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ホ
ッ
ブ
ズ
の
母
権
論
と
父
権
的
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
構
造

中

村

敏

子

は
じ
め
に

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
自
然
状
態
か
ら
の
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
形
成
を
論
じ
た
が
、
そ
こ
で
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る

も
の
は
、
現
在
の
我
々
が
考
え
る
国
家
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
主
権
者
と
国
民
と
い
う
支
配
関
係
だ
け
を
論
じ
て
い
る
の
で
も
な
い
。

彼
は
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
一
類
型
と
し
て
「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
を
あ
げ
、
そ
こ
で
の
支
配
関
係
と
し
て
、
親
子
と
い

う
関
係
と
主
人
と
奴
隷
の
関
係
を
も
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
政
治
学
の
考
察
に
お
い
て
あ
ま
り
扱
わ
れ
な
い
「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
に
つ
い
て
の
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
を
、

主
と
し
て
分
析
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
よ
る
ホ
ッ
ブ
ズ
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
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自
然
状
態
に
お
い
て
母
権
が
存
在
す
る
と
い
い
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
女
性
を
排
除
し
た
形
で
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
形
成
を
論
じ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
過
程
で
彼
の
議
論
か
ら
女
性
が
消
え
て
し
ま
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て

１
）

い
る
。
そ
も
そ
も

彼
は
、
そ
れ
ま
で
誰
も
言
っ
た
こ
と
の
な
い
議
論
と
し
て
女
性
が
母
権
を
も
つ
と
提
示
し
た
の
だ
が
、
ど
の
よ
う
に
母
権
が
存
在
す
る
と

論
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
な
ぜ
母
権
を
も
っ
て
い
た
女
性
が
、
彼
の
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
に
お
い
て
は
存
在
し
な
く
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
彼
の
議
論
に
始
ま
る
社
会
契
約
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る
近
代
国

家
に
お
い
て
、
女
性
が
ど
の
よ
う
な
地
位
を
も
っ
た
の
か
を
解
明
す
る
の
に
役
立
つ
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
彼
の
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル

ス
」
の
性
質
を
理
解
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
を
考
察
す
る
主
要
な
著
作
と
し
て
、『
法
学
大
綱
』・『
市
民
論
』・『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
を
著
し

て
い
る
が
、「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」や
女
性
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
こ
れ
ら
相
互
に
お
い
て
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で

は
、
こ
の
三
つ
の
著
作
の
う
ち
男
女
の
関
係
や
「
父
権
的
支
配
」
に
つ
い
て
具
体
的
に
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
い
る
『
法
学
大
綱
』
を
中
心

に
、
彼
の
議
論
の
内
容
を
考
察
し
て
い
き

２
）

た
い
。

一
、
自
然
状
態
か
ら
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
へ

人
々
は
自
己
の
生
存
に
関
す
る
不
安
定
さ
を
抱
え
て
い
た
自
然
状
態
か
ら
、
自
己
の
生
命
を
守
る
た
め
に
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
と
い

う
状
態
に
入
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
、
ひ
と
り
で
い
る
よ
り
も
多
数
で
い
た
方
が
安
全
が
確
保
し
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
集
団
を
作
っ

た
と
し
て
も
、
人
々
が
単
一
の
意
志
の
も
と
に
行
動
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
安
全
は
確
保
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
人
が
自

分
の
意
志
を
ひ
と
り
の
人
ま
た
は
一
つ
の
集
団
に
従
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
達
成
さ
れ
る
。
こ
の
集
団
を
「
ユ
ニ
オ
ン
（U

N
IO
N

）」
と
い

論 説
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う
。
こ
う
し
て
で
き
た
「
ユ
ニ
オ
ン
」
を
、「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
ま
た
は
「
シ
ヴ
ィ
ル

ソ
サ
イ
ア
テ
ィ
（civ

il so
ciety

）」、
ま
た
「
人

工
的
人
格
（civ

il p
erso

n

）」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
に
お
い
て
、
皆
の
意
志
を
従
わ
せ
る
意

志
を
持
つ
人
は
、「
主
権
権
力
（S

O
V
E
R
E
IG
N
 
P
O
W
E
R

）」
ま
た
は
「
支
配
権
力
（D

O
M
IN
IO
N

）」
を
も
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
で
は
、
人
々
は
「
自
分
た
ち
の
力
と
強
さ
を
、
ひ
と
り
の
人
間
ま
た
は
人
間
の
集
ま
り
に
与
え
、
彼
ら
の
意
志
の
す

べ
て
を
、
…
ひ
と
つ
の
意
志
へ
と
限
定
す
る
。」（『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
一
二
〇
頁
）

す
な
わ
ち
ホ
ッ
ブ
ズ
の
構
想
し
た「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」の
形
成
と
は
、

人
々
が
自
己
の
生
命
の
維
持
を
目
的
と
し
て
、
合
意
に
よ
り
、

自
分
の
意
志
に
基
づ
く
判
断
を
放
棄
し
て
ひ
と
つ
の
意
志
の
も
と
に
結
合
し
、
共
通
の
平
和
と
防
衛
の
た
め
に
彼
ら
の
強
さ
と
資
源
を
使

お
う
と
、
永
続
的
な
関
係
を
作
る
こ
と

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
支
配
関
係
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
人
々
は
自
己
の
生

命
を
保
持
で
き
る
だ
け
で
な
く
、「
自
分
た
ち
の
努
力
に
よ
っ
て
、
ま
た
地
上
の
実
り
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
を
養
い
、
満
足
し
て
生
き
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」（『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
一
二
〇
頁
）

そ
れ
で
は
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
に
お
け
る
支
配
関
係
は
、
ど
の
よ
う
に
成
立
し
得
る
の
か
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
合
意
も
従
属
も
な
い
自

然
状
態
に
お
い
て
、「
人
が
他
の
人
格
（p

erso
n o

f a
n
o
th
er

）
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
支
配
の
権
利
（p

ro
p
erty o

r d
o
m
in
io
n

）

を
獲
得
す
る
か
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
る
。（『
法
学
大
綱
』
一
二
六
頁
、『
市
民
論
』
一
〇
二
頁
も
同
様
）
そ
の

よ
う
な
支
配
が
成
立
す
る
の
は
、
三
つ
の
方
法
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
成
立
が
論
じ
ら
れ

る
。あ

る
人
が
他
の
人
格
に
対
す
る
支
配
を
持
ち
得
る
一
つ
め
の
場
合
は
、
平
和
と
相
互
の
防
衛
の
た
め
に
、
相
互
の
合
意
に
よ
り
、
あ
る

人
ま
た
は
あ
る
集
合
体
に
従
う
こ
と
を
決
意
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
相
互
に
対
す
る
恐
怖
か
ら
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
、
こ
れ

に
よ
り
主
権
者
の
臣
民
に
対
す
る
支
配
が
生
じ
る
。
こ
れ
が『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』に
お
い
て「
設
立
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス（C

o
m
m
o
n
-
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w
ea
lth b

y In
stitu

tio
n

）」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。（『
法
学
大
綱
』
で
は
単
に
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
（co

m
m
o
n
w
ea
lth

）」、『
市

民
論
』
英
語
版
で
は
「
意
図
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
（co

m
m
o
n
w
ea
lth b

y d
esig

n

）」
ま
た
は
「
政
治
的
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
（p

o
litica

l
 

co
m
m
o
n
w
ea
lth

）」
と
呼
ば
れ
る
。）
二
つ
め
は
、
強
制
に
よ
り
自
分
自
身
を
放
棄
す
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
戦
争
に
敗
北
し
た
者
が
勝
者

の
支
配
下
に
入
る
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
人
と
奴
隷
と
い
う「
専
制
的
支
配
」を
生
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て
第
三
が
、
生
殖
に
よ
っ

て
生
ま
れ
た
人
間
に
対
す
る
支
配
権
を
獲
得
す
る
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
親
が
子
供
に
対
し
て
持
つ
支
配
権
で
、
こ
れ
は
「
父
権
的
支

配
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
支
配
は
、「
自
然
的
な
力
や
強
さ
」
に
そ
の
始
ま
り
を
持
ち
、
支
配
者
と
な
る
相
手
に
対
す
る
恐
怖
か

ら
相
手
に
従
う
場
合
で
あ
る
。『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
よ
り
「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
（C

o
m
m
o
n
-w
ea
lth

 
b
y A

cq
u
isitio

n

）」
が
構
成
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。（『
法
学
大
綱
』
で
は
単
に
「
政
治
体
（b

o
d
ies p

o
litic

）」
ま
た
は
「
獲
得
に
よ

る
政
治
体
（b

o
d
y p

o
litic b

y a
cq
u
isitio

n

）」、『
市
民
論
』
で
は
「
自
然
的
な
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
（n

a
tu
ra
l co

m
m
o
n
w
ea
lth

）」
と

も
呼
ば
れ
る
。）（『
法
学
大
綱
』
一
〇
八
頁
、
一
二
六
頁
、『
市
民
論
』
七
四
頁
、
一
〇
二
頁
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
一
二
一
頁
、
一
三
九

頁
）
こ
の
「
父
権
的
支
配
」
と
呼
ば
れ
る
支
配
関
係
の
成
立
に
お
い
て
、
自
然
状
態
に
お
い
て
女
性
が
持
つ
と
さ
れ
た
母
権
が
奪
わ
れ
て

し
ま
う
の
だ
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
る
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
そ
の
過
程
を
詳
し
く
見
て
い

き
た
い
。

二
、
母
権
の
起
源

１
）
自
然
状
態
に
お
け
る
男
性
と
女
性

親
が
子
供
に
対
し
て
も
つ
支
配
権
を
「
父
権
的
支
配
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
親
子
関
係
が
生
じ
る
前
提
と
な
る
男
女
の
関
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係
の
発
生
を
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
ど
の
よ
う
に
論
じ
て
い
た
の
か
。
拙
稿
「「
エ
デ
ン
の
楽
園
」
と
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア

３
）

サ
ン
」」
で
論
じ
た
よ
う
に
、

ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
は
、
人
間
社
会
に
対
す
る
神
の
影
響
力
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
神
を
排
除
し
て
人
間
社
会
を
考
察
し

よ
う
と
い
う
ホ
ッ
ブ
ズ
が
、
自
然
状
態
に
お
い
て
、
ま
ず
男
性
と
女
性
が
ど
の
よ
う
に
存
在
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
法
学
大
綱
』
に
お
い
て
は
、「
昔
と
同
じ
よ
う
に
人
が
合
意
も
従
属
も
な
く
、
い
き
な
り
男
と
女
に
創
ら
れ
て
、
自
然
状
態
に
い
る
と

き
」（
一
二
六
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
、『
市
民
論
』
で
は
、「
も
う
一
度
自
然
状
態
に
戻
っ
て
、
人
間
が
地
中
か
ら
茸
の
よ
う
に
現
わ

れ
、
相
互
に
何
の
義
務
も
持
た
な
い
で
成
長
し
た
か
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
と
し
よ
う
」（
一
〇
二
頁
）と
書
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ホ
ッ

ブ
ズ
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
世
に
男
と
女
と
い
う
人
間
が
存
在
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
神
と
の
関
わ
り
な
し
に
説
明
し
よ
う
と
し
て

４
）

い
る
。

人
間
が
「
茸
の
よ
う
に
」
生
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
批
判
が
な
さ
れ
て

５
）

き
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
人
間
の
男
女
が
こ
の
世
に

ど
の
よ
う
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
聖
書
に
も
と
づ
か
ず
科
学
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
、
当
時
は
不
可
能
で

６
）

あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
男
女
の
発
生
に
関
す
る
説
明
が
、
こ
の
よ
う
な
奇
妙
と
も
思
え
る
記
述
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』に
お
い

て
は
、
そ
も
そ
も
自
然
状
態
に
お
け
る
男
女
の
誕
生
に
関
す
る
記
述
が
存
在
し
な
い
。

こ
の
よ
う
な
男
と
女
が
自
然
状
態
で

個
人

と
し
て
対
峙
す
る
と
き
、
す
べ
て
の
大
人
は
、「
自
然
の
本
性
上
」
相
互
に
対
等
な
関
係

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
男
女
間
の
「
自
然
的
な
力
の
不
平
等
性
は
非
常
に
小
さ
い
」
と
も
述
べ
ら
れ
る
。（『
市
民
論
』

一
〇
八
頁
）
ま
た
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
も
、「
自
然
は
」
人
間
を
心
身
の
能
力
に
お
い
て
平
等
に
創
っ
て
お
り
、
男
女
の
間

に
お
い
て
も
、「
強
さ
や
深
慮
に
お
い
て
」
決
定
的
な
違
い
は
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。（
一
三
九
頁
）
そ
れ
ゆ
え

性

の
区
別
が
問

題
に
な
ら
な
い

個
人

と
し
て
の
男
女
は
、
自
然
状
態
に
お
い
て
相
互
に
平
等
な
の
で
あ
っ
て
、「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
」
を
繰

り
広
げ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
そ
れ
と
は
別
に
、
自
然
状
態
に
お
い
て
、
男
女
が

性
的
存
在

と
し
て
相
互
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
「
自
然
の
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性
向
」
を
も
つ
と
も
述
べ
る
。（『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
一
四
〇
頁
）
す
な
わ
ち
彼
は
、
男
女
の

性

が
問
題
と
な
る
と
き
、
男
女
の
間

に
は
敵
対
的
な
関
係
と
は
別
の
、
惹
き
あ
う
関
係
が
成
立
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、『
法
学
大
綱
』に
お
い
て
、
人
間
の
喜

び
や
苦
痛
に
つ
い
て
論
ず
る
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
人
間
に
は
、
肉
体
の
感
覚
器
官
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
楽
し
み
の
種

類
が
あ
る
。
そ
れ
を
私
は
「
肉
感
的
な
（S

E
N
S
U
A
L

）」
と
呼
ぶ
。
そ
の
中
で
最
も
大
き
な
も
の
は
、
自
分
た
ち
の
種
を
続
け
る
た
め
に

促
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
続
い
て
は
、
人
が
自
分
の
個
人
的
な
人
格
を
保
存
す
る
た
め
に
、
食
べ
る
よ
う
促
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。」（
四

五
頁
）
こ
の
よ
う
に
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
拙
稿
「「
エ
デ
ン
の
楽
園
」
と
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て

徹
底
し
て
抑
圧
さ
れ
た
肉
体
に
関
す
る
ふ
た
つ
の
欲
、
す
な
わ
ち
性
欲
と
食
欲
を
喜
び
と
し
て
解
放
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
「
欲
情
」
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
肯
定
的
に
述
べ
て
い
た
。

「
人
々
が
「
欲
情
」
と
よ
ぶ
欲
望
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
生
じ
る
成
果
は
、
肉
感
的
な
楽
し
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な

い
。
そ
の
中
に
ま
た
精
神
的
な
楽
し
み
も
あ
る
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
人
を
喜
ば
せ
、
ま
た
そ
れ
に
よ
り
楽
し
む
と
い
う
ふ
た
つ
の

