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マ

ル
ク
ス

主
義
経
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哲
学
原
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梯

明
　
　
　
秀

は
　
し
　
が
　
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
哲
学
原
理
と
い
う
ば
あ
い
、
は
た
し
て
何
を
、
そ
れ
が
い
み
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
ろ
う
。

さ
ら
に
、
そ
の
ま
え
に
哲
学
の
原
理
と
い
う
言
・
葉
そ
の
も
の
が
、
　
一
見
し
て
理
解
し
や
す
い
も
の
に
受
け
と
れ
て
必
す
し
も
そ
う
で

は
な
く
、
い
な
、
そ
う
あ
っ
て
は
な
ら
底
い
と
思
わ
れ
る
。
も
と
も
と
哲
学
と
は
、
諾
学
の
原
理
を
窮
極
ま
で
追
求
す
べ
き
学
間
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
諸
科
学
に
た
い
し
て
も
、
そ
の
方
法
論
削
原
邊
な
り
思
想
的
立
場
放
り
を
解
明
す
る
こ
と
を
、
白
ら
の
使
命
と

し
て
い
る
は
す
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
杜
会
科
学
の
一
つ
と
し
て
の
経
済
学
を
、
そ
の
根
底
に
泌
め
て
い
る
思
想
的
立
場
な
い
し

世
界
観
に
お
い
て
、
こ
の
特
殊
科
学
が
成
り
立
つ
た
め
の
万
法
諭
的
原
理
を
追
氷
す
る
こ
と
が
、
一
般
に
経
済
哲
学
と
呼
ば
れ
う
る

学
問
の
本
質
的
規
定
に
な
っ
て
い
る
は
す
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
使
命
を
、
す
で
に
言
い
表
し
て
い
る
経
済
哲
学
底
る
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

葉
に
■
、
さ
ら
に
、
こ
の
言
葉
の
本
質
的
意
味
で
あ
る
と
こ
ろ
の
原
理
と
い
う
文
宇
を
附
加
す
る
こ
と
は
、
一
つ
の
同
義
反
復
で
あ
っ

て
、
不
必
要
な
冗
言
で
あ
り
、
と
き
と
し
て
は
、
街
学
的
在
権
威
づ
け
で
な
い
か
の
識
り
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
で
め
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
、
そ
の
思
想
内
容
が
体
系
的
に
展
開
さ
れ
る
ば
め
い
に
は
、
あ
る
い
は
、
哲
学
を
も
っ
て
体
系
的
学
問

＾

山
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地



で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
立
場
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
体
系
が
拠
っ
て
も
っ
て
展
開
さ
れ
う
る
た
め
の
根
翅
が
追
求
さ
れ
、
こ
根
の

施
が
原
理
と
在
っ
て
思
想
の
自
已
展
開
を
み
ち
び
き
、
ご
の
思
想
の
体
系
的
発
展
の
全
体
を
貫
い
て
い
る
ご
と
を
、
何
よ
り
も
重
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

視
し
な
け
れ
ば
な
ら
在
い
の
で
あ
る
。
ご
の
い
み
で
は
、
哲
学
原
理
と
い
う
言
共
は
、
け
っ
し
て
単
た
る
同
義
反
復
で
は
な
く
、
む

し
ろ
哲
学
の
領
域
に
お
け
る
関
心
の
焦
点
が
何
も
の
で
あ
る
か
を
明
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
経
済
哲
学
原
理
と
い
う
ば
あ
い
も
、
経
済
科
学
の
方
法
論
を
原
理
的
に
追
求
す
る
特
殊
な
哲
学
の
、
右
に
述
べ
た
体
系
的
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
、
　
、
　
、
　
、

理
に
つ
い
て
の
み
、
関
心
の
焦
点
を
含
せ
て
い
る
も
の
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
ば
あ
い
経
済
哲
学

廊
勢
と
い
う
言
葉
が
、
経
済
科
学
の
原
理
の
原
理
と
い
う
よ
う
た
ト
ウ
ト
ロ
ジ
ー
に
お
ち
い
ら
な
い
た
め
に
は
、
こ
の
経
済
科
学
の

原
理
を
追
求
す
る
哲
学
が
、
体
系
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
要
件
と
し
て
い
な
け
れ
ば
友
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
一
）
　
本
稿
は
、
一
昨
々
年
の
夏
に
書
き
た
め
た
相
当
分
量
の
旧
稿
の
う
ち
比
較
的
に
纏
っ
た
部
分
の
一
っ
だ
げ
を
択
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
わ
た

　
　
　
し
は
、
一
昨
年
の
萩
以
来
の
病
気
の
た
め
、
研
究
活
動
を
停
止
し
て
静
養
中
で
お
る
が
、
い
芙
た
に
執
筆
さ
え
殆
ど
不
能
の
状
態
に
お
る
。
本

　
　
　
誌
の
記
念
号
に
協
力
す
る
た
め
に
、
左
の
旧
稿
を
持
ち
だ
し
、
読
み
直
し
て
み
て
、
こ
の
「
は
し
が
き
」
を
附
け
る
だ
け
に
で
も
一
多
く
の
時

　
　
　
間
を
か
け
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
本
文
も
、
未
定
稿
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
添
削
も
ほ
ど
こ
す
こ
と
も
不
可
能
で
あ
っ
た
。

　
　
　
こ
の
点
、
読
老
の
諒
恕
を
、
ひ
と
え
に
乞
う
次
第
て
あ
る
。
　
　
そ
し
て
、
こ
の
「
は
し
が
き
」
も
、
旧
稿
の
右
の
部
分
に
附
し
た
標
題
に
た

　
　
　
い
す
る
言
い
わ
け
の
よ
う
な
も
の
と
受
け
と
ら
れ
る
か
る
知
れ
な
い
。
が
し
か
し
、
イ
ル
ク
ス
主
義
経
済
哲
学
は
、
こ
の
「
は
し
が
き
」
に
述

　
　
　
べ
て
あ
る
よ
５
な
い
み
で
、
わ
た
し
の
久
し
い
以
前
か
ら
構
想
し
っ
づ
け
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
確
立
の
た
め
の
努
カ
が
数
々
の
未
定

　
　
　
稿
と
し
て
未
発
表
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
は
し
が
き
」
に
お
け
る
論
述
内
容
は
、
本
稿
以
外
の
未
発
表
の
も
の
、

　
　
　
既
に
発
表
し
た
も
の
に
、
そ
し
て
他
目
そ
の
俸
系
化
を
実
現
す
る
た
め
の
今
後
の
研
究
活
動
に
も
、
逓
じ
て
一
貫
し
て
お
つ
、
ま
た
一
貫
さ
す

　
　
　
べ
き
原
理
的
た
、
わ
た
し
の
主
張
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ぼ
、
そ
れ
は
、
旧
稿
を
発
表
す
る
た
め
の
便
宜
的
な
主
張
で
は
決
し
て
な
く
て
、
逆

　
　
　
イ
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ク
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立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
．
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
　
（
五
二
二
）

に
本
旧
稿
の
意
図
し
た
も
の
を
一
層
鮮
明
に
表
現
し
て
い
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
た
だ
一
つ
本
稿
の
発
表
に
気
お
く
れ
が
す
る
こ
と
は
、
そ
の
内
容
が
全
く
哲
学
的
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
点
で
、
経
済
学
の
専
門
誌
に
は
不
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

当
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
経
済
哲
学
の
全
内
容
と
し
て
は
、
経
済
学
の
批
判
的
分
析
に
多
く
の
分
量
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
に
し
て

も
、
わ
た
し
の
実
力
は
未
だ
こ
の
方
向
に
極
め
て
少
量
し
か
伸
ば
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
だ
け
で
な
く
、
す
で
に
発
表
の
も
の
未
発

表
の
も
の
を
つ
う
じ
て
、
こ
う
し
た
欠
陥
を
示
し
て
い
る
が
、
な
か
に
も
本
稿
は
、
そ
の
極
端
に
あ
り
、
純
哲
学
的
論
文
と
い
っ
て
も
よ
い
も

の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
イ
ル
ク
ス
主
義
経
済
哲
学
の
哲
学
酉
を
創
造
的
に
解
明
す
る
た
め
に
必
然
的
に
問
題
に
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
と

こ
ろ
の
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
体
系
的
原
理
と
し
て
の
「
論
理
学
」
の
第
一
巻
「
有
論
」
に
お
げ
る
最
も
抽
象
的
な
「
質
」
の
部
門
の
、
さ
ら
に

そ
の
前
半
の
誇
カ
テ
ゴ
リ
ー
エ
ソ
の
批
判
的
分
析
と
い
う
こ
と
に
、
本
稿
の
論
述
内
容
は
、
そ
の
重
点
を
お
い
て
い
る
。
そ
の
い
み
か
ら
も
亦
、

　
　
　
　
　
、
　
　
、

経
済
哲
学
に
原
理
と
い
う
文
字
が
附
加
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
だ
げ
を
挙
げ
つ
ら
う
な
ら
ば
、
こ
の
「
は
し
が
き
」
は
単
な
る
言
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

わ
け
と
見
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
原
理
は
経
済
哲
学
を
具
体
的
に
展
開
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ

ら
に
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
を
も
根
底
か
ら
白
己
反
省
せ
し
め
ず
に
お
か
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
わ
た
し
は
秘
か
に
牢
固
と
し
た
信
念
を

も
っ
て
い
る
。
と
に
か
く
、
今
の
ば
あ
い
、
本
稿
が
経
済
学
に
無
関
連
で
な
い
こ
と
の
理
解
が
読
者
に
期
待
で
き
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

　
さ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
哲
学
原
理
と
い
う
ば
あ
い
は
、
こ
の
要
件
を
満
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
マ
ル
ク
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

主
義
経
済
学
は
、
た
と
え
ぱ
古
典
経
済
学
と
異
っ
て
、
へ
－
ゲ
ル
か
ら
批
判
的
に
継
承
さ
れ
た
哲
学
体
系
が
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
て
い

る
。
古
典
経
済
学
の
諾
学
説
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
体
系
的
に
叙
述
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
展
開
の
根
底
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

固
有
の
思
想
的
立
場
在
い
し
世
界
観
を
、
す
な
わ
ち
哲
学
的
原
理
を
秘
め
て
い
る
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
共
通
の
方
法

論
は
実
証
主
義
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
諾
体
系
も
、
実
証
的
な
経
済
諾
智
識
な
い
し
諾
法
則
の
篇
別
的
整
理
で
あ
っ
て
、
こ

の
篇
別
の
展
開
構
成
が
一
つ
の
窮
極
原
理
に
よ
っ
て
全
体
と
し
て
一
貫
さ
れ
、
正
確
に
い
え
ば
、
こ
の
窮
極
原
理
の
自
己
展
開
に
お



●

い
て
段
階
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
書
の
で
は
な
い
。
；
の
穣
原
理
の
白
己
運
動
隻
い
て
字
宙
の
一
切
の
も
の
を

演
緯
的
に
自
ら
の
諾
募
と
し
て
、
し
か
、
も
、
そ
れ
ら
を
単
純
書
の
か
ら
複
雑
書
の
一
と
論
理
的
順
序
に
し
た
が
一
て
・
展
開

す
る
と
い
う
仕
一
則
一
は
、
ま
さ
に
一
－
ゲ
ル
が
彼
の
全
哲
学
体
系
兵
い
て
成
就
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
め
べ
そ
し
て
・
こ
の
よ

う
拳
的
繁
の
典
型
を
彼
が
打
ち
だ
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
柄
で
あ
る
。
…
－
ゲ
ル
哲
学
の
学
的
体
系
性
孟
判
的
に

継
承
し
た
と
こ
ろ
に
、
マ
ル
ク
ス
の
諏
集
む
慕
・
象
謝
・
が
展
開
さ
れ
差
と
み
る
べ
き
で
あ
る
奮
ば
・
；
警

科
学
と
し
て
の
一
栗
論
・
は
、
そ
の
経
済
学
的
叙
述
を
、
体
系
的
書
の
言
し
め
て
い
る
唯
物
論
的
蕉
誉
そ
は
・
ま
に

マ
、
ル
ク
ス
主
義
経
済
哲
学
の
本
質
的
な
内
容
た
る
べ
き
も
の
と
考
え
ね
ば
な
差
い
で
あ
ろ
う
。
…
に
い
う
唯
物
論
嬰
原
理
と

は
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
諾
暮
と
し
て
の
唯
物
論
の
諾
原
理
と
し
て
の
諾
思
想
を
い
み
す
る
の
で
暴
く
・
こ
れ
ら
の
諾
思
想

を
統
一
し
て
、
し
を
案
論
・
と
い
う
学
的
体
系
の
諾
契
讐
止
揚
し
て
い
る
圭
ろ
の
；
の
集
帥
器
で
あ
る
・
す
な

わ
ち
、
こ
の
い
み
で
の
諾
原
理
の
原
理
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
竺
そ
、
あ
奈
も
一
ル
ク
ス
主
義
経
済
哲
学
原
理
と
よ
ば
れ
る
べ

き
当
の
も
の
で
あ
る
と
さ
註
ば
奮
奮
。
す
姦
ち
、
こ
の
ば
あ
い
隻
け
る
哲
学
原
婁
い
し
原
理
の
原
理
と
い
う
言
葉
は
・

単
な
る
同
語
反
復
で
簑
く
て
、
ご
の
反
復
に
よ
一
て
、
か
え
一
て
厳
密
に
特
殊
な
意
味
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
・

と
こ
ろ
で
種
六
の
科
学
奮
し
一
般
に
学
要
る
も
の
が
、
体
系
的
長
開
さ
れ
う
る
た
め
の
原
理
と
は
・
さ
き
に
述
、
べ
て
差

