
四
四
年
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」

、
に
括
け
る
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
上
）

梯

明
　
　
　
秀

要
素
的
形
態
と
し
て
の
第
一
規
定

　
マ
ル
ク
ス
は
、
四
四
年
の
『
経
済
学
と
哲
学
と
に
関
す
る
手
稿
」
の
う
ち
「
第
一
手
稿
」
に
配
置
さ
れ
て
い
る
「
疎
外
さ
れ
た
労

働
」
な
る
断
片
に
お
い
て
、
賃
労
働
者
の
資
本
制
的
白
己
疎
外
を
、
国
民
経
済
学
的
事
実
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
近
代
市
民
杜
会
の

外
面
的
直
接
性
に
お
い
て
誰
れ
に
も
目
撃
し
う
る
事
実
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
、
一
切
の
資
本
家
の
日
常
意
識
に
お
け
る
感
性
的
所

り
で
あ
り
、
近
代
の
経
済
学
の
、
と
く
に
古
典
経
済
学
の
理
論
的
出
発
に
お
け
る
対
象
灼
前
提
で
あ
っ
た
事
実
と
し
て
、
彼
ら
と
と

も
に
こ
の
事
実
■
を
承
認
し
、
こ
の
事
実
か
ら
出
発
し
て
、
こ
の
事
実
そ
の
も
の
の
真
実
の
論
理
的
意
味
を
分
析
し
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
の
十
分
な
理
解
を
得
ん
と
す
る
の
が
本
稿
の
〔
的
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
ま
ず
、
国
民
経
済
学
灼
事
実
と
し
て
の
・
賃
労

働
者
の
近
代
市
民
社
会
に
お
け
る
経
済
的
な
白
己
疎
外
に
つ
い
て
の
表
象
を
、
最
初
に
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
も
怠

頭
に
浮
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
単
純
な
商
品
流
通
に
わ
け
る
唯
な
る
賄
品
人
間
と
し
て
の
賃
労
働
者
が
、

自
己
の
う
ち
に
即
白
的
に
潜
在
せ
し
め
て
い
た
白
已
矛
屑
を
、
外
に
顕
現
せ
し
め
た
と
き
の
現
実
的
な
姿
を
、
カ
れ
わ
れ
が
、
こ
れ

　
　
　
四
四
年
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
お
げ
ろ
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
上
）
　
（
饒
）
　
　
　
　
　
一
（
六
二
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
（
六
二
四
）

か
ら
の
分
析
的
吟
味
の
ま
え
に
予
め
明
確
に
意
識
す
る
こ
と
を
い
み
す
る
。

　
　
　
「
労
働
者
は
、
彼
が
富
を
よ
り
多
く
生
産
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
彼
の
生
産
の
カ
と
量
と
が
増
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ

　
け
、
ま
す
ま
す
貧
し
く
な
る
。
労
働
者
が
ふ
り
多
く
の
商
品
を
っ
く
れ
ば
っ
く
る
ほ
ど
、
彼
は
ま
す
ま
す
安
価
な
商
品
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
）

　
事
物
世
界
の
価
値
増
大
に
直
接
比
例
し
て
、
人
間
世
界
の
価
値
低
落
が
増
大
す
る
」
（
二
九
九
頁
一
、
の
で
あ
る
。
だ
が
「
こ
の
事
実

　
は
、
労
働
が
生
産
す
る
も
の
、
労
働
の
生
産
物
が
、
疎
遠
な
存
在
と
し
て
、
生
産
か
ら
独
立
し
た
カ
と
し
て
、
労
働
に
対
抗
す
る

　
こ
と
を
表
現
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
二
九
九
頁
）
。
か
く
し
て
「
労
働
の
実
現
は
、
労
働
者
が
非
現
実
化
さ
れ
て
餓
死
に
追

　
い
や
ら
れ
る
ほ
ど
、
そ
れ
ほ
ど
甚
し
く
非
現
実
化
と
し
て
現
わ
れ
る
。
労
働
の
対
象
化
は
、
労
働
者
か
ら
最
も
必
要
な
諾
対
象
を

　
さ
え
、
生
活
上
の
対
象
ば
か
り
で
な
く
労
働
対
象
ま
で
を
も
、
奪
い
と
る
ほ
ど
、
そ
れ
ほ
ど
甚
し
く
対
象
の
喪
失
と
し
て
現
わ
れ

　
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
労
働
そ
の
も
の
が
一
つ
の
対
象
と
な
り
、
労
働
者
は
極
度
の
緊
張
と
不
規
則
き
わ
ま
る
休
息
と
を
も
っ
て

　
し
か
、
そ
れ
を
わ
が
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
対
象
の
獲
得
は
、
労
働
者
が
よ
り
多
く
の
対
象
を
生
産
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

　
彼
の
領
有
で
き
る
も
の
が
ま
す
ま
す
少
く
な
り
、
彼
の
生
産
物
す
な
わ
ち
資
本
の
、
支
配
下
に
ま
す
ま
す
落
ち
こ
む
と
い
う
よ
う

　
に
、
そ
れ
ほ
ど
甚
し
く
疎
外
と
し
て
現
れ
て
い
る
」
（
二
九
九
頁
）
の
で
あ
る
。

　
　
１
、
マ
ル
ク
ス
、
「
経
済
学
と
哲
学
と
に
関
す
る
子
稿
」
の
邦
訳
、
　
『
マ
ル
ク
ス
、
　
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
災
』
補
巻
４
に
よ
る
頁
数
。
以
下
本
文
中

　
　
　
（
　
）
の
貝
数
は
、
全
部
、
同
じ
こ
の
邦
沢
書
の
も
の
と
す
る
。

　
以
上
の
引
用
文
に
わ
い
て
、
近
代
杜
会
の
表
面
に
現
象
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
し
た
が
っ
て
、
誰
の
眼
に
も
直
接
■
的
な
唯
実
と
し

て
承
認
さ
れ
う
る
と
二
ろ
の
、
賃
労
働
者
の
疎
外
さ
れ
た
状
態
が
、
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
十
分
む
表
家
を
怠
蚊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
）

に
浮
べ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
そ
し
て
、
さ
き
に
叙
ご
」
と
こ
ろ
の
貨
幣
の
只
体
的
普
遍
性
が
媒
介
す
る
内
へ
仏
る
も
の



と
外
な
る
も
の
と
の
転
倒
の
結
果
こ
そ
が
、
こ
の
現
実
附
自
己
疎
外
と
風
一
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ
こ
に
想
い
起
し
て
わ
く
こ
と
に

し
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
ス
の
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
文
章
に
お
い
て
は
、
読
者
の
一
読
さ
れ
た
だ
け
で
も
閉
か
な
よ
う
に
、
彼

の
分
析
の
出
発
点
と
し
た
国
民
経
済
学
的
事
実
が
、
単
に
事
実
は
事
実
と
し
て
実
証
主
義
的
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
決
し
て
な

く
、
す
で
に
、
こ
の
目
前
の
事
実
か
ら
一
っ
の
概
念
　
　
「
外
在
化
さ
れ
た
生
活
」
、
な
い
し
「
疎
外
さ
れ
た
篶
働
」
な
る
概
念

が
抽
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
概
念
を
マ
ル
ク
ス
が
国
民
経
済
学
的
事
実
か
ら
抽
象
し
て
い
る
こ
と

は
、
こ
の
概
念
に
何
ら
か
の
原
理
的
意
味
を
も
た
す
意
図
の
彼
に
あ
っ
た
こ
と
を
無
論
も
の
が
た
っ
て
い
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
す
れ
ば
、
如
何
な
る
原
理
的
意
味
が
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
な
る
概
念
に
秘
ん
で
い
る
の
か
、
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
は
如
何
な
る
方

法
に
よ
っ
て
、
こ
の
概
念
を
抽
象
し
え
た
の
で
あ
る
か
。

　
そ
れ
に
し
て
も
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
の
解
明
を
、
へ
－
ゲ
ル
に
な
ら
っ
て
一
、
事
実
の
概
念
的
把
撮
」
と
呼
ん
で
わ
り
、

し
か
も
、
こ
れ
こ
そ
は
、
ま
さ
に
こ
の
子
稿
断
片
の
重
要
な
る
本
質
的
内
奔
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
彼
は
、
疎
外
さ
れ
た

労
働
に
わ
け
る
疎
外
の
関
係
に
つ
い
て
、
四
つ
の
規
定
を
与
え
、
こ
の
四
つ
の
規
定
を
休
系
的
に
及
閉
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ

の
体
系
的
芯
恕
を
わ
れ
わ
れ
が
論
〃
的
に
一
歩
一
少
た
ど
っ
て
ゆ
き
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
杣
災
の
万
法
と
、
洋
、
の
忠
凶
す
る
と
こ
ろ

の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
方
法
を
導
い
て
い
る
以
理
と
が
、
わ
れ
わ
れ
に
、
そ
の
沫
い
怠
昧
に
わ
い
て
珊
解
さ
れ
う
る
よ
う
に
論

述
か
桃
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
も
、
こ
の
四
つ
の
柵
定
を
マ
ル
ク
ス
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
冷
味
し
て
ゆ

く
こ
と
に
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
つ
て
右
の
閉
に
答
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
２
、
木
芯
前
丹
、
所
楓
い
「
賃
労
働
者
ｏ
向
〔
打
…
．
論
珊
構
辻
」

　
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
疎
外
さ
れ
た
労
働
に
わ
け
る
疎
外
の
関
係
の
「
災
一
規
定
」
は
、
〃
働
者
が
臼
ｕ
の
生
唯
灼
分
働
の
対
象
化
と

　
　
　
四
四
年
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
三
（
六
二
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
（
六
二
六
）

し
て
の
生
産
物
に
わ
い
て
自
己
喪
矢
に
お
ち
い
っ
て
い
る
と
い
う
事
柄
の
概
念
的
規
定
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
柄
に
つ
い
て
、
マ
ル
ク

ス
は
、
ま
ず
解
明
し
て
い
う
。

　
　
　
「
労
働
の
生
産
物
と
は
、
対
象
に
わ
い
て
固
定
化
さ
れ
、
事
物
的
に
な
ら
し
め
、
－
つ
れ
た
労
働
一
、
、
あ
り
、
労
働
Ｏ
対
象
化
で
、
あ

　
る
。
す
る
わ
ち
、
労
働
の
実
現
は
労
働
の
対
象
化
で
あ
る
」
（
二
九
九
頁
）
。
し
か
る
に
、
「
国
民
経
済
学
的
な
状
態
で
は
、
こ
の
労

　
働
の
実
現
が
労
働
者
の
井
現
実
化
に
、
対
象
化
が
対
象
の
喪
失
お
よ
び
対
象
へ
の
隷
属
に
、
獲
得
が
疎
外
、
外
化
に
見
、
イ
凡
る
の
で

　
あ
る
」
（
二
九
九
貝
一
。
「
こ
れ
ら
の
凡
て
の
帰
結
は
、
労
働
者
が
、
彼
の
労
働
の
生
産
物
に
わ
」
い
し
て
一
個
の
疎
遠
な
対
象
と
し
て

　
閑
係
す
る
と
い
う
宿
命
の
う
ち
に
、
よ
こ
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
前
提
に
よ
れ
ば
、
労
働
者
が
骨
折
っ

　
て
働
け
ば
働
く
ほ
ど
、
彼
が
白
己
に
対
立
し
て
っ
く
り
だ
す
疎
遠
な
対
象
的
世
界
が
ま
す
↓
、
び
す
強
大
と
な
り
、
彼
白
身
す
な
わ
ち

　
彼
の
内
的
甘
界
が
ま
す
ま
す
貧
し
く
な
り
、
彼
白
身
の
も
の
が
ま
す
ま
す
少
な
く
な
る
、
　
１
と
い
う
こ
と
は
閉
か
で
あ
る
。
労
働
者

　
は
、
彼
の
生
命
を
対
象
の
な
か
に
そ
そ
ぐ
。
〃
」
が
今
や
、
そ
れ
は
、
彼
の
も
わ
で
は
な
く
て
対
象
の
も
の
で
あ
る
。
し
払
」
が
っ

　
て
、
こ
の
沽
動
が
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
労
働
者
は
ま
す
ま
す
火
虚
で
あ
る
」
（
三
〇
〇
ぱ
）
。

　
こ
の
叙
述
に
わ
い
て
マ
ル
ク
ス
は
、
要
す
る
に
、
　
「
生
産
灼
労
働
者
の
労
働
実
呪
が
、
こ
の
竹
働
々
ｎ
身
の
非
現
実
化
な
い
し
白

己
喪
失
と
な
っ
て
呪
れ
る
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
以
一
り
・
き
る
と
こ
ろ
の
、
　
一
切
の
脈
外
さ
れ
払
」
ヅ
働
の
諦
理
象
な
い
し
諦
状
態

が
発
坐
す
る
た
め
の
根
拠
を
ば
、
　
「
労
働
者
が
伐
の
労
働
の
生
廉
物
に
た
い
し
て
、
一
個
の
疎
遠
な
対
象
と
し
て
し
か
閉
係
し
、
プ
ん
な

い
宿
命
」
に
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
こ
の
一
．
宿
命
」
を
解
川
し
て
、
そ
れ
を
「
労
働
実
硯
の
戊
火
と
し
て
の
生
雌
物
が
、

班
物
的
対
象
に
…
定
さ
れ
た
労
例
そ
の
も
の
で
あ
る
」
こ
と
、
す
む
わ
ち
、
生
碓
物
は
対
象
的
む
物
と
し
て
労
例
者
－
戸
し
外
的
に
対
一
ー