欲
望
か
ら
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
他
の
人
を
喜
ば
せ
る
こ
と
に
お
い
て
人
が
感
じ
る
喜
び
は
肉
感
的
な
も
の
で
は
な
く
、
精
神
的
な

楽
し
み
ま
た
は
喜
び
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
が
人
を
喜
ば
せ
る
大
い
な
る
力
を
も
つ
と
想
像
で
き
る
こ
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
欲
情
」
と
い
う
名
は
、
そ
れ
を
非
難
す
る
と
き
に
使
わ
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
一
般
的
な
言
葉
で
あ
る
愛
と
い
う
語
で
呼
ば
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
そ
の
情
熱
は
、異
性
間
の
無
限
の
欲
望
と
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
で
あ
り
、飢
え
と
同
じ
く
ら
い
自
然
な
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
。」

（『
法
学
大
綱
』
五
五
頁
）

す
な
わ
ち
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
個
人
の
生
命
の
保
持
と
並
ん
で
、
男
女
の

性

を
介
し
た
関
係
が
、
種
を
続
け
る
た
め
の
も
の
と
し
て
重

要
で
あ
る
と
考
え
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
支
配
の
三
類
型
に
男
女
関
係
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
示
唆
さ
れ
る
よ
う

に
、
男
女
の
関
係
は
、
自
己
の
生
命
を
保
持
す
る
た
め
に
形
成
さ
れ
、
他
の
人
格
を
支
配
す
る
と
い
う
抑
圧
の
関
係
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
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「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」と
は
異
な
る
関
係
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
解
釈
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
成
立
す
る
性
関
係
は
、
教
会
の
神

の
言
葉
や
国
家
法
に
よ
る
縛
り
が
な
い
た
め
、
一
時
的
な
も
の
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
子
供
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
、「
コ
モ

ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
成
立
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
過
程
に
お
い
て
母
権
か
ら
父
権
へ
の
転
換
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
た
め
に
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
大
変
細
か
い
概
念
の
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

２
）
原
初
的
権
力
と
し
て
の
母
権

⒜
胎
児
に
対
す
る
権
力
の
根
拠

親
の
子
供
に
対
す
る
支
配
権
が
ど
の
よ
う
に
発
生
す
る
の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
男
女
関
係
の
成
立
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
。

男
女
関
係
が
成
立
し
て
後
の
、
子
の
受
胎
の
段
階
か
ら
出
生
後
に
わ
た
る
親
子
間
の
権
力
の
内
容
に
つ
い
て
の
ホ
ッ
ブ
ズ
の
記
述
を
み
る

と
、
彼
が
そ
の
概
念
を
非
常
に
詳
細
に
、
事
実
に
即
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
ず
、
子
供
の
発
生
に
関
し
て
ど
の
よ
う

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
子
供
の
発
生
は
「
男
性
と
女
性
の
共
通
の
生
殖
に
由
来
す
る
」
と
述
べ
る
。（『
法
学
大
綱
』
一
三
〇
頁
）
つ
ま
り
「
産

み
出
す
こ
と
は
、
男
性
と
女
性
と
い
う
二
人
の
人
間
の
協
同
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。」（『
市
民
論
』
一
〇

７
）

八
頁
）
ホ
ッ
ブ
ズ
が
子
供
の

発
生
に
関
し
て
こ
の
よ
う
に
男
性
と
女
性
の
協
同
を
述
べ
た
こ
と
は
、
当
時
の
議
論
に
お
い
て
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち

当
時
は
、
子
供
の
発
生
に
関
し
て
男
性
が
主
要
な
行
為
者
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
主
流
だ
っ
た
か
ら
で

８
）

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、

子
供
の
発
生
に
男
女
が
関
わ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
、
子
供
に
対
す
る
権
力
は
男
女
と
も
に
帰
属
し
得
る
と
論
じ
た
。

し
か
し
、
男
女
の
協
同
で
行
な
わ
れ
る
の
は
子
供
の
「
発
生
」
に
関
し
て
の
み
で
あ
り
、
そ
の
後
子
供
は
母
の
胎
内
で
成
長
す
る
。
そ
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の
間
自
然
状
態
に
お
け
る
男
性
は
、
一
時
的
な
関
係
を
も
っ
た
女
性
と
の
間
に
自
分
の
子
が
「
発
生
」
し
た
と
い
う
事
実
を
知
ら
な
い
。

自
然
状
態
に
お
い
て
は
、
そ
の
女
性
と
の
間
に
永
続
的
な
関
係
が
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
子
供
は
、
女
性
の
肉
体
の
一
部
で
あ
る
子

宮
の
中
で
生
き
て
い
る
。
女
性
は
「
自
分
自
身
の
体
に
対
す
る
権
利
を
も
つ
」
の
で
、
そ
の
肉
体
の
一
部
で
あ
る
子
に
対
す
る
権
利
を
も

同
時
に
持
つ
。
そ
れ
ゆ
え
、
子
供
は
母
の
支
配
下
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。（『
法
学
大
綱
』
一
三
〇
頁
）
そ
れ
ゆ
え
、
子
供
が
生
ま

れ
る
瞬
間
ま
で
、
母
は
自
然
的
な
生
物
と
し
て
の
事
実
上
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
、
子
に
対
す
る
支
配
権
を
持
つ
。

⒝
母
権
の
内
容
の
変
質

し
か
し
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
に
お
い
て
は
、
母
の
胎
内
か
ら
出
て
し
ま
う
と
子
供
は
別
の
人
格
と
な
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
母
権
の
内

容
が
変
質
す
る
。
子
供
が
い
っ
た
ん
生
ま
れ
て
し
ま
う
と
、「
子
供
へ
の
支
配
の
資
格
は
、「
産
み
出
す
」
こ
と
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
を

保
護
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
。」（『
法
学
大
綱
』
一
三
〇
頁
）「
新
生
児
は
誰
よ
り
も
母
の
権
力
下
に
あ
り
、
彼
女
が
彼
を
育
て
る
か
又
は

放
棄
す
る
か
は
、
彼
女
の
判
断
と
権
限
に
よ
り
で
き
る
の
で
あ
る
。」（『
市
民
論
』
一
〇
八
頁
）
す
な
わ
ち
生
ま
れ
た
子
供
は
、
母
に
よ
っ

て
乳
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
生
存
で
き
な
い
。
そ
の
生
命
の
維
持
は
完
全
に
母
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
母
は

子
供
の
生
命
を
事
実
上
そ
の
手
に
握
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
権
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
自
然
状
態
に
お
い
て
、（
相
手
が
）
抵

抗
で
き
な
い
よ
う
な
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
権
利
（
を
も
つ
と
い
う
こ
と
）
な
の
で
あ
る
。」（『
法
学
大
綱
』
八
一
頁
）

す
な
わ
ち
、
基
本
的
に
は
男
女
共
に
子
供
の
発
生
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
、「
産
み
出
す
こ
と
は
、
父
と
母
共
に
支
配
の
資
格
を
与
え
」

（『
法
学
大
綱
』
一
三
〇
頁
）「
子
供
に
対
す
る
支
配
権
は
、
両
者
に
対
等
に
属
す
べ
き
」（『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
一
三
九
頁
）
で
あ
る
が
、

自
然
状
態
に
お
い
て
、
父
が
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
供
に
対
し
て
支
配
権
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
子
の
母
と
持

続
的
な
関
係
を
も
っ
て
は
い
な
い
の
で
、
誰
が
子
の
父
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、「
母
が
指
し
示
す
以
外
」知
る
方
法
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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（『
市
民
論
』
一
〇
八
頁
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
一
三
九
頁
）
そ
れ
ゆ
え
子
は
母
に
属
し
、「
原
初
的
な
支
配
権
は
母
の
も
の
で
あ
る
」（『
市

民
論
』
一
〇
八
頁
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
他
の
動
物
と
同
様
、
人
間
に
お
い
て
も
子
孫
は
子
宮
と
共
に
あ
る
」
の
だ
。（『
市
民
論
』
一

〇
九
頁
）
こ
の
支
配
権
は
、
現
実
に
子
供
の
生
命
を
左
右
で
き
る
こ
と
に
よ
る
事
実
上
の
支
配
権
で
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
こ
の
よ
う
に
出
生
し
た
新
生
児
に
対
し
て
母
が
持
つ
当
初
の
事
実
上
の
支
配
権
に
は
、
一
つ
の
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る

と
論
ず
る
。
そ
れ
は
、
子
供
が
成
長
し
て
母
と
闘
争
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
母
に
従
い
敵
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
つ
い

て
、
子
供
が
約
束
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
育
て
た
子
ど
も
が
大
き
く
な
っ
て
権
力
を
奪
わ
れ
る
な
ら
、
母
は
育
て
る
よ
り
遺
棄
す
る

方
が
賢
明
で
あ
ろ
う
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
述
べ
る
。（『
法
学
大
綱
』
一
三
一
頁
）
子
ど
も
が
従
属
を
約
束
す
る
こ
と
に
よ
り
「
自
然
状
態
に
お

い
て
は
、
出
産
し
た
す
べ
て
の
女
性
は
、
母
と
も
な
り
、
ま
た
主
人
（D

o
m
in
a

）
と
も
な
る
」（『
市
民
論
』
一
〇
八
頁
）
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
母
が
原
初
的
に
子
ど
も
に
対
し
て
持
つ
母
権
の
性
質
は
、
子
が
生
ま
れ
る
過
程
に
お
い
て
大
き
な
変
化
を
遂
げ
る
こ
と
に
な

る
。
生
ま
れ
る
ま
で
の
母
権
は
、
母
が
子
を
自
分
の
体
内
で
育
て
る
と
い
う
生
物
的
な
つ
な
が
り
が
あ
り
、
そ
の
一
体
性
に
よ
っ
て
、
子

に
対
す
る
支
配
権
も
母
の
自
分
の
体
に
対
す
る
支
配
権
に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
そ
の
根
拠
と
し
て
い
た
。
し
か
し
生
ま
れ
た
後
の
母

権
は
、
子
供
の
生
命
を
保
護
す
る
と
い
う
こ
と
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
生
命
を
保
護
す
る
母
権
も
、
現
実
に
生
き
ら
れ
る

よ
う
乳
を
与
え
る
と
い
う
段
階
と
、
そ
れ
以
後
の
服
従
と
い
う
段
階
に
分
け
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
母
は
、
自
分
が
現
実
に
子
供
の
生
命

を
左
右
で
き
る
権
力
を
持
つ
間
に
、
将
来
へ
の
従
属
を
確
保
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
ホ
ッ
ブ
ズ
の
親
子
関
係
に
お
い
て
は
、
乳
飲
み
子
の
間
に

子
を
育
て
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
る
「
子
に
対
す
る
支
配
権
」
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
母
の
意
志
に
か
か
っ
て

い
る
。
そ
の
間
に
子
供
は
、
母
の
支
配
下
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
な
形
で
示
さ
れ
た
の
で
あ
れ
合
意
す
る
の
で
あ
る
。

「
も
し
彼
女
が
養
育
す
れ
ば
、
子
は
そ
の
命
を
母
に
負
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
母
に
従
う
義
務
が
あ
る
。」（『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
一
四
〇

頁
）
そ
れ
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
、
自
然
状
態
に
お
い
て
は
、
出
産
し
た
す
べ
て
の
女
性
は
母
と
な
る
だ
け
で
な
く
、「
ま
た
主
人
（D

o
m
in
a

）
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と
も
な
る
」
と
述
べ
た
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
彼
は
、
母
へ
の
義
務
と
主
人
へ
の
義
務
の
意
味
を
解
説
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

母
へ
の
義
務
は
「
世
話
を
し
て
く
れ
た
こ
と
」
に
対
し
て
で
あ
り
、
主
人
へ
の
義
務
は
「
命
を
救
っ
て
く
れ
た
こ
と
」
に
対
し
て
で
あ
る
。

（『
市
民
論
』
一
〇
九
頁
注
）
こ
の
よ
う
に
、
は
じ
め
は
母
と
同
体
で
あ
っ
た
子
ど
も
は
、
出
生
し
成
長
す
る
に
つ
れ
自
立
し
て
い
く
の
だ

が
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
母
の
持
つ
権
力
は
、
自
分
の
身
体
の
一
部
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
支
配
権
か
ら
、
生
命
を
維
持
す
る
た
め
に
世
話

を
す
る
と
い
う
事
実
上
の
支
配
権
へ
、
そ
し
て
、
将
来
に
わ
た
る
従
属
を
確
保
す
る
た
め
の
言
説
を
介
し
た
合
意
に
基
づ
く
支
配
権
へ
と

変
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
人
間
同
士
の
間
に
権
力
に
よ
る
支
配
関
係
が
生
ず
る
の
は
、
人
間
が
「
生
き
る
」
た
め
で

あ
る
と
論
じ
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
が
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
成
立
に
つ
い
て
論
じ
た
の
も
、
す
べ
て
「
生
き
る
」
こ
と
す
な
わ
ち
自
己
保
存

を
め
ざ
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
親
子
と
い
う
支
配
関
係
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
原
初
的
な
形
で
あ
る
母
の
権
力
も
、
子

供
の
生
命
を
保
持
す
る
た
め
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
生
ま
れ
た
後
の
子
供
に
対
す
る
権
力
に
つ
い
て
の
ホ
ッ
ブ
ズ
の
こ
う
し
た
議

論
は
、
通
常
の
我
々
の
想
定
す
る
親
子
関
係
す
な
わ
ち
生
物
と
し
て
親
で
あ
る
こ
と
や
、
血
の
つ
な
が
り
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
事
実
と

は
ま
っ
た
く
異
な
る
根
拠
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
注
目
す
べ
き
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
基
本
的
に
自
然
状
態
に
お
い
て
人
間
関
係
は
永
続
的
な
も
の
と
な
ら
な
い
と
前
提
し
、
男
女
の
関

係
も
婚
姻
法
が
な
い
の
で
一
時
的
な
も
の
に
し
か
す
ぎ
な
い
と
論
じ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
母
子
関
係
が
生
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
定
の
持
続
的
な
関
係
が
生
ず
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
母
子
の
関
係
は
一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
、
母
が
子
ど
も
の
生
命
を

保
護
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
り
、子
ど
も
の
合
意
に
よ
る
持
続
的
な
支
配
関
係
の
成
立
に
つ
な
が
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
持
続
性
の
問
題
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
に
お
け
る
重
要
な
論
点
で
あ
る
。
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三
、
母
権
の
移
譲

１
）
結
婚
関
係
の
意
味

こ
う
し
て
、
女
性
が
生
物
と
し
て
の

母

と
し
て
事
実
上
子
に
対
す
る
支
配
権
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
は
、
子
が
生
ま
れ
る
ま
で
と
、

そ
の
後
の
直
接
的
な
世
話
を
必
要
と
す
る
時
期
に
お
い
て
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
は
、
子
ど
も
の
言
説
化
さ
れ
た
合
意
に
基
づ
き
「
主

