い
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わ
れ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
何
が
い
い
た
い
の
か
と
い
う
と
、
新
自
由
主
義
批
判

と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
、
第
一
に
出
発
点
の
前
提
・
想
定
で
批
判
す
る
こ
と
な
の

か
、
第
二
に
出
口
は
主
体
の
転
換
で
よ
い
の
か
、
そ
し
て
あ
わ
せ
て
第
三
に
、
新

古
典
派
経
済
学
批
判
は
新
自
由
主
義
批
判
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

大
き
な
問
題
な
の
で
結
論
を
急
ぐ
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
本
書
は
新

自
由
主
義
批
判
を
高
ら
か
に
宣
言
す
る
の
で
す
が
、
本
書
の
外
側
に
た
っ
て
み
る

と
、
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
の
着
想
に
照
ら
す
と
、
主
体
の
転
換
を
説
く
近
代
主
義

の
枠
を
で
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
ま
す
。
第
一
に
、「
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス

仮
説
」
を
批
判
し
、「
こ
れ
に
代
わ
り
う
る
人
間
像
を
探
る
」
と
い
う
の
で
は
、
や

は
り
資
本
主
義
の
変
革
を
主
体
の
あ
り
方
に
引
き
よ
せ
る
結
果
に
な
り
ま
す
。
第

二
に
、
新
自
由
主
義
批
判
は
資
本
主
義
の
発
展
の
な
か
で
現
れ
た
歴
史
的
現
象
に

対
す
る
批
判
で
あ
り
、
た
だ
ち
に
資
本
主
義
の
基
本
原
理
に
対
す
る
批
判
と
は
区

別
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
価
値
形
態
論
の
よ
う
な
き
わ
め
て
抽
象
性
の
高
い
理

論
も
け
っ
き
ょ
く
は
資
本
主
義
の
歴
史
的
発
展
を
解
明
す
る
た
め
の
経
済
理
論
の

一
翼
な
の
で
あ
り
、
現
実
の
歴
史
的
現
象
を
こ
え
て
資
本
主
義
の
限
界
を
論
じ
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

■
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
よ
る
批
判

こ
こ
ま
で
言
っ
た
の
で
、
私
の
答
え
も
対
比

し
て
お
き
ま
す
。

1.

新
自
由
主
義
批
判
と
は
い
ち
お
う
独
立
に
、
経
済
学
は
学
問
の
レ
ベ
ル

で
、
現
代
の
主
流
派
経
済
学
に
対
峙
し
う
る
「
マ
ル
ク
ス
経
済
学
」
を
再

構
築
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
（
14
）

新
自
由
主
義
批
判
と
い
う
場
合
の
「
批
判
」

は
、
そ
れ
を
否
定
し
別
の
主
義
を
主
張
す
る
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
こ
の

点
で
は
私
は
旧
式
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
学
問
と
主
義
批
判
と
を
区
別

（
14
）
小
幡
道
昭
「
マ
ル
ク
ス
経
済
学
を
組
み
立
て
る
」『
経
済
学
論
集
』
二
〇
一
六
年
4
月

す
る
立
場
に
た
ち
ま
す
。

2.

理
論
と
し
て
の
経
済
学
を
考
え
る
に
は
、
前
提
の
と
な
る
経
済
主
体
が
問

題
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
違
い
に
経
済
理
論
の
違
い
が
す
べ
て
還
元
で

き
る
と
は
考
え
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
経
済
主
体
の
想
定
が
ま
っ
た
く
同
じ

だ
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
基
本
と
な
る
の
は
利
得
追
求
型
の
主

体
で
、
た
だ
他
の
主
体
の
と
繋
が
り
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
で
広
狭
の
違

い
が
当
然
で
て
き
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
は
マ
ル
ク
ス

経
済
学
と
し
て
独
自
の
経
済
理
論
を
実
際
に
構
築
す
る
か
た
ち
で
、
新
古
典

派
経
済
学
に
、
あ
る
い
は
も
う
少
し
広
く
正
統
派
の
経
済
学
に
立
ち
向
か
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。

3.

