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資
本
論
冒
頭
文
節
の
体
系
的
意
味

梯

明
　
　
　
秀

一二
脚
謹
第
一
の
論
理
的
意
味

河
上
博
士
に
■
よ
る
解
説
の
批
判

、
脚
註
第
一

の
論
理
的
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
支
配
す
る
杜
会
、
す
な
わ
ち
近
世
の
市
氏
社
会
が
、
自
然
史
的
に
自
己
の
全
体
的
な
実
在
的
諾
内
容
を

自
発
自
展
せ
し
め
ん
と
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
こ
に
素
朴
な
る
市
異
的
生
活
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
て
い
る
大
衆
が
自
己
の
人
間
的
生
活

を
ま
も
る
た
め
に
、
資
本
主
義
的
諾
制
約
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
一
切
の
こ
れ
ら
の
特
殊
な
諾
制
約
を
止
揚
し
た
普
遍
的
意
識
を
自
覚

し
、
資
本
主
義
的
に
規
定
さ
れ
た
政
治
的
圧
力
に
抗
し
な
が
ら
、
市
民
杜
会
の
実
在
的
な
全
内
容
を
本
質
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る

学
問
的
態
度
に
、
マ
ル
’
ク
ス
の
『
資
本
論
』
が
成
立
し
た
と
わ
た
し
は
見
る
。
か
か
る
普
遍
的
意
識
は
市
氏
的
生
活
に
お
け
る
一
切

の
特
殊
性
を
超
え
て
こ
れ
ら
を
内
に
つ
、
む
具
体
的
一
般
者
で
あ
り
、
大
衆
が
人
間
的
生
活
を
防
衛
す
る
た
め
に
自
覚
さ
る
べ
き
共

通
の
広
場
で
あ
る
。
こ
の
場
所
と
し
て
の
具
体
的
一
般
者
に
受
容
さ
る
べ
き
対
象
的
全
質
料
は
、
そ
の
非
合
理
性
の
う
ち
に
合
理
化
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冒
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二

さ
る
べ
き
必
然
性
を
初
め
か
ら
孕
ん
で
い
る
ご
と
き
実
在
で
あ
り
、
感
性
的
に
直
観
さ
れ
た
内
客
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
思
准
的
に

も
不
間
に
す
ご
し
え
な
い
課
題
と
し
て
の
所
与
で
あ
る
。
ナ
な
わ
ち
カ
ソ
ト
が
考
え
た
よ
う
な
、
悟
性
に
よ
つ
て
思
惟
す
る
以
前
に

た
ま
た
ま
外
か
ら
受
け
容
れ
る
だ
け
の
所
与
で
は
な
い
し
、
ま
た
へ
ー
ゲ
ル
が
考
え
た
よ
う
に
、
た
だ
思
惟
の
徹
底
に
よ
つ
て
の
み

自
覚
さ
る
べ
き
ニ
コ
ス
で
も
な
く
、
こ
の
理
性
的
内
容
が
感
性
的
に
非
合
理
的
実
在
の
う
ち
に
直
観
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
非

合
理
即
合
理
で
あ
り
・
所
与
性
に
し
て
規
定
性
で
あ
り
、
現
象
と
本
質
と
の
二
者
闘
争
的
な
性
格
を
も
つ
実
在
で
あ
る
。
か
か
る
実

在
で
あ
れ
ば
こ
そ
・
そ
の
自
已
矛
盾
に
よ
っ
て
自
己
の
全
内
容
を
時
間
的
に
、
過
樫
的
に
自
発
自
展
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
も
で
き

る
。
い
い
か
え
れ
ば
・
．
主
体
的
に
自
已
の
潜
在
的
全
規
定
を
展
開
す
る
、
い
わ
ば
自
已
運
動
す
る
物
質
的
過
程
と
し
て
、
対
象
的
実

在
の
全
体
性
を
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
だ
が
、
対
象
的
実
在
を
こ
の
よ
う
に
過
程
的
に
把
握
し
う
る
の
は
、
場
所
と
し
て
の
、

何
処
ま
で
も
自
己
否
定
的
に
後
退
し
て
ゆ
く
動
的
な
普
遍
的
意
識
を
前
提
し
て
の
う
え
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
自
発
自
展
す
る
感
性
的
実
在
と
い
う
ば
あ
い
の
主
体
的
契
機
は
、
場
所
的
な
具
体
的
一
般
者
で
あ
つ
て
、
こ
れ
が
原
理

と
な
り
・
そ
し
て
こ
れ
を
目
的
と
し
て
、
特
殊
的
な
諾
内
容
を
時
間
的
に
統
一
し
て
ゆ
く
過
程
が
、
現
実
の
歴
史
を
構
成
し
て
い
る

の
ノ
い
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
ー
は
人
間
の
歴
史
を
自
然
に
お
い
て
神
の
理
性
が
自
覚
さ
れ
て
い
く
過
程
と
し
て
、
具
体
的
一
般
者
を
遇
去
に

完
成
さ
れ
て
い
る
絶
対
糖
神
と
し
た
が
、
こ
れ
は
、
具
体
的
一
般
者
の
特
殊
化
的
な
白
己
展
開
を
、
単
に
一
面
的
に
過
程
的
な
も
の

と
限
定
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
神
が
主
体
で
あ
つ
て
、
人
間
が
主
体
と
な
る
こ
と
が
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
現

実
の
人
間
の
歴
史
は
過
程
的
で
あ
る
に
相
違
な
い
と
し
て
も
、
ン
、
れ
が
過
程
的
で
あ
、
Ｏ
は
理
念
が
場
所
的
に
自
覚
さ
れ
る
か
ら
で

あ
り
・
し
た
が
っ
て
単
に
連
統
的
な
過
程
で
な
く
非
連
続
を
媒
介
に
し
た
過
程
で
あ
り
、
段
階
か
ら
段
階
へ
と
飛
躍
し
な
が
ら
自
己

同
一
を
喪
わ
な
い
過
程
で
、
人
間
の
歴
史
が
あ
る
こ
と
が
更
に
現
実
的
な
姿
で
あ
る
こ
と
に
異
議
の
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。
実
在
す



む

『

る
杜
会
が
自
已
運
動
を
す
る
物
質
的
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
大
衆
の
場
所
的
直
観
に
お
い
て
歴
史
的
理
念
弧
自
覚
さ
れ
て
ト

）引
か
ぎ
り
の
こ
と
で
、
資
本
主
義
杜
会
の
実
在
的
全
内
容
が
自
己
の
潜
在
的
本
質
を
規
定
的
に
現
実
化
し
て
い
く
こ
と
も
、
資
本
主

義
的
に
疎
外
さ
れ
た
賃
労
働
者
の
時
局
的
一
般
者
に
向
う
自
己
否
定
的
な
レ
デ
ス
タ
ン
ス
が
不
可
欠
の
前
提
と
し
て
横
は
っ
て
い
る

は
ず
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
は
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
が
支
配
的
に
行
わ
れ
る
こ
の
市
氏
杜
会
を
、
そ
の
自
已
否
定
的
な
自
発
自

展
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
を
学
間
の
仕
事
と
し
た
か
ぎ
り
で
、
認
識
論
的
に
か
か
る
場
所
的
な
具
体
的
一
般
者
の
立
場
に
立
っ
て

い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
在
す
る
対
象
的
杜
会
も
、
そ
の
か
ぎ
り
で
単
に
認
識
主
観
に
相
対
的
な
客
体
と
し
て
で
は
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
）

主
体
と
し
て
、
自
ら
の
諸
規
定
を
総
体
的
に
自
己
展
開
す
る
主
体
と
し
て
初
め
か
ら
表
象
し
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は

同
時
に
ま
た
、
対
象
的
実
在
の
要
請
の
ま
ま
に
こ
れ
を
絶
対
に
受
容
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
そ
し
て
要
請
を
自
已
の
意
志
と
し
て
こ

れ
が
実
現
の
た
め
に
、
非
合
理
的
な
被
制
約
性
を
悉
く
否
定
し
拒
斥
し
破
壊
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
、
自
已
否
定
的
な
、
し
か
も

積
極
的
な
実
践
の
立
場
に
立
っ
て
い
ポ
こ
と
を
い
み
す
る
。
か
く
て
、
具
体
的
一
般
者
は
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
単
に
理
知
的
な
性
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
）

を
す
て
て
、
意
志
実
現
の
場
所
と
し
て
マ
ル
’
ク
ス
の
実
践
理
性
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
資
本
主
義
社
会
の
実
在
的
内
容
が
、
マ
ル
ク

ス
の
学
問
的
生
命
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
実
在
的
内
容
が
マ
ル
ク
ス
の
学
問
的
意
識
の
う
ち
に
論
理
的
に
順
を
遣
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

て
全
体
的
に
自
己
展
開
を
と
げ
る
と
い
う
体
系
性
に
、
体
系
化
さ
る
べ
き
マ
ル
ク
ス
主
義
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
自
身
に

よ
っ
て
こ
の
体
系
化
が
実
現
さ
れ
た
も
の
が
、
　
『
資
本
論
』
全
三
巻
の
体
系
的
叙
述
で
あ
る
。

　
１
、
戦
前
か
ら
わ
た
し
が
実
践
的
直
観
、
自
己
否
定
的
直
観
、
あ
る
い
は
歴
史
的
直
観
と
呼
ん
で
き
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
、
戦
後
は
場
所
的

　
　
　
契
機
の
展
開
を
意
図
し
て
、
こ
の
立
場
の
諭
理
構
造
は
や
ふ
具
体
化
さ
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
拙
著
『
資
本
論
の
学
間
的
構
造
』
所
収
の

　
　
　
「
哲
学
と
杜
会
科
学
」
、
お
よ
ぴ
本
誌
前
晋
「
序
説
」
を
見
よ
。
と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
ス
も
こ
の
実
践
的
直
観
の
立
場
で
の
み
『
資
本
論
』
を

　
　
１
書
き
え
た
の
で
あ
リ
、
し
た
が
っ
て
「
冒
頭
丈
節
」
も
こ
の
立
場
に
よ
っ
て
の
み
、
独
断
的
命
題
で
も
単
な
る
仮
説
で
も
な
く
、
体
系
的
な
始
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冒
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元
と
し
て
必
然
的
な
命
題
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
の
文
章
自
体
も
何
ら
二
義
性
を
も
た
な
い
、
何
ら
の
矛
盾
を
は
ら
ま
な
い
も
の

　
　
　
で
あ
る
こ
と
を
論
証
せ
ん
と
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
２
、
マ
ル
ク
ス
『
経
済
学
批
判
』
　
「
序
説
」
　
（
宇
高
訳
）
三
四
九
頁
。

　
３
、
拙
著
『
資
本
論
の
弁
証
法
的
根
拠
』
所
収
の
第
一
篇
「
生
産
世
界
の
判
断
過
程
」
第
一
節
、
拍
よ
ぴ
「
補
説
そ
の
二
、
歴
史
的
自
然
」
参
照
。

　
４
、
体
系
性
と
い
う
こ
と
の
過
程
的
意
味
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
本
誌
前
号
の
所
論
を
参
照
。

　
し
か
し
な
が
ら
「
資
本
論
』
の
し
め
す
学
的
体
系
性
は
、
そ
の
理
念
と
す
る
具
体
的
一
般
者
の
論
理
構
造
を
へ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
と

は
対
蹴
的
に
異
に
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
『
糖
神
現
象
学
」
を
前
提
と
し
た
『
論
理
学
』
の
し
め
す
学
的
体
系
性
と
も
、
必
然
的
に

そ
の
構
造
を
質
的
に
相
違
せ
し
め
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
先
ず
、
へ
ー
ゲ
ル
の
『
糖
神
現
象
学
』
は
、
資
本
主
義
杜

会
の
全
実
在
的
内
容
の
人
間
意
識
へ
の
自
己
展
開
と
し
て
、
ン
、
し
て
、
こ
れ
が
同
時
に
、
市
氏
の
日
常
的
な
直
接
的
意
識
形
態
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｄ

資
本
主
義
杜
会
を
全
面
的
に
変
革
せ
ん
と
す
る
客
襯
的
な
位
界
襯
ま
で
え
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
の
体
験
の
遍
歴
と
し
て
、
マ
ル
ク

ス
に
お
い
て
「
物
質
現
象
学
」
に
転
化
さ
れ
る
。
次
に
、
資
本
と
い
う
経
済
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
円
環
的
自
己
運
動
と
し
て
叙
述
さ

れ
た
概
念
的
方
法
と
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
「
論
理
学
」
の
概
念
の
自
己
運
動
が
継
承
さ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
の
ば
あ
い
、
へ
ー
ゲ
ル
の

規
念
が
、
人
間
の
一
切
の
有
隈
的
な
主
観
的
な
意
識
諾
彩
態
を
止
揚
し
た
純
粋
知
識
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
逆
に
実
在
的
な
全
内
容

が
そ
こ
に
同
時
に
止
揚
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
糖
神
的
な
主
体
で
あ
る
に
た
い
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
資
本
の
概
念
的
自
已
運
動
の
論
理

は
、
物
質
的
実
在
の
自
已
運
動
の
頭
脳
に
お
け
る
再
構
成
と
し
て
何
処
ま
で
も
観
念
的
所
産
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
へ
ー
ゲ
ル

が
糖
神
的
実
体
に
お
い
て
実
在
と
襯
念
と
を
同
一
化
し
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、
こ
れ
ら
を
劃
然
と
分
離
し
、
糖
神
を
物
質
的
実
休

の
所
産
と
し
て
い
た
唯
物
論
が
、
「
資
本
論
』
に
へ
ー
ゲ
ル
『
論
理
学
』
を
継
承
す
る
と
き
の
場
所
的
意
識
に
な
っ
て
い
た
。
か
く

て
「
資
本
論
し
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ー
ア
ー
ト
に
直
接
釣
な
世
界
観
を
主
体
釣
に
自
己
展
開
す
る
概
念
釣
方
法
と
し
て
の
「
論



理
学
」
が
そ
の
叙
述
の
内
容
と
な
り
、
こ
の
自
己
発
展
の
具
体
的
現
実
性
に
お
い
て
は
、
実
在
的
な
資
本
主
義
的
杜
会
の
経
済
学
的

分
析
が
媒
介
的
に
止
揚
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
科
学
的
分
析
の
成
果
を
世
界
観
の
内
容
と
し
て
統
一
し
て
い
く
主
体
的
反
省
と
し
て
は

哲
学
に
な
っ
て
い
る
。
か
か
る
い
み
で
科
学
を
媒
介
に
し
た
哲
学
と
い
う
学
問
的
構
造
に
お
い
て
、
　
『
資
本
論
」
全
三
巻
の
体
系
は

成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
世
界
観
を
根
拠
に
ま
で
掘
り
下
げ
る
哲
学
の
う
ち
に
、
内
在
化
さ
れ
て
い
る
外
的
反
省
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

し
て
の
科
学
的
契
機
こ
そ
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
の
転
化
と
し
て
の
「
物
質
現
象
学
」
が
、
「
資
本
論
』
の
叙
述
面
に

現
れ
た
そ
の
現
実
的
な
姿
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
い
み
で
、
百
科
全
書
的
諾
内
容
を
哲
学
の
う
ち
に
解
消
せ
し

め
て
し
ま
っ
た
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
学
的
体
系
性
と
は
、
ま
っ
た
く
質
的
に
ン
、
の
構
造
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
の
、
す
な
わ
ち
科
学
と
哲

学
と
の
矛
盾
的
枕
一
と
し
て
科
学
的
形
態
を
も
っ
た
哲
学
と
し
て
の
、
経
済
学
の
姿
の
ま
ま
で
哲
学
た
る
を
喪
わ
な
い
学
問
と
し
て

の
、
体
系
性
を
「
資
本
論
』
は
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
し

　
こ
の
よ
う
に
「
資
本
論
』
は
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
異
質
的
な
構
造
に
あ
る
に
し
て
も
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
体
系
性
を
も
っ
て

学
問
的
生
命
の
と
る
べ
き
現
実
的
な
彬
態
と
す
る
点
で
、
マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
論
』
に
お
い
て
こ
そ
、
へ
ー
ゲ
ル
か
ら
ド
ィ
ツ
古
典

哲
学
の
伝
統
的
糖
神
を
正
税
的
に
継
承
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
古
典
哲
学
に
一
貫
．
し
た
学
問
的
生
命
は
へ
ー
ゲ
ル
哲
学

に
お
い
て
体
系
化
さ
れ
、
そ
し
て
、
へ
－
ゲ
ル
哲
学
の
全
体
系
に
お
い
て
は
『
論
理
学
」
が
も
っ
と
も
勝
れ
て
体
系
的
で
あ
る
、
こ

の
体
系
的
精
神
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
世
界
観
の
叙
述
の
う
ち
に
生
か
し
た
の
が
、
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の

『
資
本
論
」
の
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
へ
の
関
連
を
以
上
の
ご
と
く
理
解
し
て
き
て
、
そ
の
第
一
巻
第
一
部
第
一
篇
第
一
章
第
一
節
の
冒
頭

に
揚
げ
ら
れ
た
簡
潔
に
し
て
極
め
て
短
い
一
文
節
に
わ
れ
わ
れ
が
接
す
る
と
き
、
そ
れ
は
、
単
純
に
『
資
本
論
』
の
叙
述
を
始
め
る

た
め
に
便
宜
的
に
お
か
れ
た
も
の
、
く
わ
し
く
い
え
ば
、
単
に
第
一
節
の
、
あ
る
い
は
第
一
章
の
、
あ
る
い
は
第
一
篇
の
全
叙
述
を
、

　
　
資
本
繭
冒
頭
文
節
の
体
系
的
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

導
き
だ
す
た
め
の
偶
然
的
な
緒
口
と
し
て
書
か
れ
た
だ
け
の
も
の
で
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
自
覚
さ
せ
ら
れ

