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ま
え
お
き

〈
贈
与
〉
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
思
う①
。

ま
ず
、本
年
（
二
〇
一
一
年
）
三
月
に
起
こ
っ
た
東
日
本
大
震
災
で
は
被
災
者
支
援
、

ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
、
広
い
意
味
の
〈
贈
与
〉
が
目
立
っ
た
こ
と
は
確
認
し

て
お
い
て
よ
い
。〈
贈
与
〉
を
論
じ
る
論
者
の
多
く
は
、〈
贈
与
〉
が
予
想
外
に
、
あ

る
い
は
い
ま
だ
に
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
す
る
の
が
常
で
あ
る
（C

h
eal 

[1988], p.ix

、
阿
部
﹇2000

﹈、
四
八
六
頁②
）
が
、
こ
の
震
災
を
通
し
て
、
そ
れ
が
図
ら

ず
も
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
広
い
意
味
で
の
〈
贈
与
〉
の
問
題
は
、
何
も
震
災
以
後
に
浮
上
し
た
も
の

で
は
な
い
。
昨
年
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
「
無
縁
社
会
」
と
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
張
っ
た
の
は
、

そ
の
背
景
に
個
人
主
義
の
進
展
や
ネ
ッ
ト
依
存
の
現
象
、
大
き
く
は
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
や
新
自
由
主
義
が
世
を
席
巻
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う③
。
こ
れ
ら

「
無
縁
化
」
に
対
す
る
た
め
に
、「
縁
」
や
「
絆
」
が
強
調
さ
れ
る
の
も
あ
る
意
味
で

自
然
で
、
一
般
的
に
見
て
も
、
昨
年
末
来
の
多
く
の
「
タ
イ
ガ
ー
マ
ス
ク
」
た
ち
は
、

い
わ
ば
無
意
識
的
に
そ
う
し
た
も
の
を
求
め
て
、
人
々
の
繋
が
り
を
築
く
も
の
と
捉

え
ら
れ
て
い
る
〈
贈
与
〉
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
ア
カ
デ
ミ

ズ
ム
の
領
域
で
も
、
新
た
な
公
共
性
の
構
築
、
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
興
、

あ
る
い
は
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
構
想
と
い
っ
た
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

中
で
浮
上
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
が
、〈
贈
与
〉
だ
と
も
整
理
で
き
よ
う
。

だ
が
そ
れ
だ
け
に
、〈
贈
与
〉
と
い
う
語
は
多
義
的
に
、
い
わ
ば
乱
用
さ
れ
て
い
る

と
さ
え
言
え
る
傾
向
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
〈
贈
与
〉
に
つ
い
て
論
点
を
整

理
し
て
お
く
こ
と
に
は
幾
許
か
の
意
味
が
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
、

直
接
こ
れ
ら
の
現
象
そ
の
も
の
を
取
り
上
げ
る
つ
も
り
は
な
い
。
こ
こ
で
目
指
す
の

は
、
あ
く
ま
で
哲
学
的
・
概
念
的
な
考
察
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
稿
で
は
、
本
格
的

な
議
論
に
先
立
つ
予
備
的
な
議
論
が
提
示
さ
れ
、
論
じ
る
べ
き
問
題
が
析
出
さ
れ
、

議
論
の
方
向
が
示
唆
さ
れ
る
に
留
ま
る
。
ま
た
、「
倫
理
学
・
哲
学
的
考
察
」
と
称
す

る
も
の
の
、
本
稿
の
段
階
で
は
、
特
に
倫
理
学
の
水
準
に
は
ま
だ
議
論
は
及
ば
な
い
。

「
序
説
」
と
称
す
る
所
以
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
本
稿
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
衆
目
が
一
致
し
て
現
代
贈
与
論
の
原
点

と
認
め
る
モ
ー
ス
の
『
贈
与
論
』
で
あ
る④
。
ま
ず
『
贈
与
論
』
に
お
け
る
モ
ー
ス
の

意
図
を
簡
単
に
確
認
し
、
次
い
で
そ
の
最
も
本
質
的
な
主
張
を
取
り
出
す
。
更
に
彼

の
贈
与
論
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
か
を
見
て
、
最
後
に
、〈
贈
与
〉
に
関
わ

る
問
題
を
改
め
て
提
示
す
る
こ
と
に
す
る
。

本
稿
で
一
定
の
結
論
を
提
示
し
な
い
の
は
、
今
必
要
な
の
は
安
易
な
解
決
の
提
示

で
は
な
く
、
確
実
な
歩
み
を
進
め
る
こ
と
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
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一　

モ
ー
ス
『
贈
与
論
』
の
意
図

モ
ー
ス
の
理
論
的
意
図

―
贈
与
の
事
実

モ
ー
ス
『
贈
与
論
』（
一
九
二
四
年
）
が
人
類
学
、
社
会
学
の
み
な
ら
ず
、
思
想
一

般
に
対
し
て
持
っ
た
重
要
性
に
つ
い
て
は
多
言
を
要
し
な
い
だ
ろ
う
。
贅
言
は
省
い

て
、こ
こ
で
は
『
贈
与
論
』
に
お
け
る
モ
ー
ス
の
意
図
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

序
論
中
の
「
研
究
計
画
」
の
項
で
は
、
研
究
の
二
重
の
目
的
が
語
ら
れ
る
（p.148

（
一
四
―
一
五
頁⑤
））。
そ
れ
は
一
つ
に
は
「
考
古
学
的
な
結
論
」
を
導
く
こ
と
で
あ
り
、

他
方
は
「
道
徳
上
の
結
論
」
を
引
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。

「
考
古
学
的
な
結
論
」
と
は
、
古
代
社
会
に
も
経
済
的
な
取
引
は
存
在
し
、
し
か

し
、
そ
れ
が
〈
贈
与
〉
と
し
て
行
わ
れ
る
た
め
、
我
々
の
知
る
制
度
と
は
異
な
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
（p.148

（
一
五
頁
））。

実
際
、
そ
の
有
り
様
を
い
わ
ば
実
証
的
に
示
す
作
業
が
『
贈
与
論
』
の
本
論
を
な

し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
単
な
る
事
実
的
認
識
で
は
な
い
。
モ
ー
ス
は
、
彼
の
時

代
に
顕
著
に
な
っ
て
い
た
近
代
的
な
経
済
・
法
体
制
を
相
対
化
す
る
意
図
を
持
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
モ
ー
ス
は
、〈
贈
与
〉
の
問
題
を
実
証
的
理
論
的
に
論
じ

る
こ
と
か
ら
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
現
代
の
社
会
に
対
し
て
反
省
を
迫
る
の
で
あ
る
。

　
「
我
々
は
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
と
経
済
が
今
も
な
お
、
い
わ
ば
隠
れ
た
形
で
我
々
の

社
会
の
中
で
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
つ
も
り
で
あ
る
」。
そ
れ
は「
我
々
の
社
会

が
そ
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
人
類
の
岩
盤
の
一
つ
」
で
あ
り
、「
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、

現
代
の
法
と
経
済
の
危
機
が
生
む
問
題
に
関
す
る
幾
つ
か
の
道
徳
上
の
結
論
を
引
き

出
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
」（p.148

（
一
五
頁
））。

実
際
、
こ
れ
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
、「
第
四
章
結
論
」
冒
頭
で
は
、
こ
う
言
わ

れ
て
い
る
。

　
「
我
々
の
道
徳
や
生
活
の
大
部
分
は
、
い
つ
で
も
義
務
と
自
由
と
が
入
り
交

じ
っ
た
贈
与
の
雰
囲
気
そ
の
も
の
の
中
に
留
ま
っ
て
い
る
。
幸
運
に
も
今
は
ま

だ
、全
て
が
売
買
と
い
う
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」（p.258

（
二
六
〇
頁
））。

モ
ー
ス
の
実
践
的
意
図

―
理
念
と
し
て
の
〈
贈
与
〉

既
に
し
て
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
、
事
実
的
認
識
を
基
盤
と
し
て
モ
ー
ス
が
引
き
出

そ
う
と
し
た
「
道
徳
上
の
結
論
」
と
は
、
そ
う
し
た
「
贈
与
の
雰
囲
気
」
の
再
活
性

化
で
あ
る
。
モ
ー
ス
は
明
ら
か
に
、
利
己
的
な
個
人
た
ち
に
よ
る
経
済
的
な
貨
幣
交

換
、「
絶
え
間
の
な
い
冷
淡
な
打
算
」（p.272

（
二
七
九
頁
））
の
み
か
ら
成
り
立
つ
社

会
と
は
別
な
道
が
か
つ
て
あ
り
（
考
古
学
的
結
論
）、
か
つ
、
現
在
も
密
か
に
生
き
て

お
り
（
現
代
へ
の
省
察
）、更
に
そ
れ
が
今
後
再
活
性
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
道
徳
上

の
結
論
）
と
考
え
て
い
る
。
実
際
、こ
の
後
に
続
く
モ
ー
ス
の
文
章
に
は
「
ね
ば
な
ら

な
い
」
が
連
続
す
る
。

　
「
事
実
を
確
認
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。そ
こ
か
ら
何
ら
か
の
実
践
的

態
度
、
道
徳
律
を
推
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（p.262

（
二
六
五
頁
））。

　
「
我
々
は
『
高
貴
な
消
費
』
の
習
慣
に
戻
ろ
う
と
し
て
い
る
し
、戻
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」（p.262