し
て
い
な
が
ら
、
労
働
肯
の
労
働
に
よ
る
〔
ｄ
表
現
ど
し
て
は
、
〔
己
胴
一
の
閉
係
に
あ
る
と
い
う
二
と
、
こ
の
こ
と
に
由
来
す
る



も
の
と
す
る
か
の
（
」
と
く
で
あ
る
、
た
と
え
ば
次
の
言
菓
を
引
用
す
れ
ば
、

　
　
　
「
彼
の
労
働
の
生
産
物
で
あ
る
も
の
は
彼
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
ん
、
こ
の
生
産
物
が
大
き
く
む
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
彼
白
身
は

　
ま
す
ま
す
小
さ
く
な
る
。
労
働
者
が
そ
の
生
産
物
の
な
か
で
外
在
化
す
る
こ
と
は
、
１
、
彼
の
労
働
が
一
個
の
対
象
、
一
個
の
外

　
的
実
存
と
な
る
と
い
う
意
味
ば
か
り
で
な
く
、
ｘ
、
彼
の
労
働
が
彼
の
外
部
に
彼
か
ら
独
立
し
て
、
よ
そ
よ
そ
し
く
実
存
し
、
彼

　
に
向
っ
て
一
個
の
白
立
的
勢
力
と
な
る
と
い
う
意
味
、
ま
た
、
ｗ
、
生
命
す
な
わ
ち
彼
が
対
象
に
付
与
し
た
も
の
が
、
彼
に
敵
意

　
を
も
ち
、
よ
そ
よ
そ
し
く
対
立
す
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
」
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
「
労
働
者
の
生
産
物
へ
の
外
在
化
」
を
三
段
幣
に
規
定
し
、
第
一
段
幣
の
規
定
と
し
て
、
「
彼
の
労
働
の

生
産
物
が
彼
白
身
で
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
労
働
は
一
個
の
外
灼
実
存
と
し
て
の
生
産
物
で
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
篶
一
段
階
の
一
般
的
規
定
か
ら
、
そ
の
特
殊
化
的
限
定
に
わ
い
て
、
篶
二
段
階
の
対
立
的
規
定
が
演
搾
さ
れ
う
る
と
理
解
し
う

る
し
、
さ
ら
に
、
第
二
段
階
の
対
亙
的
閑
係
の
規
定
か
ら
、
篶
三
段
幣
の
敵
対
的
閑
係
の
規
定
が
特
殊
化
灼
に
汝
、
絆
さ
れ
た
と
理
解

し
う
る
と
す
べ
き
一
、
、
あ
ろ
う
Ｃ
そ
し
て
、
さ
き
の
引
用
文
に
わ
け
る
一
句
、
　
一
．
労
働
の
対
象
化
が
、
対
象
の
衷
失
わ
よ
び
対
象
へ
の

秘
属
に
、
対
象
の
独
得
が
、
脈
外
灼
な
外
花
化
に
見
え
る
」
と
い
う
閉
係
は
、
こ
の
最
．
後
の
篶
三
段
幣
の
敬
対
的
な
矛
厄
関
係
そ
の

も
の
と
し
て
、
第
一
、
第
二
の
而
段
階
の
淋
規
定
だ
け
で
は
、
杣
象
的
に
し
か
、
あ
る
い
は
二
固
的
に
し
か
把
握
で
き
な
い
八
休
性

に
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
と
し
て
は
、
脈
外
さ
れ
た
．
〃
働
の
閉
係
規
定
を
篶
一
段
附
の
仙
染
的
な
、
し
た
が

っ
て
批
も
一
般
的
々
も
の
か
ら
始
め
て
い
る
こ
と
は
玖
実
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
の
篶
一
段
附
の
閉
係
を
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
「
～

一
規
定
」
に
わ
け
る
原
珊
．
的
な
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
千
、
こ
一
、
・
、
映
外
閑
係
○
こ
の
第
一
段
の
抽
象
的
規
定
の
解
咄
に
わ
い
て
マ
∴
々
ス
は
、
ま
ず
、
仰
、
働
者
が
生
産
物
を
生
産
す
る
山
」

　
　
　
四
四
早
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
お
げ
ろ
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
上
）
　
（
悌
）
　
　
　
　
　
五
（
六
二
七
）

●



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
六
（
六
二
八
）
、

　
め
Ｏ
労
働
が
、
如
何
を
る
誇
条
件
の
綜
合
一
、
・
あ
る
か
を
分
析
す
る
。
１
－
「
労
働
者
は
、
自
然
収
な
け
れ
ば
、
感
性
灼
外
界
が
な
け

　
れ
ば
、
何
も
の
も
作
り
だ
せ
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
の
労
働
が
、
そ
れ
で
実
現
さ
れ
、
そ
れ
に
わ
い
て
活
動
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ

　
っ
て
生
産
す
１
る
と
こ
ろ
の
素
材
で
あ
る
。
だ
が
、
労
働
の
営
ま
れ
る
対
象
が
な
け
れ
ば
労
働
（
者
）
は
生
活
す
る
こ
と
が
ぺ
、
き
な
い

　
と
い
う
い
み
に
お
い
て
、
白
然
は
、
一
方
、
労
働
（
者
）
の
生
活
手
段
を
捉
供
す
る
が
、
他
方
で
は
、
狭
義
の
生
活
手
段
す
な
わ
ち

　
労
働
者
白
身
の
肉
体
的
生
存
の
手
段
を
も
提
供
す
る
」
（
三
〇
一
頁
）
。
　
　
丁
な
わ
ら
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
労
働
の
二
っ
の
契
機
を

　
分
桁
的
に
抽
象
し
て
い
る
。
労
働
の
可
能
な
た
め
の
存
体
的
素
材
・
、
し
し
て
対
象
的
自
然
が
一
つ
、
他
の
一
つ
は
、
こ
の
感
性
的
素
材

　
１
、
労
働
者
が
生
派
す
る
と
い
う
主
体
灼
契
機
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
労
働
す
る
二
と
を
狭
義
○
生
活
と
規
定
し
て
い
る
が
、
他
の

　
個
所
で
は
「
～
。
働
者
個
人
の
生
沽
　
　
一
体
、
活
動
以
外
の
生
沽
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
」
（
三
〇
五
頁
）
と
か
、
ま
た
、
　
「
労
働
と
は

　
生
命
で
あ
る
。
生
命
は
毎
日
食
物
に
よ
っ
て
代
謝
さ
れ
な
い
な
ら
ば
傷
め
ら
れ
、
や
が
て
死
滅
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
附
の
生
命

、
が
一
個
の
商
□
…
で
あ
る
か
ぎ
り
て
、
、
奴
挟
制
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
二
五
二
け
）
と
か
、
「
労
働
者
は
彼
の
生
命
を
対
象
の
な

　
か
へ
沿
ぐ
」
へ
三
〇
〇
皿
）
と
か
述
べ
て
い
る
点
か
ら
み
て
も
、
賃
労
働
考
の
生
命
沽
動
、
す
な
わ
ち
、
彼
の
班
実
的
生
沽
は
、
そ
の
火

　
菰
の
意
昧
の
労
働
に
こ
そ
本
貫
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
広
義
○
市
民
的
な
祉
会
生
沽
は
、
か
え
っ
て
労
働
杵
の
生
命
沽
動
に
お
け
る

　
閉
二
苅
灼
な
も
の
と
山
、
・
れ
て
い
る
か
に
み
え
る
。
し
た
が
っ
て
マ
ル
ク
ス
に
わ
い
て
は
、
労
働
者
が
労
働
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼

　
の
本
貫
的
な
生
一
命
な
い
し
生
沽
を
対
象
的
生
帷
物
の
う
ち
に
白
己
表
理
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
が
、
し
か
し
、
こ
の
対
象
灼
牢
．
唯

　
物
が
そ
の
生
唯
者
に
林
連
な
る
か
ぎ
り
、
伐
の
生
命
な
い
し
生
沽
は
、
白
■
ｎ
身
の
許
か
ら
上
っ
て
こ
の
火
脈
物
、
Ｕ
な
か
に
外
“
化

　
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
な
り
、
し
た
が
っ
、
て
、
疎
外
さ
れ
た
閉
係
に
わ
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二
の
こ
と
が
、
妹
外
さ
れ
た

　
労
働
に
お
け
る
「
、
第
一
の
観
定
一
閑
係
で
あ
る
が
、
こ
の
関
係
に
わ
い
て
、
労
働
者
の
生
命
の
対
象
化
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
み
、
の



直
接
的
表
現
で
あ
る
と
こ
ろ
の
労
働
牢
牽
物
が
、
な
ぜ
に
、
こ
の
生
産
主
体
払
」
る
労
働
者
に
疎
縁
で
あ
る
も
○
に
転
化
せ
ぎ
る
を
え

な
い
か
の
原
理
的
理
由
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
分
析
し
て
い
る
も
の
は
、
た
だ
対
象
性
と
い
、
つ
二
と
で
あ
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
一
労
働
者
の
労
働
生
産
物
は
、
彼
で
む
い
」
、
す
な
わ
ち
、
彼
で
な
く
彼
の
対
象
で
あ
る
。
対
象
は
、
◆
甘
へ
ず
始
め
に
　
、
，
、

生
産
す
る
労
働
者
に
た
い
し
て
の
み
で
な
く
、
一
般
に
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
外
に
実
存
し
、
実
在
的
因
果
関
連
の
一
環
と
し
て
白
然

必
然
的
に
運
動
し
、
わ
れ
わ
れ
の
主
観
的
意
志
に
、
し
た
が
っ
て
生
活
行
為
に
か
か
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
論
理
的
に
、

対
象
と
意
識
な
い
し
行
為
と
が
外
灼
に
春
別
さ
れ
て
相
互
に
無
関
心
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
い
み
す
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
皿
、

こ
の
白
然
必
然
性
の
も
と
に
動
く
白
律
的
な
外
的
対
象
は
、
往
々
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
を
脅
や
か
し
破
壊
す
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
は
白
然
対
象
の
因
果
的
必
然
性
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
、
差
別
性
に
あ
る
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

填
が
相
互
の
間
に
同
一
性
の
契
機
を
規
定
的
に
定
立
し
た
関
係
と
し
て
、
対
立
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
い
み
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
労

働
者
の
労
働
の
実
現
と
し
て
の
生
産
物
と
い
え
ど
ポ
、
こ
の
よ
う
な
白
然
的
実
在
性
に
あ
る
感
性
的
な
外
的
対
象
で
あ
る
か
ぎ
り
、

こ
の
生
産
物
の
生
産
者
に
た
い
し
て
同
じ
こ
れ
ら
の
諸
閑
係
　
　
差
別
な
い
し
対
立
の
二
っ
の
閑
係
　
　
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
。

す
な
わ
ち
、
生
産
灼
労
働
者
と
対
象
的
自
然
と
の
相
互
に
疎
遠
な
外
的
差
別
の
閑
係
も
、
労
働
生
産
物
が
牢
産
的
労
働
者
の
白
已
表

現
で
あ
る
と
い
う
こ
の
直
接
的
ｎ
一
快
の
な
か
に
、
規
定
的
に
定
立
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
同
一
性
に
わ
げ
る
差
別
と
い
う
閉
係
、
す

な
わ
ち
対
一
！
と
い
う
関
係
も
、
成
一
ー
せ
し
め
る
に
い
た
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
、
こ
れ
に
さ
ら
に
何
ら
か
の
特
殊
な
礼
会
的
条
件
が

加
わ
る
ば
あ
い
に
わ
い
て
は
、
幻
、
労
働
生
産
物
が
生
産
灼
労
働
者
に
敵
対
的
に
圧
迫
す
る
と
い
う
矛
屑
閑
係
に
ま
で
、
売
災
す
る

一
般
的
可
槌
作
に
あ
る
わ
け
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
労
働
生
席
物
と
生
帷
的
労
働
者
と
の
こ
の
両
者
が
相
互
に
疎
遠
で
あ
る
こ
と

こ
そ
は
、
む
し
ろ
両
者
間
の
常
態
的
関
係
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
四
四
年
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
お
げ
る
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
上
）
　
（
榛
）
　
　
　
　
　
七
（
六
二
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
（
六
三
〇
）

　
　
、
、
白
已
疎
外
と
い
う
関
係
は
後
に
見
る
と
わ
り
白
已
矛
盾
の
規
定
を
内
容
的
な
論
理
構
造
と
し
て
も
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
矛
盾
と
い
う
反

　
省
規
定
は
へ
ー
ゲ
ル
一
、
論
理
学
」
　
「
本
質
論
」
で
、
反
省
諾
規
定
を
展
開
し
た
論
理
に
よ
れ
ば
、
対
一
止
関
係
か
ら
現
山
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た

　
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
「
第
一
規
定
」
に
わ
い
て
、
人
間
（
の
意
識
）
と
白
然
対
象
一
般
と
の
対
立
関
係
を
分
析
し
た
の
ば
、
労
働
者
と
生
産
物

　
と
の
間
の
疎
外
関
係
が
成
立
す
る
た
め
の
論
理
灼
前
提
を
拙
象
し
た
こ
と
を
い
み
せ
ね
ぱ
な
ら
む
い
。
し
か
し
対
立
と
い
う
反
省
規
定
は
、
事
物

　
的
疎
外
を
演
澤
し
う
る
原
瑚
で
は
な
く
し
て
、
た
だ
そ
れ
が
成
立
す
る
た
め
の
前
提
条
件
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
一
般
的
可
能
性
に
す
ぎ
な
い
の
で