る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
『
資
本
論
」
全
三
巻
を
貫
く
体
系
的
精
神
が
宣
揚
さ
れ
て
お
り
、
全
二
巻
の
叙
述
を
論
現

的
に
次
か
ら
次
え
と
展
開
し
て
い
く
た
め
の
統
一
的
原
理
が
秘
ん
で
い
る
の
で
な
い
か
と
気
づ
か
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
さ

ら
に
、
あ
た
か
も
、
へ
ー
ゲ
ル
が
そ
の
『
大
論
理
学
」
に
お
い
て
、
そ
の
第
一
巻
「
有
論
」
の
冒
頭
に
お
い
た
と
こ
ろ
の
、
　
「
何
が

学
の
始
元
と
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
」
と
い
う
標
題
で
展
開
さ
れ
た
、
始
元
に
つ
い
て
の
長
い
大
論
述
に
対
応
し
、
か
つ
そ
れ
に
匹

適
し
た
体
系
的
意
義
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
な
い
か
と
一
度
は
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
一
文
節
で
な
か
ろ
う
か
。

へ
ー
ゲ
ル
『
大
論
理
学
」
の
こ
の
冒
頭
の
長
文
の
論
述
に
く
ら
べ
て
「
資
本
論
』
冒
頭
の
一
文
節
は
、
あ
ま
り
に
も
思
い
切
り
よ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５
）

簡
単
な
短
い
句
で
も
っ
て
打
ち
き
ら
れ
て
は
い
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
、
「
質
本
論
』
が
現
実
的
な
学
的
体
系
性
を
発
揮
す
る
た
め

に
一
般
的
原
理
と
し
て
の
個
人
の
商
晶
か
ら
分
析
が
始
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
、
主
張
せ
ら
れ
て
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、

全
二
巻
に
よ
っ
て
な
る
一
つ
の
偉
大
な
全
体
系
に
お
け
る
地
伎
、
全
叙
述
に
た
い
す
る
支
配
力
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
か
の
冒
頭

の
始
元
論
が
「
大
論
理
学
」
の
み
な
ら
ず
、
延
い
て
は
全
哲
学
体
系
の
叙
述
に
た
い
す
る
体
系
的
意
義
と
支
配
力
と
に
匹
敵
し
て
、

決
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
『
資
本
論
』
の
ば
あ
い
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
を
し
て
単
に
経
済
学
に
お
わ

ら
し
め
ず
同
時
に
一
つ
の
特
殊
な
る
哲
学
体
系
と
し
て
人
類
の
哲
学
史
上
に
お
い
て
新
た
な
る
位
置
を
確
保
せ
し
め
る
た
め
の
学
問

性
を
、
マ
ル
ク
ス
が
そ
こ
に
宣
揚
し
た
は
ず
の
も
の
と
見
る
べ
き
重
要
さ
を
も
つ
論
述
で
あ
る
。
　
　
　
。

　
５
、
　
『
資
本
論
』
が
現
実
的
な
挙
間
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
著
『
資
本
論
の
掌
間
的
構
造
』
所
収
の
「
現
実
的
な
掌
と
し
て
の
資
本
諭
」
を
参

　
　
　
照
。
今
の
ば
あ
い
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
『
論
理
学
』
が
純
粋
恩
惟
を
エ
レ
メ
ン
ト
と
す
る
掌
的
体
系
で
あ
る
に
た
い
し
て
、
恩
惟
と
感
覚
と
の
矛

　
　
　
盾
的
自
己
同
一
に
お
け
る
学
的
体
系
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
抽
き
た
く
、
同
じ
く
現
実
的
と
い
っ
て
も
、
へ
ー
ゲ
ル
よ
リ
は
マ
ル
ク
ス
が
、

　
　
　
有
の
諭
理
に
よ
っ
て
徹
底
さ
せ
ら
巾
て
い
る
わ
け
で
あ
る
、
思
惟
と
感
覚
と
の
内
面
的
統
一
に
つ
い
て
は
『
資
本
論
の
弁
証
法
的
根
拠
』
所
収



　
　
　
「
生
産
偉
界
の
判
断
過
程
」
お
よ
ぴ
「
補
説
そ
の
一
、
感
覚
の
客
観
性
」
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

　
で
は
、
『
資
本
論
」
冒
頭
の
こ
の
短
い
簡
潔
な
文
節
が
、
か
か
る
体
系
的
意
味
を
も
つ
て
い
る
と
如
何
に
し
て
言
い
う
る
か
。
こ

の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
、
先
ず
、
こ
の
短
い
文
章
を
吟
味
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
す
な
わ
ち
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
　
　
「
資
本
制
的
生
産
様
式
が
支
配
的
に
行
わ
れ
る
諾
杜
会
の
冨
は
、
一
つ
の
く
老
大
な
諾
商
品
の
集
積
Ｖ
と
し
て
、
個
人
の
商

　
品
は
、
そ
の
要
素
的
形
態
と
し
て
現
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
我
六
の
研
究
は
、
商
品
の
分
析
を
も
っ
て
始
ま
る
。
」

　
右
の
脚
註
（
１
）
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
白
身
の
「
経
済
学
批
判
」
へ
の
参
照
瓜
読
者
に
要
請
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
「
老
大
な
諾

商
品
の
集
積
」
と
い
う
言
葉
が
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
始
め
て
創
ら
れ
、
し
か
も
『
経
済
学
批
判
」
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
自
身
も
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

め
て
使
用
し
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
釦
。
し
か
し
同
時
に
直
ぐ
気
づ
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
の
使
用

さ
れ
て
る
個
所
の
文
章
が
、
両
著
と
も
両
著
述
の
冒
頭
に
置
か
れ
、
し
か
も
同
一
の
意
味
の
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
右
の
言
葉
の
最
初
の
出
典
の
指
摘
で
あ
る
こ
と
に
相
違
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
同
時
に
、
『
資
本
論
』
第
一
巻
の
冒
頭
文
節

の
も
つ
体
系
的
意
味
そ
の
も
の
の
出
典
の
指
摘
、
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
体
系
的
精
神
の
最
初
の
発
露
が
何
時
何
処
で
な
さ

れ
て
あ
っ
た
か
の
指
摘
で
あ
る
こ
と
を
、
同
時
に
意
味
し
て
い
る
の
で
な
か
ろ
う
か
と
わ
た
し
が
連
想
す
る
と
き
、
こ
れ
は
不
自
然

な
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
上
述
来
わ
た
し
が
強
調
し
て
き
た
と
お
り
、
マ
ル
’
ク
ス
の
捌
、
論
的
生
准
は
自
ら
把
握
し
た
学
問
的
生
命

を
体
系
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
必
然
性
に
あ
っ
た
。
そ
の
実
現
の
第
一
歩
が
一
八
五
九
年
の
『
経
済
学
批
判
」
で
あ
り
、
そ
の
第
二
歩

が
一
八
六
七
年
の
『
資
本
論
』
初
版
で
あ
り
、
そ
し
て
一
八
七
三
年
の
そ
の
再
版
に
お
い
て
、
第
一
巻
の
体
系
化
を
完
成
し
た
わ
け

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
表
現
に
お
い
て
僅
か
な
が
ら
の
差
異
を
し
め
す
と
は
い
え
、
そ
の
文
意
に
お
い
て
は
雀
く
同
一
の
文
章
を
、

　
　
資
本
諭
冒
頭
丈
節
の
体
系
的
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
，



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
巻
・
第
一
晋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

し
か
も
冒
頭
に
お
く
べ
き
も
の
と
し
て
、
マ
ル
’
ク
ス
が
そ
の
体
系
的
位
置
づ
け
を
一
貫
し
て
決
め
て
い
た
こ
と
を
推
定
す
る
な
ら
ば
、

『
資
本
論
』
か
ら
『
批
判
』
へ
の
参
照
を
要
求
し
て
い
る
右
の
脚
註
は
、
単
に
「
老
大
な
諾
商
品
の
集
積
」
と
い
う
一
語
の
最
初
の

便
用
と
い
う
よ
う
な
こ
と
よ
り
も
、
冒
頭
文
節
全
体
に
読
者
に
参
照
せ
し
め
、
こ
の
文
節
全
体
の
も
つ
方
法
論
的
意
味
に
読
者
の
注

意
を
喚
起
せ
し
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
見
る
方
が
論
理
的
で
あ
ろ
う
。
脚
註
番
号
の
位
置
か
ら
の
み
見
れ
ば
明
ら
か
に
不

自
然
で
あ
る
が
、
わ
た
し
の
こ
の
論
理
的
な
見
方
は
、
た
と
え
副
次
的
な
意
味
し
か
な
い
と
す
る
も
、
無
視
で
き
な
い
重
要
性
を
も

つ
も
の
と
信
じ
た
い
の
で
あ
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
６
、
河
上
博
士
著
『
資
本
論
入
門
』
　
（
青
木
文
庫
版
）
、
六
四
－
六
七
頁
。
こ
こ
に
拍
い
て
、
博
士
は
原
典
の
信
げ
ｑ
争
９
昌
考
彗
彗
。
・
ｐ
冒
目
一
一
；
胴
の

　
　
　
文
義
的
解
釈
に
力
を
い
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
論
理
的
に
は
何
ら
の
重
要
性
を
も
つ
も
の
て
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
、
　
『
資
本
論
』
解

　
　
　
説
た
め
に
博
士
が
、
資
料
の
検
出
に
労
を
惜
ま
れ
ず
意
味
理
解
の
た
め
細
心
で
あ
っ
た
態
度
の
、
一
つ
の
現
れ
と
し
て
敬
意
を
も
た
さ
れ
る
。

　
事
実
、
こ
の
簡
潔
な
冒
頭
文
節
に
は
、
近
代
市
民
杜
会
全
体
を
止
揚
せ
ん
が
た
め
の
マ
ル
ク
ス
の
階
級
的
立
場
が
す
で
に
秘
ん
で

　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
７
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
７

お
り
、
資
本
主
義
的
経
済
体
制
を
分
析
す
る
た
め
の
客
観
的
な
方
法
が
す
で
に
始
ま
つ
て
お
り
、
ブ
ル
デ
ヨ
ァ
経
済
学
を
批
判
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
７
）

た
め
の
根
本
的
原
理
が
、
単
純
な
命
題
な
が
ら
克
明
に
宣
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
こ
の
冒
頭
文
節
は
、
マ
ル
ク

ス
が
経
済
学
の
研
究
を
始
め
て
か
ら
『
経
済
学
批
判
』
に
い
た
る
ま
で
の
研
究
過
程
の
最
後
に
お
い
て
到
達
し
た
成
果
で
あ
り
、
自

信
を
確
実
に
し
え
た
結
論
で
あ
る
と
思
わ
ね
ば
な
ら
ネ
い
。
労
苦
の
成
果
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
現
在
の
自
已
の
確
信
の
ほ
ど
を
読

者
の
ま
え
に
誇
示
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
著
者
と
し
て
は
誰
し
も
否
定
で
き
な
い
心
理
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
が
か
か
る

主
観
的
な
意
図
で
有
の
文
節
を
冒
頭
に
掲
げ
た
と
、
わ
た
し
は
言
う
の
で
は
勿
論
な
い
。
ま
た
、
資
本
主
義
杜
会
お
よ
び
ブ
ル
ジ
ヨ

ァ
経
済
学
を
分
析
し
批
判
し
研
究
し
た
成
果
と
し
て
の
結
論
的
原
理
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
マ
ル
ク
ス
が
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
、



こ
の
文
節
を
冒
颪
に
お
い
た
と
す
る
こ
と
も
、
い
ま
だ
非
理
論
帥
な
も
の
と
し
て
肯
き
か
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
た
だ
原
理
な
る
か
ゆ

え
と
い
う
だ
け
の
意
図
な
ら
ば
、
か
な
ら
ず
し
も
冒
頭
に
お
か
な
く
て
も
、
そ
れ
を
提
唱
す
る
個
所
は
一
扮
の
著
書
の
何
処
に
で
も

あ
る
は
ず
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
結
論
的
原
理
を
卒
然
と
し
て
冒
頭
に
揚
げ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
研
究
過
程
に
お
い
て
必
然
的
に

到
達
す
べ
き
目
標
で
あ
っ
た
と
反
省
さ
れ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
一
歩
す
す
め
て
こ
の
こ
と
が
論
訴
ず
み
で
あ
る
か
、
い
ず
れ
に
し

て
も
著
者
自
身
に
と
っ
て
は
極
め
て
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
第
三
者
に
は
、
す
な
わ
ち
読
者
に
と
っ
て
は
、
そ
こ
に
論
証
が
展

開
さ
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
独
断
的
提
言
と
し
か
受
け
と
れ
な
い
ば
あ
い
も
あ
る
わ
け
で
、
か
か
る
偶
然
的
な
意
図
は
著
者
に
と
っ
て

不
利
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
　
「
資
本
論
』
の
ば
あ
い
も
、
根
本
的
原
理
を
提
唱
す
る
に
あ
た
り
、
冒
頭
文
節
と
し
て
の
突
如
こ
れ
を

敢
行
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
第
二
文
範
以
下
の
全
叙
述
は
、
一
歩
一
歩
こ
の
原
理
の
論
証
で
あ
り
、
原
理
か
ら
の
論

理
的
な
推
論
過
程
で
あ
り
、
最
初
の
摘
象
性
の
漸
次
的
な
具
体
化
の
進
展
で
あ
る
と
い
う
仕
組
に
な
っ
て
い
る
。
・
す
な
わ
ち
、
か
か

る
叙
述
を
そ
の
全
過
程
を
貫
い
て
最
初
の
原
理
が
支
配
し
て
い
る
。
最
初
の
原
理
を
論
証
し
て
い
く
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
の
過
程
は
、

最
後
に
具
体
化
さ
れ
る
絶
対
的
真
理
そ
の
も
の
の
主
体
的
な
自
己
閣
明
の
遇
程
と
同
二
し
あ
る
。
到
着
点
と
し
て
の
目
的
が
出
発
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
８
）

に
お
い
て
原
理
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
思
准
の
自
己
目
的
六
な
円
環
運
動
こ
そ
が
、
一
般
に
学
問
を

必
然
的
に
体
系
的
な
も
の
た
ら
し
む
る
の
ノ
し
あ
る
。
か
く
て
、
す
な
わ
ち
マ
ル
ク
ス
は
、
原
理
が
始
元
で
あ
る
ほ
か
な
く
始
元
は
原

理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
学
間
の
体
系
性
を
心
得
て
い
た
が
故
に
、
原
理
を
『
資
本
論
」
叙
述
の
冒
頭
に
揚
げ
た
と
、
わ
れ

わ
れ
は
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
い
。
否
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
こ
と
を
単
に
心
得
て
い
た
だ
け
で
な
い
。
む
し
ろ
積
極
的
に
こ
の
こ
と

を
強
調
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
、
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
叙
述
面
に
ま
ノ
し
体
系
性
を
見
せ
る
と
い
う
企
て
を
立
て
た
と
せ
ね
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
の
は
、
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
こ
と
を
心
得
て
さ
え
い
れ
ば
、
一
般
に
は
著
作
の
叙
述
は
必
ず
し
も
体
系
化
さ
れ
ね

　
　
資
本
論
冒
頭
丈
節
の
体
系
的
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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ば
な
ら
ぬ
と
い
う
理
由
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
必
要
と
は
何
で
あ
っ
た
か
。
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
完
全
に
止
揚
す
る
た
め
に
、
か

の
偉
大
な
る
哲
学
体
系
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
も
の
を
、
マ
ル
ク
ス
自
ら
も
対
抗
的
に
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

自
分
の
哲
学
は
科
学
を
媒
介
に
せ
ん
と
す
る
点
ノ
し
、
へ
－
ゲ
ル
哲
学
に
対
立
す
る
。
だ
が
、
単
に
対
立
す
る
だ
け
の
特
殊
性
の
発
揮

で
な
く
、
へ
ー
ゲ
ル
。
を
完
全
に
克
服
す
る
た
め
に
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
学
的
体
系
性
を
逆
に
特
殊
的
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
ぼ
ど
の
更

に
一
般
化
し
た
立
場
に
た
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
資
本
主
義
杜
会
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
た
め
に
始
め
た
自
ら
の
特
殊
な
経
済
学

的
研
究
に
お
い
て
、
経
済
学
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
絶
対
の
真
理
を
宿
す
べ
き
学
的
体
系
を
、
へ
ー
ゲ
ル
’
体
系
を
特
殊
的
な
も
の

と
し
て
止
揚
し
う
る
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
樹
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
必
然
性
が
『
資
本
論
」
を
、
そ
の
叙
述
面
に

ま
で
体
系
的
な
も
の
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
に
書
か
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
か
ぎ
り
で
、
ま
た
マ
ル
ク
ス
を
し
て
へ
ー
ゲ

ル
の
体
系
的
精
神
の
誠
実
な
る
継
承
者
た
ら
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
７
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
っ
い
て
は
、
後
に
節
を
遣
っ
て
論
述
し
て
ゆ
く
予
定
で
あ
る
。

　
８
、
挙
的
体
系
性
の
内
容
的
構
造
と
し
て
の
こ
の
円
環
運
動
に
っ
い
て
は
、
本
節
に
１
も
次
に
一
部
分
引
用
す
る
が
、
　
『
大
論
理
掌
』
　
「
冒
頭
論
述
」

　
　
　
の
重
要
な
内
容
で
あ
リ
、
へ
ー
ゲ
ル
の
全
哲
学
体
系
を
貫
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
へ
ー
ゲ
ル
の
著
作
の
い
た

　
　
　
る
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
．
つ
い
て
の
直
接
的
な
論
述
に
遭
う
が
、
試
み
に
『
大
諭
理
学
』
　
（
邦
訳
、
岩
波
版
）
八
一
－
八
六
頁
を
参
照
。