（
二
六
六
頁
））。

　
「
我
々
は
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
も
の
、基
本
的
な
も
の
に
立
ち
返
る
こ
と
が
で
き

る
し
、
ま
た
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（p.263

（
二
六
七
頁
））。

こ
こ
で
目
指
さ
れ
て
い
る
の
は
、〈
贈
与
〉
と
返
礼
に
よ
る
相
互
扶
助
、「
集
団
の

道
徳
」（p.262

（
二
六
五
頁
））
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
社
会
で
あ
る
。
更
に
モ
ー
ス
は
こ

れ
を
、
現
代
社
会
に
お
け
る
社
会
保
障
の
問
題
に
結
び
つ
け
て
さ
え
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
こ
れ
を
、モ
ー
ス
自
身
の
政
治
的
思
想
や
活
動
と
の
関
連
（
モ
ー
ス
研
究

会
﹇2011
﹈
所
収
の
諸
論
文
参
照
）
か
ら
考
察
す
る
こ
と
も
、デ
ュ
ル
ケ
ム
か
ら
の
影
響

と
い
っ
た
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
し
、
ま
た
、
同
時
代
の
マ
リ
ノ
フ

ス
キ
ー
ら
と
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う（F

raser[1984]

を
参
照
）。
そ
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れ
以
降
で
も
、〈
贈
与
〉
や
〈
交
換
〉
に
つ
い
て
論
じ
る
多
く
の
論
者
、
例
え
ば
バ
タ

イ
ユ
や
Ｋ
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
ら
に
は
、
近
代
の
市
場
経
済
中
心
の
社
会
を
相
対
化
し
よ

う
と
す
る
意
図
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
先
鞭
を
付
け
た
の
が
モ
ー
ス
で
あ
る
と
言
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。

二　

モ
ー
ス
『
贈
与
論
』
の
主
張

贈
与
の
原
理

人
類
学
者
と
し
て
の
モ
ー
ス
の
議
論
の
重
要
性
は
、
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
社
会
か
ら

取
り
出
さ
れ
た
材
料
を
広
範
に
用
い
て
い
る
点
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
彼
の
議
論
の

本
質
に
関
わ
る
点
の
み
を
取
り
出
す
。

一
つ
は
贈
与
の
原
理
で
あ
る
。
モ
ー
ス
が
贈
与
の
原
理
と
捉
え
た
も
の
は
、
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
通
り
、「
与
え
る
義
務
」、「
受
け
取
る
義
務
」、「
返
礼
す
る
義
務
」
で

あ
る
。
だ
が
第
二
に
、
こ
れ
が
重
要
な
の
は
、
こ
の
内
の
一
つ
だ
け
で
な
く
、
こ
の

三
つ
が
揃
う
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
モ
ー
ス
の
言
う
「
全
体
的
給
付
」
が
成
り
立

つ
か
ら
で
あ
る
（p.161

（
三
八
頁
））。
こ
れ
も
周
知
の
よ
う
に
、モ
ー
ス
を
含
む
フ
ラ

ン
ス
の
人
類
学
・
社
会
学
は
伝
統
的
に
、
方
法
論
的
集
団
主
義
を
採
っ
て
お
り⑥
、
社

会
を
一
つ
の
全
体
的
体
系
と
み
な
す
。

第
一
の
点
か
ら
み
よ
う
。こ
の
原
理
に
は
重
要
な
論
点
が
幾
つ
も
指
摘
で
き
る
が
、

こ
こ
で
は
モ
ー
ス
の
論
じ
方
に
見
ら
れ
る
興
味
あ
る
偏
り
に
注
目
し
よ
う
。

彼
は
こ
の
三
つ
を
同
等
の
原
理
と
し
て
取
り
出
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か

し
、
こ
の
三
義
務
が
提
示
さ
れ
る
の
は
、
返
礼
の
義
務
に
つ
い
て
論
じ
た
後
な
の
で

あ
る
。
モ
ー
ス
は
第
一
章
二
節
で
、
マ
オ
リ
族
の
「
ハ
ウ
」
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
れ

に
よ
っ
て
〈
贈
与
〉
に
対
す
る
返
礼
の
義
務
を
説
明
す
る
。
マ
オ
リ
族
で
は
、
贈
り

物
に
は
「
ハ
ウ
」
と
呼
ば
れ
る
物
の
霊
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
返
礼

が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
「
ハ
ウ
」
が
破
壊
的
な
力
を
発
揮
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と

モ
ー
ス
は
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
く
知
ら
れ
た
議
論
を
示
し
た
後
、
第
一
章
第
三
節
の

冒
頭
で
モ
ー
ス
は
、
改
め
て
「
別
の
二
つ
の
要
素
」
が
な
け
れ
ば
「
全
体
的
給
付
」

が
成
り
立
た
な
い
と
し
て
、
与
え
る
義
務
と
受
領
す
る
義
務
を
掲
げ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
単
に
叙
述
順
の
問
題
で
は
な
く
議
論
の
行
方
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深

い
。
な
ぜ
な
ら
、
返
礼
の
義
務
に
関
し
て
は
、
マ
オ
リ
族
の
「
ハ
ウ
」
を
用
い
て
比

較
的
詳
細
に
論
じ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
残
り
の
二
つ
に
関
し
て
は
、
そ
の
説
明
は

き
わ
め
て
簡
単
に
済
ま
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
贈
り
物
を
受
領
す
る
義
務
に
関
す
る
事
実
を
豊
富
に
見
出
す
こ
と
は
容
易

で
あ
ろ
う
」（p.161

（
三
八
頁
））。「
人
に
与
え
る
義
務
も
や
は
り
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
を
調
べ
る
と
、
人
々
が
ど
の
よ
う
に
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
交
換
す
る

よ
う
に
な
っ
た
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
幾
つ
か

の
事
実
を
示
す
に
と
ど
め
た
い
」（p.162

（
三
八
―
三
九
頁
））。

だ
が
、
事
実
は
豊
富
に
見
出
せ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
義
務
」
と
し
て
説
明
さ

れ
な
い
ま
ま
、
説
明
は
簡
単
に
終
了
し
て
し
ま
う⑦
。
こ
の
後
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は

ま
さ
し
く
モ
ー
ス
の
言
う
通
り
「
事
実
」
の
幾
つ
か
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
が
依
っ
て
立

つ
根
拠
で
は
な
い
。

〈
贈
与
〉
で
あ
る
以
上
は
、ま
ず
「
与
え
」
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま

た
、
そ
れ
が
「
受
領
」
さ
れ
ね
ば
〈
贈
与
〉
に
な
ら
な
い
。
こ
の
二
つ
は
い
わ
ば
一

体
の
も
の
で
あ
り
、〈
贈
与
〉
を
〈
贈
与
〉
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
の
に
不
可
欠
な
要

素
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、〈
贈
与
〉
の
基
盤
と
な
る
べ
き
二
つ
の
義
務
が
「
義
務
」

と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
は
奇
妙
で
あ
る
。
ま
た
、「
与
え
る
―
受

け
取
る
」
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
〈
贈
与
〉
は
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ

ば
、
そ
の
〈
贈
与
〉
に
対
す
る
返
礼
は
、〈
贈
与
〉
だ
け
を
考
え
れ
ば
、
追
加
の
要
素

に
す
ぎ
な
い
と
も
思
え
る
。
し
か
し
モ
ー
ス
に
と
っ
て
は
、「
こ
れ
ら
精
神
的
な
メ
カ

ニ
ズ
ム
の
中
で
最
も
重
要
な
の
は
、
明
ら
か
に
、
受
け
取
っ
た
贈
り
物
の
お
返
し
を
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義
務
づ
け
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
」（p.153

（
二
〇
頁
））
な
の
で
あ
る
。

全
体
的
給
付

実
際
モ
ー
ス
は
、
自
分
の
課
題
が
「
未
開
あ
る
い
は
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
と
言
わ
れ
る

社
会
に
お
い
て
、
受
け
取
っ
た
贈
り
物
に
対
し
て
、
そ
の
返
礼
を
義
務
づ
け
る
法
的

経
済
的
規
則
は
何
で
あ
る
か
。
贈
ら
れ
た
物
に
潜
む
ど
ん
な
力
が
、
受
け
取
っ
た
人

に
そ
の
返
礼
を
さ
せ
る
の
か
と
い
う
問
題
」
に
こ
そ
あ
る
と
、
論
文
冒
頭
の
「
研
究

計
画
」
で
既
に
明
示
し
て
い
た
（p.148

（
一
三
―
一
四
頁
））。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に

返
礼
義
務
が
重
視
さ
れ
る
理
由
は
何
な
の
か
。

そ
の
答
え
は
、「
与
え
る
―
受
け
取
る
」
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た
〈
贈
与
〉
に
、
更

に
「
返
礼
」
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
が
成
り
立
つ
か
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。

言
う
ま
で
も
な
い
、そ
れ
は
〈
交
換
〉
で
あ
る
。
つ
ま
り
モ
ー
ス
の
議
論
の
力
点
は
、

〈
贈
与
〉
を
〈
交
換
〉
た
ら
し
め
る
も
の
に
あ
る
。

こ
れ
は
、
モ
ー
ス
か
ら
す
れ
ば
ご
く
自
然
な
流
れ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
既
に
触