と
お
り
、
そ
昔
の
科
学
奮
し
哲
学
の
全
内
容
が
、
論
理
的
届
歪
一
て
露
的
に
蓬
さ
れ
て
ゆ
く
た
め
の
根
碧
い
み
す

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
体
系
的
根
翅
隻
る
原
理
的
概
念
の
自
己
展
開
と
し
て
の
思
惟
運
動
隻
い
て
・
最
初
に
問
題
に
な
套
と

は
、
こ
の
思
惟
の
自
己
運
動
が
何
言
初
ま
る
か
と
い
う
…
で
官
、
次
に
、
ご
の
自
已
運
動
が
如
何
に
展
開
さ
れ
る
う
る
か
と

い
う
こ
と
が
問
題
隻
る
。
し
か
し
、
如
何
竃
己
運
動
す
る
か
と
い
う
：
は
、
如
何
墨
動
し
始
め
る
か
と
い
三
と
で
あ
一

　
　
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
哲
学
原
理
（
梯
）
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立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
五
吾
）

て
・
ご
の
運
動
の
始
ま
る
端
緒
と
し
て
の
讐
の
襲
構
造
に
よ
一
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
か
く
て
一
一
一
一
目
い
か
え
れ
ば
、
お
よ
そ
哲
学

奪
し
科
学
の
体
系
的
墨
と
は
・
；
か
え
し
述
べ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
竺
の
学
的
内
容
の
全
体
を
順
次
に
規
定
し
て
霊
し

て
ゆ
く
思
惟
の
白
已
運
動
の
：
で
あ
る
か
ら
し
て
、
こ
の
自
已
運
動
の
端
緒
が
何
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
、
体
系
的
原
理

の
原
理
と
三
羨
定
的
撃
的
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
－
、
し
か
嘉
初
に
、
そ
の
概
念
規
定
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
奈
ね

ば
琶
芒
も
の
で
あ
る
・
…
み
で
↑
ゲ
ル
も
、
こ
の
端
緒
の
問
屈
を
、
彼
の
哲
学
の
全
体
系
の
装
点
に
お
い
て
だ
け
で

な
く
・
そ
の
各
特
殊
部
門
と
し
て
の
諾
哲
学
体
系
の
出
発
点
兵
い
て
、
い
ち
い
ち
解
明
す
る
こ
と
を
論
理
的
に
必
然
的
君
の
と

考
え
て
い
た
・
た
と
え
ば
・
彼
の
全
哲
学
体
系
の
体
系
的
原
理
で
あ
る
彼
の
・
論
理
学
一
に
お
い
て
、
特
に
一
大
論
撃
一
と
呼
ば

れ
て
い
る
著
述
隻
い
て
は
・
・
学
は
何
竃
一
て
そ
の
初
め
差
す
べ
き
か
・
と
い
う
標
題
の
冒
頭
論
述
に
多
く
の
頁
数
を
割
い
て

い
る
の
で
あ
る
・
き
ろ
で
一
ル
ク
一
も
、
ま
た
、
彼
の
経
済
学
を
何
か
ら
始
む
べ
き
か
に
つ
い
て
、
彼
が
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
経
済
学
諸

派
を
批
判
的
に
研
究
す
る
さ
い
に
、
す
で
に
碧
悩
ま
し
て
を
と
は
、
こ
の
研
竈
程
の
諸
成
果
を
後
に
体
系
的
に
展
開
し
た

と
こ
ろ
の
薯
述
か
ら
み
て
・
十
分
に
推
察
え
う
る
と
ご
ろ
で
あ
ろ
う
。
す
蕉
ち
一
経
済
学
批
判
二
よ
び
一
考
論
一
隻

い
て
・
近
代
喪
杜
会
の
経
済
学
的
研
究
の
端
糖
が
何
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
直
接
に
論
究
さ
れ
、
こ
れ
ら
両
著
に
お
い
て
、

現
覧
烏
る
体
系
的
祭
も
差
、
商
品
の
纂
か
ら
始
め
ら
る
べ
き
こ
と
が
、
冒
頭
に
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

一
ル
ク
ス
が
彼
白
身
の
経
済
学
を
古
典
緊
学
の
実
証
主
義
か
ら
区
別
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
止
揚
す
る
た
め
に
も
、
↑
ゲ
ル
の

哲
学
集
を
与
一
層
す
ぐ
れ
た
学
的
体
系
と
し
て
樹
立
す
る
こ
と
を
念
願
と
し
、
そ
し
て
、
そ
巾
を
成
就
し
た
こ
と
を
、
い

み
す
る
・
こ
の
い
み
で
彼
の
体
系
的
警
学
、
と
く
に
・
菜
論
一
は
、
へ
－
ゲ
ル
哲
学
の
体
系
的
原
理
が
絶
対
者
す
蕉
ち
神
の

自
己
展
開
と
し
て
の
思
弁
窪
「
論
掌
・
で
あ
一
着
た
い
し
て
、
実
証
的
膚
学
を
媒
介
に
し
た
現
実
的
姦
性
的
人
間
の
思



惟
の
体
系
的
在
演
緯
に
よ
る
労
作
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
へ
－
ゲ
ル
の
観
念
論
哲
学
か
ら
区
別
さ
る
べ
き
一
層
現
実
的
な
哲
学
体

系
で
も
あ
る
こ
と
に
、
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
、
さ
ら
に
ー
、
こ
の
い
み
で
ま
た
『
資
本
論
』
も
、
へ
ー
ゲ
ル
全
哲
学
体
系
に
。
匹
敵

す
る
対
抗
的
な
、
学
的
体
系
の
他
の
一
つ
の
典
型
で
あ
る
こ
と
が
、
十
分
に
理
解
さ
れ
ね
ば
在
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
マ

ル
ク
ス
は
彼
の
『
姿
本
論
』
に
お
い
て
、
そ
の
学
的
体
系
性
と
い
う
両
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
彼
の
経
済
学
的
諾
範
犠
を
、
そ
の

単
純
な
る
も
の
か
ら
複
雑
な
る
も
の
へ
と
順
次
に
自
己
展
開
せ
し
め
て
い
っ
た
彼
の
論
理
学
に
お
い
て
、
そ
れ
白
体
そ
の
ま
ま
で
、

す
で
に
彼
の
経
済
哲
学
を
展
開
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
ご
の
よ
う
な
論
理
学
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
『
資
本

論
』
を
読
む
と
い
う
と
と
が
、
そ
れ
を
体
系
的
著
述
た
ら
し
め
て
い
る
哲
学
原
理
、
す
在
わ
ち
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
哲
学
原
理
を
、

わ
れ
わ
れ
に
理
解
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
と
ご
ろ
で
、
こ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
哲
学
は
、
そ
れ
が
『
鈴
和
諭
』
ひ

、
　
　
、
　
　
、

論
理
学
で
あ
る
と
い
う
い
み
で
、
さ
き
に
述
べ
か
け
た
よ
う
に
、
そ
の
体
系
的
端
緒
を
論
述
の
最
初
に
お
い
て
必
然
的
に
。
問
題
に
せ

ざ
る
を
え
な
い
。
で
あ
る
か
ら
し
て
マ
ル
ク
ス
白
身
も
、
彼
の
休
系
的
著
述
に
お
い
て
、
商
品
の
研
究
か
ら
叙
述
を
始
め
た
の
で
あ

っ
た
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
彼
の
若
き
時
代
に
ー
お
い
て
も
既
に
－
、
こ
の
竿
弥
伽
釆
ゆ
謝
理
肺
静
齢
の
問
題
に
秘
か
に
思
を
沈
め
て
い

た
と
見
ら
れ
う
る
と
し
て
き
た
わ
け
で
あ
っ
た
。

　
本
稿
の
問
題
は
、
ま
さ
に
、
こ
こ
に
横
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
近
代
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
の
経
済
学
的
研
究
が
商
品
の
分
析
か

ら
始
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
端
緒
の
問
題
に
っ
い
て
の
彼
の
命
題
が
、
ま
す
、
そ
の
体
系
的
原
理
に
お
い
て
追
究
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
は
、
こ
の
命
題
が
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
も
の
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
る
ま
で
に
、
彼
が
彼
の
若

き
時
代
か
ら
、
如
何
に
頭
を
悩
ま
し
如
何
に
思
い
を
巡
ら
し
て
き
た
か
、
と
い
う
ご
と
も
確
か
に
問
題
に
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ご
の
こ
と
は
、
如
何
な
る
論
理
的
意
味
で
、
商
品
が
彼
の
経
済
学
の
体
系
的
端
緒
に
た
り
え
た
か
、
と
い
う
こ

　
　
イ
ル
ク
ス
圭
義
経
済
哲
宇
原
理
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
（
五
二
五
）



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

と
の
原
理
的
分
析
か
ら
逆
に
推
定
す
る
ご
と
が
で
き
、
ご
こ
に
推
定
す
べ
き
こ
の
原
理
を
、
若
き
時
代
の
彼
の
諾
労
作
に
お
い
て
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、

献
的
に
考
証
す
る
ぼ
か
は
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
も
、
ご
の
後
の
論
理
的
分
析
こ
そ
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
哲
学
原
理
の
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

わ
わ
肺
塾
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
新
た
な
る
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
、
し
か
も
、
こ
の
端
緒
的
原
理
の
論
理
的
分
析
は

マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
界
の
方
法
論
の
領
域
に
お
い
て
も
、
不
明
確
な
表
象
の
ま
ま
で
か
、
あ
る
い
は
、
不
徹
去
な
類
推
の
ま
ま

で
、
未
解
決
の
状
態
に
放
置
さ
れ
て
い
る
現
状
に
あ
る
、
と
い
う
点
で
、
こ
の
問
題
に
、
わ
た
し
は
特
に
留
意
す
る
。

（
二
）
　
イ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
の
体
系
的
端
緒
に
っ
い
て
は
、
わ
た
し
と
し
て
、
す
で
に
色
々
な
角
度
か
ら
取
り
あ
げ
て
多
く
の
論
文
を
発
表
し

　
て
い
る
。
い
わ
ば
余
り
に
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
こ
の
テ
ー
イ
に
注
ぎ
過
ぎ
て
い
る
感
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
た
し
に
は
、

　
た
お
論
じ
足
り
た
い
点
が
多
く
、
未
解
決
の
諾
問
題
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
に
共
通
し
た
も
の
は
、
唯
物
論
に
お

　
げ
る
主
体
性
の
契
機
の
解
明
、
強
調
の
た
め
に
、
し
た
が
っ
て
経
済
哲
学
と
し
て
は
『
資
本
論
』
の
学
的
体
系
に
お
け
か
方
法
論
の
主
体
的
把

　
握
の
た
め
に
、
こ
の
学
的
体
系
の
出
発
点
に
お
い
て
、
主
体
的
原
理
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
要
す
る
に
、
賃
労

　
働
者
の
立
場
の
方
法
論
的
基
礎
づ
け
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
へ
の
前
提
的
な
問
題
提
起
で
あ
っ
た
。
試
み
に
戦
後
の
諾
労
作
だ
げ
を
取
っ
て
み

　
て
も
、
殆
ど
凡
て
が
、
こ
の
意
園
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
「
資
本
論
冒
頭
文
節
の
体
系
的
意
味
」
は
、
問
題
提
起
の
一
っ
で

　
あ
り
、
そ
の
一
瓦
の
解
決
が
「
諾
商
品
集
成
の
感
性
的
直
観
」
と
し
て
書
か
れ
、
他
の
面
と
し
て
の
「
資
本
家
的
富
の
分
析
的
思
惟
」
が
未
研

　
究
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
し
か
し
、
両
者
の
統
一
と
し
て
成
立
す
べ
き
冒
頭
文
節
の
方
法
論
と
し
て
の
「
抽
象
的
関
係
が
如
何
に
し
て

　
感
性
的
に
直
観
さ
れ
う
る
か
」
の
原
理
的
問
題
へ
の
解
明
は
、
「
歴
史
的
現
実
と
杜
会
科
学
方
法
論
」
に
お
い
て
一
応
は
果
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

　
労
作
は
、
『
資
本
論
』
の
端
緒
の
問
題
を
、
イ
ル
ク
ス
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
、
レ
ー
ニ
ソ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
。
お
い
て
強
調
さ
れ
る
契
機
の
差
異
の
う
え
に
統

　
一
的
性
格
を
展
開
し
て
あ
る
が
、
『
資
本
論
』
の
体
系
的
端
緒
を
、
そ
の
現
実
的
な
叙
述
に
見
ら
れ
る
と
お
り
：
、
｛
ず
物
と
し
て
の
対
象
的
な
商

　
晶
と
し
て
敬
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
１
れ
の
圭
体
的
兜
握
は
、
賃
労
働
者
の
資
本
制
的
実
在
性
の
形
態
と
し
て
、
吋
ル
ク
ス
の
叙
述
内

二
＾

」

ご上



容
を
超
え
て
掘
り
下
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
賃
労
働
者
の
こ
の
実
在
性
の
契
機
が
対
象
化
さ
れ
独
立
化
さ
れ
た
も
の
の
単
純
な

規
定
性
に
、
物
と
し
て
の
対
象
的
商
晶
が
端
緒
と
し
て
成
立
す
る
の
で
お
る
。
こ
の
対
象
化
の
論
理
の
分
析
は
未
発
表
で
あ
り
、
未
定
稿
に
も

な
っ
て
い
な
い
が
、
構
想
と
し
て
は
戦
後
の
再
出
発
の
最
初
か
ら
出
来
あ
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
構
想
の
前
提
的
誇
問
題
を
追
求
す
る