　
さ
て
、
原
理
が
始
元
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
一
貫
し
た
体
系
的
糖
神
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
へ

ー
ゲ
ル
’
に
よ
る
こ
の
こ
と
の
強
調
と
そ
の
解
明
と
が
、
「
大
論
理
学
』
第
一
巻
冒
頭
の
「
学
は
何
を
そ
の
始
元
と
な
す
べ
き
か
」
と

い
う
標
題
の
論
述
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
「
冒
頭
論
述
」
に
お
い
て
、
　
「
哲
学
に
お
い
て
は
、
そ
の
始

元
を
見
い
だ
す
の
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
、
近
世
に
い
た
っ
て
始
め
て
痛
感
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
」
と
書
き
出
し
て

次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
ろ
。



・
Ｊ

　
　
「
或
る
哲
学
が
そ
の
原
理
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
お
そ
ら
く
亦
一
個
の
始
元
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

し
か
し
原
理
は
客
観
的
な
始
元
、
す
な
わ
ち
凡
ゆ
る
事
物
○
始
元
を
表
示
す
る
も
の
ノ
し
、
主
観
的
始
元
を
表
示
す
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
し
て
何
ら
か
の
点
で
規
定
的
な
内
容
ノ
し
あ
る
。
あ
る
い
は
、
原
理
が
進
ん
で
認
識
の
本
性
に
関
係
し
、
か
く
て
客
観
的
規

定
以
上
の
規
準
と
な
る
よ
う
な
ば
あ
い
に
も
、
た
と
え
ば
思
惟
、
直
観
、
感
覚
、
自
我
、
主
観
性
そ
の
も
の
な
ど
ノ
し
あ
っ
て
、
こ

こ
で
も
そ
の
関
心
の
対
象
は
内
容
規
定
に
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
始
め
る
こ
と
自
身
は
、
単
に
叙
述
を
開
始
す
る
た
め
の
偶
発

的
な
仕
方
と
い
う
い
み
ノ
し
の
主
観
的
な
も
の
と
し
て
顧
ら
れ
ず
、
ま
た
無
関
心
に
す
ご
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
何
を
も
っ
て
始
む

べ
き
か
の
問
題
の
必
要
性
は
、
原
理
の
必
要
に
比
す
れ
ば
殆
ど
無
意
義
な
も
の
と
し
て
停
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
、
原
理
の
中
に
の

み
間
題
の
関
心
、
す
な
わ
ち
、
真
な
る
存
在
は
何
か
、
事
物
の
絶
対
的
根
拠
は
何
か
、
な
ど
の
関
心
と
さ
れ
る
事
柄
が
含
ま
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
近
代
に
お
け
る
始
元
に
関
す
る
困
惑
は
、
一
属
広
汎
な
要
求
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
要
求
は
、
独
断
的

に
原
理
の
証
明
を
行
う
人
六
、
あ
る
い
は
懐
異
的
に
、
独
断
的
思
考
に
反
対
し
て
主
観
的
規
準
の
発
見
を
目
的
と
す
る
人
六
の
、

ま
っ
た
く
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
ノ
し
あ
り
、
ま
た
、
直
接
的
に
自
己
の
内
的
啓
示
、
信
仰
、
知
的
直
襯
な
ど
か
ら
出
発
し
て
、
方
法
あ
る

い
は
論
理
を
無
視
せ
ん
と
す
る
人
次
に
よ
っ
て
否
認
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
ノ
し
あ
る
。
未
熟
の
抽
象
的
思
惟
は
、
そ
の
始
め
単
に
内

容
と
し
て
の
原
理
に
興
味
を
も
つ
が
、
教
養
の
進
歩
と
と
も
に
他
の
方
面
、
す
な
わ
ち
認
識
の
態
度
に
注
意
を
は
ら
う
よ
う
に
な

る
。
か
く
て
、
主
観
的
行
為
も
客
観
的
真
理
の
本
質
的
契
機
と
し
て
考
え
ら
れ
、
方
法
は
内
容
と
、
捗
式
は
原
理
と
一
敦
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
必
要
が
感
ぜ
ら
れ
る
に
い
た
る
。
ゆ
え
に
、
原
理
は
同
時
に
ま
た
始
原
ノ
し
あ
り
、
思
潅
に
と
っ
て
優
位
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

の
は
、
ま
た
恩
惟
の
歩
み
に
お
い
て
も
最
初
の
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

　
資
本
諭
冒
頭
文
節
の
体
系
酌
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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へ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
言
葉
の
糖
神
を
マ
ル
’
ク
ス
は
継
承
し
て
い
た
か
ぎ
り
で
、
『
資
本
論
』
の
叙
述
の
始
め
に
お
い
て
、
原
理
を
自

覚
的
に
、
す
な
わ
ち
方
法
論
的
し
た
が
っ
て
論
理
的
に
、
始
元
と
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
資
本
主
義
杜
会
の
経
済
学
的
分
析
に
よ

る
緒
論
的
な
客
観
的
規
定
を
ば
、
自
ら
の
高
い
哲
学
的
教
養
の
自
負
に
お
い
て
、
自
己
の
世
界
観
の
主
体
的
表
現
の
始
元
と
す
る
こ

と
を
敢
え
て
自
覚
的
に
遂
行
し
た
の
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
同
時
に
、
へ
ー
ゲ
ル
の
同
じ
「
冒
頭
論
述
」
に
お
け
る
次
の
論
理
学

的
な
方
法
を
、
経
済
学
の
領
域
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
は
実
現
し
て
見
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
「
哲
学
に
お
い
て
は
、
前
進
は
む
し
ろ
却
っ
て
後
退
、
あ
る
い
は
基
礎
づ
け
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
基
礎
づ
け
を
経

　
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
に
出
発
点
と
さ
れ
た
も
の
が
単
な
る
任
意
的
存
存
で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
際
に
は
真
理
、
あ
る
い
は
最
初

　
の
真
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
明
か
に
さ
れ
る
。
…
・
…
…
・
ゆ
え
に
、
学
間
に
と
っ
て
根
本
的
な
事
柄
は
、
純
粋
直
接
的
存
在

　
が
そ
の
始
元
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
学
全
体
が
自
己
に
戻
る
円
環
運
動
を
形
成
し
、
こ
の
運
動
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
）

　
最
初
の
も
の
は
最
後
の
も
の
で
あ
り
、
最
後
の
も
の
は
最
初
に
な
る
と
い
う
事
実
で
あ
引
。
」

　
す
な
わ
ち
、
学
問
が
体
系
的
な
か
か
る
円
環
的
自
已
運
動
性
に
あ
る
か
ぎ
り
で
、
始
元
の
問
題
も
必
然
的
に
体
系
的
な
意
味
を
も

っ
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
『
資
本
論
」
が
前
述
し
た
と
お
り
、
ま
さ
し
く
か
か
る
円
環
的
白
己
運
動
を
実
現
し
た
学
的
体
系
性

に
あ
っ
た
か
ぎ
り
で
は
、
ま
た
マ
ル
ク
ス
自
身
も
へ
－
ゲ
ル
に
劣
る
こ
と
な
く
始
元
の
問
題
に
関
心
し
て
い
た
と
、
わ
れ
わ
れ
は
思

わ
ね
ば
な
ら
な
い
、

　
９
、
へ
ー
ゲ
ル
『
大
論
理
学
』
第
一
巻
、
七
五
－
七
六
頁
。

　
”
、
同
右
、
八
二
頁
、
お
よ
ぴ
八
三
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皿



　
以
上
が
『
資
本
論
」
　
「
脚
註
（
１
）
」
に
つ
い
て
附
随
的
に
連
想
さ
る
べ
き
論
理
学
的
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
マ
ル
ク
ス
は
、

へ
ー
ゲ
ル
の
「
冒
頭
論
述
」
の
標
題
に
な
ら
っ
て
、
　
「
学
と
し
て
の
資
本
論
は
何
を
も
っ
て
ン
、
の
始
元
と
す
べ
き
で
あ
る
か
」
に
つ

い
て
の
解
明
を
長
六
と
論
述
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
、
そ
し
て
、
こ
れ
を
飛
躍
し
て
、
直
ち
に
白
已
の
研
究
の
結
論
的
原
理
を
叙

述
の
冒
頭
に
短
的
に
始
元
と
し
て
揚
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
的
体
系
性
と
い
う
こ
と
の
実
質
的
な
事
柄
を
叙
述
構
成
そ
の
ま
ま
に

直
接
的
に
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
『
資
本
論
」
は
そ
の
現
実
形
態
と
し
て
は
何
処
ま
で
も
経
済
学
で
あ
つ
て
、
た
と

え
ば
体
系
的
に
叙
述
さ
れ
て
い
て
も
、
何
故
に
体
系
化
す
べ
き
か
の
哲
学
的
解
説
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
・
こ
の
よ
う
に
叙
述
構
成
そ
の
も
の
が
、
そ
の
学
的
体
系
性
を
た
だ
直
接
的
に
語
っ
て
い
る
と
い
う
仕
組
に
あ
れ
ば
こ
そ
、
　
『
資

本
論
』
の
哲
学
的
内
容
を
わ
れ
わ
れ
が
把
握
せ
ん
と
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
叙
述
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
思
准
の
必
然
性
を
叙
述
の
分

析
を
通
じ
て
媒
介
的
に
し
か
辿
っ
て
い
く
ほ
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
し
た
が
つ
て
、
冒
頭
文
節
に
お
い
て
も

同
ゴ
ノ
し
あ
る
こ
と
言
う
ま
ノ
し
も
な
い
。
か
く
て
、
冒
領
文
節
の
体
系
的
な
意
味
内
容
を
、
そ
の
根
底
か
ら
理
解
す
る
た
め
に
も
、
そ

れ
を
構
成
す
る
個
六
の
命
題
に
分
離
し
、
そ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
分
析
し
て
い
く
よ
り
ほ
か
に

拠
る
べ
き
方
法
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
ば
あ
い
に
も
当
然
な
が
ら
、
上
述
の
ご
と
く
推
定
さ
れ
た
「
脚
註
（
１
）
」
の
論
理
的
意

味
が
指
導
理
念
と
し
て
役
立
ち
、
『
批
判
』
に
お
け
る
「
冒
領
文
節
」
と
『
資
本
論
」
に
お
け
る
そ
れ
と
の
比
較
が
要
請
さ
れ
て
く

る
の
で
あ
る
。
か
お
序
で
に
『
資
本
論
』
　
「
初
版
」
を
参
照
し
て
み
て
、
　
「
冒
頭
文
節
」
は
「
初
版
」
　
「
再
版
」
と
も
全
く
同
文
ノ
し

あ
る
こ
と
が
確
め
ら
れ
る
。
　
『
批
判
』
に
お
け
る
そ
れ
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
「
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
一
ブ
ル
ヂ
ョ
ァ
的
富
は
一
つ
の
老
大
な
諾
商
品
の
集
積
と
し
て
、
個
友
の
商
品
は
そ
の
要
素
的
な
定
有

　
と
し
て
現
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
各
三
の
商
品
は
便
用
価
値
お
よ
ぴ
交
換
価
値
と
い
う
二
重
の
視
点
の
も
と
に
自
ら
を
表
示
す

　
　
資
本
諭
冒
頭
文
節
の
体
系
的
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

　
る
。
」

　
さ
て
、
両
著
の
冒
頭
バ
ラ
グ
ラ
フ
は
何
れ
も
三
段
の
文
章
か
ら
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
資
本
論
』
の
そ
れ
を
基
と
し
『
批

判
」
の
そ
れ
で
補
足
し
な
が
ら
、
分
析
す
れ
ば
次
の
ご
と
く
四
段
に
な
る
。

　
　
第
一
段
、
　
　
「
資
本
制
的
生
産
様
式
が
支
配
的
に
行
わ
れ
る
諾
杜
会
の
富
は
、
一
つ
の
老
大
な
諸
商
品
の
集
積
と
し
て
現
わ

　
れ
る
。
」

　
　
第
二
段
、
　
　
「
個
六
の
商
品
は
、
か
か
る
富
の
要
素
的
形
態
と
し
て
現
わ
れ
る
。
」

　
　
第
三
段
、
　
　
「
だ
か
ら
、
我
六
の
研
究
は
、
商
品
の
分
析
を
も
っ
て
始
ま
る
。
」

　
　
第
四
段
、
　
　
「
（
し
か
し
な
が
ら
）
、
各
三
の
商
品
は
、
使
用
価
値
お
よ
び
交
換
価
値
と
い
う
二
重
の
視
点
の
も
と
に
自
ら
を

　
表
示
す
る
。
」

　
と
こ
ろ
で
「
経
済
学
批
判
』
の
方
の
第
三
段
は
、
第
二
文
節
以
下
に
お
い
て
叙
述
さ
れ
て
あ
る
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
『
資
本
論
」

に
お
い
て
も
第
二
文
節
以
下
の
全
内
容
え
入
い
る
た
め
の
展
望
的
序
言
と
み
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
す
で
に
商
品
分
析
の
第
一

歩
の
成
果
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
二
文
節
以
下
に
お
い
て
、
先
ず
使
用
価
値
の
視
点
か
ら
、
次
い
で
交
換
伍
値
の
視
点

か
ら
商
品
を
分
析
し
て
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
経
済
学
批
判
」
、
な
ら
び
に
『
資
本
論
」
に
お
い
て
は
、
商
品
の
か
か
る
分
析
か
ら

始
ま
っ
て
、
そ
の
研
究
的
叙
述
が
展
開
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
何
故
に
叙
述
を
商
品
の
研
究
か
ら
始
め
る
か
の

理
由
は
、
マ
ル
ク
ス
と
し
て
は
、
第
二
段
の
一
句
、
「
一
見
し
た
と
こ
ろ
個
六
の
商
品
は
要
素
的
定
有
と
し
て
現
わ
れ
る
」
の
意
味

か
ら
当
然
な
が
ら
容
易
に
推
察
さ
れ
う
べ
き
も
Ｏ
と
し
て
、
直
ち
に
右
の
展
望
的
匡
言
に
移
っ
た
の
で
あ
ろ
う
，
し
か
し
、
ン
、
の
理

由
の
明
示
を
欠
く
こ
と
は
、
論
理
的
な
運
び
と
し
て
は
飛
躍
ノ
し
あ
る
。
か
く
て
マ
ル
ク
ス
も
「
資
本
論
』
初
版
の
執
筆
に
あ
た
っ
て



ぼ
・
改
め
て
第
三
段
の
釜
を
鶏
し
た
と
考
え
完
奮
か
。
第
三
緊
、
し
た
が
つ
て
、
「
乗
論
・
叙
述
の
端
緒
蕎
晶
の

分
析
麦
る
べ
き
だ
と
い
う
論
理
的
展
開
で
書
、
そ
の
論
理
的
根
拠
が
「
個
人
の
商
晶
が
ブ
多
ヨ
ァ
的
富
の
要
素
望
有
麦

る
一
と
い
う
事
柄
そ
の
茎
麦
る
こ
と
を
主
張
し
を
の
麦
る
。
と
す
注
、
そ
註
、
す
奪
ち
方
法
論
的
意
識
竃
と
に

春
る
変
改
麦
一
て
・
エ
ク
ス
が
「
初
版
一
執
筆
の
た
め
の
準
備
中
に
、
↑
ゲ
ル
の
『
大
論
理
学
』
の
「
学
は
何
竃
つ
て

始
め
る
べ
き
か
一
の
始
元
論
を
・
常
に
念
頭
隻
い
て
指
麓
理
と
し
て
い
た
こ
と
を
、
き
が
た
つ
て
い
る
と
荒
わ
註
悟
る

∴
一
き
で
あ
ろ
う
・
し
か
嘉
講
定
苫
羨
・
＝
い
う
↑
ゲ
ル
一
論
撃
一
に
春
る
抽
象
襲
階
弍
け
る
範
警
篤
を

廃
め
て
・
要
講
形
弩
一
冒
と
い
う
荒
の
現
毒
さ
れ
た
範
撃
置
き
か
え
て
い
る
こ
と
は
、
『
批
判
一
か
ら
「
初
版
一
ま
で

の
期
間
に
・
↑
ゲ
害
学
繁
の
唯
物
論
的
改
造
一
の
見
透
し
を
嚢
し
、
「
再
版
一
に
い
た
つ
て
現
竈
葦
と
し
て
の
簑

の
構
築
に
成
功
し
た
こ
と
藁
察
芒
め
え
賛
か
。
と
こ
ろ
で
、
哲
学
体
系
、
し
た
が
つ
て
そ
の
一
レ
メ
ソ
ト
と
し
て
の
範
雲

ば
・
現
実
隻
ん
と
す
る
学
間
的
意
識
は
、
同
時
に
現
竈
蒼
常
屑
の
厳
密
化
、
論
理
化
と
ぢ
逆
の
意
識
と
相
蓬
し
賛
で

は
学
間
性
蓋
脱
す
る
三
ミ
第
サ
一
段
に
書
る
「
ブ
ル
デ
ヨ
ァ
的
富
一
が
「
資
本
制
的
生
産
様
式
が
支
配
的
に
行
荒
る
諾

杜
会
の
富
一
と
い
う
よ
う
に
科
学
窪
そ
の
規
定
性
が
厳
密
に
さ
れ
、
「
一
見
し
た
と
こ
ろ
一
と
い
う
通
俗
的
用
語
が
省
略
さ
れ
る

　
こ
と
に
よ
っ
て
文
意
の
論
理
的
把
握
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
冒
頭
文
節
に
つ
い
て
の
わ
た
し

の
分
析
に
さ
て
さ
え
・
『
鞄
』
誉
『
乗
論
』
ま
で
に
一
ル
ク
ス
の
繁
的
籍
の
星
の
伸
展
と
成
熟
と
の
あ
つ
た
こ
と