人
」
と
し
て
母
権
を
持
つ
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
自
然
状
態
に
お
い
て
は
、
こ
れ
以
後
こ
の
母
権
は
、
個
人
と
し
て
の
女
性
と
、
彼
女
と
対

等
な
個
人
で
あ
る
父
を
も
含
め
た
他
の
個
人
た
ち
と
の
抗
争
を
通
じ
て
守
ら
れ
る
、
も
し
く
は
奪
取
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

男
女
が

個
人

と
し
て
対
峙
す
る
場
合
は
そ
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。（
た
と
え
ば
『
市
民
論
』
一
〇
八
頁
の
ア
マ
ゾ
ン
族
の
例
）
し
か

し
前
述
し
た
よ
う
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
男
女
が
そ
れ
ぞ
れ
の
持
つ

性

を
媒
介
と
し
て
作
り
上
げ
る
関
係
は
、
こ
の
よ
う
な
支
配
関
係

と
は
異
な
る
関
係
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
彼
は
、
そ
も
そ
も
の
男
女
関
係
の
成
立
の
契
機
を「
両
性
の
相
互
に
対
す
る
…
自
然
の
性
向
」

（『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
一
四
〇
頁
）
の
存
在
に
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

個
人

と
し
て
の
男
女
は
、
自
然
状
態
に
お
い
て
互
い
に
敵

対
す
る
が
、

性
的
存
在

と
し
て
は
惹
か
れ
あ
う
。

も
し
女
性
が

個
人

と
し
て
自
然
状
態
に
お
け
る
闘
争
の
状
態
に
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
母
権
は
他
の
権
力
と
同
様
に
移
動
す
る
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、『
市
民
論
』
に
お
け
る
母
権
の
移
動
の
説
明
で
、
次
の
よ
う
に
論
ぜ
ら
れ
る
。
母
が

個
人

と
し
て
生
き
る
と
き
、

母
権
の
移
動
は
次
の
三
つ
の
場
合
に
起
こ
る
。
第
一
は
母
が
子
供
を
遺
棄
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
母
が
自
ら
母
権
を
放
棄
し
、
支
配

者
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
う
場
合
で
あ
る
。
第
二
は
、
母
が
征
服
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
母
が
奴
隷
に
な
る
の
で
、

当
然
母
の
支
配
下
に
あ
る
子
供
も
主
人
の
支
配
下
に
入
る
。
第
三
は
、
母
が
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
市
民
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合

も
子
供
は
母
に
従
っ
て
、
主
権
者
が
支
配
す
る
。（
一
〇
九
頁
）す
な
わ
ち
、
母
が
父
を
含
め
た
他
の
人
間
の
奴
隷
に
な
っ
た
り
臣
民
に
な
っ
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た
り
す
る
場
合
は
、
当
然
主
人
や
主
権
者
で
あ
る
父
ま
た
は
他
の
人
が
子
供
に
対
す
る
支
配
権
を
持
つ
。

し
か
し
、
男
女
が
性
的
存
在
と
し
て
関
係
を
結
ぶ
と
き
に
は
、
母
の
持
つ
母
権
が
父
の
手
に
わ
た
る
場
合
、
父
が
そ
れ
を
奪
い
取
る
と

い
う
形
に
は
な
ら
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
す
べ
て
信
約
（co
v
en
a
n
t

）（
信
約
の
意
味
に
つ
い
て
は
後
述
）
に
よ
る
と
論
じ

ら
れ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、『
法
学
大
綱
』に
お
い
て
、
母
権
が
ど
の
よ
う
に
し
て
子
の
父
に
移
譲
さ
れ
る
の
か
を
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
女
性
と
男
性
が
、
自
然
状
態
に
お
い
て
も
「
服
従
を
も
た
ら
さ
な
い
」
あ
る
種
の
持
続
的
な
関
係
を
信
約
に
よ
っ
て
作
ろ
う
と
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
展
開
す
る
。（『
法
学
大
綱
』一
三
一
頁
）こ
の
な
か
で
、
夫
婦
と
い
う
関
係
を
作
る
信
約
が
論
じ
ら
れ
る
。
男
女
が「
愛
」

も
し
く
は
「
欲
情
」
に
よ
り
惹
か
れ
合
っ
た
あ
と
持
続
的
な
関
係
を
つ
く
る
場
合
、
次
の
よ
う
な
形
態
が
あ
り
得
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
ま
ず
、
そ
の
よ
う
な
男
女
間
に
服
従
を
も
た
ら
さ
な
い
信
約
に
は
、
一
時
的
な
も
の
と
生
涯
に
わ
た
る
も
の
が
あ
る
と
論

ず
る
。
彼
は
生
涯
に
わ
た
る
も
の
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
論
じ
な
い
が
、
一
時
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
場
合
分
け
を
し
て
論
じ

て
い
る
。
ま
ず
、
男
女
が
性
交
だ
け
を
す
る
と
い
う
信
約
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
男
女
は
と
も
に
生
活
せ
ず
、
と
き
ど
き
会
っ
て
性
関

係
を
結
ぶ
と
い
う
信
約
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
持
続
的
な
関
係
は
あ
る
が
共
同
生
活
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
は
、
母
が
持
つ
子
へ
の
支
配
権
は
常
に
信
約
な
し
に
は
移
譲
さ
れ
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
の
一
時
的
信
約
は
、
共
棲
を
す
る
と

い
う
信
約
で
あ
る
。
そ
の
中
に
も
、
ベ
ッ
ド
を
共
に
す
る
だ
け
の
共
同
生
活
を
す
る
と
い
う
信
約
と
、
す
べ
て
の
も
の
を
共
同
に
す
る
と

い
う
信
約
が
あ
る
。
ベ
ッ
ド
だ
け
の
共
同
生
活
に
お
い
て
は
、
女
性
は
「
妾
」
と
よ
ば
れ
る
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
い
う
。
こ
の
場
合
も
、
母
権

は
信
約
に
よ
ら
な
け
れ
ば
移
譲
さ
れ
な
い
。
以
上
の
場
合
に
お
い
て
子
が
生
ま
れ
た
と
し
て
も
、
女
性
は
子
へ
の
支
配
権
を
持
ち
つ
つ
、

男
性
と
は
別
の
独
自
の
個
人
と
し
て
生
き
て
い
る
。
た
と
え
事
実
上
一
緒
に
生
活
し
て
も
、
彼
と
は
一
時
的
に
肉
体
を
分
け
合
う
だ
け
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

後
者
の
す
べ
て
の
物
を
共
同
に
す
る
と
い
う
共
同
生
活
の
信
約
、
こ
れ
が
女
性
に
と
っ
て
は
問
題
と
な
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
も
し
共
棲
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の
信
約
が
す
べ
て
の
物
を
共
同
に
す
る
と
い
う
生
活
の
た
め
で
あ
る
な
ら
、
彼
ら
の
う
ち
の
ひ
と
り
が
、
彼
ら
に
共
通
の
物
の
す
べ
て
を

管
理
（g

o
v
ern

）
し
、
処
分
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
な
し
に
は
共
同
生
活
（so

ciety

）
は
持
続
し
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
体

は
女
性
が
統
治
（g

o
v
ern

m
en
t

）
を
男
性
に
移
譲
し
、
そ
の
男
性
が
、
た
い
て
い
は
子
供
に
対
す
る
支
配
（d

o
m
in
io
n

）
と
そ
の
権
利
を

も
持
つ
の
で
あ
る
」（『
法
学
大
綱
』
一
三
二
頁
）
と
論
ず
る
。
こ
の
よ
う
な
共
同
生
活
が
成
立
し
た
と
き
、
男
性
は
「
夫
」、
女
性
は
「
妻
」

と
呼
ば
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
常
婚
姻
と
呼
ば
れ
る
関
係
の
成
立
で
あ
る
。

『
法
学
大
綱
』
に
お
け
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
で
い
わ
れ
る
「
妾
」
や
「
夫
」・「
妻
」
と
い
う
呼
び
名
お
よ
び
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
事
実

上
の
生
活
状
態
は
、
現
代
の
我
々
の
社
会
に
お
い
て
は
、
国
家
の
法
に
よ
る
正
統
化
手
続
き
を
経
て
い
る
か
否
か
に
よ
り
分
け
ら
れ
る
。

し
か
し
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
こ
れ
を
自
然
状
態
に
お
い
て
信
約
で
つ
く
り
、
共
同
性
の
違
い
に
よ
り
分
け
る
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
現
代
に
お
い
て
は
法
に
よ
り
国
家
が
正
統
化
す
る
手
続
き
を
、
当
事
者
同
士
の
信
約
に
よ
り
お
こ
な
い
、
権
利
義
務
関
係
を
定
め

る
と
い
う
こ
と
で
あ

９
）

ろ
う
。

２
）「
共
同
す
る
」
こ
と
の
意
味

こ
う
し
て
み
る
と
、
女
性
は
男
性
と
信
約
に
よ
り
「
服
従
関
係
の
な
い
共
同
生
活
」
に
入
り
、
す
べ
て
の
物
を
共
有
し
共
同
生
活
を
行

な
う
な
か
で
、
共
有
物
の
管
理
を
男
性
に
任
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
い
つ
の
ま
に
か
、
物
の
所
有
権
だ
け
で
な
く
子
供
に
対
す
る
母
権
を
も

失
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
か
ら
く
り
は
、『
市
民
論
』に
お
け
る
記
述
を
読
む
と
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
。
先
ほ
ど
述
べ
た
女
性

が
個
人
と
し
て
生
き
る
場
合
の
母
権
の
移
動
に
関
す
る
三
つ
の
場
合
の
説
明
に
続
け
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、

性

を
介
し
た
男
女
の
関
係
に

お
け
る
母
権
の
移
動
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
自
然
状
態
に
お
い
て
、
も
し
男
性
と
女
性
が
ど
ち
ら
も
相
手
の
権
力
に
従
わ
な
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い
と
い
う
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
状
態
に
入
っ
た
の
な
ら
、
彼
ら
の
子
供
は
、
他
の
や
り
方
の
合
意
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
母
に
属

す
る
。
女
性
は
ア
マ
ゾ
ン
族
の
よ
う
に
、
…
自
分
の
権
利
を
合
意
に
よ
っ
て
好
き
な
よ
う
に
処
分
で
き
る
の
で
あ
る
」。
し
か
し
、「
一
般

に
、
も
し
男
性
と
女
性
の
関
係
が
、
一
方
が
他
方
の
権
力
に
従
う
よ
う
な
結
合
関
係
（u

n
io
n

）
な
ら
、
子
供
は
権
力
を
持
つ
パ
ー
ト
ナ
ー

に
属
す
る
。」（『
市
民
論
』
一
〇
九
頁
）
す
な
わ
ち
重
要
な
の
は
、
男
性
と
女
性
の
関
係
が
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
に
と
ど
ま
る
か
、「
ユ

ニ
オ
ン
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
堅
い
結
合
関
係
な
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
単
な
る
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
で
あ
れ
ば
、
女
性
は
男
性
と

共
に
自
分
の
人
格
を
失
わ
ず
、
自
分
に
関
わ
る
物
の
す
べ
て
の
所
有
権
と
子
供
に
対
す
る
支
配
権
を
も
持
ち
続
け
る
が
、
女
性
と
男
性
が

一
体
と
な
り
、
す
べ
て
の
物
を
共
同
に
す
る
（
こ
れ
は
ま
さ
にco

m
m
o
n w

ea
lth

で
あ
る

こ
こ
に
は
男
女
相
互
の
肉
体
も
含
ま
れ
る

だ
ろ
う
）
よ
う
な
結
合
関
係
す
な
わ
ち
「
ユ
ニ
オ
ン
」
に
な
る
と
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
支
配
権
を
持
つ
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
通
常
は
そ

れ
が
男
性
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
、
そ
こ
で
生
じ
た
子
供
も
、
ま
た
も
と
も
と
母
の
支
配
下
に
あ
っ
た
子
供
も
、
父
の
支
配
下
に
あ
る

と
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
母
権
か
ら
父
権
へ
の
転
換
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
ユ
ニ
オ
ン
」
と
い
う
概
念
は
、「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
を
考
え
る
と
き

の
重
要
概
念
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
彼
が
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
成
立
に
関
し
て
論
じ
た
の
は
、
多
く
の
人
の
意
見
や
意
志
を
一
つ
の
も

の
と
し
て
、
秩
序
を
作
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
一
体
性
を
彼
は
、「
単
な
る
合
意
や
調

和
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
真
の
結
合
（rea

ll U
n
itie

）」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。（『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
一
二
〇
頁
）

す
な
わ
ち
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
集
団
に
お
い
て
秩
序
を
作
る
た
め
に
は
、
ひ
と
り
の
人
ま
た
は
集
合
体
に
決
定
権
を
集
中
し
、
他
の
意
志
の

存
在
を
許
さ
な
い
よ
う
な
形
で
強
固
な
結
合
関
係
を
作
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
た
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
い
え
ば
、
男
女
の
共
同

関
係
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
わ
け
で
、
も
し
完
全
な
共
同
を
実
現
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
で
は
な
く
「
ユ

ニ
オ
ン
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
男
性
が
統
治
の
権
利
を
持
て
ば
、
女
性
が
男
性
の
支
配
下
に
入
り
、
母
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権
が
個
別
の
信
約
に
よ
ら
ず
自
動
的
に
父
に
移
譲
さ
れ
る
構
造
が
作
ら
れ
る
。

こ
の
場
合
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
い
う
「
共
同
の
関
係
」
の
意
味
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
共
同
」
と
は
、
単
に

男
女
が
事
実
と
し
て
共
に
生
活
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
事
実
的
な
状
態
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
権
利
関
係

と
し
て
「
共
同
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
男
女
共
が
自
由
に
処
分
す
る

権
利
を
持
つ

と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。
こ

の
場
合
、
男
女
関
係
は
支
配
関
係
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
婚
姻
に
よ
る
共
同
関
係
は
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
と
し
て
考

え
ら
れ
て
は
い

10
）

な
い
。
さ
ら
に
ホ
ッ
ブ
ズ
は
『
法
学
大
綱
』
に
お
け
る
議
論
で
、
こ
の
共
同
生
活
に
お
い
て
は
通
常
男
性
が
共
有
物
に
つ

い
て
の
処
分
権
を
持
つ
と
し
な
が
ら
、
女
性
が
持
つ
こ
と
も
あ
り
得
る
と
、
常
に
留
保
を
付
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
の
議
論
に
お
い
て

は
、
常
に
選
択
肢
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
処
分
権
に
関
し
て
選
択
肢
を
示
し
た
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
は
、
い
わ
ば

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
フ
リ
ー
」
で
あ
る
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
議
論
に
つ
い
て
の
『
法
学
大
綱
』
の
目
次
は
、「
夫
と
妻
の

子
ど
も
は
父
の
権
力
下
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
主
眼
は
、
夫
が
権
力
を
も
つ
と
い
う
点
に
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
は
、
結
局
は
父
権
的
な
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
成
立
を
論
じ
る
方
向
に
向
か
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