れ
た
よ
う
に
、
単
な
る
〈
贈
与
〉
だ
け
で
は
、「
全
体
的
給
付
」
の
体
系
が
成
り
立
た

ず
、
モ
ー
ス
が
そ
れ
を
定
式
化
す
る
た
め
に
用
い
、
モ
ー
ス
の
人
類
学
、
社
会
学
の

特
徴
を
示
す
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
「
全
体
的
社
会
的
現
象
」（p.147
（
一
三
頁
））
が

説
明
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る⑧
。
そ
れ
を
説
明
す
る
も
の
は
単
な
る
〈
贈
与
〉
の
事
実

で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
な
ら
、
す
な
わ
ち
単
な
る
一
回
限
り
の
〈
贈
与
〉
で
あ
る
な

ら
、
そ
れ
は
い
わ
ば
個
人
的
な
、
特
殊
個
別
的
現
象
に
す
ぎ
な
い
。「
全
体
的
給
付
」

を
説
明
す
る
の
は
〈
交
換
〉、
し
か
も
義
務
的
な
交
換
の
原
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
交
換
の
原
理
こ
そ
、
彼
の
言
う
、「
我
々
の
社
会
が
そ
の
上
に
築
か
れ
て
い

る
人
類
の
岩
盤
の
一
つ
」（p.148

（
一
五
頁
））
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
に
よ
る
『
贈
与
論
』
の
「
完
成
」

モ
ー
ス
の
『
贈
与
論
』
の
受
容
を
考
え
る
の
に
欠
か
せ
な
い
の
が
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス

ト
ロ
ー
ス
で
あ
る
。
し
か
し
よ
く
知
ら
れ
た
議
論
で
あ
る
か
ら
、
簡
単
に
確
認
し
よ

う
。レ

ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
構
造
主
義
の
出
発
点
と
な
っ
た
記
念
碑
的
著
作
『
親
族

の
基
本
構
造
』
で
婚
姻
制
度
を
「
女
の
交
換
」
と
し
て
見
、
そ
こ
に
数
学
的
な
構
造

を
見
出
し
た
。
こ
れ
は
い
わ
ば
モ
ー
ス
『
贈
与
論
』
の
延
長
上
に
位
置
す
る
作
業
で

あ
る
と
同
時
に
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
に
よ
る
そ
の
完
成
で
あ
る
。
そ
の
た
め
レ

ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、「
モ
ー
ス
著
作
集
」
の
た
め
に
書
か
れ
た
序
文
の
中
で
、

モ
ー
ス
『
贈
与
論
』
を
称
揚
す
る
と
同
時
に
批
判
し
て
い
る
。
モ
ー
ス
は
「
全
体
的

社
会
的
給
付
」
と
い
う
観
点
か
ら
〈
贈
与
〉
を
交
換
制
度
に
お
い
て
見
た
。
レ
ヴ
ィ

＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
こ
の
点
を
肯
定
す
る
。
し
か
し
、
モ
ー
ス
が
返
礼
を
促
す
力
と
し

て
マ
オ
リ
族
の
「
ハ
ウ
」
を
援
用
し
た
こ
と
を
批
判
し
、
モ
ー
ス
は
現
地
の
人
々
の

捉
え
方
を
鵜
呑
み
に
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
す
る
。

　
「
当
事
者
た
ち
の
信
じ
る
も
の
は
、
彼
ら
が
実
際
に
思
考
す
る
こ
と
、
あ
る
い

は
為
す
こ
と
と
は
、
た
い
そ
う
隔
た
っ
て
い
る
の
が
常
だ
か
ら
で
あ
る
。
原
住

民
の
考
え
方
を
取
り
出
し
た
あ
と
で
、
客
観
的
批
判
に
よ
っ
て
そ
れ
を
還
元
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（L

évi-S
trau

ss[1950], p.X
X

X
IX

（
二
三
七
頁⑨
））。

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
に
と
っ
て
、〈
贈
与
〉
も
し
く
は
〈
交
換
〉
の
動
機
、
よ
り

一
般
的
に
言
え
ば
、
そ
う
し
た
行
為
を
し
て
い
る
者
の
意
識
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

そ
れ
ら
の
行
為
を
決
定
し
て
い
る
の
は
無
意
識
的
な
「
構
造
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、「
モ
ー
ス
に
お
け
る
呪
術
的
も
し
く
は
感
情
的
諸
概
念
の
介
入
は
処
置
す
べ
き

廃
物
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
、
我
々
は
こ
れ
ら
の
概
念
に
訴
え
ず
に
彼
の
思
想
を

再
構
成
し
よ
う
と
試
み
た
」（id., p.X

L

（
二
三
八
頁
））。

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
に
と
っ
て
「
ハ
ウ
」
と
は
、
単
な
る
「
シ
ン
ボ
ル
的
な
ゼ

ロ
値
」で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
当
事
者
た
ち
の
意
識
に
現
れ
る
そ
う
し
た
も
の
は〈
贈

与
〉
の
体
制
も
し
く
は
〈
交
換
〉
の
構
造
を
説
明
す
る
た
め
に
は
不
要
、
む
し
ろ
邪

魔
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
モ
ー
ス
の
「
全
体
的
社
会
的
現
象
」
と
い
う
構
想
に
従
え
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ば
、
そ
こ
に
は
数
学
的
な
構
造
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
成
果
が
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー

ス
自
身
の
仕
事
な
の
で
あ
る
。「
こ
の
考
え
は
、モ
ー
ス
の
思
想
に
厳
密
に
忠
実
で
あ

る
よ
う
に
、
我
々
に
は
思
わ
れ
る
」（id., p.L

（
二
四
九
頁
））。

こ
う
し
て
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
に
お
い
て
モ
ー
ス
『
贈
与
論
』
は
、
モ
ー
ス
が

残
し
て
い
た
前
近
代
的
な
遺
物
、
呪
術
的
、
感
情
的
な
要
素
、
総
じ
て
主
観
的
な
要

素
が
排
除
さ
れ
た
上
で
、
改
め
て
「
交
換
」
論
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。

三　

贈
与
論
の
陥
穽

モ
ー
ス
『
贈
与
論
』
へ
の
問
い

モ
ー
ス
の
『
贈
与
論
』
の
画
期
性
は
、
一
見
〈
贈
与
〉
に
見
え
る
も
の
が
、
実
は

〈
交
換
〉
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
点
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、多
様
な
立
場
か
ら
多
く

の
論
者
に
指
摘
さ
れ
て
き
た⑩
。
そ
の
意
味
で
は
、
我
々
の
上
で
の
考
察
は
、
単
な
る

確
認
作
業
、
追
認
の
仕
事
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
人
々
に
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
問
い
を
、
我
々
は
こ
こ
か
ら
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ

ま
り
、
モ
ー
ス
の
『
贈
与
論
』
が
実
質
的
に
「
交
換
論
」
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
モ
ー

ス
は
結
局
、〈
贈
与
〉
を
論
じ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

無
論
こ
の
問
い
に
対
し
て
は
、
即
座
に
「
否
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
確

認
し
た
よ
う
に
モ
ー
ス
は
、
近
代
市
場
社
会
を
相
対
化
す
る
こ
と
を
そ
も
そ
も
の
意

図
と
し
て
持
っ
て
お
り
、
市
場
交
換
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
の
〈
贈
与
〉
を
論

じ
た
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

嶋
田
義
仁
の
場
合

モ
ー
ス
の
継
承
者
を
自
認
す
る
の
は
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
ば
か
り
で
は
な
い
。

モ
ー
ス
の
「
全
体
的
社
会
的
現
象
」
を
構
造
主
義
と
は
全
く
異
な
っ
た
立
場
か
ら
継

承
し
、
そ
こ
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
運
動
を
見
た
の
が
ギ
ュ
ル
ビ
ッ
チ
で
あ
る
。
そ
し

て
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
を
批
判
し
、
ギ
ュ
ル
ビ
ッ
チ
の
系
統
を
重
視
し
な
が
ら
、

独
自
に
モ
ー
ス
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
の
が
嶋
田
義
仁
で
あ
る
。

嶋
田
の
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
批
判
、
と
い
う
よ
り
も
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の

モ
ー
ス
理
解
に
対
す
る
彼
の
批
判
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
モ
ー

ス
の
『
贈
与
論
』
を
平
板
な
交
換
論
に
回
収
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。

嶋
田
の
理
解
で
は
、
確
か
に
モ
ー
ス
、
そ
し
て
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
も
〈
贈
与
〉
を

〈
交
換
〉
と
捉
え
て
い
る
も
の
の
、「
彼
ら
は
、
交
換
を
経
済
的
意
味
で
の
交
換
に
還

元
し
た
り
、
ま
し
て
更
に
抽
象
的
な
『
記
号
』
交
換
に
還
元
し
た
り
し
よ
う
と
は
し

な
か
っ
た
。
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
や
モ
ー
ス
は
む
し
ろ
逆
に
、
交
換
を
更
に
具
体
化
さ

せ
、
情
緒
性
さ
え
伴
っ
た
、
多
義
的
な
相
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
」

（
嶋
田
﹇1993

﹈、
二
二
八
頁
）。
そ
こ
で
嶋
田
は
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
的
な
交
換
を

「
同
次
元
交
換
」
と
し
（
同
、
二
四
三
頁
）、
そ
れ
に
対
し
て
モ
ー
ス
の
交
換
論
を
「
異

次
元
交
換
」
論
と
呼
び
、こ
こ
か
ら
独
自
な
政
治
人
類
学
へ
の
道
を
探
ろ
う
と
す
る
。

し
か
し
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
す
る
。
こ
こ
で
確
認
し
た
い
の
は
、