が
言
れ
・
そ
の
「
再
版
一
に
き
て
は
一
そ
の
旺
浴
し
た
体
系
的
韓
の
形
成
と
彫
啄
と
が
第
一
巻
全
体
に
言
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
・
同
一
蓋
で
書
桑
ら
・
「
再
版
」
に
春
る
全
叙
述
の
体
系
的
完
成
に
よ
つ
て
逆
に
”
；
方
法
論
碧
原
理
と
し
て

の
支
配
力
を
実
現
し
た
こ
と
に
書
・
童
に
「
初
版
一
い
た
つ
い
て
は
単
に
一
ル
ク
ス
の
方
法
論
的
意
識
の
た
だ
浴
出
し
た
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五

　
　
　
資
本
論
冒
頭
丈
節
の
体
系
的
意
味



　
　
立
命
館
経
済
掌
（
第
二
巻
・
第
一
晋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

の
姿
と
は
、
格
段
に
両
目
を
新
た
に
し
て
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。
い
わ
ば
、
第
三
段
の
遣
加
に
よ
っ
て
冒
領
文
節
の
簡
潔
な
叙
述

全
体
が
、
単
に
悟
性
的
に
推
論
彩
式
を
整
え
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
唯
物
論
的
始
元
論
の
展
開
と
し
て
の
婆
を
鮮
明
に
表
示
し
た

こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
い
よ
い
よ
論
理
化
さ
れ
て
全
体
系
的
叙
述
に
た
い
す
る
支
配
的
地
位
を
確
立
す
る
に
い
た
り
、

し
た
が
っ
て
、
同
時
に
『
資
本
論
』
の
学
問
的
価
値
を
決
定
的
に
高
め
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
「
批
判
」
の
第
三
段
の
文
章
は
、
阜
、
の
第
二
文
節
以
下
の
商
品
の
研
究
の
展
望
的
匡
言
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
は
、
む
し
ろ
文

節
を
改
め
て
書
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
批
判
』
の
冒
頭
文
節
を
構
成
す
る
二
句
の
う
ち
、
前
句
の

冒
頭
に
「
一
見
し
た
と
こ
ろ
…
…
」
と
な
っ
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
後
句
に
お
い
て
「
し
か
し
な
が
ら
…
…
」
と
受
け
た
文
章
構
成
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

な
ら
ざ
る
を
え
ず
し
て
、
第
二
文
節
以
下
の
研
究
的
叙
述
へ
の
連
絡
上
、
冒
頭
文
節
の
内
容
と
し
て
残
す
必
要
が
あ
っ
た
と
推
察
さ

れ
よ
う
。
マ
ル
ク
ス
も
「
初
版
」
以
来
は
こ
れ
を
省
略
し
て
あ
る
が
、
冒
頭
文
節
か
ら
第
二
文
節
へ
移
行
の
た
め
の
叙
述
方
法
と
し

て
は
論
理
的
に
無
意
味
で
な
く
、
本
稿
に
お
け
る
当
面
の
分
析
的
吟
味
の
一
素
材
と
し
て
、
こ
れ
を
第
四
段
に
残
し
て
置
き
た
い
。

二
、
河
上
博
士
に
よ
る
解
説
の
批
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
）

　
冒
頭
文
節
の
研
究
と
し
て
は
、
恐
ら
く
わ
が
国
に
二
、
三
の
、
文
献
を
し
か
み
な
い
と
い
え
る
ノ
し
あ
ろ
う
。
そ
の
う
ち
で
も
、
河

上
博
士
の
『
資
本
論
入
門
』
に
お
け
る
そ
の
解
説
は
、
そ
れ
が
綿
密
周
到
な
る
点
で
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
に
お

い
て
、
わ
た
し
が
冒
頭
文
節
の
個
六
の
命
題
を
通
じ
て
そ
の
体
系
的
意
味
を
探
り
だ
さ
ん
と
す
る
に
あ
た
っ
て
、
博
士
の
研
究
を
批

判
的
に
媒
介
に
す
る
こ
と
は
、
便
宜
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
正
当
な
手
続
き
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
り



解
説
的
研
究
に
は
無
自
覚
的
な
が
ら
「
資
本
論
』
に
た
い
す
る
体
系
的
杷
握
の
繭
芽
を
秘
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
博
士
の

哲
学
的
意
識
の
所
産
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
本
稿
に
お
い
て
主
と
し
て
こ
れ
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
も
、
方
法
論
的
に
必
然
ノ
し

あ
る
と
言
わ
る
べ
き
だ
と
信
ず
る
。

　
ユ
、
冒
頭
文
節
を
体
系
的
に
１
理
解
す
る
よ
う
に
間
題
に
し
た
人
に
、
別
に
－
山
囲
盛
太
郎
教
授
が
あ
る
。
未
発
表
の
教
授
の
「
経
済
原
論
」
講
義
ノ
ー

　
　
　
ト
に
よ
れ
ば
、
第
一
篇
、
基
礎
概
念
、
第
一
章
、
商
品
形
態
、
第
一
節
、
商
晶
分
析
の
序
説
に
お
け
る
「
間
題
提
示
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
あ

　
　
　
る
内
容
は
、
こ
の
冒
頭
文
節
の
み
を
取
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
書
き
尚
し
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
　
「
理
論
経
済
学
の
領
域
に
お
い
て
は
、

　
　
　
ス
ミ
ス
ト
ま
冒
ｏ
ｏ
邑
亭
（
ミ
寓
）
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
古
典
経
済
掌
の
体
系
と
、
マ
ル
ク
ス
六
臼
二
旨
、
、
、
（
Ｈ
ｏ
。
雪
－
虞
）
を
基
調
と
す
る

　
　
　
批
判
の
経
済
掌
の
体
系
と
、
メ
ン
ガ
ァ
　
Ｏ
胃
－
冒
彗
び
ｑ
雪
（
］
ｏ
ｏ
ご
）
を
起
点
と
す
る
主
観
学
派
、
近
代
経
済
学
を
総
体
と
し
て
見
た
体
系
と
が

　
　
　
三
大
体
系
を
構
成
し
、
そ
の
三
大
体
系
の
基
本
的
特
徴
は
、
そ
れ
入
＼
右
の
三
人
の
主
著
曙
頭
の
一
句
の
裡
に
要
約
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
る

　
　
　
こ
と
が
で
き
る
」
と
。
そ
し
て
『
資
本
論
』
の
冒
頭
文
節
を
掲
げ
た
の
ち
、
　
「
以
上
の
一
の
形
大
な
商
晶
集
成
を
把
握
す
る
把
握
の
仕
方
を
示

　
　
　
す
と
こ
ろ
の
マ
ル
ク
ス
の
高
名
な
る
こ
の
壁
頭
の
一
句
は
、
　
一
方
ス
ミ
ス
の
ば
あ
い
の
そ
れ
が
「
総
労
働
生
産
物
」
の
把
握
を
示
す
の
と
正
に

　
　
　
照
応
し
、
そ
の
継
承
と
発
展
と
を
悟
リ
、
他
方
、
メ
ン
ガ
ー
の
ば
あ
い
の
そ
れ
が
、
　
「
効
用
」
　
「
財
貨
」
に
お
け
る
因
果
律
の
把
握
を
示
す
の

　
　
　
と
は
、
系
統
の
差
異
あ
る
こ
と
を
物
語
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
因
み
に
、
ス
ミ
ス
『
国
富
諭
』
の
開
巻
胃
頭
の
一
句
は
、
　
「
す
べ
て
の
国
民
の

　
　
　
年
人
の
労
働
は
、
本
来
そ
の
国
民
が
年
々
消
費
す
る
と
こ
ろ
の
あ
ら
ゆ
る
生
活
の
必
需
品
と
便
宜
品
と
を
供
給
す
る
資
源
｛
、
一
己
で
あ
っ
て
、

　
　
　
そ
の
必
需
品
と
便
宜
品
と
は
、
こ
の
労
働
の
直
接
の
生
産
物
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
生
産
物
を
も
っ
て
他
国
民
か
ら
購
入
し
た
の
で
あ

　
　
　
る
」
。
す
な
わ
ち
、
教
授
は
三
大
体
系
を
比
較
し
な
が
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
体
系
を
検
討
せ
ん
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
『
資
本
論
』
冒

　
　
　
頭
丈
節
を
も
体
系
的
に
間
題
に
す
る
た
め
の
一
っ
の
展
望
を
与
え
て
い
る
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
も
の
と
し
て
、
わ
た
し
の

　
　
　
本
稿
の
目
的
の
た
め
に
直
ち
に
媒
介
の
資
料
と
な
り
難
い
。

　
　
　
　
次
に
、
櫛
田
民
蔵
全
集
、
第
二
巻
、
「
価
慎
お
よ
ぴ
貨
幣
」
、
前
篇
、
第
五
章
は
「
資
本
諭
壁
頭
の
文
句
と
マ
ル
ク
ス
の
価
値
法
則
」
の
標

　
　
　
題
で
あ
リ
、
三
〇
頁
程
度
で
「
冒
頭
文
節
」
を
ま
と
も
に
分
析
し
た
見
逃
し
え
な
い
丈
献
で
あ
る
。
そ
の
分
析
内
容
に
１
つ
い
て
は
本
稿
に
お
い

　
　
　
資
本
諭
冒
頭
文
節
の
体
系
的
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
一
七



●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
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て
義
節
の
批
判
の
対
象
と
し
て
晋
あ
げ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
丈
献
は
冒
頭
姦
そ
の
も
の
の
体
系
的
関
点
か
ら
の
嚢
で

は
な
い
二
く
て
・
「
姦
」
そ
の
も
の
の
分
析
孟
じ
て
そ
の
体
系
的
意
味
藁
ら
ん
と
す
る
ば
あ
い
、
媒
介
的
役
割
を
き
も
の
は
、
河

上
博
士
の
解
説
が
研
究
だ
け
Ｌ
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
・
な
、
い
り
の
で
あ
る
、
、

　
一
栗
論
一
を
研
究
す
る
経
撃
者
・
し
か
嘉
に
そ
の
方
法
講
に
関
心
せ
る
経
撃
妻
、
こ
の
「
冒
頭
丈
節
一
に
つ
い
て
の
嚢
的
労

作
を
・
奮
河
上
・
山
田
・
蟹
の
三
民
の
他
に
・
恐
ら
－
纂
表
し
て
い
な
い
、
と
す
る
わ
た
し
の
推
篭
た
い
し
て
、
薯
は
不
思
議
に

蓄
わ
れ
る
で
奮
う
二
か
し
・
こ
の
不
嚢
な
こ
と
ド
、
わ
た
し
自
身
が
一
種
の
驚
異
姦
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
間
接
的
に

係
わ
一
て
い
る
労
作
は
あ
る
ぷ
な
わ
ち
「
栗
諭
の
端
緒
を
た
し
て
い
る
商
晶
が
蟹
上
い
っ
頃
に
実
在
し
た
商
品
と
照
応
す
る
か
一
と
い

う
こ
と
は
・
周
知
の
ご
と
く
・
戦
前
か
ら
既
に
多
－
の
人
乏
よ
一
て
蓼
え
て
は
き
た
。
こ
の
論
争
に
参
加
し
た
以
上
は
必
藷
に
「
冒

頭
文
節
一
に
係
わ
墓
い
わ
け
に
い
簑
い
は
ず
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
竺
の
人
含
、
蓼
の
解
決
隻
そ
ら
－
不
徹
肇
あ
つ
た
の
で

あ
ろ
う
か
ぎ
リ
で
・
「
冒
頭
丈
節
」
の
諭
理
的
意
味
を
分
析
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
進
ん
で
い
な
い
。
こ
れ
は
一
つ
の
不
恩
議
で
あ
る
。

右
の
撃
に
つ
い
て
は
・
宮
川
養
『
栗
論
研
究
一
第
一
号
の
第
二
節
「
薬
講
は
な
ぜ
商
票
嘉
ま
つ
て
い
る
か
端
緒
の
間

題
」
の
最
後
の
註
に
抽
い
て
・
要
約
的
に
整
理
さ
生
応
の
誰
が
で
き
る
の
で
な
い
か
と
信
苫
れ
る
。
こ
れ
三
読
し
て
前
述
の
不
嚢

さ
に
二
つ
の
驚
異
を
感
じ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
Ｌ
か
し
こ
れ
に
１
よ
っ
て
、
論
争
の
内
容
は
要
す
る
に
次
の
点
で
あ
る
こ
と
が
確
め
ら
れ
る
、
、
そ

れ
を
要
約
す
れ
ば
・
い
わ
ゆ
る
端
緒
的
商
品
は
現
在
の
も
の
で
あ
る
か
過
去
の
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
資
本
の
縞
果
と
し
て
の
商
品
で

あ
る
か
原
因
と
し
て
の
商
品
で
あ
る
か
、
さ
ら
に
論
理
的
に
表
斑
す
れ
ば
、
直
接
的
な
も
の
で
あ
る
か
媒
介
的
な
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
何
れ

で
あ
る
か
の
対
立
に
論
争
が
展
開
せ
ら
れ
て
い
る
、
と
わ
た
し
は
見
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
が
解
決
の
た
め
に
は
、
両
五
、
ち
何
れ
に
・
も
同
執

す
る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
・
そ
の
対
立
に
お
け
る
統
一
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
解
決
へ
の
努
力
は
姶
ど
見
ら
牝
て
い

な
い
・
そ
こ
で
・
右
の
対
立
に
ー
拍
い
て
前
者
の
立
場
を
と
る
人
は
、
第
一
章
の
第
一
、
二
節
の
角
度
か
ら
灼
晶
を
見
て
お
℃
、
後
者
の
立
場
を

と
る
人
は
・
第
三
節
「
価
値
形
態
」
の
叙
述
の
歴
史
的
な
酉
を
論
拠
と
す
る
。
そ
し
て
、
一
、
・
、
れ
ぞ
れ
の
祝
角
に
お
い
て
「
ｎ
、
奴
文
節
」
の
「
エ

レ
メ
ン
ト
と
」
て
の
商
晶
」
を
漢
然
と
眺
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
が
宮
川
氏
の
要
約
を
基
に
し
た
わ
た
し
の
要
約
灼
感
想
で
あ
る
、

　
し
か
し
な
が
ら
私
見
に
．
よ
れ
ば
・
　
「
冒
頭
丈
節
」
に
お
け
る
商
晶
は
、
右
の
対
立
に
拍
け
る
何
れ
で
も
な
く
何
れ
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
対



立
を
統
一
し
た
二
重
性
の
も
の
で
あ
各
。
そ
し
て
、
そ
の
一
面
ｏ
契
機
が
先
ず
第
一
、
二
節
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
他
の
面
の
契
機
が
第
三

節
に
■
お
い
て
間
題
に
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
マ
ル
ク
ス
に
。
よ
る
第
；
早
を
叙
述
す
る
さ
い
の
方
法
論
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が

国
に
．
お
け
る
右
の
論
争
の
解
決
も
、
　
「
冒
頭
文
節
」
に
．
お
け
る
「
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
の
商
品
」
が
如
何
に
し
て
右
の
対
立
的
二
契
機
を
統
一

し
て
い
る
か
、
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
期
待
さ
れ
う
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
こ
の
論
理
的
分
析
を
試
み
た
人
は
、
或
は
皆

無
で
な
か
っ
た
か
と
わ
た
し
は
見
て
い
る
。
た
と
え
、
こ
れ
は
、
資
料
の
検
串
が
未
だ
わ
た
し
に
串
来
て
い
な
の
に
基
く
誤
っ
た
見
透
し
で
あ

る
か
も
知
れ
な
い
に
１
し
て
も
、
　
こ
の
見
透
し
が
、
本
稿
を
執
筆
す
る
動
機
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
事
実
で
あ
る
。
　
「
端
緒
的
商

品
」
と
い
っ
て
も
、
そ
の
本
来
の
意
味
は
、
そ
れ
が
資
本
の
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
か
ぎ
り
の
も
の
と
す
れ
ば
、
第
一
、
二
節
な
リ
、
あ
る
い
は

第
三
節
な
り
の
、
何
れ
か
の
み
に
．
よ
っ
て
間
題
に
．
さ
る
べ
き
で
な
く
、
両
者
の
統
一
と
し
て
の
「
冒
頭
文
節
」
に
限
定
さ
れ
た
商
品
の
み
に
、

正
当
に
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
っ
い
て
本
稿
は
最
後
の
節
で
解
明
す
る
で
あ
ろ
う
、
、
ま
た
、
こ
れ
が
講
争
自
体
の
解
決
を

意
味
す
る
か
ぎ
リ
で
、
論
争
参
加
者
の
諾
説
を
必
然
的
に
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
．

　
次
に
、
哲
学
者
の
側
か
ら
『
資
本
論
』
を
研
究
し
た
業
蹟
に
お
い
て
は
何
う
で
あ
ろ
う
か
つ
代
表
灼
な
も
の
と
し
て
、
三
稼
博
音
氏
の
『
資

本
論
の
弁
証
法
』
　
（
時
潮
杜
刊
）
と
武
市
健
人
氏
の
『
へ
ー
ゲ
ル
諭
理
学
の
廿
界
』
　
（
福
村
書
店
刊
）
上
米
、
が
挙
げ
ら
れ
る
Ｃ
前
者
の
五
頁
に
－

次
の
言
葉
を
発
見
す
る
。
　
　
「
海
本
論
の
へ
ー
ゲ
ル
論
理
学
と
の
緊
獅
の
連
関
は
、
経
済
享
批
判
の
く
経
済
学
の
方
法
Ｖ
中
に
は
叙
説
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
れ
は
吾
共
が
資
本
論
の
中
に
．
発
見
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
：
…
－
…
た
だ
留
意
す
べ
き
は
、
マ
ル
ク
ス
は