方
向
の
も
の
と
し
て
、
「
賃
労
働
者
の
向
白
有
的
論
理
構
造
」
を
「
序
説
」
と
し
た
三
篇
、
す
な
わ
ち
流
通
過
程
工
し
て
労
働
市
場
に
お
け
る
賃

労
働
者
の
主
体
性
を
問
題
に
し
た
Ａ
「
単
な
る
商
晶
人
問
と
し
て
の
法
律
的
白
己
意
識
」
と
、
労
働
市
場
を
媒
介
に
し
て
生
産
過
程
に
入
っ
た

か
ぎ
り
の
主
体
性
を
分
析
し
た
Ｂ
「
単
な
る
労
働
人
間
の
生
命
的
白
己
疎
外
」
と
、
さ
ら
に
Ａ
，
Ｂ
両
篇
の
統
一
と
し
て
具
体
化
さ
る
べ
き
Ｃ

「
現
実
的
賃
労
働
者
の
政
治
的
な
い
し
歴
史
的
自
覚
」
の
三
篇
が
計
画
さ
れ
、
Ｂ
は
「
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
」
と
し
て
既
に
完
結
発
表
し
て
お
り
、
Ａ
も
「
労
働
市
場
の
法
的
人
格
」
と
し
て
法
律
学
に
か
か
わ
る
も
の
に
ま
で
発
展
し

た
た
め
、
法
哲
学
の
領
域
に
お
げ
る
困
難
な
法
的
規
範
の
問
題
の
唯
物
論
的
解
明
に
直
面
し
た
ま
ま
、
病
気
の
た
め
に
中
絶
し
た
形
に
な
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
Ｃ
も
ま
た
、
い
ま
だ
纏
め
か
ね
て
不
十
分
な
断
片
的
未
定
稿
の
ま
ま
残
存
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
、
い
ま
だ
学
界
的
に
殆
ん
ど
客
観
性
を
も
た
な
い
私
的
な
労
作
過
程
を
、
右
の
よ
う
に
詳
細
に
述
べ
た
て
て
き
た
の
は
、
わ
た
し
の

些
や
か
な
労
作
過
程
に
注
目
し
て
く
れ
て
る
少
。
数
の
読
者
の
な
か
に
、
一
っ
の
疑
問
を
抱
か
れ
て
い
る
ら
し
く
思
え
る
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
『
資
本
論
』
の
体
系
的
端
緒
を
マ
ル
ク
ス
の
現
実
の
叙
述
が
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
な
わ
ち
、
第
一
篇
第
一
章
「
商
晶
論
」
か
ら
直

ぐ
さ
ま
第
二
篇
第
四
章
第
三
節
の
「
労
働
市
場
」
へ
飛
び
超
え
て
、
そ
の
間
の
論
理
的
発
展
の
過
程
を
無
視
し
て
い
る
の
で
ガ
い
か
、
と
い
う

疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
の
『
資
本
論
』
に
た
い
す
る
体
系
的
把
握
と
し
て
は
、
む
し
ろ
逆
に
、
第
二
篇
叙
述
の
根
底
に
秘
む
賃
労
働

者
の
主
体
性
の
思
想
か
ら
出
発
し
て
、
そ
の
対
象
的
実
在
性
に
っ
い
て
の
客
観
的
分
析
に
お
い
て
、
プ
ル
ク
ス
の
現
実
に
示
し
て
い
る
叙
述
が

始
め
う
る
と
い
う
に
あ
る
こ
と
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
対
象
化
の
論
理
が
い
ま
だ
労
作
と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
な
い
以
上

は
、
右
の
疑
問
も
尤
も
な
こ
と
と
し
て
受
け
容
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
章
か
ら
第
四
章
へ
の
、
す
な
わ
ち
、
物
と
し
て
の
端

緒
的
商
晶
か
ら
賃
労
働
者
の
主
体
性
へ
の
、
わ
た
し
の
方
法
論
的
な
飛
耀
は
、
外
見
的
の
も
の
で
お
っ
て
、
こ
の
非
諭
理
的
で
あ
る
か
の
ご
と

イ
ル
ク
ス
主
義
経
済
哲
学
原
理
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八
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五
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．
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立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
　
（
五
二
八
）

　
　
　
き
飛
躍
を
埋
め
る
論
理
は
、
す
で
に
用
意
さ
れ
て
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
お
た
か
も
本
旧
稿
の
内
容
で
あ
る
。

　
　
　
　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
本
稿
は
、
右
の
疑
問
な
い
し
誤
解
に
た
い
す
る
答
え
に
た
る
も
の
と
し
て
、
本
誌
本
暑
を
記
念
す
る
た
め
に
、
多
少
の
無

　
　
　
理
を
忍
ん
で
、
未
定
稿
の
ま
ま
で
発
表
す
る
街
動
を
党
え
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。
な
お
本
稿
は
、
体
系
的
端
緒
を
対
象
的
商
晶
か
ら
賃
労

　
　
　
働
者
へ
移
行
せ
し
む
る
諭
理
を
展
開
す
る
に
お
た
っ
て
、
さ
き
に
述
べ
た
と
お
り
、
へ
－
ゲ
ル
「
論
理
学
」
の
「
有
論
」
の
「
質
」
の
領
域
の

　
　
　
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
　
　
す
た
わ
ち
、
有
、
無
、
成
の
始
元
的
な
弁
証
法
か
ら
、
定
有
を
へ
て
、
向
自
有
に
い
た
る
論
理
的
過
程
　
　
を
分
析
的
に

　
　
　
解
明
す
る
が
、
そ
の
さ
い
、
へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
的
展
開
そ
の
も
の
が
、
な
お
客
体
的
で
あ
っ
て
主
体
性
に
不
徹
底
で
あ
る
こ
と
、
む
し
ろ
正
確

　
　
　
に
言
え
ば
、
神
の
論
理
と
し
て
は
主
体
的
な
自
己
発
展
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
感
性
的
人
間
に
と
っ
て
は
客
体
的
で
し
か
た
い
こ
と
、
が
明
瞭

　
　
　
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
読
者
に
も
理
解
し
て
貰
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
へ
ー
ゲ
ル
「
論
理
学
」
の
批
判
的
分
析
に
な
っ
て
い
る
と
、

　
　
　
さ
き
に
言
っ
て
お
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
本
旧
稿
は
、
前
述
の
わ
た
し
の
労
作
過
程
と
し
て
は
「
賃
労
働
者
の
向
自
有
的
論
理
構
造
」
の
直
前

　
　
　
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
純
哲
学
的
な
労
作
と
も
見
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
経
済
学
誌
に
発
表
す
る
こ
と
を
遠
慮
し
て
、
未

　
　
　
定
稿
の
ま
ま
残
し
て
お
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
誌
に
敢
え
て
発
表
さ
る
気
に
た
っ
た
動
機
は
、
若
干
の
経
済
学
者
か
ら
の
右
に
述

　
　
　
べ
た
よ
う
な
間
接
的
要
請
に
よ
る
こ
と
前
述
と
お
り
で
あ
り
、
読
者
の
諒
承
を
、
こ
こ
に
予
め
乞
う
て
お
く
次
第
で
あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
原
理
に
お
け
る
右
の
端
緒
の
間
題
は
、
そ
の
成
立
の
た
め
の
条
件
か
ら
み
て
、
単
に
へ
－
ゲ
ル
「
論
理
学
」

の
端
緒
の
論
理
か
ら
の
類
推
的
演
緯
か
ら
の
み
で
解
明
さ
れ
う
べ
き
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
と
い
う
の
は
、
他
方
に
－
お
い
て
、
古

典
経
済
学
に
よ
る
近
代
資
本
制
杜
会
の
実
証
科
学
的
分
析
の
窮
極
の
成
果
が
、
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
端
緒
的
原
理
の
概
念
規
定
の
う
ち

に
、
す
で
に
止
揚
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
他
方
の
重
要
在
契
機
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
忘
る
べ
き
で
な
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
事
実
、
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
が
全
体
と
し
て
、
古
典
経
済
学
に
よ
る
実
証
的
研
究
の
成
果
の
う
え
に
、
へ
－
ゲ

ル
の
思
弁
的
弁
証
法
が
活
か
さ
れ
て
、
そ
の
学
的
体
系
性
を
成
就
し
た
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
『
資
本
論
』
に
お
け
る
こ
の
学
的
体
系



の
端
緒
の
論
理
構
造
も
ま
た
、
思
弁
的
在
へ
－
ゲ
ル
の
思
惟
の
自
由
な
自
律
性
を
一
方
の
契
桟
と
し
、
こ
れ
が
他
方
の
契
桟
と
し
て

の
対
象
依
存
的
在
感
性
的
直
観
に
お
い
て
、
弁
証
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
が
ご
と
き
全
体
で
在
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
ご
に
は
、
す

で
に
、
思
弁
的
哲
学
と
実
証
的
科
学
と
が
相
互
に
独
立
性
を
侍
し
友
が
ら
依
存
し
含
う
と
い
う
、
自
己
矛
盾
的
な
全
体
の
論
理
構
造

を
、
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
在
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
哲
学
に
ー
お
け
る
端
繕
的
原
理
の
か
か
る
固
有
の
性
格
を
、
最
初
に
注
意

し
て
お
く
ご
と
は
、
本
稿
の
論
述
の
意
図
が
何
で
あ
る
か
、
ま
た
、
そ
の
進
行
が
如
何
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
ご
と
、
に

何
ら
か
の
疑
念
を
読
者
に
与
え
在
い
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
一
　
現
実
的
端
緒
に
お
け
る
規
定
性
と
し
て
の
普
遍
性
と
直
接
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
論
』
に
お
い
て
、
そ
の
体
系
的
在
叙
述
の
進
行
を
、
単
純
商
品
の
分
析
か
ら
始
め
て
い
る
。
ご
れ
は
、
概
念

規
定
の
最
も
単
純
な
も
の
か
ら
出
発
し
こ
の
端
緒
的
在
抽
象
性
の
内
容
の
分
析
に
お
い
て
、
そ
の
う
ち
に
潜
む
否
定
的
契
機
を
抽
象

し
、
こ
れ
と
最
初
の
肯
定
的
友
契
機
と
の
綜
合
に
お
い
て
、
端
緒
的
規
定
の
抽
象
性
を
止
揚
し
、
よ
り
具
体
的
た
概
念
規
定
を
自
已

展
開
せ
し
め
る
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
思
弁
的
操
作
を
何
処
ま
で
も
操
り
か
え
し
て
、
単
純
淀
も
の
か
ら
複
雑
た
も
の
へ
と
概
念
規

定
を
順
次
に
高
め
て
ゆ
く
と
ご
ろ
の
、
へ
ー
ゲ
ル
の
思
弁
哲
学
固
有
の
学
問
的
方
法
を
、
マ
ル
ク
ス
が
批
判
的
に
継
承
し
た
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
彼
が
、
『
経
済
学
批
判
』
「
序
説
」
に
お
い
て
、
こ
の
方
法
を
学
問
的
思
惟
の
上
向
的
運
動
と
名
づ
け
、
こ
れ
を
理
論

経
済
学
の
正
し
い
方
法
と
し
た
ご
と
は
、
周
知
の
事
柄
と
し
て
今
は
問
題
で
在
い
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
ご
の
論
理
的
上
向
運
動
の

各
段
階
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
諾
概
念
の
序
列
は
、
現
実
の
歴
史
的
発
展
に
お
け
る
実
在
的
な
諾
彫
態
の
時
間
的
序
列
に
照
応
す
る

と
い
う
、
論
理
的
在
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
の
一
致
に
つ
い
て
の
思
想
が
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
へ
Ｔ
ゲ
ル
か
ら
唯
物
論
化
さ
れ
て

　
　
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
哲
学
原
理
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
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立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
五
暑
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
八
四
　
（
五
三
〇
）

継
承
さ
れ
、
次
い
で
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
お
い
て
特
に
強
調
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
こ
で
、
使
わ
れ
て
い
る
「
照
応
す
る
」

と
い
う
言
葉
の
厳
密
な
理
解
に
誤
り
在
い
か
ぎ
り
、
こ
れ
ま
た
今
の
ば
あ
い
周
知
の
事
柄
と
し
て
問
題
に
す
る
ま
で
も
な
い
。
し
た

が
っ
て
ま
た
、
『
資
本
論
』
に
お
け
る
体
系
的
叙
述
の
た
め
の
端
緒
と
し
て
研
究
さ
れ
て
い
る
単
純
商
品
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
人
類
史

上
に
１
最
初
に
発
生
し
た
単
純
商
品
に
照
応
し
、
概
念
規
定
に
お
い
て
全
く
同
一
で
あ
る
こ
と
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
主
張
が
、
マ
ル
ク
ス

に
お
い
て
も
十
分
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
言
い
か
え
れ
ば
、
唯
物
論
的
学
的
体
系
の
端
緒
に
は
、
歴
史
的
な
も
の
と
論

理
的
な
も
の
と
が
相
互
に
差
別
さ
れ
な
が
ら
同
一
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
的
統
一
の
諭
理
構
造
に
あ
る
べ
き
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
も
、

右
の
周
知
の
事
柄
に
お
い
て
当
然
な
が
ら
演
緯
さ
る
べ
き
思
想
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
、
こ
の
思
想
を
弁
証
法
的
唯
物

論
の
創
始
者
た
ち
に
帰
す
る
ご
と
に
誰
し
も
疑
問
を
さ
し
は
さ
ま
な
い
水
準
に
、
現
在
の
学
界
は
到
達
し
て
い
る
は
す
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
『
資
本
論
』
の
端
緒
的
商
品
に
お
け
る
論
理
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
が
差
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
事
実
認
識
は

あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
両
契
機
が
如
何
に
し
て
本
来
的
に
。
同
一
性
の
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
論
理
的
分
析
そ
の
も
の
に
も
、
す
で
に

十
分
の
思
索
が
現
在
の
学
界
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
疑
問
を
投
げ
か
け
る
ほ
か
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
わ
た
し
は
既
に
別
稿
１
１
－
「
歴
史
的
現
実
と
杜
会
科
学
方
法
論
」
、
そ
の
他
　
　
に
お
い
て
問
題
を
提
起
し
、

そ
の
解
明
に
お
い
て
解
決
の
方
向
を
結
論
づ
け
て
お
い
た
の
で
あ
る
が
、
ご
の
解
明
が
概
括
的
な
一
般
的
構
造
に
と
ゼ
ま
っ
て
い
る

の
で
、
そ
れ
の
一
層
の
原
理
的
在
、
し
た
が
っ
て
哲
学
的
在
掘
り
下
げ
が
「
な
お
要
請
さ
れ
て
い
る
と
せ
ね
ば
淀
ら
ぬ
。
本
稿
は
、

こ
の
要
詩
に
応
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
ま
す
最
初
に
、
端
精
的
商
品
に
つ
い
て
の
右
の
概
括
的
な
一
般
的
な
論
理
構
造
を
、
こ
ご
に

改
め
て
想
起
し
つ
つ
、
思
弁
的
分
析
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
さ
て
、
端
緒
的
商
品
の
論
理
構
造
を
全
体
的
に
把
握
す
る
ば
あ
い
に
は
、
そ
れ
が
如
何
底
る
姿
で
実
存
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ

＾止｛

．
一

・
化

＾ｋし
，
一

主



と
を
最
初
に
要
約
的
に
述
、
べ
る
恋
ら
ば
、
そ
れ
は
、
資
本
紺
社
会
の
紬
胞
形
態
と
し
て
の
、
わ
れ
わ
れ
の
隈
前
に
あ
り
手
に
顔
れ
ら

れ
る
等
、
要
す
る
に
、
わ
れ
わ
れ
の
感
性
的
直
襯
の
対
象
と
し
て
現
に
実
在
す
る
と
こ
ろ
の
、
し
か
も
種
カ
の
異
な
る
彩
態
に
、
お
い

て
現
に
実
在
す
る
と
こ
ろ
の
、
個
六
の
現
実
的
な
資
本
制
的
商
品
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
め
る
。
『
資
李
読
』
の
学
的
体
系
の
端
緒

を
、
か
か
る
講
理
的
に
は
既
に
複
雑
化
さ
れ
た
資
本
制
的
商
品
と
す
る
こ
と
は
、
現
に
、
『
資
本
論
』
の
叙
述
が
、
資
本
制
社
会
以
前

に
歴
史
的
に
実
在
し
て
い
た
単
純
商
品
に
照
応
す
る
と
こ
ろ
の
、
論
理
的
規
定
の
最
も
抽
象
的
た
、
単
純
間
品
か
ら
初
ま
っ
て
い
る

と
い
う
事
実
に
背
く
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
『
資
本
論
』
の
叙
述
が
そ
の
学
問
的
思
惟
の
上
向
灼
運
動
を
、
そ
こ
か
ら
初

め
た
単
純
商
品
底
る
も
の
は
、
現
実
の
眼
前
に
あ
る
資
本
制
的
諾
商
品
か
ら
、
そ
の
種
カ
の
諾
形
態
か
ら
、
共
通
の
規
定
を
抽
象
し

て
、
同
時
に
資
本
制
的
に
特
殊
在
諾
規
定
を
捨
象
し
た
か
ぎ
り
の
、
要
す
る
に
－
、
資
本
制
筒
品
の
複
雑
た
規
定
が
分
析
的
に
単
純
化

さ
れ
た
か
ぎ
り
の
、
論
理
的
に
牢
純
な
規
定
で
あ
る
と
い
う
単
純
商
品
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
上
向
的
叙
述
の
端
緒
と
し
て

の
単
純
商
品
は
、
す
で
に
。
方
法
論
的
に
、
現
実
的
な
資
本
制
商
品
か
ら
の
下
向
的
な
科
学
的
分
析
を
、
前
提
し
て
の
み
定
立
さ
れ
え

た
も
の
と
理
解
せ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
へ
－
ゲ
ル
的
な
思
惟
の
休
系
的
な
自
己
連
動
と
し
て
の
綜
含
的
演
緯
の
方
法
の
端

緒
は
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
、
実
証
科
学
的
な
分
析
的
帰
納
の
途
を
媒
介
に
し
た
も
の
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
む
し
ろ
、
ご
の
分
析

的
下
向
運
動
が
始
ま
る
現
実
的
端
緒
と
し
て
の
資
本
制
商
品
の
も
っ
論
理
的
な
全
体
構
造
の
一
契
桟
た
る
に
す
ぎ
な
い
と
、
見
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
さ
ら
に
、
論
理
的
端
緒
と
し
て
の
単
純
商
品
－
、
し
歴
史
的
端
緒
と
し
て
の
単
純
商
品
と
が
、

相
互
に
差
別
さ
る
べ
き
関
係
に
な
っ
て
、
し
か
も
同
時
に
同
一
性
の
関
係
－
ｉ
－
一
つ
ユ
詞
念
”
な
黒
性
走
一
吻
で
あ
り
他
の
方
は
歴
史

的
実
在
で
あ
る
と
い
う
差
別
性
，
．
．
、
．
に
夜
け
れ
ば
た
ら
ぬ
－
一
し
す
る
弁
証
法
の
諭
理
的
４
｝
、
｝
ぽ
、
二
り
○
－
一
砧
、
［
品
が
牢
に
卓
純
な
思

惟
規
定
を
共
通
に
す
る
と
い
う
い
み
で
の
同
一
性
－
－
こ
れ
が
マ
ル
ク
ス
白
身
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
照
応
す
る
」

　
　
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
哲
学
原
理
（
梯
）
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
（
五
三
一
）

系
１
、

－
　
．
、
出
　
　
　
　
　
　
。
、
｛
’

ぺ
，
一
，



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

と
い
う
言
葉
の
意
味
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
共
通
性
と
し
て
の
同
一
性
１
－
だ
け
で
は
、
満
足
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
は
す
で

あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
二
つ
の
蛍
－
純
商
品
が
同
一
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
右
の
弁
証
法
が
、
観
念
的
友
も
の
と
実
在
的
た
も
の
と

が
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
の
要
請
で
あ
る
以
上
は
、
実
在
的
契
磯
を
現
実
に
も
っ
て
い
る
対
象
的
な
商
品
に
お
い
て
し
か
、

ご
の
論
理
的
要
詩
は
満
足
さ
れ
な
い
は
す
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
対
象
的
在
商
品
は
現
実
の
資
本
制
的
商
品
で
あ
り
、
ご
こ
に

お
い
て
の
み
、
科
学
的
思
惟
抽
象
の
所
産
と
し
て
の
観
念
的
な
契
機
と
、
歴
史
的
に
過
去
の
現
実
的
所
産
と
し
て
の
実
在
的
な
契
機

と
は
、
一
個
の
資
本
制
商
品
と
し
て
現
実
に
同
一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
に
し
て
現
実
の
資
本
制
商
品
の
論
理
構
造
の
全

体
は
、
こ
れ
ら
の
両
契
機
　
　
観
念
的
な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
と
、
し
た
が
っ
て
亦
、
論
理
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と

の
統
一
と
し
て
実
存
し
て
い
る
こ
と
が
明
か
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
は
、
し
た
が
っ
て
論
理
的
端
緒
と
歴
史
的
端
緒
と
の

同
一
性
奮
し
統
；
し
て
、
現
実
的
端
緒
が
、
荒
荒
の
科
学
的
分
析
の
対
象
と
し
て
、
現
在
荒
く
の
眼
前
隻
存
し
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
せ
ね
ば
な
ら
在
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
よ
う
な
論
理
構
造
に
あ
る
現
実
的
端
緒
を
、
わ
れ
わ
れ
に
明
示
し
、
そ
の
論
理
構
造
の
分
析
の
課
題
を
、
わ
れ
わ

れ
に
暗
示
し
た
言
葉
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
レ
ー
ニ
ン
の
次
の
引
用
句
を
も
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
　
「
資
本
主
義
の
本
質
的
特
徴
は
、
マ
ル
ク
ス
の
学
説
に
も
と
す
け
ぱ
、
第
一
に
、
生
産
の
一
般
的
形
態
と
し
て
の
商
品
生
産

　
で
あ
る
。
生
産
物
は
種
六
様
六
の
杜
会
的
生
産
組
織
に
お
い
て
商
品
の
形
態
を
と
る
。
だ
が
、
資
本
主
義
的
淀
生
産
に
お
い
て
の

　
み
、
生
産
物
の
商
品
彩
態
は
、
例
外
的
で
淀
く
、
孤
立
的
で
な
く
、
偶
然
的
で
在
く
て
、
一
般
的
淀
も
の
と
淀
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
資
本
主
義
の
掛
一
、
示
愉
鈴
ゆ
、
単
に
労
働
の
生
産
物
の
み
な
ら
す
、
労
働
そ
の
も
の
が
、
す
な
わ
ち
人
間
の
労
働
力
が
、
商
品

　
小
秒
掛
む
わ
か
こ
と
で
あ
る
。
労
働
力
の
商
品
形
態
の
発
展
の
程
度
は
、
資
本
主
義
の
発
展
の
程
度
を
特
徴
づ
け
る
。
」

●



　
右
の
レ
ー
ニ
ン
の
言
共
の
意
味
が
、
近
代
資
本
主
義
杜
会
の
経
済
学
的
把
握
に
お
け
る
端
緒
的
分
析
に
前
提
さ
れ
て
い
る
現
実
の

資
本
制
的
商
品
の
指
摘
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
誰
に
も
白
然
に
理
解
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
す
る
在
ら
ば
、
そ
し
て
同
時
に
亦

レ
ー
ニ
ン
が
『
資
本
論
』
の
上
向
的
叙
述
に
お
け
る
出
発
点
が
、
論
理
的
端
緒
で
あ
る
と
同
時
に
歴
吏
的
端
緒
で
も
あ
る
と
い
う
方

法
論
的
原
理
を
、
す
で
に
自
明
の
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
す
底
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
レ
て
ニ
ン
が
右
の
引
用

句
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
端
緒
の
相
互
関
連
の
問
題
を
、
方
法
論
的
に
ー
自
覚
し
て
い
た
も
の
と
、
考
え
ね
ば
在
ら
荏
い
で
あ

ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
相
互
関
連
の
問
題
は
、
レ
Ｔ
ニ
ン
に
よ
っ
て
、
か
か
る
い
み
で
解
決
さ
る
べ
き
課
題
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ

に
始
め
て
暗
示
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
と
す
る
今
の
主
張
は
、
も
ち
ろ
ん
誤
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
既
に
、
マ
ル
ク
ス
が
『
経
済

学
批
判
』
「
序
説
」
に
お
い
て
、
「
経
済
学
の
方
法
」
と
し
て
解
決
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
お
い

て
マ
ル
ク
ス
は
、
へ
ー
ゲ
ル
的
な
思
惟
運
動
の
観
念
性
を
止
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唯
物
論
的
在
学
的
体
系
を
成
立
せ
し
め
る
上

向
的
な
論
理
を
展
開
し
、
そ
し
て
、
歴
吏
的
な
発
展
の
意
味
を
も
生
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
『
資
本
論
』
に
・
見
ら
れ
る
体
系
的
叙
述

を
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
他
方
、
そ
こ
に
お
い
て
同
時
に
、
現
実
の
具
体
的
な
資
本
制
社
会
全
体
の
一
つ
の
混
沌
た
る
表
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
（
一
）

か
ら
下
向
す
る
科
学
的
分
析
と
、
右
の
上
向
的
綜
合
と
の
統
一
に
お
け
る
円
環
的
な
思
惟
運
動
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
こ
の
下
向
的
た
科
学
的
分
析
は
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
現
実
に
、
彼
以
前
の
近
代
に
お
け
る
経
済
学
諾
派
の
批
判
的
研
究
と
し

て
遂
行
さ
れ
、
そ
の
成
果
は
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
と
な
っ
て
結
実
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
い
み
で
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済

哲
学
の
全
体
系
を
、
単
に
『
資
本
論
』
の
上
向
的
叙
述
の
原
理
だ
け
と
す
る
こ
と
は
、
一
面
的
で
あ
っ
て
、
哲
学
的
で
あ
る
こ
と
を

直
接
的
に
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
ご
の
上
向
的
叙
述
の
出
発
点
に
ま
で
下
向
し
て
ゆ
く
他
の
面
の
下
向
的
在
分
析
と
し
て
の
科
学

方
法
論
が
、
近
代
の
経
済
学
諸
派
か
ら
批
判
的
に
摂
取
さ
れ
、
同
時
に
、
こ
の
批
判
的
研
究
に
於
い
て
主
体
的
に
活
用
さ
れ
た
か
か
る

　
　
　
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
哲
学
原
理
（
梯
）
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
（
五
三
三
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立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
五
早
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
（
五
三
四
）

科
学
的
方
法
論
の
現
実
的
成
果
で
あ
る
は
す
の
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
も
ま
た
、
刊
ハ
ハ
ハ
お
泰
絵
浄
督
竿
ひ
企
伽
恥
を
構
成
す
る