た
だ
、
経
済
理
論
は
経
済
理
論
と
し
て
完
結
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
と
く
に
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
場
合
、
資
本
主
義
の
歴
史
的
発
展
に
主
た

る
関
心
が
あ
る
わ
け
で
、
こ
の
歴
史
的
発
展
に
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
結
び

つ
く
こ
と
が
、「
マ
ル
ク
ス
経
済
学
」
の
要
件
で
す
。
資
本
主
義
は
生
ま
れ

た
と
き
か
ら
ず
っ
と
否
定
さ
れ
る
べ
き
対
象
、
不
正
義
な
社
会
だ
と
い
う
理

念
論
か
ら
手
を
切
っ
た
と
こ
ろ
が
、
マ
ル
ク
ス
の
基
本
で
す
。
周
知
の
よ
う

に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
は
、
歴
史
的
文
脈
ぬ
き
に
、
資
本
主
義
の
不
正
義
を
一

般
的
に

あ
げ
つ
ら

論
う
社
会
主
義
者
へ
の
批
判
で
す
。
大
黒
さ
ん
の
著
作
を
読
ん
で

い
る
と
、
こ
の
点
が
気
に
な
る
の
で
す
。

4.

最
後
に
、
出
口
の
問
題
で
す
。『
資
本
論
』
が
歴
史
的
発
展
を
矛
盾
の
累

積
と
い
う
一
方
向
性
で
捉
え
た
こ
と
、
こ
の
こ
と
か
ら
自
己
崩
壊
型
の
資
本

主
義
批
判
に
な
っ
て
い
た
こ
と
等
々
、
資
本
主
義
の
こ
れ
ま
で
の
歴
史
的
発

展
を
ふ
ま
え
て
み
る
と
、
基
礎
理
論
を
ベ
ー
ス
に
歴
史
的
発
展
を
解
明
す
る

マ
ル
ク
ス
経
済
学
を
再
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
す
。
か
つ

て
の
危
機
論
で
あ
れ
ば
、
正
義
と
は
な
に
か
、
自
由
と
は
な
に
か
、
と
い
っ
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た
社
会
的
価
値
判
断
の
問
題
は
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

現
在
い
く
ら
マ
ル
ク
ス
経
済
学
を
再
構
成
し
て
み
て
も
こ
の
回
路
は
塞
が
っ

て
い
ま
す
（
塞
ぐ
べ
き
で
す
）。

こ
れ
か
ら
の
マ
ル
ク
ス
経
済
学
で
は
、
第
一
に
ま
ず
、
資
本
主
義
の
歴
史

的
発
展
に
対
す
る
分
析
を
正
確
に
お
こ
な
う
こ
と
が
基
本
で
す
。
資
本
主
義

は
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
変
わ
ら
ぬ
本
質
に
お
い
て
否
定
さ
れ
る
存
在
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
正
義
や
平
等
な
ど
の
一
般
的
な
理
念
で
批
判
す
る
地
点
に
舞
い

戻
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
疎
外
と
か
物
象
化
の
廃
棄
を
唱
え
る
の
も
、
実

は
五
十
歩
百
歩
で
す
。
資
本
主
義
は
そ
の
発
展
と
と
も
に
新
た
な
困
難
を
生

み
だ
し
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
歴
史
的
現
象
と
し
て
そ
れ
を
捉
え
る
こ
と
が
、

今
も
昔
も
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
第
一
の
課
題
で
す
。
た
だ
、
こ
の
歴
史
的
発

展
が
、
危
機
論
、
自
己
崩
壊
論
、
矛
盾
の
累
積
論
に
な
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ

が
問
題
な
の
で
す
。
こ
の
点
で
、
資
本
主
義
か
ら
の
出
口
を
考
え
る
に
は
、

マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
よ
る
客
観
的
分
析
で
す
べ
て
が
す
む
こ
と
に
は
な
り
ま

せ
ん
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
は
、
そ
の
論
じ
方—
は
じ
め
の
と
こ
ろ
で

比
較
に
つ
い
て
細
々
述
べ
た
よ
う
な—

も
含
め
て
、
正
面
か
ら
取
り
組
む

第
二
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

付
録
「『
資
本
論
』
を
読
む
」
を
読
む

二
冊
目
の
理
論
篇
に
つ
い
て
も
、『
資
本
論
』
を
ど
う
読
ん
で
い
る
の
か
を
中

心
に
コ
メ
ン
ト
を
補
足
し
て
お
き
ま
す
。
理
論
篇
第
１
章
「
資
本
の
統
治
術
と
は

何
か—

『
資
本
論
』
を
読
む
Ⅰ
」
は
、
副
題
の
「『
資
本
論
』
を
読
む
」
を
期
待

し
て
読
ん
だ
の
で
す
が
、
直
接
正
面
か
ら
対
象
と
さ
れ
た
の
『
資
本
論
』
の
テ
キ

ス
ト
は
四
ヶ
所
ば
か
り
で
、
商
品
、
貨
幣
、
資
本
と
い
う
『
資
本
論
』
の
文
脈
を

無
視
し
て
「
統
治
術
」
に
都
合
の
よ
さ
そ
う
な
と
こ
ろ
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
感