貰
本
論
の
構
造
に
っ
い
て
、
一
つ
一
っ
方
法
論
的
に
説
述
す
る
暇
を
も
っ
て
い
な
い
、
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
吾
々
が
見
串
さ
ね
ば
な
ら
な
い

も
の
で
あ
る
。
」
　
　
こ
の
書
の
初
版
が
一
九
三
一
年
の
も
の
で
あ
り
卓
見
て
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
た
し
の
研
究
生
活
は
期
せ
ず
し
て
、
こ
の

青
葉
の
教
示
す
る
と
こ
ろ
を
わ
た
し
の
立
場
か
ら
執
櫛
に
遣
求
し
て
き
た
も
の
と
青
え
る
。
と
こ
ろ
で
三
枝
氏
自
身
は
、
こ
の
言
葉
の
意
味
に

徹
底
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
の
論
証
と
し
て
は
、
短
的
に
「
冒
頭
文
節
」
に
つ
い
て
、
氏
が
何
ら
関
説
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
で
十
分
で
あ
る
と
青
え
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
　
『
資
本
論
』
の
背
飲
的
諭
理
に
気
づ
い
て
い
て
も
、
そ
の
体
系
的
把
撮
の
白
覚
に

ま
で
進
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
「
序
説
」
に
「
へ
－
ゲ
ル
の
端
緒
の
理
論
」
を
取
リ
上
げ
て
い
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
の
「
冒
領
文
蜘
」

と
比
較
を
試
み
て
さ
え
い
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
不
恩
議
な
こ
と
と
し
て
受
け
と
れ
よ
う
。

資
本
講
冒
頭
文
節
の
体
系
的
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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二
〇

　
　
　
武
市
氏
の
著
書
の
「
序
諭
」
第
六
節
「
始
元
の
間
題
」
、
五
の
「
資
本
論
に
１
お
け
る
姶
元
諭
」
に
は
、
流
石
に
「
冒
頭
丈
節
」
を
、
　
『
資
本

　
　
論
』
の
学
的
体
系
性
の
始
元
と
し
て
扱
い
、
河
上
博
士
と
の
解
説
の
差
異
を
指
示
し
て
あ
る
つ
・
し
か
し
、
学
的
体
系
性
の
内
容
的
構
造
と
し
て

　
　
　
の
円
環
的
自
己
運
動
だ
け
に
論
点
が
集
中
さ
れ
て
い
て
、
始
元
そ
の
も
の
の
論
理
的
意
味
は
遣
求
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
氏
の
労
作
を
媒
介

　
　
　
に
Ｌ
な
い
の
は
、
か
く
睨
い
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
が
、
　
「
冒
領
文
節
」
の
本
質
的
間
題
を
わ
た
し
の
ご
と
く
限
定
す
る
と
こ
ろ
に
、
氏
と

　
　
　
の
間
に
自
ら
立
場
か
相
違
の
あ
る
こ
と
を
、
わ
た
し
が
主
張
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
こ
の
点
も
本
稿
の
最
後
で
明
ら
か
に
な
る
が
、
河
上
博

　
　
　
士
の
労
作
は
、
わ
た
し
の
か
か
る
間
題
限
定
に
お
い
て
も
、
な
お
間
題
を
共
通
に
１
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
博
士
の
平
明
な
解
説
に
よ
っ
て
冒
領
文
節
の
第
一
句
の
意
味
を
念
領
に
浮
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
長
文
で
あ
る
が
左
の
引
用

は
、
そ
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
「
資
本
家
的
な
生
産
の
仕
方
が
支
配
的
に
行
わ
れ
て
い
る
杜
会
で
は
、
杜
会
的
に
生
産
さ
れ
て
い
る
ン
、
の
杜
会
の
富
は
、
殆

　
ど
み
な
商
品
で
あ
る
。
吾
六
は
杜
会
的
に
生
産
せ
ら
れ
た
富
を
、
そ
の
如
何
な
る
部
分
で
も
、
自
分
の
物
に
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

　
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
に
向
っ
て
実
践
的
な
働
き
か
け
を
な
す
と
き
、
吾
戊
は
い
つ
で
も
、
そ
れ
ら
の
も
の
を
商
品
と
し
て
見
出

　
す
。
そ
れ
が
吾
六
の
最
初
に
見
出
す
と
こ
ろ
の
、
資
本
家
的
富
の
存
在
の
仕
方
ノ
し
あ
る
。
私
は
自
分
の
生
活
の
た
め
に
、
米
、
味

　
晦
、
醤
油
、
薪
炎
、
等
々
を
必
要
と
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
総
て
他
人
の
生
産
す
る
と
こ
ろ
の
他
人
の
私
有
物
で
あ
る
か
ら
、
私
は

　
そ
れ
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
ら
の
物
が
悉
く
商
品
で
あ
る
こ
と
を
直
ち
に
看
取
す
る
。
米
、
味
晦
に
か
ぎ
ら
ず
、

　
お
よ
そ
私
の
生
活
に
必
要
な
も
の
は
、
私
が
こ
れ
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
と
き
、
私
旭
い
つ
も
、
１
、
れ
に
正
札
の
附
い
て
い
る
こ

　
と
を
見
出
す
。
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
物
の
所
有
者
が
私
に
向
っ
て
代
価
を
要
求
す
る
ノ
し
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時

　
に
、
萄
く
も
か
か
る
代
価
を
さ
へ
提
供
す
る
な
ら
ば
、
私
は
私
の
欲
す
る
如
何
な
る
物
を
で
も
、
こ
れ
を
商
品
の
世
界
か
ら
得
る

　
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
私
は
、
杜
会
的
に
生
産
さ
れ
る
富
の
全
体
を
く
一
個
の
歴
大
な
商
品
の
集
大
成
Ｖ
と
し
て



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
心

　
見
出
し
、
侃
々
の
商
品
を
か
か
る
杜
会
的
富
の
く
細
胞
Ｖ
と
し
て
見
出
す
の
、
て
あ
る
。
」

　
冒
頭
文
節
の
文
意
と
し
て
は
右
ノ
し
十
分
に
近
い
。
な
ほ
補
う
て
博
士
は
述
べ
る
。

　
　
　
「
杜
会
的
な
富
の
か
く
の
如
き
存
在
の
仕
方
は
、
か
か
る
富
の
杜
会
的
な
生
産
の
仕
方
と
相
侯
っ
て
い
る
。
資
本
家
的
な
生

　
産
の
仕
方
が
支
配
的
と
な
ら
ざ
る
か
ぎ
り
は
、
商
品
と
な
ら
ざ
る
労
働
生
産
物
に
な
お
多
種
多
様
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
し
た

　
が
っ
て
吾
人
は
商
品
の
世
界
に
見
出
し
え
ざ
る
多
く
の
も
の
を
必
要
と
す
る
。
私
は
明
治
の
十
年
代
に
山
口
県
の
或
る
城
下
で
育

　
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
頃
は
足
袋
な
ど
は
自
分
の
家
で
造
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
…
…
：
…
・
。
し
か
る
に
資
本
家
的
な
生
産
の

　
仕
方
が
支
配
的
に
勢
力
を
得
て
く
る
と
、
例
え
ば
福
助
足
袋
、
鬼
底
足
袋
、
等
六
の
商
標
を
も
っ
た
資
本
家
的
商
品
と
し
て
、
足

　
袋
の
如
き
も
の
ま
で
が
商
品
世
異
の
一
員
と
し
て
登
録
さ
れ
て
く
る
。
…
…
…
…
。
商
品
世
界
の
目
録
は
次
第
六
六
に
完
備
に
近

　
ず
き
、
遂
い
に
は
社
会
的
な
富
が
く
一
個
の
お
そ
ろ
し
く
雇
大
な
商
品
の
集
大
成
Ｖ
と
な
る
。
そ
れ
を
商
品
の
集
大
成
と
い
う
の

　
は
、
そ
こ
に
は
有
ら
ゆ
る
種
類
の
商
品
が
網
羅
さ
れ
て
お
り
、
登
録
漏
れ
の
も
の
が
殆
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
、
〈
金
さ

　
え
あ
れ
ば
何
一
つ
不
自
由
の
な
い
Ｖ
と
い
う
世
の
中
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
杜
会
的
な
富
が
一
個
の
商
品
集
大
成
に
網
羅

　
さ
れ
了
る
な
ら
ば
、
ン
、
の
如
何
な
る
単
竹
を
捉
え
て
も
皆
な
商
帰
な
Ｏ
だ
か
ら
、
個
六
〇
商
品
は
、
す
な
わ
ち
細
胞
の
形
態
で
現

　
わ
れ
る
の
で
あ
る
、
試
み
に
デ
バ
ー
ト
メ
ソ
ト
・
ス
ト
ァ
ヘ
行
っ
て
見
よ
。
…
：
…
…
。
ン
、
こ
に
あ
る
も
の
は
玩
具
で
も
菓
子
で

　
も
何
ん
で
も
か
で
も
皆
な
商
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
如
何
な
る
子
供
で
も
経
駄
的
に
確
め
う
る
事
実
で
あ
る
。
」

　
右
の
解
説
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
方
法
論
的
意
味
は
、
第
一
に
博
十
が
、
唯
物
弁
証
法
の
出
発
点
を
直
接
的
な
経
験
に
の
み
求
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
）

そ
こ
に
お
け
る
白
明
の
事
実
を
原
理
と
し
て
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
全
体
と
し
て
の
資
本
制
的
諾
杜
会
の
富
と
そ
れ

を
構
成
す
る
く
細
胞
Ｖ
と
し
て
の
個
Ａ
の
商
品
と
が
、
最
初
か
ら
内
的
連
絡
を
も
っ
て
同
時
的
に
我
六
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
指

　
　
資
本
諭
冒
頭
文
節
の
体
系
的
意
味
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
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壬

　
摘
で
あ
る
。
第
一
の
方
法
論
的
意
味
は
、
一
つ
の
直
接
知
の
立
場
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
却
て
告
白
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、

　
唯
物
弁
託
法
の
立
場
に
到
達
す
る
た
め
の
哲
学
的
思
索
の
不
徹
底
の
た
め
、
要
す
る
に
そ
の
賞
図
に
か
か
わ
ら
ず
博
士
を
し
て
経
験

　
主
義
に
堕
せ
し
め
て
い
る
。
し
か
し
第
二
の
方
法
論
的
意
味
は
、
な
お
一
層
根
拠
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
余
地
が
あ
る
に
し
て
も
、

１
博
士
に
哲
学
的
精
神
の
あ
っ
た
こ
と
を
証
示
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
優
れ
た
方
法
論
的
洞
察
で
あ
ろ
う
。

　
　
ユ
、
河
上
博
士
著
『
資
本
論
入
門
』
　
（
青
木
文
庫
版
）
、
七
八
頁
。
お
よ
び
七
八
－
七
九
頁
。

　
　
２
、
同
有
、
八
○
頁
。

　
　
３
、
岡
右
、
七
七
頁
。

　
　
４
、
直
接
知
昌
冒
奉
巴
げ
冒
９
考
｝
竃
９
の
立
場
に
つ
い
て
は
謹
７
を
見
よ
。

　
　
冒
頭
交
節
の
解
明
に
お
け
る
博
士
の
方
法
論
的
立
場
と
ン
、
の
成
果
と
を
、
評
価
す
る
こ
と
が
当
面
の
目
的
で
は
あ
る
が
、
ユ
、
の
た

　
め
に
順
序
を
追
う
て
、
博
士
の
解
明
に
現
わ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
の
全
般
的
な
分
析
方
法
を
博
士
自
身
の
文
章
か
ら
明
瞭
に
し
て
ゆ
く

　
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
博
士
は
、
わ
た
し
の
叙
述
し
て
き
た
冒
頭
文
節
の
予
備
的
分
析
に
お
け
る
第
一
段
お
よ
び
第
二
段
に
お
い
て
、
共
通
し
て
同
一
の

　
意
味
に
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
て
る
は
ず
の
「
…
…
と
し
て
現
わ
れ
る
」
と
い
う
盲
葉
に
つ
い
て
、
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い

　
る
。

　
　
　
　
「
こ
れ
は
吾
六
に
与
え
ら
れ
て
い
る
外
的
現
象
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
る
と

　
　
そ
う
い
う
こ
と
が
始
め
て
分
か
る
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
た
だ
誰
も
が
彼
れ
自
身
の
経
験
に
よ
っ
て
直
接
に
確
め
う
る
現
象
、

　
　
そ
の
現
象
を
何
人
の
限
に
も
映
じ
る
が
ま
ま
に
取
っ
て
き
て
、
こ
れ
を
こ
の
「
資
本
論
」
の
傍
頭
に
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。
だ

　
　
か
ら
「
経
済
学
批
判
』
に
は
「
一
見
す
れ
ば
」
＞
一
｛
｛
昌
ｏ
茸
２
二
圭
ネ
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
を
も
っ
た
言
葉
が
冒
頭
に
お
い
て



雲
・
そ
註
吾
三
与
え
完
て
い
る
現
象
と
し
て
、
誰
嘉
疑
う
こ
と
の
で
き
き
、
し
た
が
つ
て
論
証
す
る
必
要
の
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幻

最
も
根
本
的
な
経
験
的
事
実
な
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
「
と
こ
ろ
義
荒
て
い
る
の
は
・
全
体
の
票
一
個
の
圭
、
ろ
し
く
美
姦
商
品
の
集
大
成
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
の

奪
隻
く
・
同
時
に
貨
の
商
晶
は
、
か
か
る
富
の
構
成
繋
と
し
て
現
荒
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
細
胞
と
少
な
つ
て

現
わ
れ
て
い
る
と
言
一
て
ら
－
－
・
荒
は
、
一
ル
ク
ス
の
辛
の
審
く
讐
る
の
で
は
な
く
、
彼
の
注
意
猛
さ
れ
て
眼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５
）

　
を
そ
の
方
に
向
け
さ
え
す
れ
ば
誰
れ
で
も
の
眼
に
斯
く
映
じ
る
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
「
以
上
の
如
く
吾
乏
与
え
臭
て
い
る
外
的
現
象
、
こ
失
、
唯
物
論
的
見
地
に
立
つ
吾
六
に
と
り
、
そ
の
研
究
を
如
何

奮
点
か
島
発
せ
し
む
べ
き
か
を
規
定
す
る
た
め
に
役
立
つ
。
か
く
て
こ
の
冒
頭
の
一
句
は
く
だ
か
暑
六
の
研
究
は
商
品
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

分
析
を
も
て
始
ま
る
Ｖ
と
、
い
う
言
葉
で
結
票
て
容
。
一

以
上
で
要
す
る
に
博
士
は
・
こ
の
姦
全
体
の
方
法
論
的
解
明
が
成
警
芝
た
と
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
し
、
事
実
に
き
て

も
三
段
の
驚
題
の
論
諾
関
連
を
明
示
し
た
こ
と
隻
一
て
い
る
こ
と
嘉
者
は
受
け
と
完
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
淳
る
博

士
の
方
法
論
的
立
場
は
、
博
士
自
身
の
言
葉
ど
お
り
に
次
の
ご
と
く
要
約
で
き
る
。

　
　
　
「
し
か
し
吾
六
の
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
分
桁
に
と
っ
て
最
初
の
対
象
と
荒
る
商
品
の
現
実
性
で
あ
る
。
”
一
、
れ
は
思
惟
の

　
産
物
と
し
て
出
て
き
た
も
の
で
な
く
、
研
究
の
前
提
と
し
て
思
准
以
前
に
お
か
れ
た
一
の
外
的
現
象
で
あ
る
。
」

　
　
　
「
謂
わ
ゆ
る
哲
学
者
は
簗
を
始
め
る
た
め
に
撃
閉
じ
て
麦
込
票
、
唯
物
論
者
は
先
ず
眼
を
開
い
て
外
的
現
婁
見

る
・
吾
三
頭
脳
内
隻
け
る
思
惟
の
産
物
妄
く
、
考
え
臭
る
外
的
現
象
と
し
て
轟
の
事
実
を
、
そ
の
藁
の
た
め
の
前

提
と
な
す
点
に
・
唯
物
論
的
認
識
の
根
本
的
特
撃
存
す
る
。
唯
物
弁
要
は
か
か
る
事
実
か
島
発
す
る
が
ゆ
を
、
そ
註

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三

　
　
資
本
諭
冒
頭
文
節
の
体
系
的
意
味
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他
に
依
存
す
る
も
の
で
な
く
、
他
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
そ
れ
自
ら
の
う
ち
に
自
ら
を
証
明
す
る
。
」

　
と
こ
ろ
で
読
者
は
、
博
士
の
以
上
の
引
用
文
を
「
謂
わ
ゆ
る
哲
学
者
」
の
ご
と
く
「
眼
を
閉
じ
し
て
考
え
込
む
」
こ
と
な
く
し
て

読
み
過
す
こ
と
が
で
き
る
る
で
あ
ろ
う
か
。
哲
学
者
は
唯
物
論
者
で
な
く
て
も
凡
て
「
眼
を
開
い
て
外
的
現
象
を
見
る
」
。
‘
そ
し
て

見
た
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
外
的
な
所
与
に
つ
い
て
の
み
悟
性
的
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
を
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
を

も
っ
て
、
カ
ソ
ト
は
人
間
の
認
識
能
力
の
限
界
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
有
隈
な
人
間
の
一
般
的
な
意
識
構
造
と
し
た
が
、
哲
学
者
と
い

え
ど
も
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
例
外
を
な
す
は
ず
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
「
資
本
講
』
を
党
派
的
立
場
で
著
述
し
た
の
で
あ
る
が
、

マ
ル
ク
ス
主
義
に
あ
っ
て
党
派
性
が
セ
ク
ト
主
義
を
い
み
せ
ず
、
か
え
っ
て
客
観
性
を
保
証
す
る
具
体
的
普
遍
の
立
場
の
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
そ
の
叙
述
に
あ
た
っ
て
、
如
何
な
る
立
場
の
人
に
も
読
め
ば
解
り
始
ま
る
よ
う
に
骨
を
折
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
既
に