今
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
在
い
の
で
あ
る
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
か
る
把
握
を
可
能
な
ら
し
め
る
現
実
的
端

緒
を
ば
、
レ
て
ニ
ン
が
明
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
も
ま
た
マ
ル
ク
ス
の
経
済
哲
学
の
全
体
系
を
、
か
か
る
も
の
と
し
て
論

理
的
に
前
提
し
て
お
れ
ば
こ
そ
、
と
い
う
ご
と
も
何
ら
の
論
証
を
要
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
一
）
　
資
本
論
の
学
的
体
系
が
、
か
か
る
下
向
的
分
析
と
上
向
的
演
緯
と
の
綜
合
と
し
て
の
口
環
運
動
を
構
成
し
、
し
か
も
歴
史
的
現
実
の
実
在

　
　
　
的
発
展
を
段
階
ご
と
に
把
握
し
う
る
も
の
と
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
体
系
の
ご
と
く
完
結
さ
れ
た
四
環
運
動
で
は
あ
り
え
ず
、
未
完
結
な
そ

　
　
　
れ
で
あ
る
こ
と
に
っ
い
て
は
、
、
他
の
わ
た
し
の
諾
労
作
　
　
「
諾
商
晶
の
感
性
的
直
観
」
、
お
よ
び
「
資
本
論
に
お
け
る
哲
学
と
科
学
と
の
一
致
」

　
　
　
（
『
資
本
論
の
学
問
的
構
造
』
）
所
収
等
を
参
照
さ
れ
た
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
以
上
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
右
に
引
用
し
た
レ
ー
ニ
ン
の
言
葉
を
、
こ
こ
に
間
題
に
し
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

そ
う
す
る
と
、
最
初
に
容
易
に
分
析
さ
れ
う
る
こ
。
と
は
、
第
一
¢
現
実
的
端
緒
の
規
定
と
し
て
、
商
品
生
産
の
普
遍
化
が
近
代
資
本

主
義
杜
会
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
こ
と
、
言
い
か
え
れ
ば
、
「
商
品
生
産
が
近
代
資
本
主
義
に
お
い
て
最
も
普
遍
的
な
る
が
ゆ
え
に
、

マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
は
、
そ
の
研
究
を
商
品
の
分
析
か
ら
始
め
る
」
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
、
ご
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
わ

れ
わ
れ
の
本
稿
に
お
け
る
今
後
の
思
弁
的
な
分
析
も
、
こ
の
レ
ー
ニ
ン
的
命
題
を
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
出
発
甘
し
め
る
こ

と
が
、
論
述
上
か
ら
便
利
で
あ
る
。
そ
う
し
た
ば
あ
い
、
わ
れ
わ
れ
は
直
ち
に
、
こ
の
レ
ー
ニ
ン
的
命
題
に
。
た
い
し
て
、
「
普
遍
性
と

い
う
規
定
が
、
果
し
て
そ
の
ま
ま
、
学
的
体
系
の
端
緒
に
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
る
ご
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
投
げ
か
け
た
疑
問
に
解
答
を
与
え
る
こ
と
こ
そ
は
、
ま
さ
に
現
実
的
端
緒
そ
の
も
の
の
全
体
的
恋
論
理

構
造
の
分
析
的
解
町
に
友
る
わ
け
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
経
済
哲
学
の
原
理
の
原
理
を
展
開
す
る
意
図
に
あ
る
も
の
と
し

＾

．
｛
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て
、
こ
の
疑
問
の
解
決
を
へ
－
ゲ
ル
「
論
理
学
」
に
お
け
る
端
緒
の
規
定
に
関
連
せ
し
め
て
、
論
述
を
進
行
せ
し
め
る
ご
と
に
し
た

い
。
こ
の
希
望
は
、
へ
－
ゲ
ル
の
『
大
論
理
学
』
の
「
学
は
何
を
も
っ
て
そ
の
端
緒
と
す
べ
き
か
」
と
い
う
さ
き
に
一
寸
指
摘
し
て

お
い
た
と
こ
ろ
の
、
そ
の
冒
頭
論
述
に
お
け
る
次
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
示
唆
的
に
、
こ
の
疑
問
に
た
い
す
る
第
一
歩
の
解

明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
ご
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
知
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
経
験
的
な
個
カ
の
学
問
は
、
そ
の
対
象
を
前
提
し
、
各
人
が
こ
の
対
象
に
つ
い
て
同
一
の
表
象
を
も
ち
、
ま
た
、
そ
の
中

　
に
殆
ど
同
一
の
規
定
を
発
見
し
う
る
こ
と
を
、
希
望
的
に
想
定
し
、
し
か
も
、
ご
の
規
定
を
対
象
に
関
す
る
分
析
、
比
較
お
よ
び

　
他
の
推
理
に
よ
っ
て
処
六
方
大
か
ら
拾
い
集
め
て
提
出
す
る
。
同
様
に
、
絶
対
的
端
緒
と
た
り
う
る
と
ご
ろ
の
も
の
も
あ
る
普
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
に
既
知
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
、
も
し
、
ご
れ
が
具
体
的
存
在
で
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
中
に
多
様
の
規

　
定
を
蔵
す
る
も
の
で
あ
る
在
ら
ば
、
そ
の
ば
あ
い
、
こ
の
存
在
が
そ
の
中
で
も
つ
と
こ
ろ
の
関
係
が
、
既
知
の
も
の
と
し
て
前
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
関
係
は
、
或
る
直
接
的
な
存
在
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
在
が
ら
、
関
係
と
い
う
も
の
は
、

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
直
接
的
在
存
在
で
は
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
に
、
関
係
は
、
区
別
さ
れ
た
も
の
の
間
の
関
係
と
し
て
始
め
て
関
係
た
り
う
る
も
の

　
で
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
う
ち
に
媒
介
を
包
含
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
且
一
体
的
存
在
に
お
い
て
は
、
分
析
お
よ
び

　
種
ヵ
の
規
定
作
用
に
固
有
の
偶
然
性
お
よ
び
窓
意
が
現
れ
る
。
そ
し
て
如
何
な
る
規
定
を
採
用
す
る
か
は
、
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
、

　
そ
の
直
接
的
偶
然
的
表
象
の
中
に
発
見
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
依
存
す
る
。
ゆ
え
に
、
或
る
具
体
的
存
在
す
な
わ
ち
綜
合
的
統
一

　
の
中
に
含
ま
れ
る
関
係
は
、
単
に
そ
れ
が
発
見
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
と
い
う
点
で
必
然
的
に
な
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
統
一
の

中
へ
復
帰
す
る
と
こ
ろ
の
契
機
の
固
有
の
運
動
を
通
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ぜ
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
必
然
的
な
の
で
あ
る
。
そ
し

　
て
、
そ
の
運
動
は
、
分
析
的
方
法
、
す
在
わ
ち
事
柄
そ
の
も
の
に
外
的
で
、
た
だ
単
に
主
観
の
中
に
存
す
る
よ
う
な
行
為
と
は
正

　
　
吋
ル
ク
ス
主
義
溜
済
哲
学
原
理
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
（
五
三
五
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
五
晋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
（
五
三
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

　
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
Ｌ
（
八
九
頁
）
Ｉ
ｌ
－

　
へ
－
ゲ
ル
は
右
の
引
用
句
に
お
い
て
、
具
体
的
対
象
を
前
提
す
る
経
験
的
た
特
殊
諾
科
学
に
は
、
真
実
の
意
味
で
は
、
学
的
体
系

の
端
緒
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
経
験
的
科
学
は
自
然
科
学
に
せ
よ
杜
会
科
学
に
せ
よ
、
一
般
的
に
、
若
干
の
感
性

的
諾
対
象
を
、
そ
の
諾
現
象
に
お
い
て
比
較
し
、
分
析
し
、
そ
こ
に
お
け
る
共
通
の
本
質
的
関
係
を
抽
象
し
て
、
ご
れ
を
法
則
と
し

て
定
立
し
、
さ
ら
に
諾
法
則
の
統
一
原
理
に
ま
で
何
処
ま
で
も
、
か
か
る
分
析
的
底
思
惟
運
動
を
本
質
の
領
域
に
、
お
い
て
下
向
せ
し

め
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
下
向
的
な
思
惟
運
動
の
端
緒
は
、
わ
れ
わ
れ
認
識
主
観
が
予
め
所
有
し
て
い
る
共
通
の
表
象

を
対
象
の
中
に
希
望
的
に
想
定
す
る
か
、
あ
る
い
は
絶
対
的
原
理
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
仮
設
と
し
て
前
提
し
て
ご
れ
を
実
証
的
に

検
証
す
る
か
で
あ
っ
て
、
対
象
に
つ
い
て
の
感
性
的
直
観
内
容
を
分
析
す
る
ま
え
に
。
、
す
で
に
諾
対
象
間
の
普
遍
的
関
係
に
つ
い
て

の
既
知
の
表
象
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
諾
規
定
の
綜
合
的
統
一
で
あ
る
よ
う
な
諾
対
象
間
の
分
析
的
思
惟
に
お
い
て
は
、

そ
こ
に
発
見
さ
れ
る
諾
関
係
を
本
質
的
と
決
定
す
る
た
め
に
。
は
、
最
初
は
認
識
主
観
各
自
の
窓
意
、
偶
然
に
よ
る
ぽ
か
に
方
法
は
な

い
。
こ
の
よ
う
な
へ
－
ゲ
ル
の
主
張
が
事
実
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
と
い
え
ど
も
特
殊
的
経
験
科
学
の
一
面

を
も
つ
か
ぎ
り
で
、
そ
の
ま
ま
承
認
す
る
ぼ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
『
資
本
論
』
を
単
に
経
済
科
学
と
し
て
見
る
人
共

に
は
、
商
品
の
端
緒
的
意
味
を
方
法
論
的
に
論
す
る
こ
士
が
、
無
意
味
な
も
の
に
思
わ
れ
る
に
い
た
る
こ
と
さ
え
生
す
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
『
資
本
論
』
は
、
他
の
面
に
、
そ
の
学
的
体
系
性
の
ゆ
え
に
経
済
哲
学
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
マ

ル
ク
ス
は
へ
－
ゲ
ル
と
と
も
に
、
学
問
の
端
緒
の
方
法
論
的
意
味
を
重
要
視
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
『
資
本
論
』
が
経
済
哲
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

で
あ
る
と
同
時
に
経
済
科
学
で
あ
る
と
い
う
両
面
性
の
ゆ
え
に
、
そ
の
端
緒
的
商
品
は
論
理
的
に
単
純
た
規
定
の
商
品
と
し
て
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

面
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
歴
史
的
に
・
実
在
す
る
単
純
友
商
品
で
も
あ
る
と
い
う
二
重
性
の
現
実
の
統
一
を
；
－
－
－
こ
の
二
重
性
は
へ
Ｔ
ゲ

山
」

■』ム

ム］…】



ル
哲
学
か
ら
批
判
的
に
継
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
思
弁
哲
学
と
経
験
科
学
と
の
両
面
性
の
統
一
と
し
て
の
固
有
の
特

性
を
発
揮
す
る
た
め
の
こ
の
二
重
性
の
現
実
化
を
　
　
実
現
し
て
い
る
現
在
の
感
性
的
た
対
象
的
実
在
と
し
て
の
資
本
制
的
商
品

に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
の
哲
学
的
体
系
の
端
緒
の
全
論
理
構
造
を
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
以
上
の
論
迷
に
お
い
て
期
待
し
て
き
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
現
実
的
端
緒
の
論
理
構
造
を
解
明
す
る
た
め
の
手
掛
り
に
、
　
　
「
資
本
制
的
商
品
生
産
、
し
た
が

っ
て
、
そ
れ
ら
の
相
互
の
交
換
関
係
が
、
資
本
主
義
杜
会
に
１
お
い
て
最
も
普
遍
的
で
あ
る
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
は
商
品
の

分
析
か
ら
始
め
る
」
－
；
と
い
う
レ
ー
ニ
ン
的
命
題
が
、
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
レ
ー
ニ
ン
的
命
題
は
、
普
遍
性
を
、
普
遍
的
関
係
を
学
問
的
思
惟
の
端
緒
と
し
て
規
定
し

て
い
る
か
ぎ
り
の
も
の
と
し
て
は
、
右
の
へ
－
ゲ
ル
の
批
判
に
堪
え
な
い
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
承
認
す
る
ぽ
か
は
な
い
わ

け
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
へ
－
ゲ
ル
は
学
肘
体
系
の
端
緒
を
如
何
に
規
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
－
一
右
の
引
用
句
に
続
い
て
、

　
　
　
「
以
上
の
事
実
の
中
に
は
、
端
緒
は
具
体
的
存
在
で
は
在
く
、
ま
た
、
そ
の
中
に
或
る
関
係
を
含
む
が
ご
と
き
存
在
で
あ
っ
て

　
は
荏
ら
ぬ
と
い
う
意
味
が
潜
ん
で
い
る
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
存
在
は
、
す
で
に
そ
の
内
部
に
お
い
て
、
最
初
の
も
の
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ら
他
者
へ
の
媒
介
、
あ
る
い
は
推
移
を
仮
定
す
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
具
体
的
存
在
　
　
今
で
は
、
端
緒
と
し
て
単
純
友
る
も
の
と

　
な
っ
て
い
る
が
　
　
は
、
む
し
ろ
、
ご
の
推
移
の
結
果
に
他
在
ら
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
在
が
ら
、
始
ま
り
は

　
最
初
の
も
の
で
且
っ
同
時
に
他
者
で
あ
る
と
い
う
よ
う
在
存
在
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
白
身
最
初
で
且
つ
同
時
に
他
者
で
あ