が
や
は
り
否
め
ま
せ
ん
で
し
た
。

■
王
と
臣
民
の
弁
証
法

一
つ
目
の
王
と
臣
民
の
弁
証
法
の
と
こ
ろ
で
は
、
ま
ず

次
の
テ
キ
ス
ト
を
引
用
し
ま
す
。

∥

G|

ⓐ
リ
ン
ネ
ル
に
た
い
し
て
上
着
が
価
値
を
表
わ
す
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に

リ
ン
ネ
ル
に
と
っ
て
価
値
が
上
着
と
い
う
形
態
を
と
る
こ
と
な
し
に
は
、
で
き
な
い

こ
と
で
あ
る
。
ⓑ
た
と
え
ば
、
個
人
A
が
個
人
B
に
た
い
し
て
王
位
に
た
い
す
る

態
度
を
と
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
A
に
と
っ
て
は
王
位
が
B
の
姿
を
と
り
、

従
っ
て
顔
つ
き
や
髪
の
毛
や
そ
の
他
多
く
の
も
の
を
国
王
が
替
わ
る
ご
と
に
取
り
換

え
る
こ
と
な
し
に
は
、
で
き
な
い
の
で
あ
る
。(K

.I.,S.66)

こ
れ
に
承
け
て
、
大
黒
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
論
評
し
ま
す
。

∥

H|

つ
ま
り
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ⓒ
価
値
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
現

前
不
可
能
で
あ
る
が
、
等
価
形
態
た
る
上
衣
と
い
う
現
物
形
態
を
と
っ
て
再
現
前
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ⓓ
ま
た
こ
れ
は
、　不
、　可
、　視
、　の
、　権
、　力
、　の
、　あ
、　り
、　方
、　と
、　同
、　型
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。(

11
頁)

直
接
的
な
論
評
は
こ
れ
だ
け
な
の
で
す
。「
再
現
前
」
の
「
再
」
は
不
要
だ
ろ
う

し
、「
現
前
」
と
い
う
の
が
引
用
文
中
の
「
価
値
を
表
わ
す
」
を
指
す
の
な
ら
、「
表

現
」
か
あ
る
い
は
同
義
の
「
現
象
」
で
よ
い
と
思
い
ま
す
。
と
も
か
く
ⓒ
に
お
け

る
言
い
換
え
は
よ
い
と
し
て
、
問
題
は
、
こ
こ
か
ら
ⓓ
の
「
同
型
」
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
か
ど
う
か
で
す
。
こ
れ
は
引
用
G
の
テ
キ
ス
ト
を
読
み
込
ま
な
い
と
、

何
と
な
く
似
て
い
る
と
い
う
程
度
で
、
何
が
何
と
「
同
型
」
か
は
判
明
し
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
も
う
一
度
G
に
も
ど
っ
て
み
る
と
、
ど
う
い
う
意
味
で
ⓓ
が
「
た
と
え

ば
」
な
の
か
、
疑
問
に
な
り
ま
す
。
商
品
の
場
合
に
は
、
リ
ン
ネ
ル
の
ほ
う
に
価

値
が
あ
り
、
こ
の
価
値
が
上
着
の
物
量
で
表
現
さ
れ
る
の
で
す
が
、
王
位
の
ほ
う

は
違
い
ま
す
。
A
は
あ
く
ま
で
も
臣
民
で
あ
り
、
自
ら
の
王
位
を
B
の
生
き
た
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姿
で
表
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
せ
ん
。
商
品
の
場
合
に
は
、
リ
ン
ネ
ル
も
上
着

も
対
等
な
商
品
で
す
か
ら
、
立
場
を
入
れ
替
え
て
、
上
着
の
価
値
を
リ
ン
ネ
ル
の

物
量
で
表
す
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
す
。
し
か
し
、
王
と
臣
民
で
は
こ
の
入
れ
替

え
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
「
権
力
」
な
の
で
す
。

喩
え
と
い
う
の
は
、
だ
い
た
い
こ
う
い
う
も
の
で
す
。
ま
っ
た
く
同
一
な
ら
喩

え
に
な
ら
な
い
。
ベ
ン
図
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ⓐ
と
ⓑ
は
重
な
っ