モ
ー
ス
の
「
贈
与
」
論
を
「
交
換
」
論
と
し
て
仕
上
げ
よ
う
と
し
た
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト

ロ
ー
ス
を
批
判
す
る
嶋
田
自
身
が
、モ
ー
ス
の
「
贈
与
」
論
を
、レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー

ス
と
は
別
種
の
も
の
で
は
あ
れ
、「
交
換
」
論
と
し
て
再
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
彼
の
力
点
は
、
同
じ
〈
交
換
〉
だ
と
言
っ
て
も
、
同
次
元
交

換
と
異
次
元
交
換
は
違
う
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か
し
、「
贈
与
」
を
ほ
と
ん
ど
表
立

た
せ
な
い
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
と
は
違
っ
て
、〈
贈
与
〉
に
深
い
関
心
を
寄
せ
る

（
嶋
田
﹇
一
九
九
九
﹈）
嶋
田
で
す
ら
、〈
贈
与
〉
を
〈
交
換
〉
と
し
て
解
釈
す
る
道
を
、

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
と
同
じ
よ
う
に
辿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
こ
う
し
て
、
モ
ー
ス
「
贈
与
」
論
の
基
本
が
「
交
換
」
論
に
あ
る
こ
と
、

と
い
う
よ
り
も
、
モ
ー
ス
か
ら
出
発
し
た
人
々
が

―
そ
の
方
向
性
こ
そ
異
な
る
も
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の
の

―
一
様
に
「
交
換
」
論
を
基
調
と
し
て
き
た
こ
と
を
、
改
め
て
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
た
。

 
四　
「
純
粋
贈
与
」、
こ
の
躓
き
の
石

モ
ー
ス
へ
の
問
い
、
再
び

嶋
田
だ
け
で
は
な
く
、
モ
ー
ス
が
既
に
提
示
し
て
い
た
点
を
受
け
て
、「
贈
り
物
と

商
品
」
の
区
別
（C

arrier[1995]
）、「
譲
渡
不
可
能
な
も
の
と
譲
渡
可
能
な
も
の
」
の

区
別
（W

ein
er[1992]

）
に
基
づ
い
て
、
贈
与
交
換
と
商
品
交
換
な
い
し
市
場
交
換
を

区
別
す
る
こ
と
は
従
来
の
人
類
学
者
、
社
会
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
て
お

り
、
そ
れ
ら
に
は
〈
贈
与
〉
の
問
題
を
考
え
る
に
際
し
て
参
考
に
な
る
点
も
多
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
モ
ー
ス
の
「
贈
与
」
論
が
「
交
換
」
論
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、〈
贈

与
〉
を
論
じ
て
い
な
い
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
先
の
問
い
は
次
の
よ
う
に
変
形
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
モ
ー
ス
は
、〈
贈
与
〉
を
全
て
〈
交
換
〉
に
還
元
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
モ
ー
ス
は
〈
贈
与
〉
は
全
て
〈
交
換
〉
で
あ
り
、「
交
換

で
は
な
い
贈
与
」
な
ど
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
か
、
と
。

こ
の
点
を
確
か
め
る
た
め
に
、
我
々
は
再
び
モ
ー
ス
の
議
論
に
戻
ろ
う
。

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
「
純
粋
贈
与
」
論
へ
の
批
判

モ
ー
ス
が
彼
の
議
論
を
支
え
る
た
め
の
事
例
と
し
て
利
用
し
た
素
材
は
数
多
い

が
、
中
で
も
最
も
重
要
な
の
は
、
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
諸
島
の
ク
ラ
交
易
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
報
告
し
た
の
が
、『
贈
与
論
』（
一
九
二
四
年
）
に
先
立
つ
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の

名
著
『
西
太
平
洋
の
遠
洋
航
海
者
』（
一
九
二
二
年
）
で
あ
っ
た
。

こ
れ
も
周
知
の
通
り
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
諸
島
に
お
い
て
島

か
ら
島
へ
と
装
飾
品
が
順
送
り
に
〈
贈
与
〉
さ
れ
る
慣
行
を
研
究
し
、
そ
れ
が
一
つ

の
巨
大
な
円
環
を
成
し
て
お
り
、
ま
た
逆
向
き
の
順
送
り
贈
与
と
対
に
な
っ
て
い
る

こ
と
を
見
出
し
た
。
つ
ま
り
、
人
々
が
〈
贈
与
〉
と
し
て
行
い
、
一
見
し
て
も
そ
う

思
わ
れ
た
も
の
が
、
実
は
大
規
模
な
〈
交
換
〉
で
あ
り
「
交
易
」
で
あ
る
こ
と
、
こ

れ
が
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
発
見
で
あ
り
、
モ
ー
ス
の
議
論
に
力
を
与
え
る
実
例
と

な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
論
部
で
そ
の
よ
う
に
重
視
し
て
い
た
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
報
告
の
一

端
を
、モ
ー
ス
は
結
論
部
で
厳
し
く
批
判
す
る
。『
遠
洋
航
海
者
』
に
お
け
る
マ
リ
ノ

フ
ス
キ
ー
の
研
究
は
、
彼
に
よ
る
こ
れ
以
外
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
お
け
る
の
と

同
様
周
到
な
も
の
で
あ
り
、ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
諸
島
の
人
々
の
暮
ら
し
全
般
に
及
び
、

単
に
ク
ラ
交
易
だ
け
に
注
目
し
た
も
の
で
は
な
い
。〈
贈
与
〉に
関
し
て
も
彼
は
詳
し

く
研
究
し
、「
贈
与
交
換
と
取
引
、
贈
与
、
支
払
い
、
商
業
取
引
の
リ
ス
ト
」
を
作
っ

て
い
る
。
そ
の
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が「
純
粋
贈
与
」（M

alin
ow

ski[1984], pp.177-

180

）
で
あ
る
が
、
モ
ー
ス
が
批
判
を
差
し
向
け
た
の
が
、
ま
さ
し
く
こ
の
点
で
あ
っ

た
。　

「
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
が
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
諸
島

民
内
に
確
認
し
た
全
て
の
取
引
を
、
動
機
の
点
か
ら
、
利
益
追
求
に
よ
る
も
の

と
無
私
無
欲
に
よ
る
も
の
と
に
分
類
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。…
…
実
の
と
こ
ろ
、

こ
の
分
類
は
不
可
能
で
あ
る
」（p.267

（
二
七
三
頁
））。

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
、
諸
島
内
の
夫
婦
関
係
に
お
い
て
、
夫
か
ら
妻
へ
の
贈
り
物

を
「
純
粋
な
贈
与
」
と
見
た
が
、
モ
ー
ス
の
考
え
で
は
こ
れ
は
「
性
的
奉
仕
に
対
す

る
一
種
の
報
酬
」（p.268

（
二
七
三
頁
））
な
の
で
あ
る
。「
同
様
に
、
首
長
へ
の
贈
り

物
は
貢
ぎ
物
で
あ
る
し
、
食
物
の
分
配
は
、
労
務
や
成
し
遂
げ
ら
れ
た
儀
礼
（
…
…
）

へ
の
手
当
で
あ
る
。
結
局
、
こ
う
し
た
贈
与
は
自
由
で
は
な
い
し
実
際
に
無
私
無
欲

で
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
大
部
分
は
反
対
給
付
で
あ
り
、
奉
仕
や
物
に
対
す
る
支

払
い
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
利
益
に
な
る
協
同
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
も
行
わ

れ
る
」（p.268

（
二
七
四
頁
））。
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こ
う
し
て
モ
ー
ス
は
、〈
贈
与
〉
が
〈
交
換
〉
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
再
確
認
す
る

だ
け
で
は
な
く
、
更
に
、
純
粋
贈
与
、
あ
る
い
は
「
交
換
で
は
な
い
贈
与
」
は
な
い

こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る⑪
。
だ
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
成
功
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
モ
ー
ス
が
示
し
て
い
る
の
は
、
純
粋
贈
与
と
見

え
る
も
の
が
〈
交
換
〉
と
解
釈
し
得
る
と
い
う
「
可
能
性
」
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
モ
ー

ス
に
論
拠
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
〈
贈
与
〉
が
「
全
体
的
給
付
」
と
し
て
の
み

成
立
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
だ
と
す
れ
ば
論
点
先
取
の
虚
偽
を
犯
す
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
転
向

モ
ー
ス
の
意
図
が
純
粋
贈
与
を
否
定
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
確
言
で

き
な
い⑫
。
こ
こ
で
の
モ
ー
ス
は
、
い
わ
ば
主
観
的
な
要
素
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
が
、
上
に
見
た
よ
う
に
、
モ
ー
ス
は
〈
贈
与
〉
に
「
感
情
的
価
値
」

が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
「
道
徳
上
の
結
論
」
を
導
こ
う
と
し
て
い

た
。
し
か
し
、「
客
観
的
に
」
観
察
さ
れ
る
の
は
、〈
贈
与
〉
で
は
な
く
、「
贈
与
の
形

を
と
っ
た
交
換
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
モ
ー
ス
本
来
の
意
図
に
添
う
も
の
で
あ
っ
た
か

ど
う
か
は
別
と
し
て
、
重
要
な
こ
と
は
、
モ
ー
ス
に
よ
っ
て
敷
か
れ
た
こ
の
路
線
が
、

微
妙
な
問
題
を
残
し
つ
つ
も
、
総
体
的
に
〈
贈
与
〉
を
〈
交
換
〉
に
還
元
す
る
方
向

に
進
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
あ
か
ら
さ
ま
に
示
し
て
い
る
の
は
、
他
な
ら