四
、「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」

１
）
父
権
の
性
質

上
に
考
察
し
て
き
た
「
父
権
」
の
成
立
過
程
か
ら
、「
父
権
」
に
関
し
て
読
み
取
れ
る
重
要
な
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
男
性
が
子
供
に
対

し
て
支
配
権
を
獲
得
で
き
る
の
は
常
に
子
の
母
を
介
し
て
で
あ
り
、
ま
た
、
信
約
す
な
わ
ち

言
葉

に
よ
り
移
譲
を
約
束
さ
れ
る
こ
と
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に
よ
っ
て
の
み
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
子
ど
も
の
発
生
に
関
し
て
、
男
女
双
方
に
よ
る
も
の
だ
と
し
て
、
生

殖
に
基
づ
く
男
性
ひ
と
り
の
権
力
を
否
定
し
た
。
自
然
状
態
に
お
け
る
親
子
関
係
の
発
生
に
関
し
て
、
男
性
は
生
命
を
産
み
出
す
と
い
う

一
瞬
の
行
為
に
お
い
て
だ
け
関
わ
り
を
持
つ
が
、
そ
の
あ
と
子
ど
も
は
母
の
支
配
下
に
お
い
て
育
つ
。
し
か
し
母
の
権
力
も
そ
の
性
質
を

変
え
る
。
子
宮
の
中
に
い
る
と
き
は
母
は
生
物
体
と
し
て
自
分
の
体
に
対
す
る
と
同
様
の
支
配
権
を
も
っ
て
い
る
が
、
乳
飲
み
子
の
と
き

は
子
ど
も
の
生
命
を
左
右
す
る
事
実
上
の
権
力
と
な
り
、
そ
の
間
に
母
は
将
来
に
わ
た
る
従
属
を
確
保
す
る
た
め
に
、
子
ど
も
の
同
意
を

獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
子
ど
も
に
対
す
る
母
の
支
配
は
最
終
的
に
事
実
的
支
配
で
は
な
く
、
言
説
に
よ
る
支
配
に
転
換
し
た
。

子
ど
も
が
な
ぜ
「
合
意
」
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
批
判
の
対
象
と
な
っ
て

11
）

い
る
。
し
か
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
に
お
い
て
、
母
に

対
す
る
子
ど
も
に
よ
る

言
葉

を
介
し
た
「
合
意
」
と
い
う
手
続
き
が
な
け
れ
ば
、「
父
権
」
は
成
立
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
以
前
の

母
権
は
、
事
実
上
子
ど
も
の
生
命
を
左
右
す
る
支
配
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
権
力
は
、
そ
の
状
態
を
や
め
れ
ば
そ
の
時
点
で
終
わ
り
、

将
来
に
わ
た
る
支
配
を
確
保
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
他
の
人
間
に
移
譲
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ホ
ッ
ブ
ズ
が
「
父
権
」
の
成
立

を
論
ず
る
た
め
に
は
、
一
度
母
の
支
配
を
言
説
に
よ
る
支
配
へ
と
転
換
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て

母
の
持
つ
権
力
が
父
に
移
譲
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
『
法
学
大
綱
』
に
お
い
て
、
親
の
子
供
に
対
す
る
権
力
に
つ
い
て
は
、

原
初
的
な
権
力
の
保
持
者
が
子
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
権
利
を
も
つ
か
と
い
う
点
と
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
父
や
他
の
人
は
母
か
ら
権

力
を
進
呈
さ
れ
る
か
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
て
い
る
。（『
法
学
大
綱
』一
三
〇
頁
）「
母
は
原
初
的
に
子
の
主
人（M

istress

）

で
あ
り
、
父
ま
た
は
他
の
人
は
、
彼
女
か
ら
派
生
し
た
権
利
に
よ
り
、
子
供
の
主
人
（M

a
ster

）
と
な
る
。」（『
市
民
論
』
一
一
〇
頁
）
結

局
父
の
支
配
は
、「
主
人
」
と
し
て
の
支
配
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、「
父
権
」
の
成
立
に
は
、
子
ど
も
の
成
長
過
程
を
前
提
と
し
た
母
権
の
性
質
の
変
化
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

時
間
の
経
過
が
重
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

言
葉

の
問
題
と
並
ん
で
こ
の
時
間
軸
の
問
題
も
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
を
考
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察
す
る
と
き
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
な
か
で
、
自
然
状
態
に
お
い
て
共
通
権
力
が
な
い
と
き
は

戦
争
の
状
態
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
あ
と
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
戦
争
（W

A
R
R
E

）
と
い
う
の
は
、
単
な
る
戦
闘

（B
a
ttell

）も
し
く
は
戦
う
行
為
か
ら
な
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
戦
闘
に
よ
っ
て
争
う
と
い
う
意
志
が
十
分
明
ら
か
な
期
間
の

こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
戦
争
の
性
質
に
お
い
て
は
、「
時
間
」
と
い
う
概
念
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」（
八
八
頁
）
彼
は
続

け
て
、
完
全
な
平
和
の
保
障
が
な
い
と
き
は
人
々
の
生
が
不
安
定
で
あ
る
た
め
に
、
人
間
の
生
み
出
す
さ
ま
ざ
ま
な
素
晴
ら
し
い
成
果
が

実
を
結
ば
な
い
。「
最
悪
な
の
は
、
絶
え
間
な
い
恐
怖
と
暴
力
的
な
死
の
危
険
性
が
あ
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
人
間
の
生
は
、
孤
独
で
貧
し
く
、

悲
惨
で
粗
野
で
、
そ
し
て
短
い
」（
八
九
頁
）と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
惨
め
な
生
を
回
避
し
、
永
続
的
な
平
和
の
う
え
に
、
人
間
と
し
て

の
素
晴
ら
し
い
生
を
生
き
、
人
間
活
動
の
成
果
を
生
ん
で
い
く
た
め
に
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
は
必
要
だ
っ
た
。「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
は
、

人
間
の
持
続
的
な
生
を
保
障
す
る
。

２
）「
獲
得
（A

cq
u
isitio

n

）」
お
よ
び
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
意
味

以
上
の
よ
う
に
男
女
が
完
全
な
「
ユ
ニ
オ
ン
」
と
し
て
夫
と
妻
と
い
う
関
係
を
作
り
、
そ
こ
で
の
権
利
を
男
性
が
も
つ
こ
と
で
、「
父
権

的
支
配
」
が
成
立
す
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
父
権
的
支
配
」
と
主
人
の
奴
隷
に
対
す
る
「
専
制
的
支
配
」
と
を
あ
わ
せ
て
「
獲

得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
（C

o
m
m
o
n
-w
ea
lth b

y A
cq
u
isitio

n
）」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
獲
得
に
よ
る
コ
モ

ン
ウ
ェ
ル
ス
」（
ま
た
は
「
自
然
的
な
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」）
は
「
自
然
的
な
力
や
強
さ
」
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。

（『
市
民
論
』
一
〇
二
頁
）
そ
も
そ
も
こ
こ
で
使
わ
れ
る
「
獲
得
」
を
意
味
す
る‘A

cq
u
ire’

と
い
う
英
語
は
、O

x
fo
rd E

n
g
lish D

ictio
n
a
ry

に
よ
れ
ば
、‘to g

a
in
,
o
r g
et a

s o
n
e’s o

w
n
(b
y o

n
e’s ex

ertio
n
s o
r q
u
a
lities)’

と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
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す
な
わ
ち
、「
も
と
も
と
自
分
の
も
の
と
し
て
も
つ
資
質
に
よ
っ
て
、
何
か
を
自
分
の
所
有
に
し
て
し
ま
う
こ
と
」と
い
う
意
味
な
の
で
あ

る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、『
市
民
論
』
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
は
「
自
然
的
な
力
が
そ
の
始
ま
り
に
あ
る
」（
七
四
頁
）
と

述
べ
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
お
け
る
主
権
権
力
は
「
力
（F

o
rce

）」
に
よ
り
獲
得
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。（
一

三
八
頁
）
す
な
わ
ち
、
自
分
の
も
つ
有
無
を
い
わ
さ
ぬ
力
に
よ
り
相
手
に
対
す
る
支
配
を
「
獲
得
す
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
彼

の
議
論
に
お
い
て
、「
専
制
的
支
配
」は
、
肉
体
の
強
さ
に
よ
っ
て
戦
闘
に
お
い
て
勝
利
す
る
こ
と
に
よ
り
、
相
手
を
捕
虜
と
し
て
従
属
さ

せ
る
こ
と
に
始
ま
る
。
ま
た
「
父
権
的
支
配
」
の
出
発
点
は
、
そ
も
そ
も
母
が

母
と
し
て

乳
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
の
生

命
を
握
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
両
方
と
も
「
自
然
」
の
与
え
た
属
性
に
よ
り
、
現
実
に
相
手
の
生
命
を
左
右
す
る
「
力
」
を

も
ち
、
そ
れ
に
よ
り
相
手
に
対
す
る
支
配
を
「
獲
得
す
る
」。
そ
れ
ゆ
え
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
を
「
自
然
的

な
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
と
も
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
支
配
は
、
と
て
も
際
ど
い
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
捕
虜
に
対
す
る
支
配
に
お
い
て
は
、
常
に
相
手
を
拘
束
し

見
張
っ
て
い
な
け
れ
ば
相
手
の
従
属
は
確
保
さ
れ
な
い
。
捕
虜
は
、
す
き
あ
ら
ば
逃
亡
を
企
て
る
で
あ
ろ
う
。
子
ど
も
に
対
す
る
支
配
は
、

乳
飲
み
子
で
な
く
な
れ
ば
母
に
従
わ
な
く
て
も
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
子
ど
も
に
と
っ
て
必
要
な
い
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ

う
に
、
自
然
の
属
性
に
基
づ
く
力
に
よ
っ
て
現
実
に
獲
得
す
る
支
配
は
、

今

現
に
支
配
が
成
立
し
て
い
る
だ
け
で
、
将
来
に
わ
た
る
持

続
的
な
支
配
を
保
障
し
な
い
。
支
配
を
持
続
さ
せ
る
に
は
、
絶
え
ざ
る

今

が
必
要
と
な
る
。

そ
こ
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
こ
う
し
た
支
配
を
獲
得
し
た
人
々
は
、

今

の
支
配
が
成
立
し
て
い
る
う
ち
に
、
将
来
に
わ
た
る
持
続
的
な
支

配
を
確
保
し
、
現
に
従
属
し
て
い
る
人
が
将
来
敵
と
な
ら
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
考
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。（『
法
学
大
綱
』
八
〇
〜
八

一
頁
）
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
可
能
か
と
い
え
ば
、
従
属
し
て
い
る
人
が
「
信
約
」
に
よ
り
将
来
に
わ
た
る
従
属
を
約
束
す
る
こ
と
に
よ
る
。

「
信
約
（co

v
en
a
n
t

）」
と
は
、
す
ぐ
に
履
行
さ
れ
ず
、
将
来
履
行
す
る
と
い
う
契
約
な
の
だ
が
、
そ
の
場
合
、「
信
約
」
を
行
な
う
相
手
に
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対
す
る
「
信
頼
（tru

st

）」
が
必
要
で
あ
る
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
述
べ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
信
約
」
を
将
来
に
わ
た
っ
て
履
行
す
る
の
は
、
そ

れ
を
結
ん
だ
人
の
義
務
で
あ
る
と
い
う
。（『
法
学
大
綱
』
八
四
頁
）
こ
の
約
束
を
す
る
こ
と
で
、
捕
虜
は
奴
隷
と
し
て
主
人
に
将
来
に
わ

た
っ
て
も
仕
え
る
も
の
と
信
頼
さ
れ
、
現
実
の
拘
束
を
解
い
て
も
ら
う
こ
と
が
で

12
）

き
る
。
自
由
に
し
て
も
逃
亡
せ
ず
、
一
生
勝
者
の
意
向

に
従
う
と
い
う
意
志
を
「
明
確
に
表
現
さ
れ
た
言
葉
ま
た
は
他
の
十
分
な
印
」
に
よ
っ
て
約
束
し
、
そ
れ
を
信
じ
て
も
ら
っ
た
か
ら
で
あ

る
。「
そ
れ
ゆ
え
征
服
さ
れ
た
者
に
対
す
る
支
配
の
権
利
は
、
勝
利
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、
彼
自
身
の
信
約
に
よ
る
。」（『
リ
ヴ
ァ

イ
ア
サ
ン
』
一
四
一
頁
、『
法
学
大
綱
』
一
二
六
〜
一
二
七
頁
、『
市
民
論
』
一
〇
三
〜
一
〇
四
頁
も
同
様
）
す
な
わ
ち
信
約
に
よ
り
、
現

実
の
支
配
が
言
語
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
権
利
へ
と
変
換
す
る
。
子
ど
も
に
対
す
る
支
配
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
母
が
現
に
子
ど
も
の

生
命
を
握
っ
て
い
る
間
に
、
子
ど
も
が
母
に
従
属
す
る
こ
と
を
「
合
意
」
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
が
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
は
、
自
然
の
属
性
に

よ
り
も
つ
現
実
の
力
に
よ
り
「
獲
得
さ
れ
た
」
事
実
的
な
支
配
を
、
言
説
に
よ
る
信
約
に
基
づ
く
支
配
に
変
え
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
『
市
民
論
』
で
は
「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
始
ま
り
は
「
自
然
的
な
力
に
あ
る
」（
七
四
頁
）
と
い
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
信
約
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」に
お
け
る
将
来
に
も
わ
た
る
支
配
の
持
続
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
主
権
は
、「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
メ
ン
バ
ー
が
も
っ
て
い
た
力
や
強
さ
を
「
信
約
」
に
よ
っ
て
移
譲
し
た
こ
と

に
よ
り
成
立
す
る
。
し
か
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
こ
の
時
、
実
際
の
力
や
強
さ
を
移
譲
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
こ
れ
は
、
移
譲
し
た
相

手
に
対
す
る
抵
抗
権
を
放
棄
す
る
と
い
う
こ
と
を
約
束
す
る
意
味
で
あ
る
と
述
べ
る
。（『
法
学
大
綱
』
一
〇
七
頁
）
そ
れ
ゆ
え
子
ど
も
が

明
言
し
な
く
て
も
、
乳
飲
み
子
で
な
く
な
っ
た
後
も
母
に
抵
抗
せ
ず
従
っ
て
い
れ
ば
、
従
属
に
合
意
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の

言
説
に
よ
る
支
配
こ
そ
、「
父
権
的
支
配
」
が
成
立
す
る
た
め
の
鍵
な
の
で
あ
る
。
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３
）「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
と
「
設
立
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
こ
の
よ
う
に
成
立
す
る
「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
ほ
か
に
、「
設
立
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
（C

o
m
m
o
n
-

w
ea
lth b

y In
stitu

tio
n

）」
を
論
じ
る
。『
市
民
論
』
の
英
語
訳
に
よ
れ
ば
、
両
者
は
「
自
然
的
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
（n

a
tu
ra
l co

m
m
o
n
-

w
ea
lth

）」
と
「
意
図
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
（co

m
m
o
n
w
ea
lth b

y d
esig

n

）」（
も
し
く
は
「
政
治
的
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
（p

o
litica

l
 

co
m
m
o
n
w
ea
lth

）」）（
ラ
テ
ン
語
で
は‘civ

ita
s n
a
tu
ra
lis’