　
あ
、
り
。
疎
外
の
説
明
原
理
を
分
析
し
だ
す
過
程
の
第
一
歩
と
し
て
の
「
第
一
規
定
」
に
わ
い
て
、
な
ぜ
マ
ル
ク
ス
が
説
明
原
理
む
ら
ざ
る
か
か
る

　
対
立
関
係
を
分
析
的
に
抽
象
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
　
「
第
三
規
定
」
の
叙
述
に
わ
い
て
納
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
が
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
な
る
事
実
に
わ
い
て
最
初
に
把
握
さ
る
べ
き
関
係
に
た
い
す
る
、
マ
ル
ク
ス
の
規
定
に
ひ
そ
む
方
法

論
上
の
原
理
的
思
想
で
あ
る
が
、
こ
の
抽
象
的
な
第
一
次
の
規
定
関
係
を
、
顕
わ
に
定
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
労
働
人
間
の
論
理
構

造
を
、
こ
こ
で
要
約
的
に
分
析
し
て
お
く
な
ら
ば
、
単
純
商
品
流
通
の
過
程
に
お
け
る
か
ぎ
り
の
「
白
己
意
識
的
な
商
品
人
搬
」
と

し
て
の
同
白
有
的
論
理
構
造
が
、
す
で
に
、
こ
こ
で
呪
か
に
、
そ
の
限
界
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
、
読
者
は
俗
る
で
あ
ろ
う
。

　
４
本
誌
前
骨
所
載
「
賃
労
働
者
の
向
白
有
的
諭
理
構
成
」
を
一
ま
ず
参
照
し
て
お
か
れ
た
し
。

　
ま
ず
最
初
に
、
こ
の
商
品
人
間
の
白
己
意
識
的
な
向
白
有
は
、
労
働
市
場
に
わ
け
る
賃
労
働
者
が
、
そ
の
市
民
的
意
識
と
し
て
の

場
所
的
契
機
に
わ
い
て
、
白
已
隈
定
し
た
か
ぎ
り
の
規
定
、
す
な
わ
ち
、
単
な
る
意
識
的
白
己
の
白
己
限
定
に
お
い
て
生
れ
た
概
念

で
あ
っ
た
に
た
い
し
、
こ
こ
で
は
今
や
、
生
廉
過
程
に
わ
け
る
賃
労
働
者
の
論
珊
構
造
が
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、

行
為
的
白
「
」
の
行
為
的
な
白
口
限
定
と
し
て
、
分
析
さ
る
べ
き
こ
と
が
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

か
ぎ
り
ペ
ド
、
、
汀
労
働
背
へ
い
定
有
的
実
花
性
は
、
も
は
や
労
働
力
と
し
て
の
商
口
…
、
な
い
し
賃
銀
と
し
て
の
貨
幣
で
む
く
て
、
生
産
手

段
と
し
一
、
∴
ガ
争
的
白
然
１
、
あ
り
、
な
い
し
対
象
的
白
外
と
し
て
い
生
活
千
殴
で
あ
る
、
二
の
生
沽
む
い
し
生
産
○
子
股
は
、
賞
木

制
祉
会
の
塊
実
に
わ
い
て
は
、
い
丁
れ
も
資
木
　
　
す
む
わ
ち
不
変
賓
木
と
町
変
賞
本
と
－
ｉ
で
あ
る
が
、
こ
の
第
一
次
の
疎
外
閑



係
で
は
、
、
し
の
現
実
的
形
態
は
捨
象
さ
れ
、
抽
象
的
に
外
界
の
白
然
的
対
象
一
般
と
し
て
規
定
さ
れ
、
こ
の
感
作
的
白
然
の
定
有
的

実
在
性
が
、
客
体
的
契
機
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
た
い
し
、
そ
の
主
体
的
な
向
白
有

灼
な
行
為
的
白
己
限
定
の
契
機
と
し
て
の
労
働
者
の
労
働
は
、
生
命
的
活
動
一
般
と
し
て
同
時
に
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
か
ぎ
り
で
は
、
「
自
己
活
動
的
な
労
働
人
間
」
の
論
理
構
造
は
、
そ
の
否
定
性
の
契
機
の
白
已
関
係
を
、
「
－
己
意
識
的
な
賄

口
叩
人
間
」
に
お
い
て
商
品
な
い
し
労
賃
と
し
て
の
定
有
的
実
在
性
の
自
已
意
識
的
止
揚
と
し
た
と
き
の
よ
う
に
、
へ
－
ゲ
ル
的
向
白

有
の
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
か
と
い
う
に
、
労
働
人
間
を

労
働
人
間
た
ら
し
め
て
い
る
向
白
有
的
な
白
己
関
係
は
、
も
は
や
白
已
意
識
的
向
白
有
で
は
な
く
て
、
〔
己
意
識
す
る
以
前
の
純
粋

に
生
命
的
な
白
已
関
係
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
亦
、
労
働
人
間
の
自
己
疎
外
と
は
、
　
　
一
般
に
－
己
疎
外
が
白
口
意
識
の
喪
失
で

あ
る
と
考
、
疋
ら
れ
、
へ
－
ゲ
ル
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
こ
と
に
反
し
　
　
観
念
的
ｎ
己
意
識
以
前
の
外
花
化
的
喪
失
で
あ
り
、

生
塵
子
段
と
し
て
の
実
在
性
へ
の
労
働
す
る
生
命
そ
の
も
の
の
ｎ
己
喪
失
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
更
に
亦
、
単
な
る
労
働
人
附
の
向

ｎ
有
的
契
機
は
、
労
働
す
る
生
命
の
ｎ
己
衷
失
的
な
ｎ
已
閉
係
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
向
ｎ
有
と
は
、
も
と
も
と
定
有

的
実
花
作
に
血
挟
的
に
合
一
さ
れ
て
い
た
否
定
作
そ
の
も
の
が
…
己
〔
身
へ
反
竹
す
る
こ
と
に
わ
い
て
成
文
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

い
ま
、
こ
の
血
接
的
否
定
性
が
そ
の
直
擦
的
な
る
ま
ま
で
ｎ
ｕ
衷
久
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
む
し
ろ
、
向
〕
有
的
ｎ
口
閑

係
の
よ
り
微
底
し
た
盗
を
、
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
吉
い
う
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
、
こ
の
生
八
削
喪
失
灼
な
直
按
灼

ｎ
己
閉
係
こ
足
、
が
、
単
な
る
労
働
人
閉
○
山
己
沽
動
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
本
来
的
む
怠
味
な
の
一
、
・
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
仰
一

働
沽
動
の
外
“
化
的
実
現
が
、
そ
の
ま
ま
〕
ｕ
疎
外
な
の
…
あ
ろ
、
と
こ
ろ
て
、
一
」
い
よ
う
に
山
己
、
オ
屑
的
な
白
「
し
沽
動
を
分
析
し

て
得
ら
れ
る
も
の
が
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
一
第
二
の
規
定
」
で
あ
っ
た
こ
か
く
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
｝
む
る
労
働
人
間
の
向
白
有

　
　
　
四
四
午
手
稿
断
片
、
「
疎
外
さ
れ
か
労
働
」
に
お
け
ろ
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
十
）
　
（
悌
）
　
　
　
　
　
九
（
六
三
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
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三
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第
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号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
（
六
三
二
）

的
論
理
構
造
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
こ
の
「
第
二
規
定
」
を
吟
味
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
が
一

二
れ
に
移
る
ま
え
に
、
今
一
度
、
そ
の
「
第
一
規
定
」
か
ら
把
握
さ
れ
た
か
き
り
の
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
　
　
こ
れ
自
体
の
旦
一

体
的
理
解
は
、
最
後
の
「
第
四
規
定
」
に
わ
い
て
可
能
な
の
で
あ
る
が
　
　
を
、
明
確
に
念
頭
に
わ
い
て
わ
く
た
め
に
、
マ
ル
ク
ス

の
次
の
重
要
な
る
文
章
を
読
む
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
・
「
し
た
が
っ
て
労
働
者
は
、
彼
の
労
働
に
よ
っ
て
、
外
界
、
感
性
的
白
然
を
獲
得
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
二
重
の
側
面
か
ら
、

　
ま
す
ま
す
生
活
手
段
を
奪
わ
れ
る
。
第
一
に
、
感
性
的
外
界
は
、
彼
の
労
働
に
属
す
る
対
象
、
彼
の
生
活
手
段
で
あ
る
こ
と
少
ゲ
、
、

　
ま
す
ま
す
止
め
る
。
第
二
に
、
そ
れ
は
狭
義
の
生
活
手
段
、
労
働
者
の
肉
体
的
生
存
の
手
段
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
す
ま
す
止
め
る
。

　
　
そ
こ
で
労
働
者
は
、
第
一
に
、
労
働
の
対
象
を
、
い
い
か
え
れ
ば
労
働
を
受
け
と
る
、
第
二
に
、
生
活
手
段
を
受
け
と
る
、
と

　
い
う
二
重
の
側
面
か
ら
、
彼
の
対
象
の
奴
隷
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
彼
が
労
働
者
と
し
て
、
第
二
に
物
質
的
主
体
と
し
て
、

　
生
存
で
き
る
た
め
に
で
あ
る
。
こ
う
し
た
奴
隷
状
態
の
頂
点
は
、
彼
が
労
働
者
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
物
質
灼
士
上
体
と
し
て
身

　
を
保
っ
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
物
質
的
主
体
で
あ
る
よ
り
も
、
む
↓
ろ
労
働
者
っ
、
あ
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
土
一
、
、

　
あ
る
」
（
三
〇
一
頁
）
。

　
こ
の
恐
る
べ
き
事
態
の
論
理
を
、
マ
ル
ク
ス
は
固
民
経
済
学
的
寧
実
か
ら
分
析
的
に
抽
象
し
て
、
　
「
困
民
経
済
学
は
、
労
働
者
と

生
席
と
の
直
接
的
閑
係
を
考
察
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
の
本
貫
に
お
け
る
疎
外
を
隠
蔽
し
て
い
た
」
一
三
〇
三
口
）
と
批
判
し

た
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
了
榔
断
片
に
わ
い
て
マ
ル
ク
ス
は
、
そ
の
方
法
論
的
閉
一
少
の
仕
硲
と
し
て
、
　
「
労
働
の
そ

の
生
産
物
に
た
い
す
る
篶
楼
的
閉
係
を
、
労
働
杵
の
彼
の
生
産
の
対
象
に
た
い
す
る
関
係
と
し
て
」
杣
象
化
し
、
こ
れ
を
そ
の
普
遍

灼
む
要
素
と
し
て
岐
川
…
し
た
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
「
閉
一
の
規
定
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
亦
、

○



二
の
「
第
一
規
定
一
と
し
て
の
「
労
働
者
と
そ
の
生
牽
物
と
の
疎
外
関
係
一
と
い
う
個
女
の
事
実
の
抽
象
は
、
市
民
杜
会
の
全
面
に

わ
い
て
種
疋
な
る
形
態
で
現
象
し
て
い
ろ
と
こ
ろ
の
、
国
民
経
済
学
的
事
実
と
し
て
の
疎
外
の
誇
関
係
総
体
に
た
い
し
て
、
、
グ
、
の
要

素
的
形
態
を
な
す
も
の
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
＼
に
読
者
は
、
後
に
「
資
本
論
」
の
体
系
的
叙
述
に
わ
い
て
マ

ル
ク
ス
が
、
資
本
家
的
當
の
総
体
を
そ
の
要
素
的
形
態
に
ま
で
下
向
的
に
分
析
し
て
、
そ
れ
を
個
々
の
諸
商
品
と
し
て
い
る
こ
と
と

の
類
同
に
気
ず
く
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
手
稿
断
片
の
こ
の
個
所
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
は
、
市
民
杜
会
に
わ
け
る
疎
外
関
係

の
総
体
を
、
労
働
者
の
側
か
ら
見
た
も
の
で
な
く
、
資
本
家
の
側
か
ら
見
た
と
こ
ろ
の
、
ま
さ
に
国
民
経
済
学
的
事
実
と
呼
ぶ
も
の

に
あ
た
る
と
こ
ろ
の
「
生
産
の
対
象
お
よ
び
生
産
そ
の
も
の
に
た
い
す
る
資
本
家
の
関
係
」
は
、
そ
の
要
素
的
形
態
に
わ
け
る
普
遍

的
な
抽
象
的
規
定
の
特
殊
化
的
具
体
化
、
す
な
わ
ち
「
ご
の
第
一
の
規
定
関
係
の
一
っ
の
帰
結
に
、
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
こ
の
現
実
的
に
特
殊
な
且
ハ
体
的
規
定
を
、
後
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
リ
ゲ
、
の

「
閉
四
の
規
定
」
と
し
て
、
こ
の
弟
一
の
抽
象
的
規
定
か
ら
演
耀
　
　
の
ち
に
述
べ
る
ご
と
く
、
こ
れ
は
綜
合
的
演
搾
で
あ
る
が

　
　
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
綜
合
演
釈
の
方
法
は
、
　
「
賞
本
論
」
の
体
系
的
叙
述
に
わ
け
る
方
法
と
同
一
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、

マ
ル
ク
ス
は
四
四
年
に
わ
い
て
、
す
で
に
、
後
に
「
資
本
論
」
に
お
い
で
完
成
す
る
学
的
体
系
の
構
想
を
ば
、
莇
芽
的
に
構
想
し
て