ぬ
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
自
身
で
あ
る
。『
遠
洋
航
海
者
』
に
お
い
て
「
純
粋
贈
与
」
を
見

出
し
て
い
た
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
、
し
か
し
、
後
に
こ
れ
を
取
り
消
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

『
贈
与
論
』
の
二
年
後
に
出
た
『
未
開
社
会
に
お
け
る
犯
罪
と
習
慣
』（
一
九
二
六

年
）
に
お
い
て
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
、『
遠
洋
航
海
者
』
に
お
け
る
純
粋
贈
与
に
触
れ

て
「
私
は
、
実
際
そ
の
当
時
に
お
い
て
、
さ
き
に
暴
露
し
た
誤
謬
、
す
な
わ
ち
、
行
為

を
そ
の
前
後
の
文
脈
か
ら
切
り
離
す
誤
謬
や
ま
た
行
為
の
連
鎖
に
つ
い
て
十
分
長
期

に
わ
た
る
観
察
を
し
な
い
誤
謬
を
お
か
し
た
の
で
あ
っ
た
」（M

alin
ow

ski[1926], p.40

（
四
三
頁
））
と
言
う
。
つ
ま
り
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
、
純
粋
贈
与
と
は
、「
行
為
を
そ

の
前
後
の
文
脈
か
ら
切
り
離
し
」、そ
れ
を
「
長
期
に
わ
た
る
観
察
」
の
下
に
置
か
な

か
っ
た
た
め
に
生
じ
た
「
誤
謬
」
で
あ
る
と
し
て
、撤
回
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
、
つ
ま
り
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
も
ま
た
モ
ー
ス
同
様
、〈
贈
与
〉
を

〈
交
換
〉
と
見
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る⑬
。

五　

新
し
い
贈
与
論

新
し
い
贈
与
論
の
必
要

既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
モ
ー
ス
が
『
贈
与
論
』
で
論
じ
た
の
が
実
は
〈
交
換
〉

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
モ
ー
ス
は
〈
贈
与
〉
を
論
じ
て
い
な
い
」
と
は
言
え
な
い⑭
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
疑
問
は
残
る
。『
贈
与
論
』
に
お
い
て
は
、
我
々
が
〈
贈
与
〉
と

し
て
捉
え
て
い
る
も
の
の
一
部
、「
交
換
に
還
元
さ
れ
る
贈
与
」
し
か
論
じ
ら
れ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

実
際
モ
ー
ス
の
「
贈
与
」
論
は
「
交
換
」
論
と
し
て
継
承
さ
れ
、
今
で
は
「
贈
与

交
換
」
と
い
う
語
を
人
類
学
者
た
ち
は
疑
い
も
な
く
用
い
て
い
る
。
そ
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
は
、「
贈
与
と
交
換
」
で
は
な
く
、「
贈
与
と
い
う
形
で
の
交
換
」
で
あ
る
。

そ
し
て
、
モ
ー
ス
の
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
批
判
に
見
ら
れ
た
よ
う
に

―
そ
こ
で
の

モ
ー
ス
の
意
図
が
ど
う
で
あ
れ
、
少
な
く
と
も
そ
の
後
に
継
承
さ
れ
た
議
論
の
全
体

的
な
流
れ
か
ら
は

―
、「
交
換
に
還
元
さ
れ
な
い
贈
与
」
は
議
論
か
ら
排
除
さ
れ
る

こ
と
に
な
る⑮
。
だ
が
、
そ
う
し
た
構
造
や
形
式
、
モ
ー
ス
で
言
え
ば
「
全
体
的
給
付

体
系
」
は
、〈
贈
与
〉
の
事
実
に
よ
っ
て
は
証
明
さ
れ
な
い
。
モ
ー
ス
が
示
し
た
の

は
、
厳
密
に
言
え
ば
、〈
贈
与
〉
が
実
は
〈
交
換
〉
で
あ
る
と
い
う
「
事
実
」
で
は
な

く
、「
事
実
」
を
〈
交
換
〉
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
観
点
」
に
す
ぎ
な
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い
。
な
る
ほ
ど
こ
れ
は
決
定
的
に
重
要
な
観
点
で
あ
り
、
こ
れ
が
以
降
の
研
究
に
貴

重
な
土
台
を
提
供
し
た
の
は
間
違
い
な
い
。
更
に
、
こ
こ
に
あ
る
問
題
を
鋭
く
嗅
ぎ

つ
け
た
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
こ
う
し
た
観
点
を
更
に
精
錬
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
社
会
的
な
も
の
は
、体
系
へ
と
統
合
さ
れ
て
は
じ
め
て
現
実
的
と
な
る
」（L

evi-

S
trau

ss[1950], p.X
X

V

（
二
二
一
頁
））
と
言
う
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は

「
社
会
的
な
も
の
」が
成
り
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
前
提
の
下
に
お
い
て
で

あ
る
。
し
か
し
、〈
贈
与
〉
は
そ
う
し
た
前
提
の
下
に
全
て
回
収
さ
れ
る
の
か
と
い
う

こ
と
そ
の
も
の
が
問
題
と
し
て
問
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

彼
ら
の
「
前
提
」
を
捉
え
て
彼
ら
を
批
判
す
る
の
は
必
ず
し
も
正
当
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
交
換
以
外
の
贈
与
を
論
じ
る
こ
と
は
彼
ら
に
と
っ
て
必
要
で
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
、
人
類
学
者
、
社
会
学
者
に
と
っ
て
、
研
究
対
象
は
社
会
に
あ

り
、
社
会
を
論
じ
る
た
め
に
は
〈
交
換
〉
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
で
十
分
な
の

で
あ
っ
て
、〈
贈
与
〉
を
包
括
的
に
論
じ
る
こ
と
は
彼
ら
の
企
図
に
は
含
ま
れ
な
い
か

ら
で
あ
る⑯
。「
交
換
に
回
収
さ
れ
な
い
贈
与
」
は
「
計
算
不
可
能
、も
し
く
は
予
測
不

可
能
な
〈
例
外
〉」（D

errida[1991], p.165

⑰
）
と
し
て
、人
類
学
、社
会
学
に
と
っ
て
、

構
造
の
外
部
で
あ
り
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
、
あ
る
と
す
れ
ば
隠
蔽
し
た
い
も

の
に
他
な
ら
な
い
。

社
会
科
学
者
た
ち
は
〈
贈
与
〉
に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。
だ
が
、

そ
れ
は
「
贈
与
交
換
」
に
つ
い
て
で
あ
り
、〈
贈
与
〉
の
一
部
で
あ
っ
て
、
全
て
で
は

な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、「
贈
与
論
」
は
、
少
な
く
と
も
包
括
的
な
「
贈
与
論
」
は
、

い
ま
だ
か
つ
て
書
か
れ
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、〈
贈
与
〉
を
論
じ
る
た

め
に
は
、
社
会
科
学
的
な
「
贈
与
交
換
」
論
か
ら
い
っ
た
ん
は
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い⑱
。

「
交
換
に
還
元
さ
れ
な
い
贈
与
」

私
は
こ
の
段
階
で
は
、「
交
換
に
回
収
さ
れ
な
い
贈
与
が
あ
る
」
と
主
張
し
た
い
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
贈
与
」
と
い
う
語
か
ら
人
々
が
一
般
に
想
到
す
る
の
は

「
交
換
に
還
元
さ
れ
な
い
贈
与
」
で
あ
ろ
う⑲
。
辞
書
的
に
も
法
的
に
も
、〈
贈
与
〉
は

返
礼
を
伴
わ
な
い
、
無
償
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
無
償
で
あ
れ
ば
利
他
的

な
動
機
の
も
の
、
と
解
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
返
礼
を
伴
わ
な
い
こ

と
、
無
償
で
あ
る
こ
と
、
利
他
的
な
動
機
を
含
む
こ
と
な
ど
は
、
関
連
は
し
て
い
て

も
区
別
さ
れ
う
る
。
そ
れ
ら
全
て
が
〈
贈
与
〉
に
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
点
で
幾
分
ミ

ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
だ
と
し
て
も
（T

itm
u

s[1970], p.71

）、〈
贈
与
〉
の
語
を
使
わ
ず
に

は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、〈
贈

与
〉
の
多
義
性
を
も
た
ら
す
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
と
し
て
、「
交
換
に
還
元
さ
れ
な
い
贈

与
」
な
る
も
の
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、あ
る
い
は
そ
れ
が
あ
り
得
る
の
か
ど
う
か
が
、

改
め
て
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
整
理
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
三
つ
あ
る
。
一
つ

に
は
、
一
般
的
な
語
法
か
ら
し
て
、〈
贈
与
〉
に
は
「
交
換
に
還
元
さ
れ
な
い
贈
与
」

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
第
二
に
、「
交
換
に
回
収
さ
れ
な
い
贈
与
が
あ
る
」
と

い
う
主
張
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
の
と
同
様
、「
交
換
に
回
収
さ
れ
な
い
贈
与
は
な

い
」
と
い
う
主
張
も
、
モ
ー
ス
に
よ
っ
て
も
、
以
降
の
論
者
に
よ
っ
て
も
確
立
さ
れ

て
お
ら
ず
、
端
的
に
言
っ
て
彼
ら
の
議
論
は
不
十
分
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、そ
れ
は
以
降
も
十
分
に
突
き
詰
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、後
は
〈
交