　
る
よ
う
な
存
在
に
お
い
て
は
、
す
で
に
前
進
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
端
緒
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
否
、
端
緒

　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
｛
れ
自
身
は
、
単
・
純
在
未
だ
充
実
さ
れ
ぬ
直
接
性
の
中
に
あ
る
と
ご
ろ
の
、
分
析
不
可
能
た
存
在
、
す
在
わ
ち
、
有
と
い
う
全
く

　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

　
の
空
虚
と
し
て
考
え
在
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
。
一
八
九
頁
）
，
」
ー

　
　
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
哲
学
原
理
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
（
五
三
七
）

・
．
』
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
　
も
　
、



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
五
暑
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
（
五
三
八
）

　
と
迷
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
。
こ
の
よ
う
な
主
張
か
ら
、
へ
Ｔ
ゲ
ル
は
純
粋
思
准
の
学
と
し
て
の
「
論
理
学
」
の
叙
述
を
、
か
か

　
、
　
　
、
　
　
、

る
純
粋
有
か
ら
始
め
る
の
に
た
い
し
て
、
マ
ル
ク
ス
が
『
姿
本
論
』
で
叙
述
を
始
め
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
へ
－
ゲ
ル
に
１
よ
っ
て
指

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

摘
さ
れ
て
い
る
具
体
的
な
存
在
と
し
て
の
商
品
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
さ
き
に
述
べ
た
と
お
り
、
『
資
本
論
』
が
単
に
経
済

学
と
い
う
特
殊
科
学
で
あ
る
だ
け
で
底
く
、
へ
ー
ゲ
ル
の
全
哲
学
体
系
の
論
理
が
そ
こ
に
止
揚
さ
れ
て
存
在
す
る
も
の
と
見
る
べ
き

か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
は
同
時
に
、
哲
学
で
あ
り
論
理
学
で
あ
る
こ
と
を
い
み
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
商
品
の
端
緒
と
し

て
の
論
理
構
造
の
解
明
の
た
め
に
、
へ
－
ゲ
ル
の
哲
学
的
端
緒
の
論
理
を
承
認
し
た
上
で
、
こ
れ
を
批
判
的
に
検
討
し
な
が
ら
、
論

述
を
進
め
よ
う
と
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
論
理
的
に
不
適
当
な
手
続
き
で
は
な
い
と
せ
ね
ぱ
な
ら
在
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
二
）
　
へ
－
ゲ
ル
『
大
諭
理
学
』
（
邦
訳
岩
波
版
）
八
九
頁
。
　
　
以
下
同
様
に
、
こ
の
『
大
論
理
学
』
か
ら
の
引
用
頁
は
、
本
文
中
に
漢
字
数
字

　
　
で
示
す
。

　
さ
て
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
研
究
の
端
緒
の
分
析
は
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
現
実
的
端
緒
の
論
理
構
造
の
解
明
に
焦
点

が
合
さ
れ
、
普
遍
性
と
い
う
ご
と
が
一
見
そ
の
規
定
で
あ
る
か
に
見
え
て
、
然
ら
ざ
る
所
以
が
、
へ
－
ゲ
ル
の
前
揚
の
言
葉
に
お
い

て
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
ま
す
、
具
体
的
存
在
を
端
緒
に
せ
ね
ば
在
ら
な
い
特
殊
科
学
に
お
い
て
、
普
遍
性
と
い

う
規
定
の
ぼ
か
に
何
を
も
っ
て
端
緒
の
規
定
と
す
べ
き
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
、
次
に
必
要
に
な
っ
て
く
る
が
、
こ
の
こ
と
を
知

る
た
め
に
、
一
般
的
な
学
と
し
て
の
哲
学
の
ば
あ
い
に
、
そ
の
本
来
的
友
端
緒
の
論
理
構
造
が
、
如
何
在
る
も
の
で
あ
る
か
を
試
み

に
吟
味
し
て
み
る
こ
と
が
、
更
に
そ
の
前
に
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
端
緒
の
本
釆
的
規
定
が
他
に
発
見
さ
れ
る
な
ら
ぱ
、
こ

れ
を
試
み
に
、
経
済
学
と
い
う
特
殊
科
学
と
し
て
の
『
資
本
論
』
の
現
実
的
端
緒
に
適
用
し
て
み
る
。
そ
し
て
、
こ
の
適
用
の
妥
当

な
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
る
在
ら
ば
、
そ
れ
が
、
マ
ル
ク
ス
白
身
の
遂
行
し
た
へ
－
ゲ
ル
哲
学
止
揚
の
足
跡
を
た
ど
り
え
た
と
い
う
こ
と

｝

１
一

山ｏ

－

止

五
＾
’

、
一

上
．

二



に
も
な
る
は
す
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
検
証
的
な
手
続
き
と
し
て
、
以
下
、
本
稿
の
論
述
は
進
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

一
さ
て
、
さ
き
に
、
普
遍
性
が
一
般
に
学
問
の
端
緒
と
な
り
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
客
観
的
思
惟
の
論
証
を
媒
介
に
せ
ね
ば
な
ら

な
い
、
と
い
う
こ
と
が
へ
－
ゲ
ル
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
ご
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
理
解
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
へ
ー
ゲ
ル
の

端
緒
は
、
ご
の
客
観
的
な
思
惟
の
端
緒
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
、
問
題
を
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
１
．
－
「
思
惟
し
始
め
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
全
く
無
規
定
な
思
想
し
か
も
っ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
規
定
に
は
、
す
で
に

　
一
つ
の
も
の
と
他
の
も
の
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
始
め
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
だ
他
の
も
の
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
で
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
あ
る
。
端
緒
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
て
い
る
無
規
定
な
も
の
は
、
直
接
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
媒
介
を
へ
た
無
規

　
定
あ
ら
ゆ
る
規
定
の
揚
棄
で
は
な
く
、
直
接
的
な
無
規
定
、
あ
ら
ゆ
る
規
定
に
先
だ
つ
無
規
定
、
も
っ
と
も
最
初
の
も
の
と
し
て

　
の
無
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
わ
れ
わ
れ
は
有
と
呼
ぶ
」
。
－
－
－
－

　
と
『
小
論
理
学
』
　
　
第
一
部
「
有
論
」
Ａ
「
質
」
ａ
「
有
」
の
最
初
の
節
の
補
遺
　
　
で
も
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ご
の
節

の
本
文
は
　
　
、
「
純
粋
な
有
が
端
緒
を
な
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
純
粋
な
思
想
で
あ
る
と
と
も
に
、
無
規
定
で
単
純
な
直
接
態

で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
第
一
の
端
緒
と
い
う
も
の
は
、
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
も
、
そ
れ
以
上
の
規
定
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
り
え
な
い

か
ら
で
あ
る
、
」
．
－
と
な
っ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
媒
介
さ
れ
た
も
の
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
仮
り
に
始
め
る
と
し
て
も
、
こ
の
媒
介

さ
れ
た
も
の
は
他
の
も
の
か
ら
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
す
で
に
対
象
の
側
に
お
い
て
運
動
が
始
ま
っ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
が
真

実
の
出
発
点
に
立
と
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
ご
の
対
象
の
運
動
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
他
の
も
の
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
他
の
も

の
も
、
ま
た
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て
何
ら
か
の
規
定
を
も
つ
具
体
的
な
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
ご
の
規
定
を
与
え
た
前
の
も
の
に
、

さ
か
の
ぼ
っ
て
始
め
る
ぼ
か
な
く
、
か
く
て
、
無
規
定
、
無
内
容
な
、
純
粋
に
抽
象
的
な
も
の
に
逆
行
し
て
始
め
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

　
　
　
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
哲
学
原
理
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
（
五
三
九
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
五
吾
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
　
（
五
四
〇
）

真
実
の
出
発
点
に
到
達
し
た
こ
と
に
淀
る
。
こ
れ
が
へ
－
ゲ
ル
に
お
い
て
、
純
粋
に
有
る
冨
骨
ｏ
ｏ
ｏ
～
ぎ
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
は

無
内
容
な
も
の
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
純
枠
に
無
い
『
阻
尾
２
｛
３
涼
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
有
と
無
と
の

直
接
的
同
一
性
と
い
う
ご
と
が
、
へ
ー
ゲ
ル
「
論
理
学
」
の
端
緒
が
も
つ
そ
の
論
理
構
造
の
最
初
の
動
的
契
桟
を
た
す
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
今
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
具
体
的
な
商
品
が
如
何
な
る
意
味
で
端
緒
で
あ
る
か
の
問
題
を
念
頭
に
浮
べ
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
わ
れ
わ
れ
注
意
の
す
べ
き
こ
と
は
、
へ
－
ゲ
ル
の
か
ふ
る
純
粋
有
が
果
し
て
真
実
の
端
緒
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
在

く
、
こ
の
純
粋
有
と
い
う
端
緒
を
真
実
の
端
緒
と
し
て
発
見
す
る
た
め
に
へ
ー
ゲ
ル
自
身
の
取
っ
た
と
こ
ろ
の
、
そ
の
手
続
き
　
　
、

す
在
わ
ち
、
具
体
的
な
も
の
か
ら
遡
源
す
る
と
い
う
論
理
的
操
作
Ｉ
ー
の
吟
味
で
な
サ
れ
ば
友
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
媒
介

さ
れ
た
も
の
か
ら
媒
介
す
る
も
の
へ
、
と
い
う
無
隈
遡
及
に
よ
っ
て
規
定
的
内
容
を
消
去
し
て
し
ま
う
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
真
実
の
出
発
点
は
、
無
内
容
と
在
っ
た
か
ぎ
り
で
、
も
は
や
媒
介
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
へ
ー

ゲ
ル
の
論
理
的
操
作
を
彩
式
的
に
の
み
見
る
な
ら
ば
、
端
緒
の
発
見
の
方
法
は
、
被
媒
介
か
ら
媒
介
へ
と
限
り
な
く
遡
っ
て
、
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
媒
介
を
絶
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
無
媒
介
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
無
媒
介
と
は
、
す
な
わ
ち
直
接
性
で
あ
る
。
か
く
て
、
わ
れ
わ

れ
に
は
、
直
接
性
と
い
う
こ
と
が
、
如
何
な
る
ば
あ
い
に
お
い
て
も
、
端
緒
を
決
定
す
る
た
め
の
手
続
き
上
、
不
可
欠
在
、
形
式
的

規
定
↑
あ
る
と
、
へ
－
ゲ
ル
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
そ
こ
で
、
直
接
性
が
端
緒
の
か
か
る
彩
式
的
規
定
で
あ
る

と
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
こ
の
形
式
的
規
定
を
発
見
す
る
た
め
に
へ
－
ゲ
ル
の
と
っ
た
論
理
的
友
手
続
き
を
、
特
殊
な
学
問
す
在
わ
ち

経
験
科
学
と
し
て
の
経
済
学
に
　
　
た
と
え
外
面
的
で
あ
る
に
し
て
も
　
　
適
用
し
て
見
る
こ
一
し
も
、
不
可
能
で
な
い
。
し
か
も
、

ご
の
可
能
性
は
、
経
済
学
の
学
的
体
糸
性
の
端
緒
が
何
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
発
見
せ
し
め
る
こ
と
を
或
い
は
保
証
し
て
い

る
か
も
知
れ
底
い
。
こ
の
よ
う
な
見
透
し
を
も
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
の
端
緒
と
さ
れ
て
い
る
具
体
的
な
対
象
的
商
品
に
、

血
一

’

」’山＾山
止工』

ム

血川
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右
の
端
緒
と
し
て
一
般
的
規
定
１
－
今
の
ぱ
あ
い
、
そ
れ
が
彩
式
的
規
定
と
し
て
の
直
接
性
に
ー
と
ど
ま
っ
て
、

を
い
み
す
る
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
－
－
を
適
用
す
る
と
す
れ
ば
、
如
何
な
る
こ
と
に
在
る
で
あ
ろ
う
か
。

へ
て
ゲ
ル
の
純
粋
有

二
　
純
粋
直
接
性
の
規
定
の
端
緒
的
商
晶
へ
の
外
的
適
用

　
商
品
は
具
体
的
な
対
象
的
実
在
で
あ
り
感
性
的
在
物
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
１
複
雑
な
諾
規
定
の
綜
含
で
あ
り
、
そ
れ
の
被

媒
介
性
を
内
容
的
に
無
媒
介
性
恒
ま
で
遡
源
す
る
と
い
う
ご
と
は
、
商
品
の
商
品
た
る
規
定
性
の
無
視
で
あ
る
か
ら
、
商
品
が
商
品

と
し
て
の
規
定
性
に
お
い
て
端
緒
で
あ
る
と
す
る
マ
ル
ク
ス
の
立
場
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
今
、
端
緒
の
形
式
的
規
定

性
と
し
て
の
直
接
性
を
商
品
に
適
用
し
て
み
る
と
し
て
も
、
商
品
の
商
品
と
し
て
の
規
定
性
の
ま
ま
で
直
接
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
ご
の
こ
と
は
論
理
的
に
詐
る
さ
れ
な
い
矛
盾
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
へ
－
ゲ
ル
の
端
緒
に
つ
い
て

の
形
式
的
規
定
を
、
試
み
に
マ
ル
ク
ス
の
端
緒
と
し
て
の
商
品
に
外
か
ら
機
械
的
に
適
用
し
て
み
る
と
い
う
目
下
の
論
述
上
の
手
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

き
の
段
階
に
お
い
て
は
、
ま
す
第
一
に
、
次
の
ご
と
き
命
題
、
１
ｉ
す
な
わ
ち
「
具
体
的
な
商
品
と
い
え
ど
も
、
自
ら
の
外
に
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