い
た
と
言
い
う
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。

二
　
主
体
的
原
理
と
し
て
の
第
二
規
定

　
だ
が
、
こ
の
綜
合
的
演
耀
に
は
い
る
た
め
に
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
第
一
次
灼
関
係
を
さ
ら
に
分
析
し
て
、

を
、
抽
象
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
「
第
二
の
規
定
」
で
あ
る
。

　
　
　
四
四
年
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
上
）
　
（
構
）
　
　
　
　
一
一

一
胴
高
接
的
な
る
関
係

（
六
三
三
）



　
　
　
立
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一
二
（
六
三
四
）

　
　
　
「
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
、
労
働
者
の
疎
外
、
外
在
化
を
、
た
だ
一
っ
の
側
面
か
ら
だ
け
、
す
な
わ
ち
、
彼
の
そ
の
生
産

　
物
に
た
い
す
る
関
係
だ
け
を
、
拷
察
し
て
き
た
。
し
か
し
、
疎
外
は
、
単
に
成
果
に
わ
い
て
だ
け
で
な
く
、
ま
た
生
産
の
行
為
に

　
わ
い
て
も
、
生
産
活
動
そ
の
も
の
の
内
部
に
お
い
て
も
現
れ
る
。
生
産
物
は
、
た
だ
活
動
の
要
約
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、

　
も
し
も
労
働
の
生
産
物
が
外
在
化
で
あ
る
な
ら
ば
、
生
産
そ
の
も
の
は
、
活
動
的
な
外
在
化
、
活
動
の
外
在
化
、
外
在
化
の
活
動

　
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
　
（
三
〇
三
頁
）
。

　
か
く
て
マ
ル
ク
ス
は
、
「
第
一
に
、
労
働
そ
の
も
の
が
労
働
者
に
た
い
し
て
外
的
で
あ
る
」
（
三
〇
三
頁
）
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ

る
が
、
こ
こ
に
お
け
る
方
法
は
、
笏
一
次
の
拙
象
的
関
係
に
お
け
る
無
媒
介
な
も
の
を
湖
源
的
に
追
求
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ

は
、
へ
－
ゲ
ル
一
、
論
理
学
」
に
わ
い
て
、
現
実
灼
端
絡
に
対
応
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
定
有
か
ら
、
無
媒
介
な
端
緒
と
し
て
の

純
有
な
い
し
純
無
が
求
め
ら
れ
た
ば
あ
い
の
へ
－
ゲ
ル
の
分
析
的
演
輝
の
方
法
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
に
、
読
者
は
注
目
せ
ね
ば
な

ら
な
い
Ｃ
そ
し
て
今
一
つ
、
媒
介
灼
な
も
の
か
ら
直
挟
灼
な
も
の
へ
の
こ
の
形
式
的
な
湖
源
的
進
行
に
わ
け
る
方
法
論
的
内
容
な
る

も
の
は
、
成
果
か
ら
、
そ
の
成
果
を
生
ん
だ
逃
程
へ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
も
、
事
態
を
令
体
的
に
、
そ
の
過
程
と
成
果

と
の
総
合
と
し
て
の
生
き
た
介
体
性
に
わ
い
て
、
把
握
す
る
へ
－
ゲ
ル
の
学
的
体
系
の
精
神
が
、
マ
ル
ク
ス
に
継
「
小
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
注
〕
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
マ
ル
ク
ス
に
あ
つ
て
は
、
無
岬
介
な
端
締
は
、
成
果
と
し
て
ｏ

生
庇
物
に
対
象
化
さ
れ
る
以
前
の
こ
の
外
花
化
の
沽
動
過
程
そ
の
も
の
に
、
す
な
わ
ち
、
労
働
者
に
直
接
的
な
労
働
そ
の
も
の
に
、

定
管
さ
れ
る
に
い
た
つ
た
と
肚
る
べ
き
で
あ
る
。
す
行
わ
ち
、
マ
ツ
シ
７
は
、
　
「
篶
一
概
ｔ
」
た
る
衷
幸
的
形
態
と
し
て
の
仙
象
灼

れ
　
　
　
’
、
、
そ
○
、
沐
附
契
機
三
一
｝
二
卑
止
一
と
し
て
折
抑
し
て
、
そ
し
て
、
こ
れ
な
ば
、
こ
り
焚
幸
灼
形
態
か

ら
上
ｎ
す
る
万
法
、
り
た
め
○
パ
小
理
と
し
て
主
狼
し
払
」
も
の
と
理
解
せ
ね
ば
仁
ら
む
い
、



　
１
－
労
働
は
、
自
己
の
肉
体
的
・
精
神
的
ニ
ネ
ル
ギ
ー
の
売
雇
、
一
、
白
己
の
生
命
の
直
接
的
表
現
二
、
、
あ
ろ
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
の

　
生
命
争
、
白
己
白
Ｈ
身
な
、
労
働
に
わ
い
て
感
じ
な
い
、
　
丁
て
れ
だ
か
ら
労
働
者
は
、
労
働
の
外
部
て
始
め
て
自
己
の
許
に
あ
る
こ

　
と
を
感
じ
、
労
働
の
う
ち
で
は
白
己
の
外
に
あ
る
と
感
す
る
、
だ
か
ら
、
代
の
労
働
は
白
発
的
て
む
ノ
＼
強
制
労
働
で
あ
る
。
彼

　
は
、
労
働
に
お
い
て
欲
求
の
充
足
を
せ
ず
に
、
労
働
以
外
の
欲
求
を
充
足
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
労
働
を
考
え
ざ
る
を
え
む

　
い
」
（
三
〇
三
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
要
す
る
に
、
　
「
彼
は
労
働
に
お
い
て
、
ｎ
分
を
肯
定
し
な
い
で
否
定
す
る
」
、
す
な
わ
ち
、
白
己
白
身
の
活
動
の
外
に
お
い
て
白
己

白
身
で
有
り
、
白
己
白
身
の
内
に
お
い
て
、
山
Ｊ
白
身
で
無
い
。
白
己
の
外
が
白
己
の
内
で
あ
り
、
内
が
外
で
あ
る
。
他
者
が
臼
己

で
あ
り
、
自
己
が
他
者
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
有
が
無
で
あ
り
、
無
が
有
で
あ
る
と
い
う
白
己
矛
盾
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
白
己
予
盾
こ
そ
は
上
向
的
運
動
が
可
能
な
た
め
の
主
体
的
脈
理
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
酉
田
博
士
の
言
葉
の
一
句

を
想
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
っ
ぎ
の
一
句
で
あ
る
。
　
　
　
「
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
外
を
内
と
見
る
こ
と
で
あ
り
、
行

為
灼
白
己
に
お
い
て
雌
に
無
に
し
て
兇
る
と
い
う
無
の
白
覚
の
意
味
を
も
つ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
白
己
は
働
く
も
の
で
む
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
箪
に
受
動
灼
な
る
も
の
は
〕
Ｕ
で
は
な
い
。
行
為
灼
ｎ
己
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
わ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
真
の
臼

覚
を
も
つ
の
で
あ
る
」
。
　
　
こ
れ
に
よ
れ
ば
労
働
人
間
の
生
産
灼
労
働
は
、
行
為
的
臼
ｕ
の
行
為
的
限
定
と
し
て
、
酉
田
哲
学
に
わ

け
る
良
の
白
覚
の
論
理
構
造
を
備
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
に
推
定
さ
れ
る
。
な
わ
陣
土
は
述
べ
て
い
る
。
　
　
「
弁
証
法
的
に
媒

介
す
る
と
い
う
こ
・
、
し
は
、
戊
る
も
の
が
他
の
も
の
に
よ
っ
て
ｎ
己
を
媒
介
す
る
の
で
は
な
い
。
白
己
が
他
者
な
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。

臼
己
け
定
が
即
白
Ｕ
否
定
で
あ
り
、
白
己
否
ｔ
か
叩
ｎ
■
肯
定
な
る
が
？
三
、
・
あ
る
。
無
則
有
と
い
う
二
と
か
ら
弁
証
法
的
媒
介
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
－

い
う
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
」
。
　
　
か
く
て
古
、
た
、
　
マ
ル
ク
ス
の
労
働
そ
の
も
の
に
お
け
る
白
己
疎
外
は
、
真
の
弁
証
法
的

　
　
　
四
四
年
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
だ
労
働
」
に
お
け
ろ
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
上
）
　
（
協
）
　
　
　
　
二
二
（
六
三
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
（
六
三
六
）

媒
介
の
論
理
構
造
を
傭
え
て
い
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
き
に
独
れ
た
流
通
過
程
ピ
わ
け
る
貨
幣
の
普
遍
的
媒
介
性
も
、
じ
つ
は
、

生
産
過
程
に
わ
け
る
こ
の
労
働
す
る
人
間
の
行
為
そ
の
も
の
に
お
け
る
白
己
矛
盾
的
な
白
己
媒
介
が
表
面
に
現
れ
た
現
象
に
す
ぎ
な

か
っ
た
と
悟
る
べ
き
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

．
対
象
的
生
産
物
の
相
互
に
交
換
さ
れ
る
実
存
世
界
に
た
い
す
る
科
学
的
認
識
は
、
へ
－
ゲ
ル
「
論
珂
学
」
と
し
て
は
、
そ
の
「
本

質
論
」
の
諸
範
購
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
係
す
る
博
士
の
言
葉
に
、
　
　
「
本
質
の
領
域
は
、
い
わ
ゆ

る
主
語
的
な
有
の
世
界
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
背
後
に
弁
証
法
的
運
動
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
は
、
有

る
も
の
が
直
ち
に
無
と
し
て
、
他
と
一
な
る
が
ゆ
え
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
か
か
る
こ
と
は
、
た
だ
無
の
白
覚
に
お
い
て

有
る
も
の
と
し
て
の
み
考
う
ベ
ポ
で
あ
る
。
臼
己
同
一
が
白
己
矛
盾
で
あ
石
と
い
う
の
は
、
た
だ
、
か
か
る
い
み
に
わ
い
て
の
み
老

　
　
　
　
　
　
　
）

え
ら
れ
る
の
で
あ
小
。
」
　
　
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
、
ま
ず
第
一
に
、
生
産
物
へ
の
外
花
化
と
し
て
の
疎
外
さ
れ
た
労

働
の
「
第
一
規
定
」
が
「
本
質
論
」
な
い
し
対
象
認
識
の
領
域
で
あ
る
に
た
い
し
て
、
外
花
化
の
活
動
そ
の
も
の
と
し
て
の
疎
外

さ
れ
た
労
働
の
「
第
二
規
定
」
ほ
、
よ
り
内
面
的
な
す
体
的
反
宥
の
領
域
て
、
あ
り
、
か
か
る
内
面
性
の
論
理
と
し
て
把
握
さ
れ
た
か

ぎ
り
の
へ
－
ゲ
ル
の
「
有
論
」
の
領
域
一
、
・
あ
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
に
賠
示
す
る
。
岸
、
し
て
、
っ
ぎ
に
第
二
に
、
こ
の
主
体
的
む
内

面
の
論
瑚
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
白
身
が
一
．
第
二
規
定
」
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
し
か
も
、
こ
の
一
．
弟
二
規
定
」
の
一
酒
思

弁
灼
な
分
析
に
わ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
の
忠
弁
灼
蚊
脳
に
既
に
潜
在
し
て
い
た
は
ず
の
有
岬
無
の
弁
証
法
的
論
理
形
式
が
、
西
田
棚
士

の
行
の
言
雌
に
わ
け
る
か
ぎ
り
の
弁
証
法
的
形
式
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
に
よ
り
…
瞭
に
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
、
博
士

の
い
わ
ゆ
る
「
無
の
白
覚
一
が
マ
Ｊ
ク
ス
に
わ
い
て
東
の
白
覚
と
す
べ
き
も
の
と
如
何
に
近
い
か
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
右
の
言
葉
に

よ
っ
て
同
時
に
ホ
唆
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
両
者
が
如
何
に
近
く
し
て
同
時
に
如
何
に
遠
い
か
は
、
こ
れ
か
ら
の
本
稿

■



の
叙
述
の
進
展
と
と
も
に
明
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
の
ば
あ
い
、
相
互
に
一
致
す
る
点
に
お
い
て
の
み
理

解
し
な
が
ら
・
な
わ
次
の
言
葉
を
念
頭
に
お
く
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
の
忠
弁
的
形
式
を
索
り
だ
す
た
め
に
、
効
果
的
な
子

続
き
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
「
現
在
が
現
在
白
身
を
限
定
す
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
白
己
が
あ
り
、
白
己
が
臼
己
を
限

定
す
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
が
い
っ
も
現
在
で
あ
る
。
無
に
し
て
白
已
自
身
を
限
定
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
非
合
理
的

な
る
も
の
の
白
己
限
定
と
し
て
感
官
的
限
定
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
無
に
し
て
白
己
自
身
を
見
る
と
い
う
意
味
に
お

い
て
行
為
的
隈
定
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
絶
対
に
無
な
る
も
の
の
自
已
限
定
と
し
て
、
弁
証
法
的
と
考
え
ら

れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
時
に
お
い
て
は
、
滅
す
る
こ
と
が
生
ず
る
こ
と
で
あ
り
、
生
ず
る
こ
と
が
減
す
る
こ
と
で
あ
る
。

白
已
に
お
い
て
も
、
死
す
る
こ
と
が
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
生
き
る
こ
と
が
死
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
に
言
っ
た
ご
と
く
、
内
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幻