換
〉
の
み
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
も
し
「
交
換
に
回

収
さ
れ
な
い
贈
与
」
が
あ
る
、
も
し
く
は
可
能
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
モ
ー
ス
も
彼
以

降
の
論
者
も
、「
贈
与
」
は
論
じ
て
き
た
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
贈
与
交
換
」
を

論
じ
て
き
た
の
で
あ
り
、「
贈
与
」
の
あ
る
一
面
だ
け
を
論
じ
て
き
た
の
に
す
ぎ
な
い

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
三
の
理
由
は
も
ち
ろ
ん
、
第
二
の
理
由
か

ら
派
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
し
「
交
換
に
回
収
さ
れ
な
い
贈
与
は
あ
り
得
な
い
」
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と
い
う
テ
ー
ゼ
が
確
立
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
が
独
立
し
た
理
由
に
な
ら
な
い
の

は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
も
そ
も
「
交
換
に
回
収
さ
れ
な
い
贈
与
が
あ
る
か
」
と

い
う
問
題
そ
の
も
の
が
ま
と
も
に
提
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る⑳
。穿

っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
彼
ら
社
会
科
学
者
た
ち
は
、
経
済
的
な
交
換
、
市
場
交

換
を
相
対
化
す
る
た
め
に
互
酬
性
に
代
表
さ
れ
る
非
市
場
交
換
を
持
ち
出
し
、か
つ
、

そ
れ
に
「
贈
与
」
の
印
象
を
与
え
る
た
め
、あ
え
て
「
交
換
に
回
収
さ
れ
な
い
贈
与
」

に
つ
い
て
曖
昧
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
、
人
々
が
一
般
的
に

抱
く
イ
メ
ー
ジ
に
頼
っ
て
議
論
を
曖
昧
化
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
学
問
的
な

態
度
で
は
な
か
ろ
う
。

新
し
い
贈
与
論
の
条
件

し
か
し
、一
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
。「
交
換
に
回
収
さ
れ
な
い
贈
与
が
あ
る
」と
、

ま
し
て
、「
贈
与
に
お
い
て
重
要
な
の
は
交
換
と
し
て
の
構
造
な
ど
で
は
な
く
、
贈
り

物
に
込
め
ら
れ
た
気
持
ち
で
あ
る
」
と
、今
の
時
点
で
主
張
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
贈
与
に
お
け
る
感
情
的
要
素
、「
感
情
的
価
値
」（p.258
（
二
六
〇
頁
））
を

重
視
し
、
そ
こ
に
近
代
市
場
社
会
を
超
え
る
道
徳
性
の
基
盤
を
見
出
し
た
モ
ー
ス
自

身
が
、そ
れ
を
自
ら
の
「
贈
与
＝
交
換
」
論
に
よ
っ
て
封
殺
し
、レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー

ス
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
心
理
的
な
要
素
が
切
り
捨
て
ら
れ
、
あ
る
い
は
社
会
的
な

も
の
に
統
合
さ
れ
て
以
後
、
い
わ
ば
封
印
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し

そ
う
し
た
感
情
的
要
素
を
取
り
戻
す
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
は
十
分
な
準
備

が
必
要
で
あ
り
、
も
は
や
単
な
る
個
人
的
、
主
観
的
な
「
思
い
」
だ
け
に
依
拠
す
る

も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

〈
贈
与
〉
は
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
人
々
の
〈
贈
与
〉
へ
の
思
い

は
多
様
で
あ
り
、
深
い㉑
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
、
個
人
的
な
経
験
の
水
準
で
考
え
る

こ
と
は
、
却
っ
て
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
心
情
を
救
う
、
掬
う
こ
と
に
も
益
さ
な
い

の
で
は
な
い
か
。
実
践
的
な
問
題
を
提
起
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
も
う
個
人
的
、

一
回
的
な
行
為
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
日
常
的
な
レ
ベ
ル
で
言
え
ば
、「
贈
り
物
に

込
め
ら
れ
た
気
持
ち
」
が
大
事
で
あ
る
こ
と
を
私
は
認
め
る
。
そ
れ
が
身
近
な
人
間

関
係
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
も
。
し
か
し
、
も
し
「
交
換
に
回
収
さ
れ
な
い
贈

与
」
が
あ
り
得
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
し
っ
か
り
と
し
た
基
盤
と
な
る
た
め
に
は
、

個
人
的
、感
情
的
レ
ベ
ル
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
だ
け
で
あ
る㉒
。

し
か
し
、
逆
に
、「
交
換
に
回
収
さ
れ
な
い
贈
与
な
ど
な
い
」
と
い
う
の
が
正
し
い

の
で
あ
れ
ば
、
曖
昧
な
ま
ま
で
の
「
贈
与
」
な
る
も
の
に
安
易
な
希
望
を
見
出
し
て

は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
モ
ー
ス
が
論
じ
た
よ
う
に
、
贈
与
交
換
と
市
場
交

換
と
は
異
な
る
。
そ
こ
に
市
場
原
理
か
ら
の
脱
出
路
を
見
出
す
道
も
あ
ろ
う㉓
が
、
そ

の
場
合
で
も
、
モ
ー
ス
の
議
論
を
表
面
的
に
な
ぞ
っ
た
だ
け
の
試
み
で
は
、
市
場
交

換
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
は
容
易
で
な
い
だ
ろ
う
。
逆
に
、
モ
ー
ス
も
強
調
し
て
い
た

よ
う
に
、
贈
与
＝
交
換
は
義
務
的
で
あ
る
た
め
、〈
贈
与
〉
が
却
っ
て
人
々
を
圧
迫
す

る
例
は
、
臓
器
移
植
の
場
合
な
ど
に
既
に
明
白
に
現
れ
て
い
る
（F

ox an
d 

S
w

azey[1992], p.32ff.

（
七
五
頁
以
下
））。〈
贈
与
〉
は
、特
に
そ
の
実
践
に
当
た
っ
て
、

贈
る
に
も
受
け
る
に
も
、
難
し
い
点
を
多
く
蔵
し
て
い
る
。
モ
ー
ス
の
指
摘
す
る
、

ゲ
ル
マ
ン
語
のgift

が
「
毒
」
を
も
意
味
し
た
（M

au
ss[1924]

）
と
い
う
の
は
、我
々

自
身
の
実
感
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
（
あ
り
が
た
迷
惑
！
）。

だ
が
、
こ
の
よ
う
に
善
く
も
悪
く
も
あ
り
得
る
贈
与
の
感
情
的
側
面
に
つ
い
て
は

後
で
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
私
は
、「
交
換
化
さ
れ
な
い
贈
与
」
を
論
じ
る
場

合
、
議
論
の
初
動
に
お
い
て
曖
昧
さ
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
「
贈
り
物
に
込
め
ら
れ

た
気
持
ち
」
を
は
じ
め
と
す
る
そ
の
内
実
を
、
い
っ
た
ん
は
捨
象
し
て
考
察
す
べ
き

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
ず
問
題
は
概
念
的
、
形
式
的
に
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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六　
〈
贈
与
〉
の
「
哲
学
」
へ
向
け
て

私
の
結
論
は
単
純
で
あ
る
。
従
来
の
「
贈
与
」
論
、
社
会
科
学
に
よ
る
「
贈
与
」

論
は
、
基
本
的
に
「
交
換
」
論
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
〈
贈
与
〉
の
全
体
を
捉
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
新
し
い
贈
与
論
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

整
理
す
れ
ば
、
我
々
の
議
論
の
焦
点
は
「
交
換
に
回
収
さ
れ
な
い
贈
与
」
に
あ
る
と

見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
従
来
の
「
贈
与
」
論
の
問

題
点
を
最
も
よ
く
示
す
一
点
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
本
稿
で
論
述
の
流
れ
の
中
で
現

れ
て
き
た
従
来
の
贈
与
論
の
問
題
点
を
改
め
て
示
し
、
求
め
ら
れ
る
の
は
何
か
、
そ

の
た
め
の
方
法
は
何
か
を
概
括
的
に
示
し
て
お
こ
う
。

一
（
問
題
）　
ａ
：
問
題
は
〈
贈
与
〉
と
〈
交
換
〉
を
巡
る
事
実
（
だ
け
）
で
は
な
い
。

こ
こ
に
あ
る
の
は
〈
贈
与
〉
と
〈
交
換
〉
と
い
う
語
に
関
す
る
解
釈
と
概
念
の
混
乱

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
モ
ー
ス
自
身
が
〈
贈
与
〉
の
定
義
を
示
し
て
い
な
い

（T
estart[1998], p.97

）。
モ
ー
ス
の
言
う
と
こ
ろ
で
は「
我
々
が
使
用
し
た
プ
レ
ゼ
ン

ト
、
贈
り
物
、
贈
与
と
い
っ
た
用
語
そ
の
も
の
が
全
く
正
確
な
わ
け
で
は
な
い
。
他

に
適
当
な
語
が
み
つ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
」（p.267

（
二
七
三

頁
））。
も
ち
ろ
ん
モ
ー
ス
は
こ
こ
に
危
惧
を
抱
き
も
し
、再
考
を
促
し
て
い
る㉔
が
、い

ま
だ
に
そ
れ
は
な
さ
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。「
交
換
化
さ
れ
な
い
贈
与
」の
可
能