何
か
ら
始
ま
る
か
と
い
う
始
元
の
哲
学
的
問
題
が
顔
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
も
こ
れ
を
自
覚
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
こ
の
具
体
的
普
遍
が
如
何
な
る
特
殊
性
を
も
包
摂
す
る
と
い
う
一
面
の
契
機
を
も
つ
も
の
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ

る
。
か
く
て
「
資
本
論
」
は
、
資
本
主
義
杜
会
の
経
済
的
構
造
を
研
究
し
た
経
済
学
と
し
て
、
現
に
こ
の
資
本
主
義
杜
会
に
生
活
し

て
い
る
凡
て
の
人
六
に
理
解
さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
経
済
生
活
に
お
け
る
誰
で
も
の
経
験
す
る
事
実
、
す

な
わ
ち
誰
で
も
に
共
通
す
る
体
駿
内
容
を
前
提
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ン
、
し
て
、
こ
の
点
こ
そ
は
、
河
上
博
士
の
解
説
に
お
い
て
強
調
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
○
て
あ
っ
“
．
に
。
　
「
研
究
の
前
提
と
し
て
思
惟
以
前
に
お
か
れ
た
一
の
外
的
現
象
」
の
直
接
性
こ
そ
は
、
博
士

の
始
元
論
の
生
命
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
思
惟
以
前
に
お
か
れ
た
一
の
外
的
現
象
」
で
あ
る
現
実
的
な
「
商
品
の
現
実
性
」
を
ば
、

最
初
の
分
析
の
対
象
と
す
べ
き
課
拠
と
し
て
の
第
一
段
、
第
二
段
の
マ
ル
ク
ス
の
文
章
の
僻
説
に
お
い
て
、
諾
商
品
の
集
積
と
し
て

の
資
本
制
的
富
の
全
体
も
、
か
か
る
富
の
要
素
的
形
態
と
し
て
の
個
六
の
商
品
も
、
同
時
に
、
　
「
マ
ル
ク
ス
の
眼
に
の
み
映
じ
る
の



で
は
な
く
、
彼
の
注
意
に
促
さ
れ
て
眼
を
そ
の
方
向
に
向
け
さ
え
す
れ
ぼ
誰
れ
で
も
の
眼
に
も
映
じ
る
」
と
博
士
墜
言
う
の
で
あ
る
い

「
眼
に
映
ず
る
」
と
は
感
性
的
に
直
観
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
感
性
的
直
観
は
外
的
対
象
を
認
識
す
る
ば
あ
い
の
人
間
意
識

の
最
も
直
接
的
な
形
態
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
博
士
は
、
「
マ
ル
ク
ス
の
注
意
に
促
さ
れ
て
眼
を
そ
の
方
向
に
向
け
さ
え
す
れ
ば
」
、

と
隈
定
し
て
、
資
本
制
的
富
の
全
体
と
そ
の
エ
レ
メ
ソ
ト
と
し
て
の
個
六
の
商
品
と
が
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
に
直
接
的
で
あ
る
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に
節
を
遣
っ
て
解
明
的
に
論
述
し
て
ゆ
く
つ
も
り
で
あ
る
が
、
一
応
は
不
可
能
な
こ
と
と

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
、
と
に
か
く
、
こ
の
よ
う
に
し
て
博
士
の
王
張
し
て
い
る
こ
の
直
接
性
は
、
マ
ル
ク
ス
を
媒
介
に
し
た
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
７
）

接
性
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
立
つ
人
友
に
の
み
承
認
さ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
、
い
わ
ば
マ
ル
ク
ス
に
た
い
す
る
信
仰
を
裏
に

秘
め
た
発
言
と
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
逆
に
い
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
・
王
義
に
立
た
な
い
人
六
に
は
狼
断
的
援
言
と
し
か
受
け
と
り
え
な
い
も

の
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
立
場
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
直
接
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
、
い
ま
こ

こ
で
最
初
に
間
題
に
な
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
誰
に
で
も
直
接
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
こ
と
、
立
場
を
異
に
す
る
人
六

も
仮
定
を
お
か
ず
し
て
読
み
始
め
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
単
純
な
直
接
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
博
士
に
も
「
謂
ゆ
る
哲

学
者
の
ご
と
く
眼
を
閉
じ
て
考
え
込
む
」
必
要
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
博
士
は
こ
の
こ
と
の
思
弁
の
必
要
を
自
覚
し
て
い
な
い
。

こ
の
非
哲
学
的
な
熊
度
は
、
博
士
の
立
場
の
欠
陥
で
あ
っ
て
、
マ
ル
’
ク
ス
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
前
提
を
許
し
た
上
で
も
、
以
下
に

述
べ
る
よ
う
な
形
で
蒋
び
現
れ
る
ざ
る
を
え
な
い
。

　
５
、
河
上
博
士
著
前
掲
書
、
六
七
１
六
九
頁
。

　
６
、
同
右
、
七
六
頁
、
お
よ
ぴ
八
○
頁
、
、

　
７
、
へ
ー
ゲ
ル
は
『
小
諭
理
学
』
〕
す
備
概
念
」
に
お
い
て
、
客
観
性
に
た
い
し
て
思
惟
が
と
る
色
々
な
態
度
を
三
つ
に
分
類
し
て
批
判
の
対
象
と

　
　
　
し
た
が
、
そ
の
第
三
の
態
度
と
し
て
直
接
知
の
立
場
を
挙
げ
て
い
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
殆
ど
も
っ
ぱ
ら
ヤ
コ
ー
ビ
ー
∴
声
寸
８
巨
ミ
お
Ｉ
Ｈ
◎
ｏ
お

　
　
資
本
論
冒
頭
文
節
の
体
系
的
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



立
命
館
経
済
掌
（
第
二
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

ら
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ヤ
コ
ー
ビ
に
．
よ
れ
ば
「
認
識
と
は
有
限
な
も
の
の
認
識
、
す
な
わ
ち
、
制
約
さ
れ
た
も
の
か
ら
制
約
さ
れ

た
も
の
へ
と
系
列
を
な
し
て
ゆ
く
思
惟
の
進
行
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
説
明
と
か
概
念
的
把
握
と
か
は
、
或
る
も
の
を
他
の
も
の
に
・
よ
っ

て
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て
示
す
こ
と
を
い
み
し
、
そ
こ
で
は
凡
ゆ
み
内
容
が
特
殊
的
で
あ
リ
、
依
存
的
で
あ
り
、
有
限
で
あ
る
。
そ
し
て
無

限
な
も
の
、
真
実
在
、
神
は
、
認
識
が
そ
こ
か
ら
一
歩
も
串
な
い
よ
う
な
機
械
的
連
関
の
外
に
ー
あ
る
」
目
。
げ
ｑ
。
－
・
目
目
。
ｋ
。
一
。
号
ま
。
・
く
。
、
げ
。
び
ｑ
、
奉

吻
¢
ド
　
（
邦
訳
『
小
論
理
学
』
岩
波
文
庫
版
二
ニ
ニ
頁
）
と
い
う
。
要
す
る
に
、
思
惟
は
真
理
を
把
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
説
く
立
場
で
あ

る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
へ
－
ゲ
ル
、
は
「
媒
介
さ
れ
た
知
識
は
有
限
な
内
容
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
童
一
理
を
把
握
し
，
叶
ん
、
ま
た
神

を
直
観
す
る
ヤ
コ
ー
ビ
の
理
性
は
、
直
接
知
あ
る
い
は
信
仰
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
亭
声
泌
ｏ
ド
（
二
一
五
頁
）
。
媒
介
を
排
除
し
た
知
的
直

観
の
ヤ
コ
ー
ビ
的
神
秘
主
義
に
１
た
い
し
て
は
、
い
や
し
く
も
唯
物
論
者
な
り
科
挙
者
な
リ
は
、
清
算
ず
み
の
よ
う
で
あ
る
が
必
ず
し
も
そ
う
と

は
い
え
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
は
考
察
を
経
験
の
領
域
に
移
し
て
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
叙
べ
て
い
る
。
　
「
た
と
え
ば
数
学
者
で
も
、
そ
の
他
、
或
る
学

間
に
通
じ
て
い
る
人
は
誰
で
も
、
そ
れ
に
．
達
す
る
に
は
非
常
に
複
雑
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
よ
う
な
解
答
を
、
直
接
に
・
持
ち
あ
わ
せ
て
踏
リ
、

ま
た
教
養
あ
る
人
は
、
み
な
多
く
の
思
索
と
長
い
人
生
経
験
と
か
ら
の
み
生
じ
た
択
山
の
普
遍
的
見
地
や
原
則
を
、
直
接
そ
の
知
識
の
う
ち
に
・

持
一
て
い
る
。
わ
れ
く
が
あ
ら
ゆ
る
知
識
や
芸
術
や
技
術
や
隻
い
て
達
す
る
議
と
は
、
こ
の
ば
あ
い
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ま
さ
に
こ
う

し
た
知
識
や
活
動
や
を
直
接
に
意
識
の
う
ち
に
持
つ
こ
と
、
否
、
外
的
な
活
動
や
手
足
の
う
ち
に
さ
え
持
つ
こ
と
に
・
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
　
こ

れ
ら
の
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
知
識
の
直
接
性
は
、
そ
の
媒
介
を
排
除
し
な
い
ば
か
り
か
、
直
接
知
は
媒
介
知
の
所
産
で
あ
り
縞
果
で
あ
る

と
い
う
風
に
、
両
者
は
結
合
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
亭
竃
・
吻
竃
・
（
ニ
ニ
ニ
頁
）
と
。

　
さ
て
、
　
『
資
本
論
』
冒
頭
文
節
の
第
一
、
二
段
の
二
命
題
、
と
く
に
後
者
が
、
感
性
的
知
覚
の
対
象
に
な
り
え
た
と
し
た
と
き
、
河
上
博
士

は
、
そ
れ
ら
の
知
識
は
直
接
的
に
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
備
は
れ
る
も
の
と
す
る
立
場
に
、
不
用
意
に
お
ち
こ
ん
で
い
る
と
わ
た
し
は
い
う
の
で

あ
る
。
直
接
的
に
自
分
の
意
識
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
自
党
す
る
と
否
と
に
１
差
別
は
な
い
。
こ
の
ば
あ
い
「
限
を
開
い
て
見
る
」
と

い
う
こ
と
は
無
自
覚
的
な
も
の
を
自
党
さ
す
機
縁
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。
　
「
マ
ル
ク
ス
に
ー
促
さ
れ
て
」
と
い
う
の
は
マ
ル
ク
ス
に
た
い
す
る
信

仰
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
経
験
の
領
域
に
拍
い
て
も
直
接
知
は
信
仰
に
通
ず
る
。
Ｌ
か
し
、
河
上
博
士
が
か
二
る
直
接
知
の
立
場
を
意
識
的
に

と
る
意
図
の
な
か
っ
た
か
ぎ
リ
で
は
、
経
験
主
義
に
堕
し
て
い
た
と
い
う
ぽ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
経
験
主
義
、
へ
ー
ゲ
ル
が
「
客
観
性
に



　
　
　
つ
い
て
の
恩
想
の
と
る
第
二
の
態
度
の
一
つ
」
に
つ
い
て
は
、
後
節
で
触
れ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
・
博
士
の
信
仰
え
た
一
ル
ク
言
身
隻
い
て
は
何
う
か
。
第
一
段
、
第
二
段
の
両
命
題
は
、
本
稿
竈
節
で
分
析
す
る
ご
と

　
　
く
・
古
典
経
撃
の
研
究
隻
い
て
媒
介
さ
れ
た
一
ル
ク
言
身
の
も
の
で
あ
る
。
直
接
的
に
し
て
同
時
に
媒
介
的
を
の
で
あ
る
。
こ
の
直

　
　
接
性
と
は
如
何
な
る
き
か
・
一
ル
ク
ス
以
外
の
人
乏
は
直
接
的
で
言
え
な
い
も
の
か
。
あ
リ
う
る
と
す
す
涯
如
何
に
し
て
か
。
こ
れ

　
　
　
が
本
稿
の
最
後
の
間
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

　
し
か
し
・
こ
の
欠
陥
を
指
摘
す
る
ま
え
に
・
博
士
が
経
験
的
な
直
接
性
か
ら
出
発
し
た
と
い
う
こ
と
、
『
資
本
論
」
に
お
け
る
研

究
童
び
叙
述
の
始
ま
り
が
直
接
的
奪
れ
わ
れ
一
般
市
誉
体
讐
春
注
奮
ぬ
と
い
う
こ
と
を
哩
が
確
信
し
て
い
た
こ

と
・
こ
の
こ
と
の
方
法
論
的
意
味
を
十
君
評
価
し
て
芝
必
票
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
一
ル
ク
ス
が
冒
頭
文
節
を
体
系
的
に
篭

づ
け
る
た
め
に
「
霧
学
批
判
＝
の
か
た
、
一
奉
論
一
警
巻
の
「
再
版
一
賃
た
る
ま
で
、
つ
潅
姦
に
ま
て
い
た
と

推
定
さ
る
べ
き
・
エ
ル
一
大
籔
学
一
第
一
巻
の
「
学
は
何
葦
の
始
兄
と
享
べ
き
か
一
の
標
題
を
も
つ
、
か
の
「
墨
論

述
一
蓋
読
し
て
掌
二
こ
で
一
－
ゲ
ル
は
、
直
接
的
書
の
と
媒
介
聾
な
も
の
と
の
非
分
離
的
高
係
か
ら
説
き
は
じ
め
て
、

つ
ぎ
に
・
学
問
的
方
法
と
し
て
の
始
元
に
つ
い
て
論
述
し
二
る
。
こ
の
個
所
で
つ
ぎ
の
望
単
を
見
い
だ
す
。
す
糞
ち
、

　
　
　
「
…
…
：
…
二
の
現
象
す
る
精
神
の
学
問
に
き
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
経
験
的
感
鶴
意
識
か
畠
発
す
る
が
、
こ
の
意

識
呈
未
来
の
苔
の
直
接
的
譲
で
あ
る
。
他
の
種
類
の
意
識
、
た
と
え
ば
神
的
莫
理
ま
た
は
内
的
経
験
に
た
い
す
る
信
仰
、

内
的
天
啓
に
も
と
づ
く
譲
套
が
・
こ
の
嚢
的
譲
と
さ
れ
る
こ
と
は
本
来
的
に
不
都
合
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
一
精
神
現
象

学
一
に
書
て
は
・
こ
の
直
接
的
意
識
は
亦
こ
の
学
間
に
お
け
る
最
初
長
接
的
な
も
の
イ
あ
つ
て
、
し
た
が
つ
て
、
そ
の
前
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七

　
　
　
費
本
諭
冒
頭
丈
節
の
体
系
的
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
・



　
　
立
命
鮮
経
済
掌
（
第
二
巻
・
第
一
景
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

　
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
『
論
理
学
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
『
現
象
学
』
が
そ
の
緒
果
と
し
て
示
す
と
こ
ろ
の
も
の
、
す
な
わ
ち

　
純
粋
知
識
と
し
て
の
理
念
が
前
提
と
な
る
。
『
論
理
学
』
は
純
粋
学
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
純
粋
知
識
の
展
開
の
全
領
域
で
あ

　
６
）

　
る
。
」

　
し
か
し
へ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
、
学
間
そ
れ
自
身
と
は
、
こ
の
純
粋
学
と
し
て
の
『
論
理
学
』
で
し
か
な
い
。
か
く
て
、
右
の
文

章
の
直
ぐ
前
に
、

　
　
　
「
学
問
ン
、
れ
自
身
に
入
い
る
以
前
に
、
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
を
純
粋
に
し
明
瞭
に
し
よ
う
と
求
め
る
の
は
、
緒
局
、
学
間

　
の
範
囲
外
に
お
い
て
こ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
に
他
な
ら
ぬ
。
し
か
し
、
学
間
の
範
囲
外
で
は
、
す
く
な
く
と
も
そ
れ

　
は
学
問
的
方
法
に
も
と
づ
い
て
取
り
あ
つ
か
わ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
自
由
に
そ
れ
自
身
と
し
て
存
す
る
よ
う
な
思
帷
の
要
素
の
う
ち
で
、
す
な
わ
ち
純
粋
知
識
の
う
ち
で
、
始
元
が
行
わ
れ
な
け
れ

　
ば
な
ら
ぬ
ば
あ
い
、
そ
の
始
元
は
論
理
的
で
あ
る
。
か
く
て
、
こ
の
始
ま
り
は
、
純
粋
知
識
が
意
識
の
最
後
の
絶
対
的
稟
理
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６
）

　
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
。
」

と
い
う
文
章
を
見
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
へ
ー
ゲ
ル
で
は
、
　
『
糖
神
現
象
学
」
に
お
け
る
始
元
と
し
て
の
直
接
的
知
識
、
す
な
わ
ち
、

わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
経
験
的
感
覚
的
意
識
は
、
非
前
理
的
な
始
元
で
あ
り
、
真
実
の
学
問
的
な
初
ま
り
を
な
す
も
の
で
な
い
と
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
７
）

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
稿
の
た
め
の
序
説
な
い
し
本
稿
の
前
節
に
お
い
て
、
わ
た
し
が
論
述
し
て
き
た
ご
と
く
、

『
資
本
論
」
は
「
物
質
の
現
象
学
」
を
一
契
機
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
学
的
体
系
性
に
あ
っ
た
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
マ
ル
ク

ス
で
は
、
　
「
経
験
的
感
覚
的
意
識
は
本
来
Ｏ
い
み
で
胆
接
的
な
知
識
と
し
て
」
学
問
的
に
、
し
た
が
っ
て
「
論
理
的
に
も
始
元
で
あ