－
外
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
弁
証
法
的
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
自
已
は
、
時
と
同
じ
ぐ
、
存
在
そ
の
も
の
が
白
已
矛
盾
で
あ
る
」
。

賃
労
働
者
が
資
本
制
的
生
産
過
程
に
お
い
て
労
働
す
る
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
が
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
な
る
概
念
の
「
第
二
規

定
」
と
し
て
分
析
し
た
（
」
と
く
、
白
己
肯
定
が
そ
の
ま
ま
自
已
否
定
で
あ
り
、
白
已
に
わ
い
て
無
い
こ
と
が
、
ヴ
グ
、
の
ま
斗
、
一
他
者
に
お

い
て
有
る
こ
と
で
あ
り
、
他
者
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
自
己
と
し
て
死
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ま
た
、
外
在
化
し

た
白
已
を
白
己
白
身
と
見
る
ほ
か
な
い
疎
外
関
係
と
し
て
は
、
外
を
白
已
の
内
と
兇
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
逆
に
、
白
己
の
内

な
る
も
の
を
白
己
の
外
に
有
る
も
の
と
見
る
ほ
か
な
い
と
こ
ろ
の
、
白
已
矛
盾
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
ｎ
己
の
労
働
ヴ
て
の
も
の
が
臼

己
に
疎
遠
な
の
で
あ
る
。

　
１
・
酉
出
幾
多
郎
、
　
「
私
の
立
場
か
ら
見
た
へ
－
ゲ
八
弁
証
法
」
　
（
一
．
へ
－
ケ
ル
と
へ
ー
ケ
＾
主
荻
』
帽
際
へ
－
ケ
叱
聯
蛆
円
木
版
、
岩
波
杉
眉

　
　
刊
）
、
　
二
二
頁
。

　
２
、
同
右
、
　
一
八
頁
。

　
　
　
　
四
四
年
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
お
げ
る
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
上
）
　
（
悌
）
　
　
　
　
一
五
（
六
三
七
）



◆

　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
（
六
三
八
）

　
３
、
同
右
、
一
六
！
七
頁
。

　
か
く
て
、
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
論
理
に
あ
る
も
の
と
し
て
「
第
二
規
定
」
亭
、
み
、
の
具
象
性
に
わ
い
て
叙
述
を
進
展
せ
し

め
る
。
す
な
わ
ち
、
　
　
「
労
働
そ
の
も
の
の
疎
遠
性
」
　
一
人
間
が
そ
こ
で
白
分
白
身
を
外
件
化
す
る
と
こ
ろ
の
労
働
」
す
な
わ
ち

「
外
的
労
働
」
な
い
し
「
強
制
労
働
」
が
、
労
働
者
に
と
っ
て
、
そ
の
ま
ま
「
彼
の
肉
体
を
辛
苦
さ
せ
、
彼
の
精
神
を
荒
廃
さ
せ
る

と
こ
ろ
の
「
白
已
犠
牲
の
、
苦
難
の
労
働
」
と
し
て
直
接
的
に
現
れ
る
根
拠
と
な
る
　
　
と
主
張
し
－
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
白
己
疎
外
的
な
直
接
的
活
動
は
、
そ
の
自
己
媒
介
的
な
論
理
構
造
の
ま
ま
に
一
層
発
展
し
た
具
体
的
形
態
に
わ
い
て
は
、
さ
ら

に
「
労
働
が
彼
の
も
の
で
な
く
て
他
人
の
も
の
で
あ
り
、
労
働
に
お
い
て
、
彼
は
白
分
白
身
に
で
は
な
く
他
人
に
従
属
す
る
も
の
」

と
し
て
現
れ
る
に
い
た
る
こ
と
を
同
時
に
、
こ
の
個
所
で
マ
ル
ク
ス
は
指
摘
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
最
後
の
現
象
的
な
具
体
性
に

お
け
る
疎
外
の
状
態
な
い
し
関
係
は
、
「
第
四
の
規
定
」
と
し
て
後
に
マ
ル
ク
ス
の
間
題
に
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
今

こ
こ
の
「
第
二
の
規
定
」
に
お
け
る
事
柄
と
す
べ
き
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
抽
象
的
な
「
第
二
」
な
い
し
「
第
一
の

規
定
」
関
係
を
、
そ
こ
に
噛
み
し
め
て
味
う
か
ぎ
り
で
は
、
こ
の
個
所
で
引
用
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
白
身

も
こ
の
手
禍
断
片
で
は
、
こ
れ
ら
の
抽
象
的
規
定
の
段
腋
に
わ
い
て
、
「
箪
四
」
の
具
体
的
規
定
に
よ
っ
て
の
み
把
握
さ
る
べ
き
革

態
の
叙
述
を
雌
閉
し
て
い
て
、
読
者
に
そ
の
体
系
的
意
想
な
り
万
法
論
的
進
展
な
り
を
兄
う
し
な
う
紛
ら
わ
し
を
与
え
て
い
る
ほ
ど

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
個
所
に
お
い
て
も
、
　
「
閉
二
規
定
」
か
ら
汝
搾
さ
れ
う
る
か
ぎ
り
の
具
体
的
状
態
に
っ
い
て
叙
述
を
続

け
て
い
る
。

　
　
　
－
「
労
働
肯
の
沽
醐
が
彼
の
白
己
沽
動
で
な
く
、
他
人
の
所
有
に
帰
し
て
し
ま
い
、
労
働
す
る
こ
と
が
労
働
者
白
身
の
喪
失
１
、

　
あ
る
」
　
一
三
〇
四
＾
）
か
ぎ
り
は
、
労
働
者
の
人
閉
と
し
て
の
生
活
は
、
「
た
だ
雌
か
に
、
食
う
二
と
、
飲
む
こ
と
、
生
む
こ
と
、



　
ぞ
の
ほ
か
に
、
せ
い
ぜ
い
住
居
や
衣
服
な
ど
に
お
い
て
自
発
性
を
感
じ
る
に
す
ぎ
ず
」
　
（
三
〇
四
頁
）
、
要
す
る
に
、
彼
の
動
物
と

　
し
て
の
諾
機
能
に
お
い
て
し
か
自
已
活
動
的
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
　
「
い
か
に
も
食
う
こ
と
、
飲
む
こ
と
、
生
む
こ
と
、
等
寿
は
、

　
ま
さ
し
く
人
間
的
機
能
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
を
、
そ
れ
以
外
の
範
囲
の
人
間
活
動
か
ら
分
離
し
、
最
後
の
且
つ
唯
一
の

　
究
極
目
的
に
し
て
し
も
う
よ
う
な
抽
象
態
で
は
、
そ
れ
ら
は
動
物
的
で
あ
る
」
　
一
三
〇
四
頁
一
、
、
す
な
わ
ち
「
彼
の
人
間
的
な
諸
機

　
能
に
お
い
て
は
、
彼
は
動
物
と
殆
ど
変
ら
な
い
」
　
（
三
〇
四
頁
）
。

　
こ
れ
が
、
「
第
一
規
定
」
で
あ
る
「
生
産
物
の
疎
外
」
に
と
も
な
う
と
こ
ろ
の
、
い
な
、
そ
れ
を
媒
介
す
る
根
拠
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、

直
接
的
な
生
活
な
い
し
労
働
に
お
け
る
労
働
人
間
の
主
体
的
な
原
理
と
し
て
の
、
白
已
矛
盾
の
具
体
的
形
態
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
マ

ル
ク
ス
は
続
け
る
。

　
　
　
「
労
働
の
内
部
で
の
生
産
行
為
に
た
い
す
る
労
働
（
者
）
の
関
係
は
、
苦
悩
と
し
て
の
活
動
、
無
カ
と
し
て
の
カ
、
去
勢
と

　
し
て
の
生
殖
で
あ
り
、
労
働
者
自
身
に
た
い
し
て
反
逆
し
、
．
彼
か
ら
独
一
皿
し
た
と
こ
ろ
の
、
彼
に
ぞ
く
さ
な
い
活
動
と
し
て
の
、

　
彼
自
身
の
肉
体
的
わ
よ
び
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
彼
の
個
人
生
活
で
あ
る
。
　
　
事
物
の
疎
外
と
と
も
に
、
自
己
疎
外
。
」

　
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
よ
う
に
、
も
つ
と
も
明
瞭
な
叙
述
に
よ
つ
て
、
　
「
第
二
糧
定
」
と
し
て
の
「
自
己
疎
外
」
を
、
労
働
生
産
物
に

た
い
す
る
労
働
者
の
直
接
的
関
係
、
す
な
わ
ち
、
「
第
一
規
定
」
た
る
「
事
物
の
疎
外
」
か
ら
区
別
し
、
労
働
の
活
動
過
程
に
お
け

る
労
働
者
自
身
の
主
体
的
な
自
已
関
係
に
隈
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
　
「
動
物
的
な
も
の
が
人
間
的
で
あ
り
、

人
間
的
な
も
の
が
動
物
的
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
最
後
に
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
「
動
物
的
で
あ
る
こ
と
が
人
間
的
で
あ
り
、
人
間
的
で
あ
る

こ
と
が
動
物
的
で
あ
る
」
と
い
う
こ
の
命
題
は
、
わ
た
し
も
今
し
が
た
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
よ
う
に
「
労
働
の
活
動

　
　
　
四
四
年
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
お
け
る
吋
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
上
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
一
七
（
六
三
九
）
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一
八
（
六
四
〇
）

赴
砂
に
お
け
る
労
働
者
白
身
の
主
体
的
白
己
関
係
」
と
す
る
こ
と
は
、
誤
解
を
ま
ね
く
か
或
る
い
は
正
確
を
欠
く
言
表
で
あ
る
と
い

う
こ
ピ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
・
こ
の
言
表
の
ま
ま
で
は
、
一
定
の
時
間
的
経
過
の
う
ち
に
わ
い
て
の
み
、
か
か
る
主
体
的
自
己
関
係

が
始
め
て
成
立
す
る
か
の
ご
と
き
意
味
を
伝
え
る
可
能
性
に
あ
る
が
、
　
「
動
物
的
で
あ
る
こ
と
が
同
時
に
人
間
的
で
あ
る
こ
と
で
あ

り
、
ま
た
、
そ
の
逆
で
あ
る
」
と
い
う
白
己
関
係
は
、
い
う
ま
で
も
を
く
白
已
矛
盾
１
と
し
て
の
自
己
関
係
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
自

己
矛
序
の
成
立
し
て
い
る
の
は
、
つ
ね
に
瞬
間
的
の
事
柄
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
無
経
過
的
、
し
た
が
っ
て
無
時
間
的
た
ひ
事
柄
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
己
予
盾
と
は
、
さ
き
に
引
用
し
て
お
い
た
西
田
哲
学
に
お
け
る
規
定
に
よ
れ
ば
、
現
在
が
現
在

白
身
を
隈
定
す
る
感
覚
的
な
事
柄
で
あ
る
。
真
に
現
実
的
と
い
わ
る
べ
き
感
覚
、
す
な
わ
ち
、
生
き
た
感
覚
と
は
、
ま
さ
に
現
在
で
、

あ
り
、
現
在
の
白
已
が
現
在
の
物
に
触
れ
る
と
こ
ろ
に
感
覚
が
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
体
的
と
い
う
こ
と
も
、

そ
の
生
き
た
感
覚
を
離
れ
て
考
え
る
か
ぎ
り
は
、
現
実
性
を
矢
う
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
右
の
主
体
的
な
自
已
矛
盾
も
、
ま
た
、
現

在
が
現
在
自
身
を
隈
定
す
る
感
覚
的
白
已
の
瞬
間
的
な
、
厳
密
に
は
、
時
間
的
に
し
て
同
時
に
無
時
間
的
な
事
柄
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
．
こ
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
で
は
、
疎
外
の
「
第
二
規
定
」
も
、

労
働
す
る
客
体
灼
人
問
の
主
体
的
契
機
が
対
象
化
さ
れ
た
反
省
規
定
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
自
分
に
か
か
わ
り
の
な
い
他
人
じ
と
と

し
て
、
客
観
主
義
灼
に
環
解
さ
れ
る
ほ
か
な
い
。
今
こ
こ
に
、
こ
の
わ
た
し
の
努
作
を
読
ん
で
い
る
読
者
白
身
が
、
白
ら
労
働
す
る

人
間
と
し
て
、
賃
労
働
肯
に
か
わ
っ
て
彼
の
立
場
に
足
を
わ
き
、
白
分
白
身
の
現
在
の
事
柄
と
し
て
、
す
な
わ
ち
典
に
主
体
的
に
、

そ
の
か
ぎ
り
で
感
覚
的
に
理
解
す
４
こ
と
が
、
そ
二
に
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
要
請
に
こ
た
え
る
こ
と
は
、

主
体
の
客
観
主
義
的
把
握
に
よ
つ
て
は
、
不
可
能
で
あ
る
。
「
第
二
規
定
」
が
主
体
的
事
柄
で
あ
る
か
い
、
ｄ
り
、
マ
ル
ク
ス
も
わ
れ
わ
れ

に
、
か
か
る
真
に
生
き
た
主
体
的
な
把
握
を
こ
の
「
第
二
規
定
」
に
わ
い
て
要
請
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。



三
　
労
働
人
間
の
生
命
的
白
己
関
係

　
以
上
わ
れ
わ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
な
る
概
念
の
第
一
次
お
よ
び
第
二
次
の
関
係
規
定
を
吟
味
し
て
き
た
の