性
の
問
題
は
、
こ
う
し
た
概
念
的
混
乱
を
象
徴
的
に
示
す
一
例
な
の
で
あ
る
。
ｂ
：

第
二
に
、
全
体
的
な
枠
組
み
が
不
透
明
な
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
も
ま
た
、「
交
換
化
さ
れ
な
い
贈
与
」
の
問
題
で
示
し
た
通
り
で
あ
る
。

二
（
必
要
要
素
）　
ａ
：
ま
ず
は
概
念
的
混
乱
を
収
拾
し
、整
理
し
直
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。
ｂ
：
ま
た
、
我
々
は
、
モ
ー
ス
が
論
じ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
否
定
し
た
よ
う

な
「
贈
与
」
を
含
め
て
、あ
ら
ゆ
る
贈
与
を
一
つ
に
納
め
る
よ
う
な
新
た
な
〈
贈
与
〉

の
概
念
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
包
括
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い㉕
。

そ
う
な
れ
ば
こ
れ
は
哲
学
の
仕
事
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
う
し
た
作
業
が
で
き
る

の
は
哲
学
以
外
に
は
な
い
。

た
だ
し
、
哲
学
者
た
ち
、
例
え
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
デ
リ
ダ
、
マ
リ
オ
ン
ら
に
よ
る

〈
贈
与
〉
論
も
、
一
般
的
な
〈
贈
与
〉
を
包
括
的
に
論
じ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

人
類
学
者
、
社
会
学
者
た
ち
が
フ
ィ
ー
ル
ド
で
出
会
う
〈
贈
与
〉
に
依
り
な
が
ら
、

そ
の
実
は
曖
昧
さ
に
依
拠
し
て
い
る
の
と
は
逆
に
、
哲
学
者
た
ち
は
〈
贈
与
〉
の
日

常
的
、
社
会
的
事
実
を
顧
慮
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る㉖
。
我
々
が
「
包
括
的
」

と
言
う
の
は
、
そ
れ
ら
両
者
を
総
合
す
る
た
め
で
あ
る
。

三
（
方
法
）　

問
題
の
一
つ
が
概
念
的
混
乱
に
よ
る
以
上
、そ
れ
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
に
よ
る
「
事
実
」
の
収
集
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
た
ち
の
意
識
や
、
我
々
自
身
の
日
常
的
な
経
験
、
そ
れ
ら
に
つ

い
て
の
情
緒
的
解
釈
に
の
み
依
拠
す
る
こ
と
は
、
逆
に
混
乱
を
招
き
か
ね
な
い
。

我
々
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
日
常
へ
の
内
省
を
否
定
は
し
な
い
。
し
か
し
上
の

よ
う
に
考
え
れ
ば
、
そ
れ
以
上
に
方
法
論
上
ま
ず
必
要
な
の
は
、
ａ
：
混
乱
を
解
消

す
る
た
め
の
概
念
的
な
整
理
と
、
ｂ
：
そ
れ
と
相
覆
う
形
で
の
、
包
括
的
な
全
体
性

を
考
慮
す
る
た
め
の
形
式
的
な

―
前
節
で
見
た
よ
う
に
ま
ず
は
内
実
を
捨
象
し
た

―
考
察
で
あ
る
。
焦
点
の
一
つ
で
あ
る
「
交
換
化
さ
れ
な
い
贈
与
」
は
、
今
の
段

階
で
は
ま
だ
可
能
性
に
留
ま
る
が
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
形
式
と
し
て
考
察
す
る
し

か
な
い
こ
と
も
、
こ
の
方
法
を
採
用
す
る
理
由
で
あ
る
。
可
能
性
は
事
実
に
よ
っ
て

証
し
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
論
理
的
に
考
え
る
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

結
び

モ
ー
ス
の
『
贈
与
論
』
は
確
か
に
、
現
在
に
続
く
贈
与
論
の
起
点
と
な
っ
た
。
だ

が
、
そ
れ
が
「
贈
与
＝
交
換
論
」
で
あ
り
、「
贈
与
」
の
一
部
し
か
論
じ
て
い
な
い
の

だ
と
す
れ
ば

―
繰
り
返
す
が
、
私
は
モ
ー
ス
批
判
を
展
開
し
た
い
の
で
は
な
い㉗

―
、
新
た
な
哲
学
的
「
贈
与
論
」
が
書
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
学
問
領
域
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と
し
て
見
た
だ
け
で
も
、〈
贈
与
〉
は
人
類
学
、
社
会
学
の
み
な
ら
ず
、
経
済
学
、
政

治
学
、
法
学
、
心
理
学
、
医
学
、
看
護
学
、
倫
理
学
、
教
育
学
、
宗
教
学
に
も
関
わ

る
非
常
に
巨
大
な
主
題
で
あ
る
こ
と
は
、わ
ず
か
の
省
察
で
容
易
に
認
め
ら
れ
よ
う㉘
。

我
々
は
そ
れ
ら
全
領
域
に
渉
っ
て
問
題
の
細
部
に
至
る
ま
で
の
詰
め
を
す
ぐ
さ
ま
行

え
る
と
は
言
わ
な
い
。
た
だ
、
問
題
が
こ
れ
ほ
ど
広
範
囲
に
及
ぶ
以
上
、
そ
し
て
、

そ
こ
に
何
ら
か
の
統
一
的
な
問
題
解
決
が
必
要
と
さ
れ
る
の
な
ら
、
哲
学
は
そ
こ
か

ら
逃
げ
る
べ
き
で
は
な
い
。

無
論
こ
れ
は
今
の
段
階
で
は
一
つ
の
着
想
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、「
交
換
に
回
収

さ
れ
な
い
贈
与
が
あ
る
」
可
能
性
を
前
提
と
し
た
仮
説
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
そ
の
仮
説
が
正
し
い
の
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
こ
そ
、
こ
の

点
を
追
求
し
て
み
る
価
値
は
あ
る
、
そ
し
て
そ
の
必
要
も
ま
た
あ
る
、
と
私
は
考
え

て
い
る
。
そ
の
価
値
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
今

ま
で
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
意
外
に
見
え
る
が

事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
モ
ー
ス
が
危
惧
し
た

現
代
社
会
の
閉
塞
は
、
彼
の
希
望
的
観
測
と
は
異
な
っ
て
、
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
に
果
た
し
て
出
口
は
、
脱
出
路
は
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。

注①　

私
は
数
年
前
か
ら
、
幾
つ
か
の
大
学
、
専
門
学
校
に
お
け
る
「
哲
学
」
の
一
般
教
育

の
講
義
で
贈
与
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
本
校
の
「
哲
学
特
殊
講
義
」
で
論
じ
、
ま
た
、

幾
つ
か
の
研
究
会
で
報
告
も
行
っ
た
。
本
稿
に
は
、そ
れ
ら
の
機
会
に
寄
せ
ら
れ
た
学

生
諸
君
、
研
究
者
仲
間
、
友
人
・
知
人
た
ち
の
意
見
や
感
想
を
織
り
込
ん
で
あ
る
。
記

し
て
感
謝
す
る
。

②　

た
だ
し
、
民
法
に
関
す
る
教
科
書
を
参
照
し
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
日
本
の
法
学

の
主
流
は
〈
贈
与
〉
に
ほ
と
ん
ど
注
意
を
払
わ
な
い
の
が
常
で
あ
る
。
最
近
で
は
異

な
っ
た
傾
向
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
別
に
論
じ
た
い
。

③　

こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
多
く
の
共
感
と
同
時
に
批
判
も
生
ん
だ
こ
と
は
周
知
の
通

り
で
あ
る
。
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。「
無
縁
社
会
」
と
い
う
語
は
新
造
語

の
よ
う
で
あ
る
が
、
わ
ず
か
二
、三
〇
年
前
ま
で
、「
無
縁
」
の
語
は
、
網
野
﹇1978

﹈

に
よ
る
概
念
化
を
通
し
て
、い
わ
ば
光
り
輝
く
理
念
と
受
け
取
ら
れ
て
い
た
面
が
あ
る

こ
と
も
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

④　

近
年
モ
ー
ス
再
考
・
再
興
の
機
運
が
高
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
「
社
会
科
学
に
お
け
る
反
功
利
主
義
運
動
（M

ou
vem

en
t A

n
ti-U

tilitaliste 

dan
s les S

cien
ces S

ociales

）」
の
略
称
が
Ｍ
Ａ
Ｕ
Ｓ
Ｓ
で
あ
る
の
は
象
徴
的
で
あ

る
し
、日
本
で
も
モ
ー
ス
研
究
会
に
よ
る
モ
ー
ス
著
作
集
邦
訳
が
二
〇
一
一
年
か
ら
刊

行
さ
れ
る
予
定
と
の
こ
と
で
あ
る
。

⑤　

以
下
、
本
文
割
注
で
頁
だ
け
を
記
す
場
合
は
『
贈
与
論
』
を
指
し
、
訳
文
は
現
在
入

手
の
容
易
な
モ
ー
ス
﹇2009

﹈
に
よ
る
。
た
だ
し
一
部
変
更
を
加
え
た
。

⑥　

E
k

eh
[1974]

は
そ
れ
を
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
と
の
論
争
で
も
知
ら
れ
る
（
た

だ
し
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
ほ
と
ん
ど
相
手
に
し
て
い
な
か
っ
た
が
）ホ
マ
ン
ズ
に