て
い
る
が
ズ
レ
て
も
い
る
。
価
値
も
王
位
も
単
独
で
は
表
せ
な
い
、
相
手
を
特
定

な
地
位
に
お
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
か
ぎ
り
で
、
ⓐ
の
一
面
を
ⓑ
で
示
し
た
の
が

G
で
す
。
し
か
し
、
対
等
互
換
の
関
係
な
の
か
、
不
可
逆
な
関
係
な
の
か
、
こ
の

点
で
は
ⓐ
と
ⓑ
は
ズ
レ
て
い
ま
す
。
ⓐ
で
リ
ン
ネ
ル
と
上
着
は
入
れ
替
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、
ⓑ
で
は
A
を
B
と
入
れ
替
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か

ら
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
も
っ
て
、
価
値
と
権
力
が
同
根
だ
と
い
う
解
釈
を
下
す
こ

と
に
私
は
無
理
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

無
理
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
私
の
読
み
方
に
よ
れ
ば
、
と
い
う
話
で
、
も
ち
ろ

ん
、
す
べ
て
の
商
品
に
価
値
が
内
在
し
て
い
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
個
人
に
王
位

が
内
在
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
別
の
解
釈
を
立
て
る
余
地
は
あ
り
ま
す
。
た
だ
、

そ
れ
は
こ
う
し
た
テ
キ
ス
ト
の
解
析
を
通
じ
て
お
こ
な
う
べ
き
で
、
二
行
で
す
ま

す
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
解
釈
と
し
て
ⓒ
＝
ⓓ
と
い
う
同
根

説
を
読
み
と
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
命
題
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
独
自
に
論
証
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
、
テ
キ
ス
ト
を
い
ま
試
み
た
よ
う
に
解
析
し
て

お
く
こ
と
が
役
に
た
つ
の
で
す
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
資
本
論
』
の
価
値
形
態
論
の
と
こ
ろ
は
、
や
た
ら

に
比
喩
が
多
く
、
ま
た
そ
れ
が
単
な
る
比
喩
を
こ
え
た⟨

説
得⟩

（
こ
う
い
う
説
得

法
が
弁
証
法
の
原
型
な
の
で
し
ょ
う
）
の
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
の
が
目
だ
ち

ま
す
。
他
の
章
節
に
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
手
詰
ま
り

の
現
れ
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
さ
す
が
の
マ
ル
ク
ス
も
論
理
で
攻
め
き
れ
な
か
っ

た
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
の
後
に
生
ま
れ
た
者
が
分
析
の
し
甲
斐

を
感
じ
る
ヤ
マ
場
な
の
で
す
。

■
価
値
形
態
の
「
形
態
四
」

続
い
て
こ
の
あ
と
、『
資
本
論
』
初
版
の
「
形
態

四
」
に
話
は
と
び
ま
す
。

∥

I|

ⓐ
マ
ル
ク
ス
は
、「
商
品
は
自
分
の
価
値
を
自
分
自
身
の
身
体
ま
た
は
自
分
自

身
の
使
用
価
値
で
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
価
値
存
在
と
し
て
の
他
の
使
用

価
値
ま
た
は
他
の
商
品
身
体
に
直
接
的
に
関
係
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
」
こ
と
を
価

値
表
現
の
「
廻
り
道
」
と
し
て
規
定
し
た
が
、
ⓑ
こ
こ
に
は
「
万
人
の
万
人
に
対
す

る
闘
争
」
に
も
擬
え
ら
れ
る
べ
き
商
品
ど
う
し
の
敵
対
関
係
が
、
端
的
に
凝
縮
さ
れ

た
か
た
ち
で
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
ⓒ
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
商
品
関
係
を
可

能
に
す
る
超
越
論
的
条
件
を
さ
ら
に
歴
史
化
す
る
試
み
は
、
歴
史
的
に
特
殊
な
生
産

関
係
を
見
出
す
前
に
、
ま
ず
歴
史
的
に
特
殊
な
、　権
、　力
、　関
、　係

を
交
換
関
係
の
う
ち
に
見

出
す
こ
と
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ⓓ
マ
ル
ク
ス
も
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
市
場
で
は
「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
」
に
も
擬
え
ら
れ
る
べ
き
「
競
争

と
い
う
権
威
」
が
支
配
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。(K

.I.,S.377)
(

15
頁)