と‘civ
ita
s in

stitu
tiv
a
’

）（『
市
民
論
』
一
〇
二
頁
）
と
も
呼
ば
れ
、
そ

の
違
い
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
相
手
に
対
す
る
恐
怖
か
ら
、
恐
怖
す
る
相
手
に
対
し
て
服
従
す
る
。
戦
争
で
負
け
た

者
が
、
殺
さ
れ
る
の
を
避
け
る
た
め
に
こ
の
よ
う
に
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
は
、「
自
然
の
力
に
そ
の
始
ま
り
を
持
ち
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス

の
自
然
的
な
起
源
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。」
こ
れ
に
対
し
て
「
意
図
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
は
、
ま
だ
敗
北
し
て
い
な
い
者
が
敗
北

を
避
け
る
た
め
に
、
保
護
を
求
め
て
信
頼
で
き
る
人
に
服
従
す
る
。
こ
れ
は
、
結
合
す
る
人
々
の
「
決
意
と
意
図
」
か
ら
生
ず
る
。
そ
れ

ゆ
え
そ
の
起
源
は
、
人
々
の
「
意
図
」
で
あ
る
。
前
者
は
、
支
配
者
が
自
分
の
意
志
に
よ
り
市
民
を
獲
得
し
、
後
者
は
、
市
民
た
ち
が
自

分
た
ち
の
決
心
に
よ
り
支
配
者
を
戴
く
。（
七
四
頁
）

こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
た
違
い
に
よ
る
と
、
二
つ
の
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
は
、
あ
る
意
味
正
反
対
の
構
成
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か

し
、
成
立
し
た
と
き
に
は
、
二
つ
の
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
は
同
様
の
内
容
を
持
つ
も
の
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は

『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』に
お
い
て
、
両
者
の
違
い
は
恐
怖
す
る
相
手
の
違
い
だ
け
で
あ
る
と
し
て
、
両
者
を
ほ
と
ん
ど
同
様
に
扱
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。

こ
れ
ま
で
考
察
し
た
「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
成
立
過
程
を
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
自
然
的
な
属
性
に
よ
り
も
っ
て
い
る

「
力
」
に
よ
り
現
実
の
支
配
が
獲
得
さ
れ
、
そ
れ
が
「
信
約
」
と
い
う
言
説
に
よ
る
従
属
に
転
換
す
る
こ
と
で
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
が
成
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立
し
た
。
そ
れ
が
持
続
的
な
支
配
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。「
設
立
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
に
お
い
て
は
、
人
々
が
、「
力
」
を
も

つ
「
人
工
的
人
格
（A

rtificia
ll p

erso
n

）」
と
し
て
の
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」
を
設
立
す
る
た
め
に
「
信
約
」
す
る
。「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ

ン
」
は
、「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
に
お
い
て
「
力
」
を
持
つ
「
自
然
的
人
格
（N

a
tu
ra
ll P

erso
n

）」
に
対
抗
す
る
概
念
で
あ

る
。（『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
一

13
）

一
一
）
す
な
わ
ち
順
序
は
逆
で
あ
る
が
、
両
方
の
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
に
お
い
て
、「
信
約
」
と
「
力
」

に
よ
り
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
構
造
に
変
わ
り
は
な
い
。「
獲
得
に
よ
る
」
と
「
設
立
に
よ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、

「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
設
立
方
法
の
違
い
な
の
で
は
な
い
。「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
は
両
方
と
も
「
信
約
」
に
よ
り
成
立
す
る
。
両
者
の

違
い
は
「
力
」
の
起
源
、
す
な
わ
ち
「
力
」
を
ど
の
よ
う
に
調
達
す
る
か
に
あ
る
の
で
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
『
市
民
論
』
に
お
い
て
ふ
た
つ
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
論
じ
る
と
き
、
両
者
の
起
源
を
比
較
し
て
、「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン

ウ
ェ
ル
ス
」
は
「
自
然
的
な
力
」
が
そ
の
始
ま
り
な
の
で
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
「
自
然
的
な
起
源
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
他
方
「
設

立
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
は
、
信
約
を
結
ぶ
人
た
ち
の
「
意
図
と
決
意
」
が
起
源
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。（
七
四
頁
）
そ
も
そ
も
「
設

立
」
を
意
味
す
る‘In

stitu
tio
n
’

と
い
う
語
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｄ
に
よ
れ
ば
、「
意
図
を
も
っ
て
何
か
を
た
て
る
、
命
ず
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

ラ
テ
ン
語
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
「
獲
得
に
よ
る
」
と
「
設
立
に
よ
る
」
と
い
う
語
で
表
現
し
た
の
は
、

人
間
が
も
と
も
と
「
自
然
に
与
え
ら
れ
た
」
属
性
に
よ
る
「
力
」
に
よ
っ
て
支
配
を
「
獲
得
」
す
る
の
か
、「
人
間
の
意
図
」
に
よ
り
あ
ら

た
に
「
力
」
を
創
設
す
る
の
か
の
違
い
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
『
市
民
論
』
英
語
版
に
お
い
て
、
ラ
テ
ン
語
の‘civ

ita
s in

stitu
tiv
a
’

が
、‘co

m
m
o
n
w
ea
lth b

y d
esig

n
’

と
英
訳
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
設
立
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
形
成
に
つ
い
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、『
法
学
大
綱
』
に
お
い
て
「
人
間
の
才
知
に
よ
る
、
無
か
ら

の
創
造
の
よ
う
な
も
の
だ
」（
一
〇
九
頁
）
と
説
明
す
る
。‘In

stitu
tio
n
’

を
日
本
語
に
訳
し
た
と
き
の
「
設
立
す
る
」
と
い
う
語
は
、
ラ

テ
ン
語
ま
た
は
英
語
に
あ
る
「
意
図
を
も
っ
て
行
な
う
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
た
な
い
た
め
、「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
が
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事
実
上
の
力
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
、「
設
立
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」だ
け
が
契
約
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
も
の
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
や

す
い
。
し
か
し
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』の
有
名
な
一
節
に
あ
る
よ
う
に
、「
剣
な
き
信
約
は
単
な
る
言
葉
に
す
ぎ
ず
、
人
間
の
安
全
に
と
っ

て
何
の
力
に
も
な
ら
な
い
」（
一
一
七
頁
）
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
考
え
て
い
た
。
持
続
す
る
平
和
の
た
め
形
成
さ
れ
る
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
に

は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
経
過
に
よ
っ
て
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
れ
、「
信
約
」
と
「
力
」
の
両
方
が
必

要
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
ホ
ッ
ブ
ズ
が
ふ
た
つ
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
同
様
に
扱
っ
た
こ
と
の
意
味
な
の
で
あ
る
。

４
）「
支
配
権
（d

o
m
in
io
n

）」
の
意
味

ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
に
お
い
て
は
、「
支
配
権
」
の
意
味
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
彼
の
議
論
に
お
い
て
は
、
す
べ
て

の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
支
配
は
、‘D

o
m
in
io
n
’

と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。O

x
fo
rd E

n
g
lish D

ictio
n
a
ry

を
み
る
と
、‘D

o
m
in
-

io
n
’

の
語
の
意
味
の
な
か
に
、
法
律
用
語
と
し
て‘O

w
n
ersh

ip
,
p
ro
p
erty

;
rig
h
t o
f p
o
ssessio

n
’

と
い
う
意
味
が
あ
り
、
こ
の
語
が

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る‘d

o
m
in
iu
m
’

と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
説
明
が
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』の
な
か
で
、‘th

e R
ig
h
t

 
o
f p
o
ssessio

n
,
is ca

lled D
o
m
in
io
n
’

（
一
一
二
頁
）
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
文
が
そ
の
ま
ま
例
文
と
し
て
Ｏ
Ｅ
Ｄ
の
中
で
使
わ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
支
配
に
関
す
る
議
論
の
中
で
我
々
が
「
支
配
」
を
意
味
す
る
語
と
し
て
理
解
す
る‘D

o
m
in
io
n
’

と
い
う

語
は
、「
所
有
す
る
」と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
は
子
供
に
対
す
る
支
配
権
を
説
明
す
る
中
で
、‘on

e m
a
n co

m
eth

 
to h

a
v
e p

ro
p
riety in a ch

ild
’

（『
法
学
大
綱
』
一
三
〇
頁
）
と
述
べ
る
。
こ
の‘p

ro
p
riety

’

と
い
う
語
も
、
Ｏ
Ｅ
Ｄ
に
よ
れ
ば
昔
の

使
い
方
と
し
て
、‘T

h
e fa

ct o
f b
ein
g o

w
n
ed b

y so
m
eo
n
e o
r b
ein
g o

n
e’s o

w
n
’

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
も

子
供
に
対
す
る
支
配
は
、「
所
有
す
る
こ
と
」
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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ホ
ッ
ブ
ズ
は『
法
学
大
綱
』に
お
い
て
、「
ど
の
よ
う
な
資
格
に
お
い
て
、
ひ
と
り
の
人
が
、
他
人
の
人
格
に
対
す
る
権
利
、
す
な
わ
ち
、

所
有
ま
た
は
支
配
を
獲
得
す
る
の
か
（u

p
o
n w

h
a
t title o

n
e m

a
n m

a
y a

cq
u
ire rig

h
t,
th
a
t is to sa

y
,
p
ro
p
erty o

r d
o
m
in
io
n
,

o
v
er th

e p
erso

n
 
o
f a

n
o
th
er

）」（
一
二
六
頁
）
と
述
べ
、
ま
た
、『
市
民
論
』
に
お
い
て
、「
こ
こ
で
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
っ

と
も
重
要
な
こ
と
は
、
人
々
の
人
格
に
対
す
る
支
配
の
権
利
が
獲
得
さ
れ
る
（th

e rig
h
t o
f D

om
in
ion

﹇D
om
in
iu
m

﹈is a
q
u
ired

 
o
v
er m

en
’s person

s
）
方
法
で
あ
る
」（
一
〇
二
頁
）
と
述
べ
る
。
そ
れ
ゆ
え‘D

o
m
in
io
n
’

と
は
、
人
の
肉
体
を
も
含
ん
だ
人
格
す
べ

て
を
自
由
に
処
分
で
き
る
よ
う
な
所
有
の
状
態
な
の
だ
と
解
さ
れ
る
。
彼
が
「
母
権
」
や
「
父
権
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
た
の
は
、

単
に
ど
ち
ら
の
親
が
子
供
の
面
倒
を
み
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
結
局
は
、
子
供
を
完
全
に
自
分
の
所
有
物
と
し
て
自
由
に

処
分
す
る
権
力
を
誰
が
持
つ
か
と
い
う
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
主
人
と
奴
隷
の
支
配
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
が
わ
か
り
や
す
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
戦
争
の
勝
利
者
は
敗
者
に

対
し
て
「
完
全
な
支
配
の
権
利
を
獲
得
す
る
」
と
述
べ
る
。（『
法
学
大
綱
』
一
二
七
頁
）
主
人
と
な
っ
た
者
は
、
他
の
物
と
同
じ
よ
う
に
、

奴
隷
を
「
彼
の
物
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
敗
者
は
自
分
の
人
格
を
引
き
渡
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
自
分
に
属
す
る

す
べ
て
の
物
を
引
き
渡
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
奴
隷
と
彼
に
関
わ
る
す
べ
て
の
物
は
主
人
の
財
産
と
な
り
、
主
人
は
彼
に
対
す

る
支
配
を
、
彼
の
意
志
に
し
た
が
っ
て
自
由
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。（
一
二
七
〜
一
二
八
頁
、
同
様
の
議
論
が『
市
民
論
』

一
〇
四
頁
）

ホ
ッ
ブ
ズ
が
親
子
の
支
配
も
奴
隷
と
同
じ
「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
と
し
て
論
じ
て
い
る
の
は
、
そ
の
支
配
を
同
質
的
だ
と

考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
支
配
に
服
す
る
子
供
の
状
態
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
そ
れ
ゆ
え
子
供
は
、
父

又
は
母
も
し
く
は
誰
で
あ
れ
、
育
て
保
護
し
て
く
れ
た
人
に
対
し
て
最
も
絶
対
的
に
従
属
す
る
。
そ
し
て
そ
の
人
々
は
、
自
然
法
に
よ
っ

て
、
彼
ま
た
は
彼
女
の
良
心
に
お
い
て
、
必
要
だ
と
考
え
る
と
き
に
は
、
子
供
を
売
っ
た
り
、
養
子
に
出
し
た
り
、
奉
公
に
出
し
た
り
し
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て
、
彼
等
の
支
配
を
移
譲
す
る
。
も
し
く
は
人
質
に
出
し
た
り
、
反
逆
を
理
由
に
殺
し
た
り
、
平
和
の
た
め
の
犠
牲
に
供
し
た
り
す
る
。」

（『
法
学
大
綱
』
一
三
二
頁
）
親
は
子
供
の
生
命
さ
え
、
自
分
の
意
志
に
し
た
が
っ
て
処
分
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
自
分
た
ち
の
意
志
に
よ
り
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
を
設
立
し
た
主
権
者
と
臣
民
の
間
の
支
配
も
同
様
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、

臣
民
も
、
支
配
の
絶
対
性
と
い
う
点
で
は
奴
隷
の
境
遇
と
本
質
的
に
は
変
わ
ら
な
い
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
彼
ら
は
強
制
さ
れ
て
臣
民
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
自
分
た
ち
を
自
由
人
と
呼
ぶ
が
、「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
設
立
す
る
人
々
の
間
に
お
け
る
服
従
は
、
奴
隷
の
服
従

と
同
様
の
絶
対
性
を
持
つ
。
…
た
だ
希
望
が
多
い
だ
け
で
あ
る
。」（『
法
学
大
綱
』
一
三
二
頁
）
そ
し
て
、
ラ
テ
ン
語
で
は
子
供
を
意
味
す

る
語
と
し
て
、‘lib

eri’

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
が
、
ロ
ー
マ
に
お
い
て
子
供
が
父
の
権
力
に
服
す
る
こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
他
人

の
権
力
下
に
あ
る
と
い
う
こ
と
ほ
ど
嫌
な
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
と
述
べ
ら
れ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
『
市
民
論
』
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
親

に
対
す
る
、
奴
隷
の
主
人
に
対
す
る
、
そ
し
て
市
民
の
主
権
者
に
対
す
る
従
属
は
同
じ
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
並
列
し
て
論
じ
て
い
る
。