或
る
他
の
も
の
、
に
と
っ
て
は
直
接
的
で
あ
り
う
る
、
÷
／
と
し
て
は
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
商
品
が
商
品
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

し
て
直
接
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
内
容
的
意
味
と
し
て
は
、
別
に
、
商
品
白
体
と
い
う
ご
と
に
底
り
う
る
が
、
し
か
し
、
い
ま
適

用
せ
ん
と
す
る
端
緒
の
規
定
性
は
、
諾
規
定
を
止
揚
し
た
直
接
態
、
媒
介
を
含
ん
だ
直
接
性
で
は
な
く
、
紺
齢
ゆ
赴
か
昨
跡
掛
由
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
．
こ
の
純
粋
の
直
接
性
を
複
雑
友
規
定
体
た
る
物
と
し
て
の
商
品
に
適
用
す
る
こ
と
自
体
が
、
非
論
理
的
で
あ

る
が
、
で
あ
れ
ば
こ
そ
機
械
的
適
用
と
し
て
敢
え
て
試
み
て
見
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
！
－
「
商
品
が
或
る
他
の
も
の
い

、
　
　
、
　
　
、

お
い
て
直
接
的
で
あ
る
ば
め
い
、
こ
の
商
品
は
端
、
滝
に
な
り
う
る
，
」
－
－
－
と
い
う
命
題
奮
取
初
に
一
ま
一
↑
仮
定
珂
に
承
認
し
て
、
わ
れ

　
　
イ
ル
ク
ス
主
義
経
済
哲
ノ
“
、
原
理
（
梯
）
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
（
五
四
一
）

、
撃

｝
、
　
一
　
　
　
　
　
　
－
，
（
峨



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
筆
五
暑
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
（
五
四
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

わ
れ
は
、
こ
の
命
題
を
吟
味
し
て
ゆ
く
つ
も
り
で
あ
る
が
、
こ
の
ば
あ
い
、
こ
の
命
題
に
お
け
る
他
の
も
の
と
は
何
で
あ
る
か
、
ま
た
端

緒
と
は
如
何
な
る
運
動
の
出
発
点
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
決
め
ら
れ
ね
ぱ
な
ら
淀
い
。
と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
ス
が
商
品
を
端
緒
と

し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
友
く
、
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
社
会
の
経
済
学
的
研
究
の
出
発
点
の
意
味
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が

商
品
の
分
析
か
ら
始
め
る
か
ぎ
り
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
杜
会
は
全
体
と
し
て
具
体
的
に
認
識
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

商
品
が
端
緒
を
な
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
は
、
ご
の
認
識
的
思
惟
の
始
ま
り
を
い
み
し
て
い
る
は
す
で
あ
る
が
、
こ
の
点
、
へ
－
ゲ

ル
「
論
理
学
」
の
端
緒
の
意
味
が
、
学
問
的
思
惟
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
と
一
致
す
る
。
だ
が
へ
ー
ゲ
ル
の
学
問
的
思
惟
が
純
粋

思
准
で
あ
っ
た
に
、
た
い
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
学
問
的
思
惟
は
、
対
象
を
前
提
し
た
わ
れ
わ
れ
人
間
の
自
然
的
意
識
に
お
け
る
思
惟
で

あ
り
、
す
な
わ
ち
日
常
的
な
い
し
科
学
的
な
思
惟
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
目
常
的
在
い
し
科
学
的
思
惟
に
前
提
さ
れ
る
対
象
が
感

・
性
・
的
な
物
と
し
て
の
商
品
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ご
の
商
品
が
端
緒
で
あ
る
た
め
に
直
接
的
で
な
け
れ
ぱ
底
ら
な
い
当
の
他
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
い
し
科
学
的
思
惟
で
あ
り
、
自
然
的
意
識
を
も
つ
わ
れ
わ
れ
自
体
で
あ
り
、
現
実
の
感
性
的
な
わ

れ
加
れ
人
間
で
あ
る
ほ
か
な
い
。
と
す
れ
ば
、
右
の
第
一
の
仮
定
的
な
命
題
は
　
　
「
商
品
が
現
実
的
人
間
に
お
い
て
直
接
的
で
あ

る
ば
あ
い
、
こ
の
商
品
は
、
こ
の
現
実
的
人
間
の
学
問
的
思
惟
の
端
緒
に
な
り
う
る
」
　
　
と
い
う
命
題
に
具
体
化
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
二
の
仮
定
的
命
題
は
、
外
見
的
に
は
、
ま
た
、
第
一
命
題
か
ら
の
演
緯
に
お
け
る
具
体
化
の
操
作
か
ら
み
て

も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
感
性
的
商
晶
が
現
実
的
人
間
の
外
に
存
在
し
て
お
っ
て
、
両
者
は
、
対
象
と
意
識
と
の
対
立
関
係
と
し

て
直
接
的
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
物
と
し
て
の
商
品
と
わ
れ
わ
れ
人

間
と
は
、
相
互
に
差
別
さ
れ
て
存
在
し
な
が
ら
認
識
的
に
は
最
も
間
近
か
底
関
係
に
あ
る
、
あ
る
い
は
要
す
る
に
、
わ
れ
わ
れ
の
目

・
常
の
生
活
に
お
い
て
商
品
は
最
も
眼
に
触
れ
や
す
い
、
そ
れ
だ
け
普
遍
的
な
事
物
で
あ
る
、
と
い
う
だ
け
の
意
味
し
か
伝
え
て
い
な

一’
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い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
、
第
二
の
命
題
を
通
じ
て
、
直
接
的
と
い
う
端
緒
の
形
式
的
規
定
は
、
ま
え
に
へ
－

ゲ
ル
に
よ
っ
て
注
意
さ
れ
て
き
た
と
お
り
、
媒
介
を
止
揚
し
た
直
接
性
で
在
く
し
て
、
純
粋
の
直
接
性
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

感
性
的
な
物
と
し
て
の
商
品
と
現
実
的
わ
れ
わ
れ
人
間
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
媒
介
的
諾
規
定
の
綜
合
体
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
が
結
ぶ

関
係
は
、
媒
介
を
許
さ
在
い
純
粋
の
直
接
性
、
す
な
わ
ち
、
関
係
で
友
い
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
端
緒

的
規
定
で
あ
る
。
関
係
で
な
い
関
係
と
は
、
関
係
と
い
う
媒
介
性
の
成
立
以
前
の
、
或
る
も
の
と
他
の
も
の
と
の
区
別
以
前
の
状
態

と
し
て
、
未
だ
一
つ
で
あ
る
ご
と
、
白
己
同
一
と
い
う
ご
と
、
す
な
わ
ち
同
一
性
で
あ
ろ
う
。
ご
の
よ
う
に
同
一
性
は
、
論
理
的
展

開
の
順
序
に
お
い
て
は
区
別
以
前
の
無
関
係
を
い
み
す
べ
き
で
あ
る
が
、
区
別
と
い
う
関
係
を
発
生
せ
し
め
成
立
せ
し
め
る
無
関
係

ど
し
て
は
、
関
係
を
潜
在
せ
し
め
た
無
関
係
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
一
切
の
関
係
の
初
ま
り
と
し
て
は
、
一
つ
の
関
係
で
あ
る
。

　
さ
て
第
二
の
仮
定
的
命
題
に
か
え
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
し
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
物
と
し
て
の
商
品
と
わ
れ
わ
れ

人
間
と
が
相
互
に
外
的
な
対
立
関
係
に
あ
っ
て
相
接
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
直
接
性
を
外
見
的
に
理
解
す
る
ご
と
は
、
直
接
的

関
係
の
純
粋
性
を
無
視
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
純
粋
性
の
規
定
が
命
す
る
ま
ま
に
、
物
と
し
て
の

商
品
と
わ
れ
わ
れ
人
間
と
が
同
一
性
の
関
係
に
あ
る
、
否
、
両
者
は
関
係
以
前
の
自
已
同
一
で
あ
る
、
と
す
る
に
し
て
も
、
一
体
こ

の
こ
と
は
何
を
い
み
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
物
と
わ
れ
わ
れ
の
意
識
と
の
対
立
以
前
の
同
一
的
状
態
な
ら
ぱ
、
そ
れ
は
感
性
的
在
直
観

の
状
態
で
あ
る
こ
と
に
問
題
が
た
い
が
、
こ
の
直
観
か
ら
出
発
し
て
分
析
的
思
惟
を
始
め
る
と
こ
ろ
の
、
わ
れ
わ
れ
現
実
の
感
性
的

人
間
と
外
的
な
対
象
的
在
物
と
し
て
の
商
品
と
の
自
己
同
一
と
い
う
こ
と
が
、
純
粋
な
直
接
性
な
る
規
定
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
純
粋
牟
岨
接
性
と
い
う
端
緒
的
規
定
の
要
請
し
て
い
る
も
の
は
、
外
的
な
物
と

わ
れ
わ
れ
人
間
と
の
白
已
同
一
で
な
く
て
、
物
と
し
て
の
商
品
と
現
実
的
人
聞
と
の
同
一
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
ご
れ
だ
け
の
要
詩
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在
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
容
易
に
、
経
験
的
事
実
に
よ
っ
て
ご
の
要
請
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実
的
人
間
が
直
接

的
に
物
と
し
て
の
商
品
で
あ
る
と
い
う
事
態
の
存
在
し
て
い
る
事
実
が
、
言
い
か
え
れ
ば
、
近
代
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
賃
労
働

者
の
姿
そ
の
も
の
が
、
あ
た
か
も
、
ま
さ
に
こ
れ
で
な
い
か
。
か
く
し
て
、
第
二
の
命
題
は
再
転
し
て
次
の
ご
と
く
な
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。
　
「
現
実
的
人
間
が
商
品
と
し
て
存
在
す
る
ぱ
あ
い
、
ご
の
商
品
は
学
問
的
思
惟
の
端
緒
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
在
い
」
１
－
と
。

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
ご
の
第
三
の
命
題
は
重
要
に
し
て
重
大
で
あ
る
。
上
述
来
へ
－
ゲ
ル
の
「
論
理
学
」
の
端
緒
の
規
定
を
そ
の
内
容
に
か
か
わ
ら
す

そ
の
形
式
の
み
を
と
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
外
的
に
敢
て
機
械
的
適
用
を
試
み
る
と
い
う
手
続
き
を
ぽ
ど
こ
し
て
き
た
の
も
、
こ

の
第
三
の
命
題
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
あ
っ
た
。
　
　
そ
の
重
大
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
、
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
の

叙
述
に
お
け
る
端
緒
と
し
て
の
商
品
が
、
単
な
る
外
的
対
象
と
し
て
の
物
で
あ
る
に
反
し
て
、
ご
の
第
三
の
仮
定
的
命
題
は
、
人
間

自
体
の
商
品
と
し
て
の
存
在
性
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
の
現
実
的
端
緒
で
あ
る
と
す
べ
く
要
請
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
差
異
は
外
見
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
後
者
に
お
い
て
は
、
現
実
的
端
絡
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
に

た
い
し
て
、
前
者
は
、
そ
の
一
契
機
に
と
ど
ま
る
論
理
的
端
緒
で
あ
り
、
そ
れ
が
『
資
本
論
』
の
体
系
的
叙
述
に
お
い
て
現
れ
た
も

の
に
す
ぎ
在
い
か
ら
で
あ
る
。
　
　
次
に
、
重
要
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
、
端
緒
の
問
題
に
た
い
し
て
両
考
の
本
来
的
な
一
致
に
か

か
わ
ら
す
、
後
者
似
立
場
か
ら
前
者
の
事
実
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
資
本
論
』
全
体
の
方
法
論
に
つ
い
て
の
従
来
の
諾
解
説
と
異

つ
た
真
実
の
理
解
が
、
そ
こ
に
約
束
さ
れ
て
い
。
る
ご
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
『
資
本
論
』
に
現
実
に
見
ら
れ
る
体
系

的
叙
述
の
ま
ま
に
、
端
緒
的
商
品
を
対
象
的
在
物
と
し
て
把
握
す
る
ぱ
あ
い
は
、
そ
の
端
緒
は
科
学
的
認
識
の
出
発
点
で
あ
る
に
と

ど
ま
り
、
そ
の
体
系
的
上
向
の
出
発
点
と
し
て
の
論
理
的
意
味
が
見
失
わ
れ
る
危
険
性
に
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
端
緒
的
商
品
が

賃
労
働
者
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
後
者
の
第
三
命
題
に
立
つ
ば
あ
い
は
、
そ
の
端
緒
は
賃
労
働
者
の
主
体
的
淀
哲
学
的
自
己
認
識
の

“二』
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●

出
発
点
と
た
る
か
ら
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
が
、
賃
労
働
考
の
学
問
的
た
綜
合
思
惟
に
成
立
す
る
主
体
的
世
界
観
に
お
い

て
、
そ
の
対
象
化
の
働
き
と
し
て
の
客
体
的
杜
会
環
境
の
科
学
的
な
分
析
思
惟
に
、
城
立
す
る
と
考
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

現
実
的
人
問
の
本
来
的
思
惟
の
出
発
点
は
、
第
三
命
題
と
し
て
の
み
白
覚
的
に
提
起
さ
れ
え
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
こ
そ
が
、
現
実
的
端
緒
に
つ
い
て
の
レ
ー
ニ
ン
的
命
題
に
ー
お
い
て
掘
り
下
げ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
淀
ら
ば
、
ご

の
よ
う
な
現
実
的
端
緒
の
主
体
的
把
握
こ
そ
が
、
そ
の
全
論
理
構
造
　
　
－
す
な
わ
ち
、
そ
の
実
在
的
契
桟
と
観
念
的
契
機
と
の
、
し