ⓐ
の
「
廻
り
道
」
は
一
般
的
交
換
可
能
性
を
相
手
に
む
し
ろ⟨

譲
る⟩

行
為
で
あ
り
、

直
接
に
は
「
敵
対
関
係
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
「
形
態
四
」

に
進
め
ば
、
お
互
い
に
自
分
の
商
品
が
一
般
的
等
価
物
で
あ
る
と
主
張
し
あ
う
関

係
に
な
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
「
敵
対
関
係
」
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

問
題
は
そ
の
次
で
す
。
ⓑ
で
、
こ
の
「
敵
対
関
係
」
は
「
万
人
の
万
人
に
対
す

る
闘
争
」
に
擬
え
ら
れ
る
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
か
ぎ
り
で
は
ⓒ
の
「
歴

史
的
に
特
殊
な
、　権
、　力
、　関
、　係
」
は
説
明
で
き
ま
せ
ん
。「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘

争
」
が
あ
れ
ば
、
次
に
「
権
力
関
係
」
が
生
じ
る
と
い
う
命
題
は
、
こ
の
テ
キ
ス

ト
の
範
囲
か
ら
は
読
み
と
れ
な
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
最
後
に
ⓓ
で
、
こ
の
発
生
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過
程
に
つ
い
て
「
マ
ル
ク
ス
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
」
と
追
加
さ
れ
る
の
で

す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
参
照
さ
れ
て
い
る
の
は
、
価
値
形
態
論
と
は
ま
っ
た
く
異

な
っ
た
文
脈
の
話
で
す
。
第
12
章
の
「
分
業
と
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
」
の
な

か
で
、「
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
社
会
に
お
い
て
は
、
社
会
的
分
業
の
無
政
府

性
と
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
的
分
業
の
専
制
と
は
相
互
に
制
約
し
合
っ
て
い
る
」

(K
.I.,S.377)

と
い
う
、
よ
く
知
ら
れ
た
結
論
を
導
く
過
程
で
、
競
争
的
市
場
に

お
け
る
事
後
的
調
整
に
論
及
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
な
か
で
、

∥

J|

独
立
の
商
品
生
産
者
た
ち
は
「
競
争
の
権
威
す
な
わ
ち
彼
ら
の
相
互
的

利
害
の
圧
迫
が
彼
ら
に
及
ぼ
す
強
制
以
外
に
は
、
ど
の
よ
う
な
権
威
も
認
め
な

い
。die

keine
andre

A
utoritätanerkennen

als
die

der
K

onkurrenz,den

Zw
ang,den

der
D

ruck
ihrer

w
echselseitigen

Interessen
aufsie

ausübt.

そ
れ
は
、
ま
た
動
物
界
に
お
い
て
〝
万
人
の
万
人
に
対
す
る
戦
い
〞
が
、
す
べ
て

の
種
の
生
存
諸
条
件
を
多
か
れ
少
な
か
れ
維
持
し
て
い
る
の
と
お
な
じ
で
あ
る
。」

(K
.I.,S.377)

と
い
う
テ
キ
ス
ト
が
登
場
す
る
の
で
す
。
市
場
に
は
基
本
的
に
「
権
威
」
な
ど
受

け
容
れ
ら
れ
な
い
、
も
し
か
り
に
「
権
威
」
な
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
、

事
後
的
に
そ
の
存
在
が
承
認
さ
れ
る
競
争
の
圧
力
、
す
な
わ
ち
「
競
争
の
権
威
」

と
で
も
よ
ぶ
べ
き
も
の
で
し
か
な
い
、
と
い
う
の
が
主
旨
で
す
。「
万
人
の
万
人

に
対
す
る
闘
争
」
も
、
需
給
関
係
で
資
本
が
移
動
し
生
産
が
調
整
さ
れ
る
過
程
の

喩
え
で
、
け
っ
し
て
な
ん
ら
か
の
「
権
威
」
の
形
成
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
」
を
媒
介
に
「
敵
対
関
係
」
と
「
権
力
関

係
」
を
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
は
か
け
離
れ
た
テ
キ
ス
ト

の
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
に
み
え
ま
す
。

こ
の
後
に
で
て
く
る
「
貨
幣
と
家
畜
」
の
話
の
な
か
で
引
用
さ
れ
た
箇
所(

23
頁

)

も
、
も
う
詳
し
く
は
述
べ
ま
せ
ん
が
、
マ
ル
ク
ス
と
タ
ル
ド
を
重
ね
る
た
め
に
、

局
所
を
顕
微
鏡
で
拡
大
し
て
つ
く
っ
た
寓
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。
総
じ
て
「『
資