で
あ
る
が
、
つ
ぎ
に
第
三
次
の
関
係
規
定
の
吟
味
に
移
る
ま
え
に
、
両
者
の
綜
合
に
お
い
て
、
本
章
で
一
貫
し
て
追
求
し
て
い
る
と

こ
ろ
の
、
単
な
る
労
働
人
間
の
向
自
有
的
論
理
構
造
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
、
そ
の
一
応
の
整
理
を
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
マ
ル

ク
ス
も
「
こ
れ
ま
で
の
二
つ
の
規
定
か
ら
更
に
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
第
三
の
規
定
を
抽
き
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
と

お
り
、
こ
の
一
応
の
整
理
は
、
第
三
次
関
係
規
定
へ
の
橋
し
渡
し
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
第
一
次
わ
よ
び
第
二
次
の
両
規
定
の
綜
合
さ
れ
た
事
態
が
如
何
な
る
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
而
規
定
の
分

析
が
始
め
ら
る
べ
き
前
提
と
し
て
、
す
で
に
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
　
「
生
産
物
は
、
た
だ
活
動

の
、
生
産
の
要
約
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
も
し
も
労
働
の
生
産
物
が
外
在
化
で
あ
る
な
ら
ば
、
生
産
そ
の
も
の
は
、
活
動

的
な
外
在
化
、
活
動
の
外
在
化
、
外
在
化
の
活
動
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
労
働
対
象
の
疎
外
に
お
い
て
は
、
た
だ
労
働
活
動
そ
の

も
の
に
わ
け
る
疎
外
、
外
在
化
が
婆
約
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
　
（
三
〇
三
頁
）
。
　
　
と
こ
ろ
で
、
％
働
生
産
物
に
た
い
す
る
労

働
者
白
身
の
閉
係
の
原
因
ｏ
冨
ｓ
ざ
な
い
し
根
源
の
車
態
一
妻
で
三
お
亭
ぎ
○
○
ｇ
訂
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
労
働
者
白
身
の
生
産

活
動
そ
の
も
の
が
、
前
節
で
吟
味
さ
れ
た
と
お
り
白
已
矛
席
的
な
も
の
と
し
て
分
析
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
こ
の
自
己
矛
屑
的

生
産
活
動
の
結
果
老
宇
雪
お
一
宍
９
己
け
算
で
あ
り
要
約
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
労
働
生
産
物
に
た
い
す
る
労
働
者
の
高
接
的
閉
係
に

お
い
て
ポ
、
こ
の
内
花
胸
白
己
矛
盾
が
外
作
化
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
外
花
化
さ
れ
た
白
己
矛
雁
が
、
白
己
疎

外
と
呼
は
れ
て
「
さ
ム
」
の
で
あ
４
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
マ
ル
ク
ス
は
次
の
く
と
く
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
「
労
働
の
生
産
物
と
は
、
対
象

　
　
　
四
四
年
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
お
げ
る
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ル
ク
ス
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榛
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二
〇
（
六
四
二
〉

に
わ
い
て
固
定
化
さ
れ
、
事
物
化
さ
れ
た
労
働
で
あ
り
、
そ
れ
は
労
働
の
対
象
化
で
あ
る
。
労
働
の
実
現
は
労
働
の
対
象
化
で
あ
る
。

国
民
経
済
学
的
状
態
で
は
、
こ
の
労
働
の
実
現
が
労
働
者
の
非
現
実
化
に
、
対
象
化
が
対
象
の
喪
失
お
よ
び
隷
属
に
、
獲
得
が
疎
外
、

外
在
化
に
見
え
る
の
で
あ
る
」
。
　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
白
已
疎
外
の
関
係
、
　
　
そ
れ
は
要
す
る
に
、
労
働
者

が
自
已
の
生
命
的
活
動
を
対
象
化
的
に
実
現
し
た
生
産
物
に
わ
い
て
、
こ
の
労
働
者
自
身
が
非
現
実
化
し
、
現
実
的
で
な
い
自
己
と

な
り
、
す
な
わ
ち
生
命
的
白
已
を
喪
失
し
て
い
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
が
、
　
　
こ
の
自
己
疎
外
と
い
う
自
己
関
係
は
、
も
し
も
向

自
有
的
自
己
関
係
を
本
質
的
に
へ
ｉ
ゲ
ル
の
じ
と
く
白
已
意
識
と
限
定
し
て
し
ま
う
か
ぎ
り
で
は
、
当
然
な
が
ら
、
向
白
有
的
で
あ

る
と
は
言
わ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
白
己
関
係
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
一
つ
の
向
自
有
的
構
造
に
あ

る
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
労
働
者
の
生
産
物
に
お
け
る
白
已
喪
失
が
、
白
已
の
人
間
的
生
命
の
喪
失
で
あ
る
こ
と
は
、
生
産
物
に

対
象
化
さ
れ
る
生
命
的
活
動
が
、
人
間
的
な
も
の
が
動
物
的
で
あ
り
動
物
的
な
も
の
が
人
間
的
で
あ
る
と
い
う
自
已
矛
盾
に
あ
る
こ

と
か
ら
明
か
で
あ
る
が
、
こ
の
人
間
と
動
物
と
の
区
別
に
つ
い
て
マ
ル
ク
ス
は
、
い
か
に
述
べ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
「
動
物
は
、
そ
の
生
活
行
為
と
直
接
に
一
致
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
白
分
を
生
活
行
為
か
ら
区
別
し
な
い
。
動
物
と

　
は
生
活
行
為
で
あ
る
。
人
間
は
、
彼
の
生
活
行
為
そ
の
も
の
を
、
彼
の
意
慾
わ
よ
び
彼
の
意
識
の
対
象
と
す
る
。
彼
の
意
識
的
な

　
生
活
行
為
を
も
っ
て
い
る
。
彼
は
或
る
被
規
定
性
と
直
接
に
合
致
し
な
い
。
人
間
を
直
接
に
動
物
灼
生
活
行
為
か
ら
区
別
す
る
も

　
の
は
、
恵
識
的
な
生
活
行
為
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
人
間
は
、
一
個
の
種
属
的
本
質
○
算
；
冒
鴛
ミ
２
竃

　
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
が
一
個
の
種
属
灼
本
質
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
彼
の
意
識
的
存
在
で
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ

　
ば
、
彼
白
身
の
生
活
が
彼
に
と
っ
て
対
象
な
の
で
あ
る
。
こ
の
理
由
か
ら
レ
て
の
み
、
彼
の
行
為
は
自
由
な
行
為
で
あ
る
。
疎
外

　
さ
れ
た
労
働
は
、
こ
の
関
係
を
転
倒
し
て
、
人
削
は
、
彼
が
意
識
的
存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
彼
の
生
活
行
為
、
彼
の
存
在
を
単



　
に
彼
の
生
存
の
た
め
の
手
段
に
さ
せ
る
、
と
い
う
よ
う
に
し
て
い
る
」
（
三
〇
六
ｉ
七
頁
）
。

　
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
こ
で
、
人
間
と
動
物
と
の
区
別
は
意
識
の
有
無
に
あ
る
と
す
る
ば
あ
い
、
こ
の
意
識
的
で
あ
る
こ
と
を
、
入
類

昌
旨
ｏ
８
０
等
巨
轟
の
本
質
的
属
性
と
規
定
す
る
だ
け
に
と
ど
め
ず
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
、
白
已
の
生
活
そ
の
も
の
を
白
己

の
対
象
と
し
て
白
ら
の
う
ち
に
定
立
す
る
と
い
う
自
已
意
識
、
こ
の
白
已
意
識
に
よ
る
人
間
の
行
為
の
自
由
と
い
う
こ
と
に
、
マ
ル

ク
ス
は
重
点
を
わ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
を
動
物
か
ら
区
別
す
る
本
質
を
自
已
意
識
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人

間
が
本
質
的
に
自
己
意
識
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
人
間
が
そ
の
本
質
的
自
已
を
白
己
の
う
ち
に
反
省

す
る
向
白
有
を
、
や
は
り
白
已
意
識
と
し
て
い
る
こ
と
を
い
み
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
マ
ル
ク
ス
も
へ
－
ゲ
ル
と
一
致
し
て
い
る
。
し

か
し
へ
ー
ゲ
ル
的
白
己
意
識
が
適
用
さ
れ
て
一
致
し
う
る
領
域
が
、
す
で
に
児
て
き
た
と
わ
り
、
労
働
市
場
に
あ
る
単
な
る
商
品
人

間
に
お
い
て
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
商
品
人
間
が
へ
－
∴
ヶ
ル
的
な
自
己
意
識
を
一
度
は
棄
て
生
産
遇
程
に
わ
い
て
自
已
疎
外
を
体
験

し
、
こ
の
労
働
人
間
の
喪
失
し
た
ｎ
己
を
恢
復
せ
ん
と
す
る
向
白
有
が
、
マ
ル
ク
ス
の
白
己
意
識
の
内
谷
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の

同
じ
白
己
意
識
の
言
表
に
わ
い
て
、
へ
－
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
と
の
あ
い
だ
に
は
内
容
的
な
質
附
差
異
が
あ
り
、
こ
の
質
的
差
異
の
論

理
灼
な
意
味
は
、
労
働
人
附
の
白
己
疎
外
を
媒
介
し
て
止
揚
さ
れ
る
以
前
と
以
後
と
の
段
階
的
な
差
異
、
す
な
わ
ち
、
抽
象
的
で
あ

る
か
八
体
的
で
あ
る
か
の
差
異
を
い
み
す
る
と
せ
ね
ば
む
ら
な
い
の
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
に
も
臼
己
疎
外
の
論
理
が
あ
る
こ
と
は
、

臼
已
恵
識
的
で
あ
る
こ
と
が
疎
外
か
ら
の
復
帰
の
方
法
で
あ
る
か
ぎ
り
の
も
の
と
し
て
、
言
う
ま
で
、
主
Ｕ
な
い
。
芦
、
し
て
、
こ
こ
に
お

け
る
香
定
的
－
己
閉
係
、
す
な
わ
ち
否
定
の
否
定
の
論
理
こ
そ
を
、
マ
ル
ク
ス
が
へ
－
ゲ
ル
か
ら
継
承
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、

前
述
し
て
き
た
と
わ
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
に
白
已
意
識
の
前
提
的
モ
メ
ン
ト
と
し
て
の
〔
ｕ
疎
外
も
、
へ
－
ゲ
ル
に
わ
い
て

は
白
己
意
識
が
抽
象
灼
て
あ
る
か
ぎ
り
で
、
抽
象
的
で
あ
る
ほ
か
な
い
に
ム
」
い
し
て
、
マ
ル
ク
ス
に
＾
、
仙
い
て
は
疎
外
さ
れ
た
労
働
と

　
　
　
四
四
年
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
お
げ
る
ヤ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
上
）
　
（
締
）
　
　
　
　
二
一
（
六
四
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
春
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
（
六
四
四
）

し
て
・
こ
二
に
呉
体
た
さ
れ
る
に
い
ム
」
ス
一
、
へ
－
∴
ブ
ル
的
疎
へ
．
は
臼
己
之
誇
の
裏
矢
し
払
」
状
態
で
↓
、
の
る
に
山
」
い
し
て
、
マ
ル
ク
ス
的

疎
外
は
・
疎
外
さ
れ
ム
」
労
働
首
の
人
ｎ
灼
生
沽
の
臼
已
喪
火
の
状
態
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
す
で
に
見
て
き
た
（
」
と
く
、
単
な

る
商
品
人
間
の
概
念
的
白
已
意
識
に
外
的
に
対
立
し
た
と
こ
ろ
の
人
問
的
生
命
の
、
ま
た
「
精
神
現
象
学
二
で
説
か
れ
て
い
る
ご
と

く
・
白
已
改
識
的
白
我
の
内
奔
的
対
象
と
し
て
対
立
的
に
定
立
さ
る
べ
き
生
命
的
白
己
の
、
衷
矢
と
し
て
の
ｎ
己
疎
外
で
あ
る
。
そ

し
て
・
こ
の
喪
矢
１
し
た
人
問
的
生
命
の
白
已
恢
復
に
マ
ル
ク
ス
の
同
自
有
的
白
己
意
識
が
成
一
ー
す
る
の
で
あ
る
と
｛
ベ
ツ
れ
ば
、
疎
外
さ

れ
た
労
働
に
わ
け
る
こ
の
人
…
的
生
命
の
白
已
喪
失
は
、
へ
－
ゲ
ル
の
ば
あ
い
と
同
じ
く
、
向
白
有
的
白
己
閑
係
の
前
提
的
モ
メ
ン

ト
と
い
う
い
み
で
、
そ
れ
白
体
に
わ
い
て
も
向
白
有
的
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
兇
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
だ
し
、
諾
契
機
と
い
う
も

の
は
、
全
体
を
成
立
せ
し
め
る
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
と
同
時
に
、
個
々
の
要
素
は
、
契
機
と
し
て
は
、
逆
に
プ
ゲ
、
れ
ぞ
れ
に
わ
い
て

全
体
を
孕
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
労
働
者
の
白
己
の
労
働
生
産
物
に
お
け
る
人
問
と
し
て
の
白
已
喪
失
と
は
、
マ
ル
ク
ス
の
分
析
し
た
と
お
り
、

動
物
的
機
能
の
み
の
充
足
を
人
間
的
で
あ
る
と
感
じ
る
人
閉
へ
の
自
已
転
落
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ぎ
り
で
は
、
白
己
の
所

有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
已
に
疎
遠
に
し
て
敵
対
灼
な
閑
係
を
秘
め
て
い
る
実
花
的
な
生
産
手
段
に
、
直
按
的
に
同
一
化
さ
れ
て