（
一
一
〇
頁
）
す
な
わ
ち
ホ
ッ
ブ
ズ
の
論
じ
た
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
に
お
け
る
「
支
配
（D

o
m
in
io
n

）」
と
は
、
他
の
人
格
を
完
全
に
従

属
さ
せ
、
そ
の
者
の
意
志
に
よ
る
判
断
を
完
全
に
奪
い
取
り
、
生
命
を
も
含
め
て
す
べ
て
の
処
分
権
を
握
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
こ
そ
が
、
主
権
と
し
て
「
意
志
が
単
一
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。

五
、
父
権
的
国
家
に
お
け
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
の
位
置

１
）「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
に
お
け
る
父
権
的
支
配

こ
こ
ま
で
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
お
け
る
権
力
に
よ
る
支
配
の
成
立
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
を
み
て
き
た
。
し
か

し
、
彼
の
議
論
に
お
い
て
は
、
婚
姻
関
係
に
お
い
て
男
女
ど
ち
ら
が
統
治
し
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
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ル
ス
に
お
い
て
は
、
父
権
的
支
配
が
当
然
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
。
人
間
社
会
に
お
い
て
は
、
男
女
の
婚
姻
関
係
か
ら
子
ど
も
が
生
ま

れ
る
と
家
族
と
い
う
集
団
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
中
で
子
ど
も
が
養
育
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
外
側
に
大
き
な
集
団
と
し
て
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル

ス
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
現
在
の
政
治
学
に
お
い
て
は
、
通
常
家
族
は
生
物
学
的
つ
な
が
り
を
基
礎
と
し
て
作
ら
れ
、
愛
情
や
ケ
ア

と
い
う
作
用
に
よ
り
動
く
集
団
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
権
力
作
用
に
よ
り
動
く
政
治
体
と
は
区
別
さ
れ
、
家
族
が
政
治
学
の
分
析

の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」の
始
ま
り
と
し
て
男
女
の
関
係
か
ら
議
論
を
開
始
し
た
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議

論
に
お
い
て
、
家
族
は
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
母
権
を
も
っ
て
い

た
は
ず
の
女
性
が
、
彼
の
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
に
お
い
て
は
消
え
て
し
ま
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
い
っ
た
い
女
性
は

ど
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
議
論
に
お
い
て
、
婚
姻
と
家
族
そ
し
て
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
を
み
る
た
め
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
詳
し
く
み
る
こ
と
に
し
た

い
。『

法
学
大
綱
』
に
お
い
て
、「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。「
父
ま
た
は
母
も
し
く
は
そ
の
両
方
、
そ
し
て
子
供
、

そ
し
て
奴
隷
か
ら
構
成
さ
れ
る
全
体
を
フ
ァ
ミ
リ
ー
（F

A
M
IL
Y

）
と
い
う
。
こ
こ
で
は
家
族
に
お
け
る
父
も
し
く
は
主
人
が
そ
の
主
権

者
で
あ
り
、
他
は
臣
民
で
あ
る
。」（『
法
学
大
綱
』
一
三
三
頁
）
し
か
し
、『
市
民
論
』
お
よ
び
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
け
る
定
義
で

は
、
母
が
消
え
て
し
ま
い
、
独
特
の
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
。『
市
民
論
』
で
は
、「
家
族
の
父
と
子
供
そ
し
て
奴
隷
が
、
父
権
的
権
力
に

よ
っ
て
ひ
と
つ
の
人
工
的
な
人
格
（civ

il p
erso

n

）
に
お
い
て
結
合
す
る
（u

n
ited

）
と
、
そ
れ
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
（F

A
M
IL
Y

）
と
呼
ば

れ
る
。」（『
市
民
論
』一
一
二
頁
）と
さ
れ
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』に
お
い
て
は
、
王
国
と
の
比
較
の
文
脈
の
中
で
、「
た
と
え
フ
ァ
ミ
リ
ー

（F
a
m
ily

）が
ひ
と
り
の
男
性
と
彼
の
子
供
、
ま
た
は
ひ
と
り
の
男
性
と
彼
の
奴
隷
、
も
し
く
は
ひ
と
り
の
男
性
と
彼
の
子
供
お
よ
び
奴
隷

が
一
緒
に
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
父
ま
た
は
主
人
が
主
権
者
な
の
だ
が
…
」（
一
四
二
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
。
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こ
の
三
つ
の
定
義
を
み
る
と
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
記
述
す
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
に
は
、
通
常
私
た
ち
の
考
え
る
家
族
と
い
く
つ
か
の
大
き
な

違
い
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
始
め
に
、
彼
の
考
え
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
に
は
奴
隷
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、『
法
学
大
綱
』
以
外
で
は

母
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
。
第
二
に
、
そ
れ
は
「
父
権
的
権
力
」
に
よ
り
結
合
し
て
い
る
「
人
工
的
人
格
」
で
あ
る
こ
と
。
そ
れ
ゆ
え

父
は
「
主
権
者
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
が
「
非
常
に
大
き
く
多
数
に
な
り
、
そ
れ
自
身
を
防
衛
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
は
父
系

的
王
国
（P

A
T
R
IM
O
N
IA
L

14
）

K
IN
G
D
O
M

）
も
し
く
は
獲
得
に
よ
る
王
政
と
呼
ば
れ
る
。」（『
法
学
大
綱
』
一
三
三
頁
）「
こ
れ
は
力
に

よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
起
源
と
形
成
の
仕
方
が
「
意
図
さ
れ
た
王
政
」
と
は
異
な
る
が
、
形
成
さ
れ
た
と
き
に
は
同
様
の

性
質
を
持
ち
、
統
治
に
関
す
る
同
様
の
権
利
を
持
つ
の
で
、
区
別
し
て
論
ず
る
必
要
は
な
い
。」（『
市
民
論
』
一
一
二
頁
）

す
な
わ
ち
ホ
ッ
ブ
ズ
の
論
じ
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
は
、
生
物
と
し
て
の
つ
な
が
り
や
、
愛
情
や
ケ
ア
と
も
関
係
が
な
く
、
父
に
よ
る
「
父

権
的
支
配
」
と
主
人
の
奴
隷
に
対
す
る
「
専
制
的
支
配
」
か
ら
な
る
「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
原
初
的
形
態
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
拡
大
発
展
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
獲
得
に
よ
る
王
政
」と
し
て
の「
父
系
的
王
国
」が
成
立
す
る
。
実
際
、
ホ
ッ

ブ
ズ
は
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
は
小
さ
な
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
で
あ
る
」
と
言
明
し
て
い
る
。（『
市
民
論
』
八
五
頁
）
そ
れ
ゆ
え
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」

は
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
と
同
様
の
構
造
を
も
つ
。
そ
の
違
い
は
、
権
力
の
強
さ
に
あ
る
だ
け
で
あ
る
。（『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
一
四
二

頁
）
つ
ま
り
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
と
は
、
父
そ
し
て
主
人
と
し
て
の
男
性
が
、
子
ど
も
や
奴
隷
に
対
す
る
権
力
を
も
ち
統
率
し
て
い
る
集
団

な
の
で
あ
る
。

自
然
状
態
に
お
い
て
子
ど
も
に
対
す
る
母
権
を
も
っ
て
い
た
母
の
姿
は
『
市
民
論
』
以
後
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
の
中
か
ら
消
さ
れ
、
そ
こ

で
は
父
の
支
配
が
当
然
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」

概
念
の
特
殊
性
に
関
し
て
は
、
稿
を
改
め
て
古
代
ロ
ー
マ
法
上
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
と
の
関
連
を
論
じ
る
予
定
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
次

北研48(1・ )26 26

論 説



の
点
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
に
つ
い
て
特
殊
な
定
義
を
行
な
っ
た
の
は
『
市
民
論
』
が
最
初

で
あ
り
、
そ
れ
は
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
英
語
版
『
市
民
論
』
に
お
け
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
の
定
義
に
よ
り
「
家
族

の
父
」
と
訳
し
た
部
分
の
ラ
テ
ン
語
は‘P

a
ter fa

m
ilia

s’

で
あ
り
、「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
は‘F

A
M
IL
IA
’

と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ラ
テ
ン
語
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
場
合
、
読
者
は
当
然
ロ
ー
マ
法
上
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
を
思
い
浮

べ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
は
、
通
常
我
々
の
考
え
る
家
族
と
は
か
な
り
異
な
る
構
造
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
特
に
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
の
議
論
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
ロ
ー
マ
法
を
念
頭
に
議
論
を
展
開
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
母
権
を
認
め
る
議
論
か
ら
出
発
し
た
ホ
ッ
ブ
ズ
が
、
最
終
的
に
な
ぜ
母
権
制
を
論
じ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
、
ロ
ー
マ
法
以
外
の
い
く
つ
か
の
説
明
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
に
お
け
る
内
在
的
な
理
由
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ

ズ
が
、
人
間
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
人
間
の
現
実
の
生
に
関
す
る
考
察
を
す
す
め
る
中
で
、
彼
は
、
男
女
に
関
わ
る
人
間
関
係

の
中
で
最
初
に
生
ず
る
支
配
権
力
は
母
権
で
あ
る
と
考
え
た
。
非
常
に
論
理
的
な
彼
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
母
が
子
ど
も
の
合
意

に
よ
り
獲
得
し
た
言
説
に
よ
る
支
配
を
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
設
立
に
つ
な
げ
る
可
能
性
、
そ
し
て
男
女
の
共
同
生
活
の
な
か
で
女
性

が
支
配
し
、
そ
れ
が
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
支
配
へ
と
進
む
可
能
性
を
考
え
た
で
あ
ろ
う
。
実
際
彼
が
、
女
性
が
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」

を
た
て
る
可
能
性
に
気
付
い
て
い
た
こ
と
は
、
何
回
か
「
ア
マ
ゾ
ン
族
」
の
支
配
に
言
及
し
、
ま
た
、
当
時
も
女
性
が
主
権
権
力
を
も
っ

て
い
る
所
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
で
き
る
。（『
法
学
大
綱
』
一
三
一
頁
、『
市
民
論
』
一
〇
八
頁
、
一
一
〇
頁
、『
リ
ヴ
ァ

イ
ア
サ
ン
』
一
四
〇
頁
）

し
か
し
、
母
子
関
係
を
基
礎
と
し
た
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
に
お
い
て
、
ま
た
は
婚
姻
関
係
に
お
い
て
、
女
性
が
持
続
的
な
権
力
を
確
立
し

て
し
ま
う
と
、
そ
れ
以
後
父
が
権
力
を
握
る
可
能
性
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
強
固
な
支
配
を
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
に
お
い
て
確
立
し
た
女

北研48(1・ )27 27

ホッブズの母権論と父権的コモンウェルスの構造



性
が
、
な
ぜ
そ
れ
を
手
放
す
で
あ
ろ
う
か
。
女
性
は
自
分
に
有
利
な
支
配
体
制
を
つ
く
り
、
ア
マ
ゾ
ン
族
の
よ
う
に
代
々
女
性
が
支
配
権

を
握
る
こ
と
で

母
系
的
王
国

が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
父
権
は
母
権
を
介
し
て
し
か
成
立
し
え
な
い
の
で
、
こ
の
世
に
お
い
て
「
父

権
」
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
母
権
が
「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
原
初
的
形
態
と
し
て
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
に
お
い
て
確

立
さ
れ
る
可
能
性
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
父
権
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
、
母
権
は
一
度
移
譲
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
を
確
実
に
す
る
の
が
結
婚
関
係
の
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
も
父
権
の
成
立
を
保
障
し
な
い
。
結
婚
に
お
い
て
も
、
ど

ち
ら
が
管
理
権
を
も
っ
て
も
よ
い
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
論
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」

の
始
ま
り
で
あ
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
必
ず
父
が
権
力
を
持
つ
こ
と
に
し
た
。
論
理
的
に
考
え
る
と
、
母
が
権
力

を
も
つ
可
能
性
を
検
討
す
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
可
能
性
は
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
こ
に
は
ホ
ッ
ブ
ズ
が

言
語
論
に
お
い
て
批
判
し
て
い
た
論
理
的
な
飛
躍
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
彼
が
始
め
に
権
力
の
起
源
を
「
母
権
で
あ
る
」
と
し
た
こ
と
は
、

「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」を
論
じ
る
際
に
重
大
な
障
害
と
な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
論
理
性
を
無
視
し
て
父
権
権
力
に
よ

る
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
の
成
立
を
論
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
父
権
的
権
力
を
指
向
す
る
こ
と
は
、「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
権
力
に
つ

い
て
も
同
様
で
あ
る
。
次
に
そ
の
点
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

２
）
父
権
的
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
成
立

上
に
み
た
よ
う
な
独
特
の
定
義
に
よ
り
示
さ
れ
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
に
お
け
る
父
権
の
確
立
に
重
要
な
役
割
を
は
た
す
結
婚
関
係
に
つ

い
て
の
議
論
は
、
変
遷
を
見
せ
て
い
る
。『
法
学
大
綱
』で
は
、
自
然
状
態
に
お
い
て
、
完
全
に
自
己
の
意
志
に
よ
っ
て
男
女
が
相
互
に
契

約
を
結
ぶ
こ
と
で
、「
妻
」
と
「
夫
」
の
関
係
が
成
立
す
る
と
い
う
議
論
で
あ
っ
た
の
が
、『
市
民
論
』
以
後
の
議
論
に
お
け
る
「
婚
姻
」
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の
定
義
は
、
国
家
に
お
け
る
国
家
法
に
従
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。『
市
民
論
』
で
は
、「
す
べ
て
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
お
い
て
、
そ

れ
ら
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
母
達
で
は
な
く
父
達
に
よ
っ
て
た
て
ら
れ
た
（
ラ
テ
ン
語
版
で
は‘scilicet co

n
stitu

tis a
 
P
a
trib

u
s,
n
o
n
 
a

 
m
a
trib

u
s

15
）

fa
m
ilia

s’

）
の
で
、
家
政
の
権
力
は
男
性
に
属
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
あ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
お
い
て
、
男
性
と
女
性
が

共
に
生
活
す
る
と
い
う
契
約
を
し
た
な
ら
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
父
に
属
す
る
。
そ
の
よ
う
な
契
約
が
国
家
法
に
従
っ
て
結
ば
れ
た
な
ら
、

そ
れ
は
「
婚
姻
」
と
呼
ば
れ
る
」（
一
一
〇
頁
）
と
さ
れ
る
。『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
記
述
は
、
ひ
ど
く
省
略
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
自
然
状
態
に
お
け
る
男
女
の
対
等
な
闘
争
に
よ
っ
て
ど
ち
ら
に
も
子
ど
も
が
帰
属
し
得
る
こ
と
を
述
べ
た
あ
と
、
す
ぐ
に
確
立
し
た

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
で
の
話
に
な
り
、
婚
姻
関
係
の
説
明
な
し
に
、「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
お
い
て
は
、（
子
ど
も
の
帰
属
の
）
議
論
は
、
国

家
法
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
大
体
の
所
で
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
母
達
で
は
な
く
父
達
に
よ
っ
て
た
て
ら
れ