本
論
』
を
読
む
」
と
副
題
に
は
あ
り
ま
す
が
、
内
容
は
「
資
本
論
も
読
む
」
な
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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■
後
記

当
日
は
大
黒
さ
ん
の
報
告
の
後
、
短
い
時
間
で
し
た
が
、
以
上
の
よ
う

な
コ
メ
ン
ト
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
そ
の
際
、
黒
板
を
つ
か
っ
て
、
等
号=

の

二
つ
の
意
味
、「
等
し
い
」
と
い
う
こ
と
の
二
つ
の
タ
イ
プ
に
つ
い
て
説
明
し
ま

し
た
。
①2

=
2

は
つ
ね
に
正
し
い
が
、
こ
れ
で
は
な
に
か
の⟨

表
現⟩

に
な
ら
な

い
、2

=
4

は
誤
り
だ
が
、
②2

:4
=

4
:8

な
ら
正
し
い
と
い
う
話
で
す
。

⟨

等
し
い⟩
に
は
、
①
の
タ
イ
プ
の
ほ
か
に
、
②
の
タ
イ
プ
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

〝
類
比
的
に
正
し
い
〞
と
い
う
の
は
後
者
で
す
。
合
同
で
は
な
く
相
似
の
世
界
で

す
。⟨

比
率⟩

す
な
わ
ち⟨
関
係⟩

（
ド
イ
ツ
語
のVerhältnis

は
両
義
）
が
等
し

い
と
い
う
こ
と
で
す
。

大
黒
さ
ん
が
本
書
で
多
用
す
る
「
類
比
」
は
②
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
集
合
の
要

素
が⟨

共
通⟩

だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
集
合
が
相
似
的
に
似
て
い
る
と
い
う
意
味

で
、
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
二
分
法
の
も
と
で
、
①
に⟨

実
体⟩

、
②
に⟨

形
態⟩

と
い

う
ラ
ベ
ル
が
貼
ら
れ
て
い
る
も
の
と
了
解
し
ま
し
た
。

大
黒
さ
ん
は
リ
プ
ラ
イ
で
、
私
が
「
友
だ
ち
の
友
だ
ち
は
み
な
友
だ
ち
」
論
だ

と
揶
揄
し
た
無
礼
に
も
、〝
Q

と
P
の
共
通
要
素
が
あ
る
と
い
う
か
た
ち
で
関
連

づ
け
る
要
素
論
で
は
あ
り
ま
せ
ん
〞
と
応
じ
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
私
も
「
本
書
の
特
徴
は
、
異
な
る
時
代
の
著
者
に
よ
る
、
性
質
も
か
な
り
違
う

著
作
を
対
比
し
な
が
ら—

さ
す
が
に
共
通
物
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
と
か
、
よ

い
と
こ
ろ
を
拾
い
集
め
て
折
衷
す
る
と
か
、
そ
う
い
う
単
純
な
こ
と
で
は
な
い
で

す
が—

そ
こ
に
共
通
す
る
考
え
を
読
み
と
る
か
た
ち
で
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い

ま
す
。」
と
い
ち
お
う
断
っ
て
お
い
た
で
す
が
、
大
黒
さ
ん
の
著
書
の
批
評
の
場

で
す
か
ら
、
大
黒
さ
ん
の
比
較
が
要
素
論
で
は
な
く
類
比
論
だ
と
い
う
点
を
も
う

少
し
丁
寧
に
説
明
す
べ
き
で
し
た
。

そ
の
う
え
で
、
原
論
的
な⟨

分
析⟩

と
、
思
想
史
的
な⟨

総
合⟩

の
違
い
に
つ
い
て
、

板
書
を
し
な
が
ら
説
明
い
た
し
ま
し
た
。「
Q

だ
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
P
と

は
い
え
ぬ
」
と
「
Q

と
P
は
同
根
だ
」
と
い
う
と
き
、
注
目
点
が
違
う
と
い
う

了
解
可
能
性
を
諮
っ
て
み
た
か
っ
た
の
で
す
。
全
部
で
二
時
間
と
い
う
制
約
の
も

と
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
も
沖
公
祐
さ
ん
と
私
の
二
人
と
い
う
こ
と
で
、
ほ
と
ん
ど

話
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
後
日
面
語
の
折
り
あ
ら
ば
詰
め
て
み
た
く
存

じ
ま
す
。

図

Q

だ
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
P
と
は
い
え
ぬ
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