い
る
否
定
的
な
人
閉
性
と
は
、
内
俗
的
に
は
、
卑
に
意
識
を
衷
失
し
た
か
ぎ
り
の
人
閉
的
生
命
で
は
な
く
、
人
閉
の
動
物
と
し
て
の

生
命
で
あ
る
・
し
た
が
っ
て
、
い
さ
さ
か
で
も
労
働
者
が
、
白
己
の
生
産
過
程
に
わ
け
る
実
沽
炊
に
お
い
て
、
そ
の
否
定
性
の
契
機

の
自
己
反
宥
を
こ
こ
ろ
み
・
す
な
わ
ち
、
す
こ
し
で
も
人
…
的
な
欲
里
を
そ
こ
に
川
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
ま
↓
叶
一
苫
悩
で
あ

り
無
力
で
あ
り
上
勢
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
休
鹸
で
し
か
な
い
。
人
問
的
欲
｝
を
棄
て
る
か
ぎ
り
で
、
労
働
は
杵
悩
で
な
く
、
活
動
は

勢
カ
的
で
あ
り
・
要
す
る
に
動
物
的
に
働
く
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
奴
隷
制
的
強
制
労
働
」
　
「
外
的
労
働
」
が
、



マ
ル
ク
ス
を
し
て
目
己
疎
外
の
規
定
を
定
立
せ
し
め
た
と
こ
ろ
の
、
資
本
制
的
生
産
過
程
に
現
実
に
現
象
し
て
い
る
「
国
民
経
済
学

的
」
な
事
柄
で
あ
っ
た
。

　
労
働
が
彼
自
身
の
許
を
去
っ
て
他
人
の
支
配
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
し
か
な
く
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
の
白
己
疎
外
の
論
理
構
造

は
、
へ
－
ゲ
ル
に
よ
っ
て
追
跡
し
て
き
た
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
自
己
意
識
的
な
人
問
性
の
喪
失
の
ゆ
え
の
自
己
疎
外
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
論
理
的
段
階
か
ら
す
れ
ば
、
自
已
意
識
の
成
立
す
る
以
前
の
直
接
的
な
意
識
も
喪
失
し
て
お
り
、
意
識
の
成
立
す
る
以

前
の
人
間
的
生
命
す
ら
も
す
で
に
喪
矢
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
生
産
過
程
に
は
い
っ
た
か
ぎ
り
の
労
働
者
　
　
す
な
わ
ち
、

単
な
る
労
働
人
間
　
　
の
白
已
疎
外
の
構
造
で
あ
る
。
い
ま
だ
生
産
遇
程
に
は
い
ら
な
い
か
ぎ
り
の
、
労
働
市
場
に
お
け
る
か
ぎ
り

の
賃
労
働
者
　
　
す
な
わ
ち
、
単
な
る
商
品
人
間
　
　
の
白
己
疎
外
は
、
そ
の
実
在
性
が
、
物
と
し
て
の
生
産
物
で
は
な
く
、
自
己

の
労
働
カ
と
し
て
の
商
品
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
そ
の
否
定
性
の
契
機
は
、
こ
の
商
品
的
実
在
性
の
箪
な
る
向
他
有
と
し
て
、
賃
銀
の

．
変
化
に
左
右
さ
れ
る
存
在
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
賃
労
働
者
が
そ
の
人
間
的
生
命
を
喪
失
す
る
と
い
う
論

理
的
契
機
は
あ
り
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
人
附
灼
生
命
の
動
物
灼
生
命
へ
の
転
化
の
ご
と
き
こ
と
は
夢
想
だ
に
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、

否
定
性
の
契
機
は
常
に
白
己
意
識
と
し
て
向
白
有
的
側
念
性
を
堅
特
し
て
、
自
已
の
実
在
准
の
貫
的
諦
規
定
を
白
己
に
お
い
て
所
有

す
る
と
い
う
閑
係
を
保
っ
て
わ
り
、
そ
こ
に
は
、
白
己
疎
外
の
閑
係
を
兄
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
が
｝
な
る
簡
品
人
削
の
論
理

構
造
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
自
己
の
商
品
的
実
花
性
と
し
て
の
白
己
の
労
働
カ
社
所
有
す
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。

商
晶
所
有
者
と
し
て
は
資
本
家
と
対
等
で
あ
り
、
契
約
に
お
い
て
売
買
し
う
る
人
格
者
で
あ
っ
て
、
生
産
逃
程
に
お
い
て
奴
隷
制
下

の
強
制
労
働
を
さ
せ
ら
れ
る
ば
あ
い
の
よ
う
に
、
非
人
格
灼
に
動
物
化
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
奴
隷
と
閉
確
に
区
別
さ
れ
る
所
以
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
奴
隷
と
杵
品
人
間
と
の
論
理
構
造
の
差
異
は
、
論
理
的
に
い
え
ば
、
疎
外
の
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
か
否

　
　
　
　
四
四
年
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
１
上
）
　
（
棟
）
　
　
　
　
三
二
（
六
四
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
（
六
四
六
）

か
の
差
異
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
商
品
人
間
と
い
え
ど
も
、
生
産
過
程
に
一
た
び
身
を
置
け
ば
奴
款
胸
目
己
疎
外
に
お
ち
い
る
の
で

あ
る
。
か
く
て
は
、
奴
隷
制
は
単
に
古
代
杜
会
に
固
有
の
も
の
で
な
く
、
資
本
制
杜
会
の
現
代
に
お
い
て
も
止
揚
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ

ー
と
し
て
は
、
労
働
人
間
と
し
て
生
産
過
程
に
実
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
奴
隷
的
白
已
疎
外
は
、
そ
れ
白
体
と
し
て
如
何
に
し
て
向
自
有
的
自
已
関
係
を
も
ち
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
単
な

る
労
働
人
間
の
定
有
的
実
在
性
は
、
白
已
の
労
働
活
動
の
対
象
的
に
固
定
さ
れ
た
生
産
物
、
と
く
に
生
産
手
段
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら

の
生
産
物
に
対
象
化
さ
れ
た
労
働
な
る
も
の
は
、
そ
こ
に
白
己
疎
外
の
事
実
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ぎ
り
で
は
、
単
純
に
人
間

的
生
命
活
動
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
、
こ
の
人
間
的
生
命
の
疎
外
さ
れ
た
活
動
が
対
象
化
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
資
本
制
的
生
産
過
程
に
お
け
る
賃
労
働
者
が
、
そ
の
労
働
生
産
物
に
対
象
化
す
る
労
働
は
強

制
さ
れ
た
奴
隷
的
労
働
で
あ
り
、
白
己
自
身
を
感
心
元
な
い
外
在
化
さ
れ
た
労
働
で
あ
り
、
要
す
る
に
疎
外
さ
れ
た
労
働
で
あ
っ
た
。

す
な
か
ち
、
人
間
的
で
あ
る
こ
と
が
動
物
的
で
あ
る
と
い
う
白
已
矛
盾
そ
の
も
の
が
、
生
産
物
に
対
象
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

唯
な
る
労
働
人
胴
に
お
け
る
、
こ
の
白
己
肯
定
が
そ
の
ま
ま
自
己
否
定
で
あ
り
、
有
即
無
で
あ
る
と
い
う
主
体
的
な
白
己
矛
盾
は
、

資
本
制
社
会
に
お
い
て
労
働
の
生
産
物
が
労
働
者
に
疎
遠
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
内
面
的
論
理
に
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
逆
に
、
こ

の
内
在
的
な
白
已
矛
盾
こ
そ
は
、
事
実
の
本
質
を
転
倒
し
て
の
み
現
象
せ
し
む
る
た
め
の
論
理
的
根
拠
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す

な
わ
ち
、
　
「
対
象
の
獲
得
が
対
象
の
喪
失
と
し
て
現
れ
、
対
象
の
支
配
が
対
象
へ
の
隷
属
と
し
て
現
れ
る
」
、
等
々
の
必
然
性
が
、

労
働
者
白
身
の
主
体
的
な
白
己
矛
盾
の
外
在
化
し
た
か
ぎ
り
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
で
、
今
こ
こ
に
問
魍
に
す
べ
き
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
伝
倒
が
事
物
の
現
象
と
し
て
情
態
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
外
的
に
実
在
す
る
感
性
的
対
象
と
し
て
の
生
産
物
の
定
有
と
し
て
の
質
的
規
定
性
は
、
常
に
、
事
物
の



本
質
の
直
接
的
現
象
で
な
く
し
て
、
否
定
さ
る
べ
き
現
象
と
し
て
仮
象
に
す
ぎ
な
い
と
覚
悟
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
労

働
生
産
物
が
労
働
者
に
た
い
し
て
疎
遠
で
あ
る
と
い
う
規
定
性
も
、
さ
ら
に
、
こ
れ
が
発
展
し
て
、
労
働
者
に
た
い
し
て
敵
対
性
を

も
っ
に
い
た
る
と
い
う
規
定
性
も
、
す
べ
て
仮
象
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
単
な
る
労
働
人
間
の
定
有
的
実
在
性
そ
の
も
の
こ

そ
が
仮
象
的
な
実
在
性
で
あ
る
こ
と
を
い
み
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
し
か
し
、
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
へ
－
ゲ
ル
の
定
有
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
に
よ
れ
ば
、
実
在
性
そ
の
も
の
に
直
接
的
に
合
一
し
た
ま
ま
の
否
定
性
が
、
い
ま
だ
有
己
関
係

的
に
定
立
さ
れ
て
い
な
い
と
き
、
こ
の
否
定
性
は
、
こ
の
実
在
性
の
質
的
規
定
性
の
論
理
的
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

実
在
が
仮
象
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
質
的
規
定
性
が
暫
定
的
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
否
定
性

が
実
在
性
の
表
面
に
支
配
的
に
な
り
他
有
と
し
て
そ
の
質
的
規
定
性
に
隈
界
づ
け
る
。
か
く
て
定
有
の
実
在
性
は
向
他
有
の
性
格
を

お
び
、
そ
し
て
、
一
つ
の
質
的
規
定
性
か
ら
他
の
質
的
規
定
性
へ
、
す
な
わ
ち
、
或
る
も
の
か
ら
他
の
も
の
へ
、
と
い
う
変
化
を
萌

し
て
い
る
状
態
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
こ
こ
で
仮
象
的
実
在
性
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
向
自

有
の
論
珊
段
階
に
わ
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
定
有
的
実
在
性
に
直
接
的
に
内
在
し
て
い
た
否
定
性
の
契
機
が
、
否
定
の
否
定
と

し
て
白
己
反
省
灼
に
、
自
ら
の
実
在
性
に
対
持
し
て
規
定
的
に
存
立
す
る
に
い
た
っ
た
段
階
で
あ
り
、
こ
の
段
階
に
あ
っ
て
実
在
性

は
・
対
象
化
さ
れ
た
特
殊
な
定
有
と
し
て
、
向
白
有
的
無
隈
性
に
お
い
て
所
有
さ
れ
て
い
る
閑
係
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
既

に
・
定
有
的
実
花
が
白
己
の
う
ち
に
本
質
的
自
已
を
反
省
的
に
定
立
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
『
論
理
学
」
に
お
い
て

も
・
も
は
や
「
有
論
」
の
領
域
か
ら
「
本
質
論
」
の
領
域
に
転
化
し
て
い
る
こ
と
が
、
気
ず
か
れ
て
お
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う

す
る
と
・
巾
な
る
労
働
人
間
が
、
自
己
の
労
働
の
対
象
的
実
現
で
あ
り
な
が
ら
白
己
に
疎
遠
で
あ
る
生
産
物
を
、
す
な
わ
ち
、
向
他

有
的
性
格
に
あ
る
仮
象
的
実
在
と
し
て
の
労
働
生
産
物
を
、
と
に
か
く
、
資
本
制
的
生
産
過
程
に
お
い
て
白
已
の
牢
百
的
実
在
性
と

　
　
　
四
四
年
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
お
げ
る
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
上
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
二
五
（
六
四
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
（
六
四
八
）

し
て
所
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
を
意
味
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
労
働
人
間
の
主
体
性
と
し
て
は
、

自
己
の
人
間
的
で
あ
る
べ
き
自
已
活
動
的
な
生
命
力
と
し
て
の
労
働
そ
の
も
の
の
、
対
象
化
に
よ
る
白
已
実
現
、
自
已
確
証
ガ
、
こ

の
否
定
さ
る
べ
き
仮
象
的
規
定
性
に
あ
る
対
象
的
実
在
と
し
て
の
労
働
生
産
物
に
わ
い
て
遂
行
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
と
き
、
こ
の
対
象
的
定
有
の
実
在
的
仮
象
性
そ
の
も
の
は
、
も
は
や
、
「
有
論
」
に
あ
つ
て
の
ご
と
べ
、
或
る
定
有
か
ら
他

の
定
有
へ
と
た
だ
変
化
し
て
移
り
行
く
状
魍
に
あ
る
こ
ど
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
労
働
人
間
と
し
て
は
当
然
な
が
ら
、
白

已
の
定
有
的
実
在
性
が
自
己
に
た
い
し
て
仮
象
灼
な
の
で
あ
る
と
、
羊
体
的
に
反
省
す
べ
き
関
係
に
わ
か
れ
て
い
る
と
せ
ね
ば
な
ら

々
い
。
す
な
わ
ち
、
対
象
的
定
有
の
実
在
的
仮
象
性
は
、
い
ま
や
、
「
本
質
論
」
に
お
け
る
と
同
じ
よ
う
に
、
白
已
の
同
自
有
的
主