た
（erected

）
の
で
、
大
体
の
所
で
は
、
父
に
有
利
に
決
定
さ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
。（
一
三
九
〜
一
四
〇
頁
）
こ
の
よ
う
に
ホ
ッ
ブ
ズ

は
、『
法
学
大
綱
』
に
お
い
て
行
な
っ
た
自
然
状
態
か
ら
の
男
女
関
係
に
関
す
る
根
源
的
な
考
察
を
放
棄
し
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お

い
て
は
、
ま
っ
た
く
そ
れ
に
つ
い
て
論
ず
る
の
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。「
婚
姻
」
を
父
に
よ
り
た
て
ら
れ
た
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
に
お
け

る
国
家
法
に
従
う
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
家
法
に
よ
れ
ば
基
本
的
に
は
男
性
が
有
利
に
な
る
と
い
う
議
論
に
収

束
さ
せ
た
。
こ
の
間
に
母
が
ど
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
説
明
は
な
い
。

お
そ
ら
く
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、『
市
民
論
』
に
お
い
て
議
論
の
焦
点
を
転
換
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、『
法
学
大
綱
』
で
の
自
然

状
態
に
お
け
る
生
物
と
し
て
の
根
源
的
な
現
実
に
基
づ
く
男
女
関
係
の
成
立
と
親
子
関
係
に
関
す
る
議
論
を
削
除
し
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス

を
中
心
と
し
た
意
志
と
合
意
に
基
づ
く
権
利
の
移
動
に
関
す
る
議
論
へ
と
発
展
さ
せ
た
。
そ
の
過
程
で
女
性
に
関
す
る
議
論
は
捨
象
さ
れ

て
い
く
。
そ
の
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
点
は
、「
設
立
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
が
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
類
型
を
論
じ
る
と
き
は
、
常
に
専
制
的
支
配
と
父
権
的
支
配
そ
し
て
主
権
的
支
配
と
い
う
支
配
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に
関
す
る
三
つ
の
類
型
を
前
提
と
し
て
、
自
然
状
態
か
ら
「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
と
「
設
立
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
が

並
立
し
て
つ
く
ら
れ
る
よ
う
な
形
で
論
じ
て
い
る
。
そ
の
と
き
父
権
的
支
配
と
専
制
的
支
配
か
ら
な
る「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」

に
お
い
て
は
、「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
で
父
権
的
支
配
が
成
立
す
れ
ば
、
そ
れ
が
拡
大
す
る
こ
と
で
そ
の
ま
ま
「
父
系
的
王
国
」
に
つ
な
が
る
の

で
、
父
の
支
配
は
持
続
す
る
。
す
な
わ
ち
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
は
「
父
達
に
よ
り
た
て
ら
れ
る
」。
し
か
し
、「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ

ル
ス
」
と
並
ん
で
主
権
的
支
配
の
成
立
す
る
「
設
立
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
を
論
じ
る
と
い
う
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
の
た
て
方
か
ら
み

る
と
、
も
し
自
然
状
態
か
ら
直
接
人
々
が
相
互
に
信
約
す
る
と
い
う
形
で
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
設
立
す
る
」
な
ら
、
そ
れ
は
、
男
女
の

性
を
介
し
た
関
係
か
ら
生
じ
る
「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
に
お
け
る
父
権
的
支
配
と
は
別
の
筋
道
で
行
な
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

論
理
的
に
考
え
る
と
、
そ
の
場
合
に
は
男
女
の

性

に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
人
が
ひ
と
り
の

個
人

と
し
て
信
約
に
参
加
す
る

こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
何
の
説
明
も
な
く
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
が
父
達
に
よ
り
た
て
ら
れ
た
」
こ
と
に

し
て
、「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
一
般
に
つ
い
て
父
権
的
支
配
を
確
保
し
た
。

も
し
「
設
立
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
も
「
父
達
に
よ
っ
て
た
て
ら
れ
る
」
な
ら
、「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
を
「
設
立
す
る
」
前
に
、

男
性
が
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
の
「
父
」
と
し
て
そ
の
支
配
を
確
立
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
ち
ら
の
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」

も
、
父
の
支
配
す
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
支
配
の
類
型

を
論
ず
る
と
き
に
は
両
者
を
並
列
し
て
叙
述
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
的
に
は
、
自
然
状
態
か
ら
ま
ず
「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン

ウ
ェ
ル
ス
」
の
原
初
的
形
態
と
し
て
父
権
的
支
配
の
存
在
す
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
が
形
成
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
「
父
系
的
王
国
」
へ
発
展
し

て
い
く
か
、
も
し
く
は
父
達
に
よ
っ
て
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
が
「
設
立
さ
れ
る
」
と
い
う
国
家
形
成
の
道
筋
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
に
関
し
て
、
通
常
こ
の
「
設
立
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
だ
け
が
注
目
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
獲
得
に
よ
る
コ
モ

ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
原
初
的
形
態
と
し
て
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
か
ら
「
父
系
的
王
国
」
へ
の
道
筋
は
、
歴
史
的
に
見
る
と
あ
ま
り
に
当
た
り
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前
で
あ
り
、
一
般
的
な
家
父
長
制
の
議
論
の
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
、
そ
の
当
た
り
前
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
父
権
的

権
力
を
根
本
に
ま
で
解
体
し
、
そ
の
起
源
は「
母
権
に
あ
る
」と
論
じ
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
彼
は
、「
父
系
的
王
国
」

で
は
な
く
、「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
を
「
設
立
す
る
」
可
能
性
に
つ
い
て
も
論
じ
た
。
こ
の
二
点
に
お
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
は
、
当
時

の
王
権
の
起
源
を
め
ぐ
る
論
争
の
文
脈
に
お
い
て
、
た
い
へ
ん
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
が
闘
っ
て
い
た
の
は
、
王
の
権

力
の
起
源
を
神
に
求
め
る
神
授
権
説
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
議
論
で
は
、
神
が
ア
ダ
ム
の
権
力
の
起
源
で
あ
り
、
そ
れ
が
代
々
継
承

さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
当
然
男
性
に
よ
る
女
性
へ
の
家
父
長
制
的
支
配
の
考
え
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
キ

リ
ス
ト
教
世
界
の
な
か
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
よ
う
に
権
力
の
起
源
が
母
権
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
検
討
に
値
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、

考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
議
論
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
後
、
権
力
の
起
源
が
母
権
で
あ
る
と
い
う
議
論
は
注
目
さ
れ
ず
、「
設
立
に

よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
議
論
だ
け
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に

16
）

な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
母
権
が
権
力
の
起
源
で
あ
る

と
す
る
彼
の
議
論
は
、「
設
立
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」と
い
う
議
論
に
よ
り
作
ら
れ
た
近
代
の
社
会
契
約
に
も
と
づ
く
国
家
を
女
性
の

観
点
か
ら
批
判
的
に
検
討
す
る
際
に
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
、
父
権
的
国
家
を
一
貫
し
て

論
じ
た
こ
と
も
押
さ
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

全
体
と
し
て
み
る
と
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
母
権
の
議
論
を
提
出
し
た
の
は
神
と
関
わ
り
な
く
事
実
に
基
づ
い
て
国
家
の
起
源
を
論
理
的
に
考

え
る
と
そ
う
な
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
女
性
を
特
に
平
等
に
扱
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
彼
は
、
論
理
的
に
は
男
女
ど
ち

ら
の
支
配
で
も
か
ま
わ
な
い
が
ゆ
え
に（
詳
し
く
見
る
と
、
や
や
男
性
支
配
を
優
先
さ
せ
る
議
論
が
あ
る
と
は
い
え
る
）、
当
時
の
父
権
的

支
配
を
問
題
だ
と
考
え
て
い
て
は
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
に
母
権
的
国
家
を
主
張
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
神
を
起
源

と
す
る
議
論
が
彼
の
敵
で

17
）

あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
多
少
論
理
に
飛
躍
が
あ
っ
て
も
、
母
権
が
発
展
し
て
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
と
な
る
可
能

性
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
ふ
た
つ
の
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
に
お
け
る
支
配
を
父
権
的
支
配
に
収
束
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
成
立
し
た
父
権
は
、
常
に
言
説
に
よ
る
保
証
を
必
要
と
し
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
教
会
の
教
説
に
お
け
る
婚
姻
の
「
サ
ク
ラ

メ
ン
ト
」
に
よ
る
男
性
支
配
の
保
証
を
、
法
に
置
き
換
え
よ
う
と
し
た
。
拙
稿
「「
エ
デ
ン
の
楽
園
」
と
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」」
で
述
べ

た
よ
う
に
、
教
会
は
聖
書
に
基
づ
き
男
性
の
女
性
に
対
す
る
支
配
を
教
説
と
し
て
確
立
し
た
上
で
婚
姻
関
係
を
必
要
悪
と
認
め
、
婚
姻
に

よ
る
男
女
の
結
合
を
聖
化
し
、
神
の
恩
寵
を
保
障
す
る
た
め
の
「
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
」
と

18
）

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
婚
姻
関
係
は
、
神
の
教
説
ど

お
り
の
家
父
長
制
的
関
係
と
し
て
固
定
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
こ
の
よ
う
な
教
会
の
教
説
に
対
し
、『
市
民
論
』に
お
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
結
婚
が
（
神
学
者
の
使
う
言
葉
の
意
味
に
お
い
て
）
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
か
ど
う
か
は
、
こ
こ
で
の
議
論
の
範
囲

外
に
あ
る
。
私
は
た
だ
、
一
緒
に
生
き
よ
う
と
す
る
男
性
と
女
性
の
間
の
法
的
契
約
（
す
な
わ
ち
国
家
法
に
よ
っ
て
許
さ
れ
た
契
約
）
が
、

そ
れ
が
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
確
か
に
法
的
な
結
婚
な
の
だ
と
述
べ
る
。
…
誰
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
合
意
に
よ
っ

て
結
婚
が
行
な
わ
れ
た
か
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
法
的
事
項
な
の
で
あ
る
。」（
八
七
頁
）

こ
の
議
論
も
女
性
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
る
。
男
女
の
婚
姻
関
係
が
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
で
あ
る
と
い
う
教
説
は
、
教
会
の
男
性
の
女
性
に

対
す
る
支
配
を
正
当
化
す
る
教
説
を
実
効
性
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
必
要
だ
っ
た
。
そ
れ
に
基
づ
き
教
会
が
婚
姻
を
取
り
結
ぶ
手
続
き

を
独
占
し
、
神
に
よ
る
家
父
長
制
支
配
を
存
続
さ
せ
て
き
た
の
だ
か
ら
。
そ
れ
ゆ
え
ホ
ッ
ブ
ズ
が
そ
れ
を
こ
の
よ
う
に
否
定
し
、
国
家
法

の
も
と
で
の
婚
姻
手
続
き
を
主
張
し
た
こ
と
は
、
母
権
の
議
論
と
並
ん
で
、
教
会
の
教
説
を
破
壊
す
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
し

か
し
、
そ
の
う
え
で
彼
は
、
国
家
法
に
よ
る
男
性
の
優
位
を
主
張
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

３
）「
母
権
」
概
念
の
先
駆
性

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
に
お
い
て
は
、
男
女
の
婚
姻
に
お
け
る
共
同
生
活
に
お
い
て
管
理
権
を
持
つ
の
は
男
女
ど
ち
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ら
で
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
女
性
が
統
治
権
を
も
ち
、
そ
れ
を
保
持
し
た
ま
ま
で
い
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で

あ
る
。
ま
た
、「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」に
お
い
て
も
、
父
権
的
な
支
配
が
成
立
す
る
前
に
言
説
に
も
と
づ
く
母
権
的
支
配
が
成

立
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
こ
こ
か
ら

母
系
的
王
国

が
成
立
す
る
と
論
じ
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
設
立
に
よ
る
コ

モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
設
立
に
女
性
が
参
加
す
る
こ
と
も
可
能
な
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
母
権
に
基
づ
く
「
コ
モ
ン
ウ
ェ

ル
ス
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
全
く
論
じ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
理
論
的
必
然
性
に
あ
っ
た
。

ホ
ッ
ブ
ズ
が
母
権
的
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
つ
い
て
論
じ
な
か
っ
た
理
由
の
も
う
ひ
と
つ
の
可
能
性
は
、
そ
の
よ
う
な
議
論
を
し
て
も
、

当
時
全
く
意
味
が
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
代
の
我
々
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
を
分
析
す
る
と
き
に
は
、

当
然
の
よ
う
に
母
権
と
父
権
を
対
比
さ
せ
て
論
ず
る
が
、
西
洋
に
お
い
て
母
権
制
と
い
う
概
念
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
実

は
一
八
六
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
『
母
権
論
』
が
始
め
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
書
は
、「
現
在
の
人
び
と
が
無
意

識
に
共
通
認
識
で
あ
る
と
了
解
し
て
い
た
支
配
秩
序
が
実
は
父
権
制
で
あ
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
告
知
す
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
人

類
の
創
世
記
以
来
男
性
支
配
が
続
い
て
い
た
と
い
う
常
識
を
覆
す
も
の
で

19
）

あ
っ
た
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン

は
、『
母
権
論
』
の
な
か
で
何
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
母
権
論
』
は
非
常
な
大
作
で

20
）

あ
る
。
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
、「
神
話
伝
承
が
歴
史
的
に
確
実
な
事
実
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
な
ら
ば
、

神
話
伝
承
は
、
決
し
て
荒
唐
無
稽
な
空
想
の
産
物
な
ど
で
は
な
く
、
太
古
の
時
代
の
真
実
を
証
言
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で

21
）

あ
る
」

と
述
べ
て
、
多
く
の
神
話
か
ら
歴
史
的
事
実
を
あ
ぶ
り
だ
そ
う
と
し
た
。
彼
が
そ
の
よ
う
な
作
業
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
簡
潔
に
説
明
し

た
の
が
、「
母
権
論
序
説
」で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
自
分
の
研
究
に
つ
い
て
概
要
を
解
説
し
て
い
る
。
そ
こ
で
の
議
論
を
見
る
と
次
の
よ

う
な
特
徴
が
見
て
取
れ
る
。

確
か
に
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
、
歴
史
の
古
い
時
代
に
母
権
制
が
存
在
し
た
と
論
ず
る
が
、
そ
れ
は
「
父
権
制
の
圧
倒
的
勝
利
の
前
に
崩
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22
）

壊
し
」、
最
終
的
に
父
権
制
へ
と
発
展
し
た
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
母
権
制
の
存
在
を
提
示
し
た
上
で
、
父
権
制
が
よ
り
重
要
で
あ
る

と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、（
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
が
西
洋
近
代
に
関
し
て
一
貫
し
て
批
判
し
て
き
た
）女
性
を「
自

然
」、
男
性
を
「
精
神
」
と
結
び
つ
け
る
考
え
方
に
た
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
女
性
は
子
ど
も
を
産
む
肉
体
と
し
て
、
自
然
の