り
」
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
河
上
博
士
の
上
述
の
主
張
は
正
し
い
も
の
と
承
認
さ
る
べ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

き
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
「
資
本
論
』
は
同
時
に
ま
た
「
論
理
学
」
で
も
あ
つ
ｂ
。
　
「
物
質
現
象
学
」
を
媒
介
に
し
て
成
立
し
て
い

る
論
理
学
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
「
資
本
論
』
の
学
的
体
系
性
に
お
け
る
論
理
的
始
元
は
、
経
験
的
感
覚
と
し
て
の
直
接

的
知
識
だ
け
に
決
め
て
し
ま
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
あ
た
か
も
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
「
糖
神
規
象
学
」
に
叙
述
さ
れ
た
白
然

的
意
識
の
遍
歴
過
程
の
最
後
に
到
達
し
た
よ
う
な
純
粋
知
識
の
領
域
に
お
け
る
学
問
的
始
元
の
意
味
の
ご
と
き
も
の
を
、
プ
ル
ク
ス

も
「
資
本
論
』
に
お
い
て
、
そ
の
学
的
体
系
の
始
元
の
他
の
契
機
と
し
て
、
考
え
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
で
、

へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
か
の
純
粋
知
識
と
し
て
の
理
念
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
　
　
　
「
理
念
は
『
精
神
現
象

学
」
の
緒
果
に
お
い
て
真
理
に
ま
で
発
展
し
た
と
こ
ろ
の
確
実
性
と
し
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
確
実
性
は
、
一
面
か
ら

み
れ
ば
、
も
は
や
対
象
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
対
象
を
内
面
化
し
て
、
こ
れ
を
白
已
自
身
に
ほ
か
な
ら
ぬ
も
の

と
し
て
白
覚
し
て
い
る
と
と
も
に
、
他
面
、
そ
の
対
象
に
対
立
し
て
単
に
そ
の
否
定
と
な
る
も
の
と
し
て
の
自
已
に
関
す
る
知
識
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６
）

止
揚
し
、
こ
の
対
象
の
否
定
と
し
て
の
主
観
性
を
も
棄
却
し
、
も
っ
て
こ
の
棄
却
と
一
つ
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９
）

　
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
も
客
観
的
な
概
念
で
あ
っ
た
が
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
の
客
襯
．
的
概
念
は
範
樽
と
し
て

の
資
本
で
あ
り
、
こ
の
資
本
の
範
曉
的
領
域
の
エ
レ
メ
ン
ト
が
『
資
本
論
』
に
お
い
て
商
日
叩
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
事
柄

ノ
し
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
資
本
論
』
の
「
論
理
学
」
と
し
て
の
学
問
的
始
元
は
、
範
鴫
と
し
て
の
商
品
で
あ
る
は
ず
ノ
し
あ
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
の
個
六
の
商
品
は
、
河
上
博
士
の
強
調
に
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
感
鴬
的
経
験
の
直
接

　
　
　
　
）

的
な
対
執
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
『
資
本
論
』
固
有
の
学
的
体
系
性
に
お
け
る
そ
の
「
論
理
学
」
的
契
機
に
あ
っ
て
、
そ
の
始
元

と
さ
る
べ
き
も
の
は
、
同
じ
く
範
醸
的
な
エ
レ
メ
ソ
ト
と
し
て
の
個
六
の
商
品
で
あ
っ
て
も
、
ン
、
の
経
験
的
感
覚
と
い
う
直
接
性
に

非
ざ
る
・
思
惟
を
媒
介
に
し
て
到
達
し
う
る
超
感
覚
的
な
、
．
そ
の
か
ぎ
り
ノ
し
媒
介
的
在
も
の
、
感
性
的
直
接
性
の
背
後
に
隠
れ
て
い

　
　
資
本
諭
冒
頭
文
節
の
体
系
的
意
凍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九

　
　
　
沖



　
　
　
立
命
館
経
済
掌
（
第
二
巻
・
第
一
晋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

る
内
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
あ
る
い
は
、
商
品
白
饅
の
立
場
に
た
て
ば
、
内
的
に
直
接
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
へ
ー
ゲ
ル
も
、
右
に
引
用
し
た
ご
と
き
「
純
粋
如
識
の
規
定
か
ら
み
て
、
こ
の
純
粋
学
と
し
て
の
「
論
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６
）

学
」
の
始
元
は
内
在
的
な
も
の
に
止
支
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
Ｌ
と
い
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
言
葉
に
続
け
て
、
こ
の

内
在
的
な
始
元
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
　
「
結
局
そ
こ
に
現
存
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
観
察
す
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、
わ
れ

わ
れ
が
も
つ
凡
て
の
反
省
や
臆
見
を
捨
て
て
、
こ
の
現
存
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
全
く
虚
心
に
受
容
す
る
と
い
う
こ
と
、
．
の
ほ
か
に

必
要
と
す
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
感
覚
的
経
験
の
立
場
か
ら
媒
介
的
に
し
か
把
握
で
き
な
い
範
膳
的
商
品
の
内
的
事
態

を
虚
必
に
観
察
す
る
こ
と
は
、
本
稿
で
は
蓬
か
後
節
に
果
す
予
定
で
あ
る
が
、
河
上
博
士
の
ば
あ
い
で
は
、
こ
の
内
的
事
態
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

る
始
元
に
つ
い
て
は
、
最
後
ま
で
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
博
士
の
始
元
の
理
解
に
お
け
る
一
面
性
が
あ
り
、
直
接
知
の
立

場
に
と
ど
ま
っ
て
経
験
主
義
に
堕
し
て
い
た
と
、
さ
き
に
わ
た
し
が
批
判
し
た
消
極
的
な
論
拠
が
、
ま
た
こ
こ
に
あ
る
。

　
６
、
へ
ー
ゲ
ル
『
大
論
理
学
』
第
一
巻
、
七
八
－
七
九
頁
、
お
よ
ぴ
七
九
頁
。

　
７
、
前
号
所
載
の
拙
稿
「
資
本
論
の
体
系
性
、
　
　
冒
頭
文
節
の
体
系
的
意
味
を
分
析
す
る
た
め
の
序
説
と
し
て
」
。

　
８
、
同
右
の
第
二
な
い
し
第
三
の
両
節
を
参
照
さ
れ
た
し
、
一

　
９
、
　
『
資
本
論
』
に
お
い
て
範
嬢
と
は
、
す
べ
て
へ
ー
ゲ
ル
『
論
理
学
』
に
お
け
る
ば
あ
い
と
は
棉
違
し
て
、
単
に
１
思
惟
的
な
も
の
で
な
く
、
同
時

　
　
　
に
感
覚
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
現
実
的
に
感
性
的
な
資
本
、
貨
幣
、
商
品
な
ど
が
そ
の
ま
ふ

　
　
　
範
醇
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
ら
の
特
殊
的
個
別
性
に
１
お
い
て
超
感
性
的
な
普
遍
性
を
他
の
契
機
と
し
て
内
在
せ
し
め
て
い
る
こ
と

　
　
　
を
捕
捉
し
え
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
を
唯
物
論
的
範
醸
と
は
言
い
え
な
い
。
感
覚
的
に
．
し
て
同
時
に
恩
惟
的
で
あ
リ
両
契
機
の
矛
盾
的
白
己
同

　
　
　
一
に
あ
る
ご
と
き
範
騰
の
円
環
的
白
己
運
動
と
し
て
、
　
『
資
本
論
』
の
学
的
体
系
性
が
成
刀
た
っ
で
、
い
る
と
こ
ろ
に
．
、
へ
ー
ゲ
ル
の
学
的
体
系

　
　
　
性
よ
リ
も
徹
底
し
て
、
真
実
の
い
み
で
現
実
的
な
掌
で
あ
る
と
、
　
『
資
本
論
』
に
つ
い
て
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
本
稿
第
一
節
の
註

　
　
　
４
を
参
照
。



ｎ
・
戦
前
・
河
上
博
士
が
筆
和
夫
奈
ら
批
判
さ
芝
博
士
の
蕃
の
限
界
が
こ
こ
で
こ
の
よ
う
に
器
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
両
碧
方
法
諭

　
　
　
的
立
場
の
対
立
に
つ
い
て
は
・
襲
一
薬
論
の
挙
問
的
構
造
一
所
収
の
警
の
鶏
、
「
認
識
論
と
し
て
の
資
本
論
」
茎
照
。

　
ま
こ
と
に
へ
ー
ゲ
ル
も
い
み
じ
く
圭
言
っ
た
よ
う
に
、
　
「
天
上
、
自
然
、
糖
神
、
あ
る
い
は
他
の
如
何
な
る
場
所
に
お
い
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
）

こ
の
直
接
性
と
媒
介
性
と
を
共
に
包
含
し
な
い
よ
う
な
も
の
は
、
一
つ
と
し
て
存
在
し
な
へ
」
の
で
あ
る
。
々
し
て
同
じ
個
所
ノ
し
へ

ー
ゲ
ル
は
ま
た
言
う
。
こ
の
直
接
性
と
媒
介
性
と
が
分
離
不
可
能
な
事
柄
で
あ
る
と
い
う
抽
象
的
な
一
般
的
規
定
も
、
　
「
恩
准
、
知

識
・
認
識
と
関
係
し
て
く
る
と
、
こ
の
両
契
機
の
対
立
は
、
直
接
的
知
識
ま
た
は
媒
介
的
知
識
と
い
う
一
層
具
体
的
な
形
態
を
保
つ

た
め
、
認
識
一
般
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
　
『
論
理
学
」
の
う
ち
で
考
察
さ
れ
る
と
同
時
に
、
亦
よ
り
具
体
的
彩
態
の
う
ち
に
あ
る
も

の
と
し
て
「
精
神
哲
学
」
お
よ
び
「
糖
神
現
象
学
』
の
う
ち
、
て
も
取
り
あ
つ
か
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
学
問
そ
れ
自
身
に
入
い
る

以
前
に
認
識
を
純
粋
明
瞭
に
し
よ
う
と
求
め
る
こ
と
は
、
結
局
、
学
問
の
範
囲
外
に
お
い
て
、
こ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
を
要
求
す
る

　
　
　
　
　
の

に
ほ
か
な
ら
狐
」
と
い
う
よ
う
に
、
前
に
引
用
し
た
句
に
つ
ず
く
の
で
あ
る
が
、
　
『
資
本
論
」
に
お
い
て
取
り
あ
つ
か
わ
れ
る
ば
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
）

い
に
も
、
具
体
的
形
態
に
よ
っ
て
で
あ
る
ほ
か
な
い
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
「
資
本
論
』
の
「
学
的
体
系

性
そ
れ
自
身
」
か
ら
し
て
、
す
で
に
「
学
門
そ
れ
自
身
に
入
い
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
「
学
問
の
蛇
開
外
に
お
い
て
説
明
す

る
」
と
い
う
非
学
間
的
方
法
と
い
わ
る
べ
き
性
質
の
も
の
、
て
な
い
こ
と
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
薩
接
的
な
も
の

と
媒
介
的
な
も
の
と
の
対
立
に
お
け
る
同
一
性
と
い
う
関
連
に
つ
い
て
、
そ
の
学
問
的
説
明
が
今
こ
こ
に
問
魎
に
な
り
初
め
た
わ
け

で
あ
る
が
、
こ
の
ば
あ
い
、
　
「
資
本
論
』
に
お
け
る
冒
頭
文
節
の
個
六
の
命
題
が
、
そ
の
具
体
的
彩
態
Ｏ
ま
ま
ノ
し
、
始
元
の
認
識
論

的
意
味
に
つ
い
て
の
学
問
的
な
説
明
に
な
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
え
に
中
止
し
て
お
い
た
こ
の
冒
頭
文

節
の
第
一
段
お
よ
び
第
二
段
の
両
命
題
に
つ
い
て
の
河
上
博
士
の
解
説
の
批
判
に
帰
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
資
本
諭
冒
頭
丈
節
の
体
系
的
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

　
ｎ
、
へ
－
ゲ
ル
前
掲
書
、
七
七
頁
。

　
１
２
、
同
右
、
七
八
頁
。

　
１
３
、
直
接
的
な
も
の
と
媒
介
的
な
も
の
と
の
矛
盾
的
同
一
性
の
論
理
は
、
し
か
し
な
が
ら
『
資
本
論
』
に
訪
い
て
、
た
だ
具
体
的
形
態
で
し
か
あ
汐

　
　
　
え
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
も
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
　
『
資
本
論
』
は
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
体
系
に
お
け
る
『
精
神
現
象
学
』
　
『
精
神
哲
学
』

　
　
　
『
自
然
哲
学
』
等
々
と
同
列
に
．
た
リ
、
純
粋
学
と
Ｌ
て
の
へ
ー
ゲ
ル
『
論
理
学
』
の
特
殊
化
し
た
形
態
で
あ
る
に
と
ど
ま
っ
て
し
も
う
。
へ
ー

　
　
　
ゲ
ル
か
ら
マ
ル
ク
ス
を
理
解
せ
ん
と
す
る
諭
者
は
、
か
か
る
見
解
に
１
立
っ
て
い
る
と
見
て
差
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
へ
ー
ゲ
ル

　
　
　
『
論
理
学
』
か
ら
の
具
体
化
的
適
用
だ
け
で
は
『
資
本
諭
』
は
成
立
し
な
か
っ
た
し
、
ま
た
理
解
さ
れ
も
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
か
ぎ
リ
、

　
　
　
直
接
性
と
媒
介
性
と
の
統
一
の
講
理
は
、
『
資
本
論
』
に
拍
い
て
も
一
般
的
抽
象
性
に
．
お
い
て
存
在
し
て
お
リ
、
＞
、
し
て
、
こ
れ
は
へ
ー
ゲ
ル

　
　
　
『
諭
理
学
』
に
抽
け
る
そ
れ
に
た
い
し
異
質
的
な
論
理
構
造
に
あ
る
の
み
淀
ら
ず
、
へ
－
ゲ
ル
の
そ
れ
を
も
特
殊
的
な
も
の
と
し
て
止
揚
し
た

　
　
　
と
こ
ろ
の
一
層
普
遍
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
具
体
的
普
遍
の
論
理
構
造
が
、
へ
ー
ゲ
ル
に
拍
け
る
と
マ
ル
ク

　
　
　
ス
に
拍
け
る
と
の
差
異
に
１
関
連
す
る
。
　
本
稿
前
節
の
第
一
分
節
の
本
丈
、
　
な
ら
ぴ
に
別
稿
「
市
民
杜
会
に
拍
い
て
の
市
民
の
人
間
的
自
己
解

　
　
　
放
」
を
参
照
。

　
　
　
　
な
拍
、
　
『
資
本
論
』
に
お
け
る
直
接
性
と
媒
介
性
と
の
関
連
の
具
体
的
形
態
の
一
つ
に
、
端
緒
的
商
品
が
現
代
の
も
の
か
過
去
の
も
の
か
の

　
　
　
諭
争
を
み
る
。
こ
れ
は
右
の
一
般
的
抽
象
性
に
あ
る
彩
態
の
具
体
化
し
た
表
現
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
論
争
の
解
決
も
、
こ
の
一
般
的

　
　
　
な
諭
理
構
造
の
把
握
に
よ
っ
て
の
み
、
期
待
さ
る
べ
き
性
質
の
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皿

　
さ
て
、
河
上
博
士
の
解
説
に
た
い
す
る
わ
“
／
こ
し
の
批
判
は
、
感
性
的
経
験
と
し
て
も
、
誰
に
で
も
共
通
す
る
客
襯
的
な
直
接
性
と

い
う
い
み
で
の
純
粋
な
直
接
性
に
つ
い
て
、
博
士
は
徹
底
的
に
思
弁
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
商
晶
自
体
に
と
っ
て
の

直
接
性
と
わ
れ
く
に
と
一
て
の
直
接
性
と
の
、
内
雲
直
接
性
と
窒
る
直
接
性
と
の
区
別
蕎
士
が
星
し
て
い
奈
一
た
こ

七
は
黙
過
す
る
も
、
博
士
の
経
験
主
義
そ
の
も
の
に
お
い
て
の
直
接
性
に
つ
い
て
、
ン
、
の
認
識
論
的
分
析
が
全
く
素
朴
で
あ
る
と
い



う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
わ
け
で
、
博
士
の
立
場
の
依
陥
は
、
次
の
よ
う
な
形
ノ
し
再
び
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
前
述
の
と
お
り
博
士
は
、
直
接
的
知
識
の
立
場
の
み
か
ら
し
て
、
　
「
全
体
の
富
が
一
個
の
老
大
な
誇
商
品
集
積
で
あ
る
と
」
い
う

こ
と
と
、
　
「
個
六
の
商
晶
が
こ
の
全
体
的
富
の
要
素
的
形
態
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
と
が
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
が
同
時
に
わ
れ
わ
れ

の
意
識
に
現
れ
る
と
し
た
、
、
た
と
え
ば
、
　
「
い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
る
と
そ
う
い
う
こ
と
が
始
め
て
分
か
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
た

だ
誰
で
も
が
彼
れ
自
身
の
経
験
に
よ
っ
て
直
接
的
に
確
か
め
う
る
現
象
」
で
あ
り
、
　
「
吾
六
に
与
え
ら
れ
て
い
る
現
象
と
し
て
、
講

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

も
が
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
、
し
た
が
っ
て
論
証
す
る
必
要
の
な
い
、
最
も
根
本
的
な
経
験
的
事
実
」
ノ
し
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
な
が
ら
、
右
の
二
つ
の
事
柄
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
同
時
に
で
は
あ
る
に
し
て
も
同
じ
性
質
の
も
の
と
し
て
現
象
す
る
と

は
言
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
　
「
諾
商
品
の
老
大
な
集
積
と
し
て
の
全
体
的
な
富
」
は
或
る
意
味
で
は
誰
れ
に
で
も
直