体
性
を
他
の
も
の
と
し
て
、
こ
れ
に
向
っ
て
仮
象
的
な
る
も
の
と
し
て
臨
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
自
己
の
生
命
的
活
動
の

実
現
で
あ
る
労
働
生
庫
物
に
わ
い
て
、
〔
「
口
白
身
に
た
い
す
る
仮
象
沈
を
、
直
接
的
に
感
得
す
る
労
働
人
附
は
、
自
己
の
生
命
カ
の

確
証
に
わ
い
て
生
命
力
の
唯
無
性
を
体
験
し
、
〔
Ｕ
の
労
働
の
実
塊
に
わ
い
て
白
己
の
労
働
カ
の
非
現
実
性
を
直
観
す
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
〔
己
の
所
有
す
ろ
労
働
生
峰
物
に
わ
い
て
、
〔
己
の
非
所
有
を
見
、
白
已
の
支
配
に
わ
い
て
白
己
の
隷
属
を
見
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
さ
ら
に
揃
象
的
に
青
え
ば
、
白
己
の
う
ち
に
お
い
て
白
已
に
非
ざ
る
も
の
を
兄
、
逆
に
白
己
に
非
ぎ
る

他
の
も
の
に
わ
い
て
し
か
白
已
白
身
を
兇
見
し
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
白
已
矛
盾
が
、
労
働
人
附
の
主
体
的
な
白

已
関
係
で
あ
り
、
か
か
る
白
「
し
矛
朽
の
外
に
－
己
閉
係
の
他
の
形
式
を
木
貫
、
的
に
も
ち
え
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
白
己
矛
盾
そ
の
も

の
こ
そ
が
労
働
人
閉
の
向
白
有
的
諭
理
構
造
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
し
て
、
こ
の
白
己
矛
朽
の
外
花
化
し
た
も
の
が
ｎ
己
疎
外
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
向
白
有
灼
論
理
構
泣
に
わ
け
る
定
有
的
実
花
の
契

機
に
事
物
的
疎
外
の
状
態
が
あ
り
、
そ
の
否
定
的
白
己
閉
係
の
契
機
に
〔
已
疎
外
が
あ
る
・
ｑ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
「
労
働
は
労
働
者



自
身
の
喪
矢
で
あ
る
」
三
〇
四
頁
）
と
マ
ル
ク
ス
も
い
う
が
、
こ
の
、
自
已
に
わ
い
て
自
已
を
喪
失
し
て
い
る
と
い
う
直
接
的
な
事

態
が
・
そ
の
無
琴
竺
ま
一
三
じ
疎
詰
言
己
関
係
む
〇
一
、
ふ
る
。
白
已
関
係
と
は
、
昌
山
ゲ
．
昌
に
楳
介
す
る
、
、
、
主
、
、
あ
る

が
・
こ
の
自
已
媒
介
灼
な
も
の
が
無
媒
介
で
あ
る
と
い
う
自
已
矛
盾
が
、
自
己
疎
外
と
い
う
こ
と
の
論
理
的
構
造
な
の
で
あ
る
。
１
す

な
わ
ち
・
ま
た
・
白
己
矛
盾
な
い
し
白
已
疎
外
と
は
、
媒
介
を
含
ん
だ
直
接
性
と
も
、
あ
る
い
は
ま
た
直
接
的
な
自
已
関
係
と
も
、

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
・
し
た
が
っ
て
、
こ
の
直
接
性
即
媒
介
性
に
お
け
る
媒
介
性
の
契
機
の
現
出
に
よ
つ
て
、
帳
然
と
し
て
直
接

的
で
あ
る
白
己
矛
盾
的
な
自
己
疎
外
は
、
そ
の
形
態
を
白
己
展
閑
す
る
。
す
な
わ
ち
マ
ル
ク
ス
の
一
一
一
一
口
菓
に
し
た
が
，
イ
凡
ば
、
　
「
労
働
者

の
活
動
は
彼
の
目
已
活
動
で
な
い
」
。
と
す
れ
ば
、
「
労
働
は
他
人
の
所
有
に
１
帰
す
る
」
（
三
〇
四
頁
）
。
し
払
」
が
つ
て
「
労
働
者
に
と

っ
て
の
こ
の
労
働
の
外
在
性
は
、
労
働
が
彼
白
身
の
も
の
で
な
く
て
他
人
の
も
の
で
あ
り
、
労
働
が
彼
に
属
せ
ず
、
労
働
に
お
い
て

彼
は
自
君
身
に
で
は
な
く
他
人
篇
す
る
」
一
三
・
三
頁
一
と
り
つ
ふ
う
に
白
最
す
る
。
こ
の
展
開
さ
れ
た
臼
己
疎
外
の
形
態
は
、

マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
の
「
第
四
規
定
」
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
も
直
接
性
の
契
機
は
依

然
と
し
て
存
続
し
て
い
る
こ
と
に
、
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
て
資
本
制
的
生
産
過
程
に
お
い
て
、
帷
な
る
労
働
人
閉
と
し
て
生
活
す
る
賃
労
働
者
の
論
理
構
造
は
、
向
己
矛
盾
な
い
し
火
〔

己
疎
外
に
あ
る
客
灼
直
接
性
の
ま
ま
で
向
暑
膏
己
爆
に
あ
る
と
い
・
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
定
有
即
向
暑
と

い
う
論
理
的
形
式
に
わ
け
る
間
題
と
し
て
は
、
定
有
に
お
い
て
直
接
的
に
合
一
さ
れ
て
い
る
｝
な
る
否
定
性
が
、
白
己
媒
介
的
に
向

暑
纏
昆
し
た
う
え
で
、
再
び
昌
止
謁
に
定
有
に
た
い
し
て
直
繕
に
合
一
し
た
も
の
と
麦
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
に
か
く
、
こ
れ
を
、
向
白
有
的
否
定
性
の
定
有
的
実
作
性
へ
の
白
己
媒
介
的
な
同
一
化

と
考
え
る
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
は
白
己
を
喪
失
す
る
こ
と
で
あ
り
、
両
者
の
最
初
か
ら
の
無
媒
介
的
同
一
性
と
考
え
る
か
ぎ
り
で
は
、

　
　
　
　
四
四
年
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
ド
お
げ
る
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
上
）
　
（
構
）
　
　
　
　
二
七
（
六
四
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
（
六
五
〇
）

そ
れ
は
喪
失
せ
る
自
己
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
自
己
喪
失
と
い
う
直
接
的
事
態
が
定
有
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
こ
の
定
有
に

お
け
る
即
自
的
な
否
定
性
は
、
も
は
や
定
有
の
単
な
る
質
的
規
定
性
の
根
橡
と
し
て
の
直
接
的
否
定
性
で
な
く
て
、
自
己
喪
失
と
い

う
自
己
関
係
せ
る
否
定
性
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
単
な
る
定
有
と
質
的
に
異
な
る
論
理
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
次
に
、
い
ま
一
っ
の
間
題
は
、
こ
の
定
有
即
向
自
有
的
な
形
式
に
お
け
る
論
理
的
内
容
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
、
こ
こ
に
白
己
喪
失
と
い
う
ば
あ
い
の
喪
失
せ
る
こ
の
白
已
と
は
、
内
容
的
に
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
に
お
い
て
は
、
人
間
的
生
命
が
喪
失
し
て
お
り
、
人
間
的
生
命
が
そ
の
ま
ま
単
な
る
動
物
的

生
命
に
疎
外
さ
れ
、
動
物
的
生
命
に
お
い
て
の
み
人
間
的
生
命
を
か
ろ
う
じ
て
保
持
し
う
る
白
己
矛
盾
と
し
て
、
す
で
に
理
解
さ
れ

た
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
喪
失
し
た
人
間
的
生
命
の
自
己
復
帰
な
い
し
恢
復
と
い
う
向
白
有
的
な
否
定
的
白
已
関
係
と

い
う
こ
と
が
、
か
な
ず
し
も
白
已
意
識
の
形
態
を
と
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
を
白
己
意
識
以
前
の
生
命
的
自
已

閑
係
で
あ
る
と
す
る
ほ
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
す
で
に
推
定
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
奴
隷
的
に
強
制
さ
れ
た
労

働
に
お
い
て
は
、
労
働
者
は
、
　
「
欲
求
を
充
足
で
き
ず
」
　
「
安
楽
で
な
く
」
　
「
自
已
の
外
に
あ
る
と
感
じ
」
　
「
不
自
Ｈ
由
」
　
「
不
幸
」

で
あ
り
、
労
働
を
「
ペ
ス
ト
の
よ
う
に
忌
み
嫌
う
」
し
、
し
た
が
っ
て
逆
に
、
こ
の
強
制
さ
れ
た
奴
隷
附
労
働
の
外
で
の
み
、
労
働

者
は
白
己
白
身
を
感
じ
「
安
楽
で
あ
り
」
　
「
白
由
」
に
し
て
「
幸
福
」
で
あ
る
。
こ
う
し
て
労
働
者
は
白
」
Ｕ
の
「
労
働
を
労
働
以
外

の
欲
求
を
充
足
す
る
た
め
の
た
だ
の
手
段
と
感
じ
る
」
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
労
働
そ
の
も
の
の
疎
遠
性
」
（
三
〇
三
貰
）
に
も
と
ず

く
こ
れ
ら
の
心
理
的
諮
表
現
は
、
い
ま
だ
判
断
的
〔
已
意
識
以
前
の
白
己
閑
係
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
な
お
恋
識
的
塊
象
で
あ
る
こ

と
は
争
わ
れ
む
い
、
、
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
意
識
的
諸
形
態
の
以
前
に
、
純
作
に
牛
命
的
に
白
己
閉
係
す
ろ
と
二
、
っ
に
、
白
己
炎
失

な
い
し
自
己
疎
外
が
成
立
し
て
い
る
と
マ
ル
ク
ス
は
言
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
奴
隷
的
強
制
労
働
は
、
労
働
者
の
「
肉
体
を
辛
苦



，

さ
せ
精
神
を
荒
廃
せ
し
め
」
、
彼
を
肉
体
的
に
は
「
不
具
に
し
」
　
「
機
械
に
し
」
、
精
神
的
に
は
「
無
知
や
白
痴
」
（
三
〇
四
頁
）

に
す
る
。
そ
う
し
て
、
動
物
的
生
活
に
追
い
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
最
後
に
、
労
働
者
の
生
命
を
縮
め
る
か
、
雪
働

者
た
る
資
格
を
奪
っ
て
、
　
「
餓
死
」
か
一
家
心
申
を
よ
ぎ
な
く
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
の
生
理
的
諸
現
象
は
、
人
間
的
労
働
の
疎
遠
性
の

最
も
直
接
的
な
表
現
形
態
で
あ
る
が
、
生
命
の
否
定
的
白
已
関
係
も
、
こ
こ
に
わ
い
て
は
、
ま
さ
に
資
本
に
た
い
す
る
労
働
者
の
生

理
的
抵
抗
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
白
身
の
次
の
言
葉
　
　
す
で
に
先
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
　
　
も
、
こ
の
生

理
的
抵
抗
と
し
て
の
向
自
有
的
自
已
関
係
に
っ
い
て
述
べ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
「
苦
悩
と
し
て
の
活
動
、
無
カ
と

し
て
の
カ
、
去
勢
と
し
て
の
生
殖
。
労
働
者
白
身
に
反
逆
し
、
彼
か
ら
独
立
し
た
、
彼
に
属
さ
な
い
活
動
と
し
て
の
、
彼
自
身
の
肉

体
的
わ
よ
び
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
－
。
　
　
自
已
疎
外
」
（
三
〇
四
頁
）
。
か
く
し
て
、
労
働
者
の
「
こ
う
し
た
奴
隷
状
態
の
頂
点
は
、
彼

が
労
働
者
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
物
質
的
主
体
と
し
て
身
を
保
っ
に
す
ぎ
ず
、
ま
払
」
、
物
質
的
主
体
で
あ
る
よ
り
も
、
労
働
者
で

あ
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
三
〇
一
頁
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
純
粋
に
生
命
的
な
生
理
的
抵
抗
と
、
か
の
単
に
意
識
的
な
心
理
的
抵
抗
と
に
お
い
て
、
擁
護
せ
ん
と
す

る
も
の
は
人
間
的
生
命
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
　
　
こ
れ
ら
の
抵
抗
が
そ
の
ま
ま
生
命
の
擁
護
を
い
み
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
　
　
か

か
る
心
理
的
な
、
な
い
し
生
理
的
な
抵
抗
が
向
白
有
的
な
生
命
的
白
己
関
係
で
あ
る
と
考
え
う
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
こ
の
白
己

関
係
の
口
ぎ
す
木
質
灼
白
己
な
る
も
の
も
亦
、
人
間
的
生
命
の
向
白
有
的
な
無
限
性
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
無
限
な
る
人
間
灼
生

命
と
は
、
人
…
の
種
属
的
生
命
で
あ
り
、
人
類
種
属
の
悠
久
な
る
生
命
過
程
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
人
類
種
属
の
生
命
的
無
隈
挫

が
、
如
何
に
し
て
自
己
衷
矢
し
て
い
る
か
を
間
題
に
し
た
の
が
、
　
マ
ル
ク
ス
の
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
な
る
概
念
に
お
け
る
「
第

三
規
定
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
四
四
年
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
上
）
　
．
（
構
）
　
　
　
　
二
九
（
六
五
一
）