法
則
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。「
女
性
支
配
は
、
そ
れ
を
自
然
の
イ
メ
ー
ジ
で
語
る
な
ら
ば
、
子
を
生
み
な
す
母
な
る
も
の
に
発
し
、
完
全
に

物
質
と
自
然
的
生
命
の
誕
生
に
依
拠
し
て
い
る
。
…
女
性
支
配
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
自
然
界
の
法
則
に
従
属
し
て
い
る
。
…
母
性
的
時
代

ほ
ど
、
身
体
と
い
う
外
面
と
肉
体
の
不
可
侵
性
に
重
き
を
お
い
た
時
代
も
な
い
し
、
逆
に
内
的
精
神
的
要
素
を
強
調
し
な
か
っ
た
時
代
も

23
）

な
い
。」

そ
れ
に
対
し
、
男
性
は
精
神
活
動
に
よ
る
創
造
と
結
び
付
け
ら
れ
る
。「
父
性
の
尊
重
に
よ
っ
て
、
精
神
は
自
然
現
象
か
ら
解
放
さ
れ
、

父
性
の
勝
利
に
よ
っ
て
人
間
は
物
質
的
生
活
の
法
則
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
…
人
間
は
精
神
的
生
活
に
よ
っ
て
肉
体
的
生
活
を
超

克
し
た
の
に
対
し
て
、
低
次
の
生
物
は
肉
体
的
生
活
と
の
関
係
に
と
ど
め
ら
れ
る
。
母
性
は
人
間
の
肉
体
的
側
面
に
属
し
、
こ
の
側
面
に

つ
い
て
だ
け
引
き
続
き
人
間
と
他
の
被
造
物
と
の
共
通
の
関
係
が
維
持
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
精
神
的
父
性
原
理
は
人
間
に
の
み
適
合

24
）

す
る
。」
拙
稿
「「
エ
デ
ン
の
楽
園
」
と
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」」
で
論
じ
た
よ
う
に
、
肉
体
に
対
す
る
精
神
の
優
位
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教

義
の
主
要
な
特
徴
で

25
）

あ
る
。

驚
く
べ
き
は
、
子
ど
も
の
発
生
に
関
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
が
あ
れ
ほ
ど
否
定
し
た
「
男
性
が
主
要
な
行
為
者
で
あ
る
」
と
い
う
言
説
が
、
バ

ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
よ
っ
て
も
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
母
は
「
物
質
」
と
結
び
つ
き
、「
生
成
の
場
所
と

26
）

容
器
」
そ
し
て
「
乳
母
」

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
父
は
「
子
を
生
ま
せ
」「
そ
の
性
質
は
非
物
質
的
で

27
）

あ
る
。」

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
議
論
は
、
ロ
マ
ン
主
義
的
言
辞
に
彩
ら
れ
、
一
見
母
を
称
揚
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
最
終
的
に
は
精
神
的

創
造
力
を
男
性
に
認
め
、
父
権
的
勝
利
を
寿
い
で
い
る
の
で
あ
る
。「
解
説
」
に
よ
れ
ば
、
彼
は
バ
ー
ゼ
ル
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
り
、
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キ
リ
ス
ト
教
的
西
洋
市
民
社
会
の
秩
序
を
決
し
て
否
定
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
母
権
制
か
ら
父

権
制
へ
、
そ
し
て
父
権
制
の
ロ
ー
マ
帝
国
を
経
て
、「
父
権
制
原
理
を
あ
ら
わ
す
キ
リ
ス
ト
教
の
最
終

28
）

勝
利
」を
進
歩
と
し
て
記
述
し
た
の

で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
議
論
を
見
た
と
き
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
が
い
か
に
先
駆
的
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
よ
り
も

二
〇
〇
年
も
前
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
「
創
世
記
」
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
神
話
と
決
別
し
、
人
間
の
生
に
関
す
る
現
実
だ
け
を
見
つ
め
て
議
論

を
展
開
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
子
ど
も
に
対
す
る
原
初
的
な
権
利
を
母
権
で
あ
る
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。
ペ
イ
ト
マ
ン
が
書
い
て
い
る
よ
う

に
、
西
洋
に
お
い
て
は
今
で
も
母
権
制
の
存
在
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
、
そ
の
存
在
に
つ
い
て
真
剣
に
検
討
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
と

29
）

い
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
母
が
支
配
す
る
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
を
論
ず
る
こ
と
は
、
当
時
全
く
現
実
的
な
有
効
性
を
欠

く
と
ホ
ッ
ブ
ズ
が
判
断
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
自
然
状
態
に
お
い
て
男
女
は
対
等
で
あ
り
、
さ
ら
に
子
ど
も
に
対
す
る
最
初
の
支
配
権
は
母
権
で
あ
っ

た
と
論
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」に
お
い
て
は
父
権
支
配
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
議
論
の
過
程
に

お
い
て
、
男
女
の
関
係
が
支
配
関
係
に
転
ず
る
の
は
、
婚
姻
関
係
が
「
ユ
ニ
オ
ン
」
と
し
て
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、

鮮
や
か
に
示
し
て
み
せ
た
。
こ
れ
が
西
洋
に
お
い
て
は
教
会
と
国
家
法
に
よ
り
保
障
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
。
し
か
し
、
結
婚
に
よ
り
男
性
と
共
同
生
活
を
す
る
と
さ
れ
た
女
性
は
、「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」に
お
い
て
ど
こ
へ
い
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ

う
か
。
結
婚
と
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る

「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
法
的
構
成
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
フ
ァ

ミ
リ
ー
」
に
関
す
る
議
論
は
、
古
代
ロ
ー
マ
国
家
に
お
け
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
関
す
る
法
関
係
を
参
考
に
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
か
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ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
彼
の
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
構
造
の
解
明
に
も
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
稿
を
改
め
て
検
討
を
行
な
う
こ
と
に
し
た
い
。

注１
）

キ
ャ
ロ
ル
・
ペ
イ
ト
マ
ン
「「
神
は
男
性
を
助
け
る
べ
き
者
を
定
め
た
」」『
思
想
』
九
一
〇
号
（
二
〇
〇
〇
年
四
月
）
八
八
頁
。

（
２
）

本
稿
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
著
作
を
引
用
し
た
後
に
示
す
著
作
名
と
頁
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
英
文
テ
キ
ス
ト
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

『
法
学
大
綱
』：

H
o
b
b
es,

H
u
m
an
 
N
atu
re an

d
 
D
e C

orpore P
olitico

(J.
C
.
A
.
G
a
sk
in
(ed
.),
O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,
2008)

『
市
民
論
』：

H
o
b
b
es,

O
n
 
th
e C

itizen
(R
ich
a
rd T

u
ck a

n
d M

ich
a
el S

ilv
erth

o
rn
e
(ed
.),
C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
1988)

『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』：

H
o
b
b
es,

L
eviath

an
(R
ich
a
rd T

u
ck

(ed
.),
C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
1996)

ま
た
、
引
用
中
の
傍
線
は
、
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
。

（
３
）

中
村
敏
子
「「
エ
デ
ン
の
楽
園
」
と
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」」『
北
海
学
園
法
学
研
究
』
第
四
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
六
月
）。

（
４
）

し
か
し
サ
マ
ー
ヴ
ィ
ル
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
、
男
女
を
産
み
感
覚
や
記
憶
を
与
え
る
こ
と
は
、
神
的
な
存
在
の
仕
業
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。J.

P
.
S
o
m
m
erv

ille,
T
h
om
as H

obbes:
P
olitical Id

eas in
 
H
istorical C

on
text,

M
a
cm
illa

n
,
1992,

p
p
.137.

（
５
）

代
表
的
な
議
論
は
、
フ
ィ
ル
マ
ー
に
よ
る
聖
書
に
基
づ
く
批
判
で
あ
る
。R

o
b
ert F

ilm
er,

O
b
serv

a
tio
n
s C

o
n
cern

in
g th

e o
rig
in
a
ll o

f G
o
v
ern

-

m
en
t,
u
p
o
n M

r H
o
b
s
‘L
ev
ia
th
a
n
’,
M
r M

ilto
n a

g
a
in
st S

a
lm
a
siu
s,
H
.
G
ro
tiu
s
‘D
e Ju

re B
elli’,

in P
atriarch

a an
d
 
O
th
er
 
W
ritin

gs
,

(J.
P
.
S
o
m
m
erv

ille
(ed
.),
C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
1991)

p
p
.187.

ま
た
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
か
ら
は
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い

て
の
女
性
の
役
割
が
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
ペ
イ
ト
マ
ン
「「
神
は
男
性
を
助
け
る
べ
き
者
を
定
め
た
」」
八
八
頁
。

（
６
）

そ
も
そ
も
人
間
の
発
生
に
つ
い
て
の
科
学
的
説
明
で
あ
る
進
化
論
は
、
一
九
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
話
で
あ
る
。

（
７
）
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
は
、「
生
殖
に
関
し
て
は
、
神
は
男
性
に
助
け
手
を
与
え
、
常
に
対
等
な
親
と
し
て
、
二
人
の
人
間
が
存
在
す
る
」
と
述

べ
る
。『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
一
三
九
頁
。

（
８
）

F
ilm

er,
O
b
serv

a
tio
n
s C

o
n
cern

in
g th

e o
rig
in
a
ll o

f G
o
v
ern

m
en
t,
p
p
.192.

（
９
）

国
家
が
成
立
し
た
西
洋
の
社
会
で
は
、
こ
れ
を
固
定
化
す
る
の
が
教
会
に
よ
る
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
で
あ
り
、
国
家
法
で
あ
る
。

（
10
）

こ
の
点
は
、
の
ち
に
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
を
考
察
す
る
際
に
重
要
な
点
で
あ
る
。
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（
11
）

F
ilm

er,
O
b
serv

a
tio
n
s C

o
n
cern

in
g th

e o
rig
in
a
ll o

f G
o
v
ern

m
en
t,
p
p
.192.
（
12
）
『
市
民
論
』
の
英
訳
者
に
よ
る
注
に
よ
れ
ば
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
使
っ
た
「
拘
束
（lig

a
re

）」
と
い
う
ラ
テ
ン
語
は
通
常
肉
体
を
縛
る
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
、

「
義
務
（o

b
lig
a
re

）」
と
い
う
語
は
、
法
的
ま
た
は
倫
理
的
に
縛
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
。『
市
民
論
』
一
〇
四
頁
注
３
。

（
13
）

ま
た
、「
不
死
の
神
」
に
対
す
る
「
可
死
の
神
」
と
い
う
概
念
で
も
あ
る
。『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
一
二
〇
頁
。
ま
た
、「
人
工
的
な
永
遠
の
生
命
（A

rtificia
ll

 
E
tern

ity o
f L
ife

）」
を
保
障
す
る
も
の
で
も
あ
る
。『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
一
三
五
頁
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
神
の
秩
序
と
ホ
ッ
ブ
ズ
の
秩
序
観
を
比
較
す

る
論
考
で
詳
し
く
論
じ
た
い
。

（
14
）

こ
の‘P

a
trim

o
n
ia
l K

in
g
d
o
m
’

と
い
う
言
葉
は
、
通
常
日
本
語
で
は
「
家
産
的
王
国
」
ま
た
は

「
世
襲
王
国
」
等
と
訳
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
の
文
脈
か
ら
い
え
ば
、「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
に
お
け
る
父
権
的
支
配
か
ら
発
展
し
た
も
の
を
さ
す
の
で
、
厳
密
に
は
「
父
系
的
王
国
」
と
訳
す

こ
と
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
『
法
学
大
綱
』
の
な
か
で
、‘p

a
tern

a
l’

と‘p
a
trim

o
n
ia
l’

を
互
換
的
に
使
っ
て
い
る
。『
法
学
大
綱
』
一
〇
八

頁
。
日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
、
本
田
裕
志
訳
『
市
民
論
』（
京
大
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）
一
九
一
頁
、
関
谷
昇
『
近
代
社
会
契
約
説
の
原
理
』（
東
大
出
版

会
、
二
〇
〇
三
年
）
一
一
四
頁
、
梅
田
百
合
香
『
ホ
ッ
ブ
ズ

政
治
と
宗
教
』（
名
大
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）
一
八
四
頁
な
ど
を
参
照
。

（
15
）

H
o
w
a
rd W

a
rren

d
er
(ed
.),
T
h
o
m
a
s H

o
b
b
es,

D
e C

ive,
T
h
e L

atin
 
version

,
O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,
1983,)

p
p
.166.

（
16
）

ホ
ッ
ブ
ズ
の
母
権
の
議
論
に
注
目
し
、
反
論
し
た
例
外
的
人
物
は
フ
ィ
ル
マ
ー
で
あ
る
。F

ilm
er,

O
b
serv

a
tio
n
s C

o
n
cern

in
g
 
th
e
 
o
rig
in
a
ll o

f
 

G
o
v
ern

m
en
t,
p
p
.192.

（
17
）

サ
マ
ヴ
ィ
ル
も
同
様
の
見
解
を
と
る
。S

o
m
m
erv

ille,
T
h
om
as H

obbes:
P
olitical Id

eas in
 
H
istorical C

on
text,

p
p
.72.

（
18
）

中
村
敏
子
「「
エ
デ
ン
の
楽
園
」
と
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」」
六
〇
頁
。

（
19
）

上
山
安
敏
「
解
説

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
『
母
権
論
』」『
母
権
論
序
説
』（
創
樹
社
、
一
九
八
九
年
）
二
四
九
頁
。

（
20
）

翻
訳
で
は
、
大
部
三
冊
本
で
あ
る
。
そ
の
内
容
の
ほ
と
ん
ど
は
、
神
話
と
古
代
の
歴
史
の
叙
述
で
あ
る
。
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
『
母
権
論
１
・
２
・
３
』（
み

す
ず
書
房
、
一
九
九
一
・
一
九
九
三
・
一
九
九
五
年
）。

（
21
）

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
『
母
権
論
序
説
』
八
四
頁
。

（
22
）

同
書
、
八
一
頁
。

（
23
）

同
書
、
一
一
九
頁
。

（
24
）

同
書
、
一
五
〇
頁
。

（
25
）

中
村
敏
子
「「
エ
デ
ン
の
楽
園
」
と
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」」
四
三
頁
。
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（
26
）

ペ
イ
ト
マ
ン
は
、
フ
ィ
ル
マ
ー
の
議
論
に
つ
い
て
、「
女
性
は
、
男
性
の
性
的
お
よ
び
生
殖
に
お
け
る
力
を
行
使
す
る
た
め
の
、
空
の
容
器
な
の
で
あ
る
」

と
述
べ
る
。
ペ
イ
ト
マ
ン
「「
神
は
男
性
を
助
け
る
べ
き
者
を
定
め
た
」」
九
二
頁
。

（
27
）

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
『
母
権
論
序
説
』
一
四
九
頁
。

（
28
）

同
書
、
二
六
一
頁
。

（
29
）

ペ
イ
ト
マ
ン
「「
神
は
男
性
を
助
け
る
べ
き
者
を
定
め
た
」」
九
五
頁
、
一
〇
五
頁
。
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