接
的
に
直
観
さ
れ
う
る
に
し
て
も
、
こ
の
全
体
的
な
富
の
エ
レ
メ
ン
ト
が
商
品
で
あ
る
と
い
う
規
定
は
直
接
的
に
眼
で
見
ら
れ
う
る

事
柄
で
は
な
い
。
こ
の
規
定
は
マ
ル
ク
ス
が
「
い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
た
」
緒
果
に
「
始
め
て
分
か
っ
た
」
も
の
で
、
マ
ル
ク
ス
の
思

惟
を
媒
介
に
し
て
い
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
外
的
現
象
は
感
性
的
直
襯
の
対
象
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
か
か
る
抽
象
的
規

定
は
感
性
的
直
観
の
対
象
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
の
立
場
に
立
て
ば
、
右
の
規
定
を
直
接
的
に
表
象
し
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
理

解
せ
ん
と
す
る
と
き
は
論
証
す
る
た
め
の
思
准
を
わ
れ
わ
れ
は
働
か
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
「
唯
れ
で
も
が
疑
う
こ
と
の
で

き
な
い
、
論
証
す
る
必
要
の
な
い
、
最
も
根
本
的
な
経
験
的
事
実
」
で
は
な
い
。
こ
れ
を
疑
っ
て
み
る
こ
と
が
、
講
れ
で
も
の
哲
学

的
意
識
で
あ
ｏ
て
、
最
も
根
本
的
な
直
接
的
経
験
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
前
者
の
事
柄
に
の
み
或
い
は
妥
当
す
る
が
後
者
に
は
妥
当

し
な
い
。
後
者
は
直
接
的
に
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
現
わ
れ
る
と
し
て
も
、
感
性
的
意
識
に
現
象
す
る
の
で
な
く
、
悟
性
的
意
識
に
現

象
す
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
見
ら
れ
う
る
の
で
は
な
く
は
な
く
し
て
考
え
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。
同
じ
く
現
れ
る
と
言
っ

　
　
資
本
諭
冒
頭
文
節
の
体
系
的
意
昧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
　
立
命
館
経
済
掌
（
第
二
巻
・
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一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

て
も
、
直
観
的
意
識
に
現
れ
る
の
で
な
く
思
准
す
る
意
識
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。
前
者
は
感
覚
的
な
、
あ
る
い
は
知
覚
的
な
知
識
と

し
て
、
要
す
る
に
感
性
的
表
象
で
あ
る
に
た
い
し
て
、
後
者
は
悟
性
的
知
識
と
し
て
超
感
性
的
表
象
で
あ
ろ
う
。
意
識
へ
の
現
象
と

し
て
の
表
象
ば
こ
の
よ
う
に
差
別
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
す
べ
て
、
ヵ
ン
ト
の
哲
学
体
系
に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ

た
よ
う
に
、
見
た
も
の
を
考
へ
る
と
い
う
順
序
で
意
識
を
動
か
す
か
ぎ
り
、
後
者
は
、
直
接
的
な
感
性
的
表
象
を
媒
介
に
し
た
抽
象

的
規
定
の
表
象
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
冒
頭
文
節
の
第
一
段
と
第
二
段
と
に
お
け
る
「
現
わ
れ
る
」

と
い
う
言
葉
は
博
士
の
ご
と
く
解
説
さ
る
べ
き
で
は
な
く
、
第
一
段
は
「
…
…
と
見
ら
れ
る
」
、
　
第
二
段
は
「
、
と
考
へ
ら
れ

る
」
と
い
う
意
味
に
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
博
士
が
思
惟
を
媒
介
に
し
て
の
み
表
象
し
う
る
抽
象
的
規
定
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

直
接
的
に
感
性
的
に
直
観
し
う
る
か
の
ご
と
く
安
易
に
決
め
て
い
る
こ
と
は
、
認
識
論
と
し
て
は
許
さ
れ
な
い
誤
謬
と
い
は
ね
ば
な

ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
Ｈ
、
河
上
博
士
『
資
本
論
入
門
』
六
七
頁
、
拍
よ
ぴ
六
八
頁
。
本
節
、
第
一
分
節
の
本
文
に
引
用
し
て
お
い
た
。

　
”
、
本
節
第
一
分
節
註
７
を
参
照
。

　
博
士
が
か
か
る
誤
謬
に
お
ち
い
っ
て
い
な
が
ら
何
ら
の
不
安
を
感
じ
な
か
っ
た
理
由
は
、
博
士
自
身
の
哲
学
的
意
識
の
不
徹
底
に

，
あ
る
と
す
る
ほ
か
な
い
が
、
博
士
を
か
か
る
誤
謬
に
誘
っ
た
一
つ
の
動
機
は
、
恐
ら
く
「
経
済
学
批
判
」
の
方
に
お
け
る
冒
頭
文
節

の
コ
見
す
る
と
こ
ろ
」
と
い
う
言
葉
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
○
言
葉
は
狼
乙
語
に
お
い
て
も
内
部
知
覚
的
な
抽
象
的
な
表

象
に
た
い
し
て
も
使
用
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
　
「
イ
デ
ァ
を
見
る
、
善
さ
を
、
正
し
さ
を
見
る
」
と
い
う
こ
と
な
ど
か
ら
問
題
は
な
い

は
ず
で
、
第
二
段
も
「
一
寸
見
る
と
個
六
の
商
品
は
か
か
る
富
の
要
素
的
形
態
と
し
て
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
も
文
法
的
に
も
何
ら

差
し
つ
か
え
は
な
い
。
さ
ら
に
、
　
「
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
：
…
…
・
と
し
て
現
れ
る
」
と
い
う
句
の
二
つ
の
意
味
、
あ
る
い
は
二
つ
の



嘗
識
形
態
の
差
別
に
気
づ
か
ず
し
て
、
両
者
を
感
性
的
直
観
に
混
同
す
る
こ
と
に
、
博
士
が
落
ち
つ
き
安
ん
じ
て
い
ら
れ
え
た
こ
と

の
他
の
一
つ
の
動
機
は
、
第
一
段
の
事
柄
と
第
二
段
の
事
柄
と
の
二
つ
が
同
時
に
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６
）

い
す
る
博
士
の
方
法
論
的
信
伽
で
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
信
念
こ
ン
、
が
、
後
節
に
論
述
す
る
ご
と
く
、

博
士
を
単
純
な
経
験
主
義
に
堕
せ
し
め
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
る
べ
を
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
第
一
に
、
　
「
現
わ
れ
る
」
と

い
う
事
柄
を
二
つ
の
意
識
彩
態
に
差
別
す
る
必
要
が
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
思
惟
を
媒
介
し
て
始
め
て
得
ら
れ
る
表
象
、

規
定
、
原
理
が
直
接
的
に
直
襯
に
お
い
て
知
ら
れ
う
る
と
い
う
直
接
知
の
立
場
に
立
つ
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
は
原
理
、
概
念
、
思
想

が
そ
の
ま
ま
感
性
的
に
経
験
ぎ
れ
、
そ
こ
か
ら
演
緯
的
に
誘
導
さ
れ
う
る
と
す
る
経
験
主
義
の
立
場
に
立
つ
か
の
何
れ
か
を
択
ば
ね

ば
な
ら
な
い
。
第
二
の
場
合
と
し
て
、
二
つ
の
意
識
彫
態
に
差
別
す
る
の
を
正
し
い
と
す
る
か
ぎ
り
は
、
意
識
の
異
時
的
な
二
つ
の

■発
展
彫
態
と
し
て
の
直
観
と
思
惟
と
が
、
同
時
に
同
一
の
意
識
と
し
て
存
在
し
う
る
こ
と
の
論
証
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
が
不
可
能
と
す
れ
で
、
感
性
的
直
襯
と
悟
性
的
思
惟
と
Ｏ
根
源
か
ら
統
一
す
る
も
の
と
し
て
の
カ
ソ
ト
の
構
想
力
の
ご
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
７
）

き
も
○
に
よ
っ
て
特
殊
な
る
直
襯
を
新
に
考
え
、
か
つ
、
か
か
る
直
観
の
わ
れ
わ
れ
に
傭
わ
れ
る
こ
と
を
論
証
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
博

十
は
第
一
の
場
合
と
し
て
、
神
秘
的
な
直
接
句
の
立
場
に
な
い
と
す
れ
ば
、
経
験
主
義
の
立
場
に
あ
る
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
経
験
論
を
止
揚
し
た
は
ず
の
唯
物
弁
証
法
の
立
場
に
あ
る
マ
ル
ク
ス
と
し
て
は
、
第
一
〇
場
合
に
該
当
す
る
は
ず
な
く
、
第

二
の
場
合
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
特
殊
な
る
直
襯
力
を
如
何
に
考
え
出
し
て
い
た
か
、
そ
れ
を
自
覚
的
に
考
え
て
い
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
を
無
白
北
的
に
前
提
し
て
い
た
の
で
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
新
た
に
、
わ
れ
わ
れ
に
問
題
と
し
て
立
ち
あ
ら

わ
れ
て
く
る
。
こ
○
こ
と
の
解
明
が
長
い
本
稿
の
目
標
で
あ
る
が
、
わ
た
し
は
こ
の
問
題
の
解
明
を
、
寝
頭
文
節
の
体
系
的
意
味
の

分
析
を
通
じ
て
、
徐
六
に
進
め
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

　
　
資
本
論
冒
頭
丈
節
の
体
系
的
意
味
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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三
六

　
１
６
、
こ
の
博
士
の
信
念
は
正
し
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
信
念
の
内
省
的
分
析
を
怠
っ
た
た
め
、
本
文
に
指
摘
し
た
ご
と
き
、
直
接
知
の
立
場
と
経

　
　
験
主
義
の
立
場
と
の
混
同
に
拍
ち
い
り
、
唯
物
論
を
俗
流
化
せ
ぎ
る
を
え
な
か
っ
た
。
謹
１
７
を
参
照
。

　
１
７
、
わ
た
し
が
実
践
的
直
観
と
よ
ぶ
も
の
が
こ
れ
で
あ
り
、
こ
の
実
践
的
直
観
の
立
場
に
拍
い
て
の
み
胃
頭
丈
節
の
正
し
い
理
解
が
可
能
で
あ
る
か

　
　
　
ぎ
り
で
、
そ
れ
が
階
級
的
立
場
を
秘
め
て
い
る
と
先
に
　
　
前
節
、
第
二
分
節
で
誌
６
を
付
し
て
、
あ
る
個
所
で
－
言
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

　
　
　
て
、
冒
頭
文
節
の
こ
の
党
派
性
を
論
証
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
河
上
博
士
を
誤
謬
に
誘
引
し
た
と
思
わ
る
る
「
経
済
学
批
判
」
の
冒
頭
丈
節
に
お
け
る
コ
屍
し
た
と
こ
ろ
」
と
い
う
慣
用
語
は
、

第
一
段
お
よ
び
箪
二
段
の
両
者
に
共
通
し
同
一
化
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
：
…
・
と
し
て
現
わ
れ
る
」
に
か
か
る
こ
と
は
勿
論
で
あ

る
が
、
同
時
に
、
第
三
段
　
　
本
稿
で
第
四
段
と
し
て
残
置
し
た
と
こ
ろ
の
　
　
の
句
の
中
に
あ
る
「
し
か
し
な
が
ら
」
に
、
対
照

的
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
「
一
－
寸
み
る
と
…
と
し
て
現
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
（
事

実
は
・
：
…
）
」
　
と
い
う
慣
用
語
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
は
直
ち
に
商
品
の
二
重
性
の
兇
地
か
ら
の
分
析
と
し
て
の
第
ニ
バ
ラ
グ

ラ
フ
に
入
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
　
「
資
本
論
』
に
お
い
て
、
そ
の
「
初
版
」
か
ら
し
て
、
冒
頭
文
節
の
始
元
論
と
し
て
の
体
系

的
あ
る
い
は
方
法
論
的
意
味
を
鮮
明
に
浮
彫
り
に
し
た
叙
述
に
改
め
た
さ
い
、
こ
れ
ら
の
、
第
三
段
の
一
句
と
二
見
し
た
と
こ
ろ
Ｌ

の
語
と
の
、
二
つ
を
同
時
に
省
略
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
単
に
同
時
に
と
い
う
現
象
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
か
か
る
慣
用
語
と

し
て
の
本
質
的
関
連
に
も
、
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
誘
う
。
要
す
る
に
、
か
か
る
慣
用
語
に
よ
る
表
現
が
方
法
論
的
意
味
の
明
示
に
不

適
当
な
る
こ
と
が
、
叙
述
の
改
正
の
真
の
理
由
で
あ
っ
た
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
　
「
一
活
し
た
と
こ
ろ
」
の
語
の
感
性

的
表
象
を
も
っ
て
「
現
れ
る
」
と
い
う
語
の
意
味
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
重
視
し
、
そ
し
て
、
こ
の
慣
用
語
の
も
つ
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

識
論
的
意
味
を
、
単
純
に
た
“
感
性
的
直
観
と
し
て
の
み
限
定
す
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
冒
頭
文
節
の
方
法

論
的
意
味
を
抽
き
出
す
た
め
に
は
、
実
く
は
「
資
本
論
』
の
方
の
そ
れ
を
の
み
土
台
と
せ
ね
ば
奮
奪
○
で
あ
る
。



　
か
く
て
・
第
一
段
と
窮
二
段
と
は
、
そ
の
共
通
の
「
現
わ
れ
る
」
と
い
う
語
を
二
つ
の
意
味
に
と
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
わ
け
で

あ
る
が
・
し
か
し
原
文
は
二
段
に
分
け
ら
れ
る
と
は
い
え
同
一
の
「
現
れ
る
」
で
結
ば
れ
た
一
つ
の
句
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
同
一
の
一
語
が
二
つ
の
差
別
さ
れ
た
意
味
を
同
時
に
持
つ
と
す
る
こ
と
は
、
更
に
不
自
然
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

す
れ
ば
・
右
に
分
析
し
て
き
た
ご
と
き
第
一
段
の
そ
れ
と
第
二
段
の
ユ
、
れ
と
の
、
認
識
論
的
な
意
識
彩
態
に
つ
い
て
の
論
理
的
に
可

能
ノ
し
あ
り
必
然
的
で
あ
る
差
別
は
、
如
何
に
処
置
さ
る
べ
き
で
あ
る
か
の
矛
盾
に
、
わ
れ
わ
れ
は
当
面
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
一
一
一
口

葉
の
表
現
上
の
矛
盾
は
、
さ
き
に
揚
げ
て
お
い
た
構
想
力
を
媒
介
に
し
た
と
こ
ろ
の
、
何
ら
か
の
直
観
力
の
新
た
な
論
理
構
造
を
新

ら
し
く
思
弁
的
に
創
造
す
る
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
る
こ
と
ノ
し
あ
つ
て
、
こ
の
後
者
の
解
決
を
ま
っ
て
初
め
て
前
者
の
表
現
上
の
矛

盾
も
解
決
さ
れ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
表
現
上
の
一
、
口
葉
の
問
題
も
、
後
に
そ
の
解
明
を
ま
つ
こ
と
に
し
て
暫
ら
く

こ
れ
を
放
遣
し
、
さ
き
に
論
理
的
に
分
析
し
た
「
現
わ
れ
る
」
と
い
う
語
の
認
識
論
的
意
味
の
差
別
を
承
認
し
た
上
で
、
論
理
的
分

析
を
一
歩
づ
つ
進
め
て
ゆ
き
た
い
。
そ
の
た
め
の
出
発
占
川
と
し
て
、
問
題
は
、
第
一
段
の
命
題
が

　
　
　
「
資
本
制
的
生
産
様
式
が
支
配
的
に
行
わ
れ
る
諾
杜
会
の
富
は
、
一
つ
の
老
大
な
諾
商
品
の
集
漬
と
し
て
直
観
さ
れ
る
」

と
改
め
る
こ
と
が
ノ
し
き
、
第
二
段
の
命
題
は

　
　
　
「
個
々
の
商
品
は
、
か
か
る
冨
の
要
素
的
彩
態
と
し
て
思
惟
さ
れ
る
」

と
改
め
う
る
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
両
段
階
の
意
識
形
態
の
差
別
を
綜
合
的
に
統
一
す
る
た
め
の
準
備
と
し
て
、
単
に
外
的
に
第
三
者

の
立
場
か
ら
比
較
す
る
こ
と
を
止
め
て
、
両
考
ン
、
れ
ソ
、
れ
の
立
場
白
休
の
う
ち
に
入
つ
て
い
つ
て
、
一
つ
一
つ
主
体
的
に
考
え
て
見

な
け
窪
奮
ぬ
。
こ
れ
が
装
点
に
き
た
わ
一
て
い
る
、
そ
し
て
最
初
に
取
り
あ
げ
ら
る
べ
高
讐
あ
一
て
、
わ
れ
く
は

し
た
が
っ
て
こ
の
問
題
か
ら
片
づ
け
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
外
的
反
省
の
立
場
か
ら
の
差
別
関
係
を
、
主
体
的
に
規

　
　
資
本
諭
冒
頭
文
節
の
体
系
的
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

定
し
て
ゆ
く
規
定
的
反
省
の
立
場
に
お
け
る
対
立
関
係
に
も
た
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
第
一
段
お

よ
び
第
二
段
を
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
、
そ
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
の
意
味
を
鮮
明
に
し
、
そ
の
論
理
的
意
味
の
必
然
性
の
ま
ま

に
考
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
順
序
と
し
て
、
第
一
段
の
命
題
自
体
の
立
場
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
何
で
あ
り
、
こ
れ
が
更

に
何
を
要
請
し
て
い
る
か
を
分
析
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、
こ
の
第
一
段
白
体
が
果
し
て
可
能
で
あ
る
か
否
か
が
吟
味
さ

れ
ね
ば
↓
な
ｐ
り
几
な
い
の
で
あ
る
。