代
表
さ
れ
る
英
米
の
方
法
論
的
個
人
主
義
と
対
比
し
て
整
理
し
て
お
り
、
参
考
に
な

る
。

⑦　

単
純
に
分
量
的
に
見
て
も
、「
ハ
ウ
」
に
よ
る
返
礼
義
務
の
説
明
は
文
庫
版
で
五
頁

弱
あ
る
が
、
後
の
二
つ
は
ま
と
め
て
一
頁
強
し
か
な
い
。
た
だ
し
、
返
礼
の
義
務
さ
え

根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
、
実
は
問
題
で
あ
る
（
後
述
）。

⑧　

た
だ
し
、
名
高
い
こ
の
概
念
は
、
示
唆
的
で
あ
る
が
問
題
含
み
で
あ
る
（G

ofm
an

 

[1998]

）。
検
討
は
別
に
行
い
た
い
。

⑨　

以
下
、
邦
訳
の
あ
る
文
献
か
ら
の
引
用
は
、
文
献
表
に
掲
げ
た
邦
訳
に
よ
り
、（
）

内
に
示
す
。

⑩　

そ
の
幾
つ
か
を
挙
げ
て
お
く
。「
彼
の
贈
与
論
は
む
し
ろ
交
換
論
と
呼
ぶ
べ
き
も
の

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
…
…
く
り
返
し
て
言
う
こ
と
に
な
る
が
、モ
ー
ス
の
贈
与
論

の
本
質
は
交
換
論
で
あ
る
」（
宇
波
﹇1983

﹈、一
四
九
―
一
五
〇
頁
）。「
モ
ー
ス
は
贈

与
を
、
交
換
の
一
般
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
に
置
い
て
い
る
」（R

icoeu
r[2004], 

p.328
（
三
二
四
頁
））。

⑪　
『
贈
与
論
』
英
訳
に
付
さ
れ
た
序
文
（D

ou
glas[1990]

）
が
端
的
に
「
自
由
な
（
無

償
の
）
贈
与
な
ど
な
い
」
と
題
さ
れ
て
い
る
の
は
面
白
い
。

⑫　

こ
の
点
、モ
ー
ス
が
交
換
と
（
純
粋
）
贈
与
の
両
立
不
可
能
性
を
突
き
詰
め
て
い
な
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い
と
す
る
デ
リ
ダ
（D

errida[1991], p.55

）
の
指
摘
は
正
し
い
が
、
モ
ー
ス
の
論
点

が
デ
リ
ダ
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

⑬　

た
だ
し
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
自
分
の
誤
謬
に
気
づ
い
た
の
は
モ
ー
ス
の
「
適
切

な
」
指
摘
を
読
む
前
だ
と
し
て
お
り
、
モ
ー
ス
の
影
響
を
暗
に
認
め
て
い
な
い

（M
alin

ow
ski[1926], p.41

（
四
六
頁
））。

⑭　

こ
の
点
、
モ
ー
ス
は
〈
贈
与
〉
を
論
じ
て
い
な
い
と
す
る
デ
リ
ダ
と
、
我
々
の
見
解

は
異
な
る
。

⑮　

た
だ
し
、フ
ィ
ー
ル
ド
に
あ
る
人
類
学
者
た
ち
の
実
感
は
そ
れ
と
は
違
っ
て
い
る
だ

ろ
う
。
彼
ら
の
多
く
は
異
文
化
に
触
れ
た
時
の
新
鮮
な
驚
き
を
保
持
し
て
い
る
。
私
自

身
は
そ
れ
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
。

⑯　

そ
の
こ
と
を
露
骨
に
示
す
の
が
、
ホ
マ
ン
ズ
（H

om
an

s[1961]

）
に
代
表
さ
れ
る

社
会
学
者
が
心
理
学
と
経
済
学
を
援
用
し
て
構
築
し
よ
う
と
し
た
、い
わ
ゆ
る
「
社
会

的
交
換
理
論
」
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
経
済
学
、
法
学
に
お
け
る
〈
贈
与
〉
論
は

取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
基
本
的
な
状
況
は
同
じ
で
あ
る
（
注
2
参
照
）。

⑰　

こ
の
点
を
は
じ
め
、
デ
リ
ダ
の
モ
ー
ス
批
判
（D

errida[1991]

）
は
我
々
の
現
在

の
議
論
と
重
な
る
も
の
の
、
デ
リ
ダ
の
議
論
を
導
入
し
た
途
端
、
我
々
は
そ
れ
を
批
判

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
（
注
12
，
14
も
参
照
）。
我
々
に
と
っ
て
、
デ
リ
ダ
に
触

れ
る
べ
き
な
の
は
、
ま
だ
先
の
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。

⑱　
「
モ
ー
ス
研
究
会
を
起
こ
し
て
研
究
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
我
々
の
動
機
の
ひ

と
つ
は
、
…
…
「『
贈
与
論
』
の
モ
ー
ス
」
と
い
う
あ
ま
り
に
固
ま
っ
て
し
ま
っ
た
イ

メ
ー
ジ
を
打
破
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
」（
モ
ー
ス
研
究
会
﹇2011
﹈、二
四
八

頁
）
と
い
う
言
葉
に
準
え
て
言
え
ば
、我
々
は
「
贈
与
論
す
な
わ
ち
交
換
論
」
と
い
う

あ
ま
り
に
固
定
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
打
破
し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、

モ
ー
ス
を
「
贈
与
＝
交
換
」
論
か
ら
解
放
す
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
と
思
う
。

⑲　

講
義
に
お
い
て
こ
の
問
題
に
関
心
を
抱
い
た
学
生
た
ち
の
意
見
は
、「
贈
与
と
は
結

局
交
換
で
あ
る
」、「
決
し
て
交
換
に
回
収
さ
れ
な
い
贈
与
が
あ
る
」
に
二
分
さ
れ
た
。

⑳　

私
は
こ
う
し
た
疑
問
が
あ
ま
り
も
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
の

危
惧
を
抱
い
て
い
た
が
、
見
解
の
相
違
は
あ
る
が
、T

estart[1998]

が
同
様
に
ス
ト

レ
ー
ト
な
問
い
を
モ
ー
ス
に
投
げ
か
け
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
勇
気
づ
け
ら
れ
た
。

㉑　

人
々
の
〈
贈
与
〉
へ
の
関
心
が
思
い
の
外
高
い
こ
と
を
私
は
、講
義
や
報
告
を
通
し

て
実
感
し
た
。
一
方
で
は
あ
か
ら
さ
ま
に
嫌
悪
を
示
す
人
も
あ
り
、他
方
に
モ
ー
ス
的

な
「
贈
与
の
雰
囲
気
」
の
衰
退
に
憤
慨
す
る
人
も
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、「
我
々
自
身

の
贈
与
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」（B

loch
 an

d P
arry[1989], p.9

）
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

㉒　

講
義
で
こ
の
よ
う
に
語
っ
た
だ
け
で
、（
お
そ
ら
く
は
ま
じ
め
で
心
根
の
よ
い
）
学

生
た
ち
か
ら
、「
先
生
は
人
の
心
の
分
か
ら
な
い
人
で
す
」
と
い
う
非
難
が
多
数
寄
せ

ら
れ
た
。「
交
換
に
回
収
さ
れ
な
い
贈
与
な
ど
な
い
」
と
い
う
結
論
を
恐
れ
て
い
る
の

は
、
実
は
、
こ
う
し
た
人
々
の
暗
黙
の
声
に
怯
え
た
ま
ま
贈
与
を
論
じ
る
研
究
者
た
ち

自
身
で
は
な
い
か
。

㉓　

Ｍ
Ａ
Ｕ
Ｓ
Ｓ
の
リ
ー
ダ
ー
、カ
イ
エ
が
取
ろ
う
と
す
る
道
が
そ
う
で
あ
る
。
カ
イ
エ

﹇2011

﹈
参
照
。

㉔　

興
味
深
い
こ
と
に
、モ
ー
ス
の
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
批
判
は
こ
の
延
長
で
行
わ
れ
て
い

る
。

㉕　

そ
の
検
討
は
他
日
を
期
す
る
が
、モ
ー
ス
を
起
点
と
し
て
一
つ
の
包
括
的
な
理
論
を

構
想
し
た
論
者
と
し
て
は
、
我
々
と
は
理
路
は
異
な
る
も
の
の
、
例
え
ば
バ
タ
イ
ユ
が

い
る
。

㉖　

こ
の
点
を
示
す
た
め
に
は
、
本
稿
以
外
に
も
う
一
つ
の
「
序
説
」
が
必
要
と
な
ろ

う
。
逆
に
言
え
ば
、
本
稿
は
あ
る
べ
き
「
序
論
」
の
半
面
に
す
ぎ
な
い
。

㉗　

実
際
我
々
は
、
本
稿
以
降
の
行
程
で
、
ま
た
モ
ー
ス
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
繰
り

返
す
が
、『
贈
与
論
』
だ
け
を
見
て
も
、
そ
こ
に
盛
ら
れ
た
素
材
と
着
想
は
「
交
換
」

論
に
回
収
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
し
、彼
の
思
考
は
『
贈
与
論
』
だ
け
に
示
さ
れ
て
い

る
の
で
も
な
い
。

㉘　

例
え
ば
、
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
ら
を
通
し
て
日
本
で
も
一
般
に
大
き
な
反
響
を
呼

ん
だ
正
義
の
問
題
も
、「
贈
与
論
」
の
一
部
と
み
な
す
こ
と
さ
え
可
能
だ
と
私
は
考
え

て
い
る
。
こ
の
点
は
別
に
論
じ
る
。
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