た
が
っ
て
、
そ
の
歴
史
的
契
桟
と
論
理
的
契
桟
と
の
統
一
的
全
体
と
し
て
の
構
造
１
、
を
、
わ
れ
わ
れ
に
理
解
せ
し
め
る
こ
と
に
も

な
る
は
す
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
し
た
が
っ
て
、
『
資
本
論
』
の
経
済
哲
学
的
在
意
味
を
、
へ
－
ゲ
ル
の
哲
学
体
系
の
止
揚
に
よ
る

か
ぎ
り
の
マ
ル
ク
ス
固
有
の
学
的
体
系
性
と
し
て
理
解
せ
し
め
る
は
す
の
も
の
も
、
ま
た
、
こ
の
現
実
的
端
緒
の
主
体
的
把
握
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ご
れ
ら
の
重
要
な
問
題
の
解
明
は
後
述
に
ゆ
す
る
こ
と
に
し
て
、
第
三
の
命
題
は
、
さ

ら
に
、
そ
の
分
析
が
進
め
ら
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
さ
き
に
引
用
し
た
レ
ー
ニ
ン
の
資
本
主
義
の
特
徴
づ
け
に
関
す
る
言
葉
を
読
み
か
え
す
と
き
、

レ
ー
ニ
ン
自
身
も
、
こ
の
よ
う
在
思
想
を
そ
こ
に
前
提
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
彼
が
そ
こ
で
挙
げ
て
い
る
資
本

主
義
の
第
一
特
徴
と
し
て
の
商
品
生
産
の
普
遍
性
と
い
う
ご
と
は
、
実
は
、
そ
の
第
二
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
労
働
の
商
品
化
の
事
実

に
よ
っ
て
徹
底
化
す
る
事
柄
で
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
た
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
的
端
緒
の
規
定
に
つ
い
て
の
レ
ー
ニ
ン
的
命
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

は
、
静
恥
生
壷
ひ
瞥
赴
恰
の
規
定
の
指
示
で
あ
る
よ
り
も
、
第
二
特
徴
を
基
本
的
と
し
て
、
そ
こ
に
お
け
る
賃
労
働
者
の
商
品
的
実

掛
恰
を
端
緒
的
規
定
と
し
て
把
握
す
べ
き
ご
と
を
暗
示
し
て
い
た
と
、
わ
れ
わ
れ
は
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
レ
ー
ニ
ン
と
し
て
も
、

当
然
底
が
ら
、
第
三
の
仮
定
命
題
の
と
お
り
、
－
－
－
一
賃
労
働
考
は
、
現
実
的
人
間
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
現
実
の
存
在
性
に
お
い
て
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は
、
そ
の
ま
ま
で
商
品
で
あ
り
、
た
だ
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
学
問
的
思
惟
の
出
発
点
そ
の
も
の
で
あ
る
－
ｉ
と
考
え
て
い

た
は
す
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
の
学
問
的
思
惟
の
端
緒
は
、
へ
－
ゲ
ル
の
純
粋
思
准
で
は
友
く
し
て
の
、
現
実
的
人
間
の

商
品
と
し
て
の
現
実
存
在
－
）
麸
¢
ぎ
、
し
た
が
っ
て
、
賃
労
働
者
の
実
存
同
糸
卑
窒
Ｎ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
Ｕ
四
宅
巨

は
語
源
と
し
て
は
、
或
る
「
場
所
に
在
る
と
こ
ろ
の
有
」
と
か
「
そ
ご
に
有
る
」
と
か
の
意
味
を
も
つ
が
（
一
五
五
頁
）
、
存
在
論
的

解
釈
学
な
い
し
実
存
哲
学
の
領
域
で
は
、
た
だ
の
存
在
ｏ
ｏ
ｏ
ぎ
に
た
い
し
て
人
間
的
存
在
、
し
た
が
っ
て
人
間
の
実
存
を
特
に
い
み

せ
し
め
ら
れ
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
「
現
存
在
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
お
け
る
分
析
的
叙
述
は
、
へ
－
ゲ
ル
の

・
「
論
理
学
」
に
添
う
て
い
る
か
ぎ
り
の
も
の
と
し
て
、
か
か
る
存
在
論
的
分
析
は
省
り
み
な
い
こ
と
に
し
、
訳
語
も
へ
－
ゲ
ル
翻
訳

書
に
慣
行
的
な
「
定
有
．
」
を
採
用
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
定
有
は
、
『
小
論
理
学
』
に
お
い
て
は
、
次
の
ご
と
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
　
　
「
成
尋
實
ｑ
彗
の
う
ち
に
あ
る

無
峯
争
誌
と
同
一
の
も
の
と
し
て
の
有
ｏ
ｏ
ｏ
巨
、
お
よ
び
有
と
同
一
の
も
の
と
し
て
の
無
は
、
消
滅
す
る
も
の
に
す
ぎ
在
い
。
成

は
、
自
已
の
う
ち
に
お
け
名
矛
盾
に
よ
っ
て
崩
れ
、
有
と
無
と
が
止
揚
さ
れ
て
い
る
と
ご
ろ
の
統
一
と
な
る
。
か
く
し
て
、
そ
の
成

果
は
定
有
で
あ
る
。
」
ご
こ
で
は
、
（
留
９
９
Ｎ
ミ
）
定
有
が
成
立
す
る
ま
で
の
論
理
過
程
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の

へ
－
ゲ
ル
の
端
緒
の
弁
証
法
に
つ
い
て
は
、
後
に
触
れ
ね
ば
な
ら
友
い
の
で
、
今
は
、
こ
の
定
有
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
現
に
あ
る
が
ま
ま

の
状
態
の
論
理
構
造
を
、
観
察
す
る
こ
と
に
隈
っ
て
お
く
と
す
れ
ば
、
『
大
論
理
学
』
の
方
で
は
、
第
二
章
「
定
有
」
の
冒
頭
に
、

「
定
有
は
規
定
さ
れ
た
有
で
あ
る
。
そ
の
規
定
性
は
、
有
る
と
い
う
規
定
性
す
な
わ
ち
質
で
あ
る
」
（
二
血
三
頁
一
－
－
と
叙
べ
ら
れ
て

い
る
。
純
粋
有
が
一
般
に
、
た
だ
有
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
に
た
い
し
て
、
規
定
さ
れ
た
内
容
を
も
ち
、
し
た
が
っ
て
、
質
的
に
個
六

別
カ
に
有
る
こ
と
で
あ
る
。
『
小
論
理
学
』
で
は
　
　
「
定
有
と
は
、
直
接
的
な
、
あ
る
い
は
有
と
し
て
の
、
規
定
性
と
し
て
あ
る
よ



う
な
規
定
性
を
も
つ
有
で
あ
っ
て
、
こ
の
規
定
性
が
質
で
あ
る
ひ
こ
の
よ
う
在
自
分
の
規
定
性
の
う
ち
で
、
自
己
の
う
ち
に
反
省
し

た
も
の
と
し
て
の
定
有
が
、
定
有
す
る
も
の
ｏ
曽
９
の
邑
霧
、
な
い
し
或
る
も
の
睾
暑
竃
で
め
る
■
一
（
吻
．
８
）
と
さ
れ
て
お
り
、
さ

ら
に
『
大
論
理
学
』
で
は
、
－
ｉ
－
「
定
有
は
、
同
定
有
そ
の
も
の
と
し
て
は
、
ま
す
、
そ
の
規
定
性
た
る
向
質
と
区
別
さ
れ
る
。
し

か
し
、
こ
の
質
は
定
有
の
二
っ
の
規
定
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
実
在
性
お
よ
び
否
定
性
と
し
て
、
と
ら
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
、
だ
が

定
有
は
、
こ
の
二
つ
の
規
定
性
の
う
ち
に
お
い
て
同
じ
よ
う
に
白
己
に
反
省
し
て
い
る
。
そ
し
て
か
く
反
省
し
た
も
の
と
し
て
定
立

さ
れ
る
と
、
向
或
る
も
の
、
す
友
わ
ち
定
有
す
る
も
の
で
あ
る
、
」
１
－
と
あ
る
。

　
　
（
一
）
　
へ
－
ゲ
ル
『
小
論
理
学
』
（
邦
訳
、
文
庫
版
）
第
八
、
九
節
二
七
七
頁
。
　
　
以
下
、
こ
の
『
小
論
理
「
；
か
く
の
引
用
は
、
本
文
中
に

　
　
て
、
吻
◎
◎
９
ｏ
・
Ｎ
ミ
と
い
う
ふ
う
に
統
一
し
て
、
『
大
論
理
学
』
か
ら
の
引
用
と
区
別
す
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
定
有
一
般
に
は
、
初
め
に
質
と
し
て
の
規
定
が
あ
り
、
こ
の
一
般
的
規
定
は
次
に
。
特
殊
化
さ
れ
て
、
実
在
性
と

否
定
性
と
の
二
つ
の
規
定
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
ご
の
特
殊
化
の
た
め
の
へ
－
ゲ
ル
の
思
弁
的
論
理
を
分
析
的
に
吟
味

す
る
こ
と
も
、
こ
ご
に
省
略
す
る
と
し
て
、
こ
の
二
つ
の
規
定
の
関
係
を
見
さ
だ
め
る
た
め
に
『
小
論
理
学
』
に
よ
る
と
、
次
の
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
　
「
質
は
、
有
る
と
い
う
規
定
性
と
し
て
は
、
実
在
性
で
め
る
。
こ
の
実
在
性
は
、
質
の
う
ち
に
含
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

れ
て
い
る
が
、
質
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
否
定
性
に
対
峠
す
る
。
否
定
性
は
、
も
は
や
抽
象
的
な
無
で
は
な
く
、
一
つ
の
定
有
お
よ

び
或
る
も
の
と
し
て
、
或
る
も
の
の
彩
式
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
他
有
＞
Ｐ
宗
冨
。
。
の
巨
と
し
て
あ
る
、
」
　
　
と
。
と

に
か
く
、
定
有
が
定
有
と
し
て
示
し
て
い
る
主
要
た
構
造
は
、
そ
の
二
つ
の
対
立
的
契
浅
　
　
実
在
性
と
否
定
性
と
　
　
の
統
一
で

あ
る
と
い
う
ご
と
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
へ
Ｔ
ゲ
ル
に
よ
る
定
有
の
概
念
規
定
を
、
賃
労
働
者
と
し
て
の
定
有
－
－
　
－
今
ご
こ
で
は
、
『
経
済
学
批
判
』

　
　
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
哲
学
原
理
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
（
五
四
七
）

．
　
、

！
．
ト



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
（
五
四
八
）

の
体
系
的
叙
述
に
お
け
る
が
ご
と
く
、
物
と
し
て
の
対
象
的
商
品
が
「
定
有
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
在
く
、
賃
労
働
者
も

ま
た
一
つ
の
規
定
さ
れ
た
有
と
し
て
、
定
有
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
　
　
に
適
用
す
れ
ば
、
い
か
な

る
概
念
規
定
を
わ
れ
わ
れ
は
新
た
に
獲
得
す
る
こ
と
に
友
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
ま
す
、
定
有
そ
の
も
の
の
一
般
的
規
定
と
し
て
質

は
、
賃
労
働
者
と
し
て
の
規
定
性
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
賃
労
働
者
と
し
て
の
質
の
、
有
と
し
て
の
面
が
そ
の
実
在
性
で
あ
る
が
、
ご

れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
賃
労
働
者
の
実
在
性
と
し
て
の
商
品
性
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
賃
労
働
者
と
い
う
一
般
的
規
定
に
含

ま
れ
て
い
て
、
し
か
も
、
こ
れ
か
ら
区
別
さ
れ
在
が
ら
、
商
品
と
い
う
実
在
性
に
対
峠
す
る
否
定
性
と
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。
ご
の

否
定
性
は
、
も
は
や
抽
象
的
な
無
で
な
い
け
れ
ど
も
、
賃
労
働
者
と
し
て
の
質
の
、
無
と
し
て
．
の
面
が
自
己
反
省
さ
れ
た
或
る
も
の

卑
尋
富
で
あ
り
、
商
品
と
し
て
の
実
在
の
他
有
、
す
な
わ
ち
、
商
品
で
無
い
と
否
定
す
る
と
こ
ろ
の
定
有
す
る
も
の
－
）
轟
９
罵
邑
窃

で
あ
る
。
賃
労
働
者
が
自
ら
の
質
的
実
在
性
に
た
い
し
て
、
ご
の
規
定
そ
の
も
の
を
自
ら
の
う
ち
に
お
い
て
区
別
す
る
、
と
い
う
賃

労
働
者
白
身
の
否
定
性
と
は
、
賃
労
働
者
の
人
間
性
で
淀
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
賃
労
働
者
と
し
て
の
定
有
は
、
商
品
と
し

て
の
実
在
性
と
、
そ
れ
に
た
い
す
る
否
定
と
し
て
の
人
間
性
と
の
区
別
に
お
け
る
同
一
性
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
賃
労
働
者
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

質
的
定
有
一
般
に
お
い
て
、
そ
の
商
品
と
し
て
の
実
在
性
も
、
人
間
と
し
て
の
否
定
性
も
、
と
も
に
均
し
く
自
己
に
反
省
し
て
、
定

有
す
る
も
の
で
あ
り
、
相
互
に
或
る
も
の
と
他
の
も
の
と
の
外
的
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
実
在
性
と
し
て
の
商
品
は

感
性
的
な
物
で
あ
り
、
否
定
性
と
し
て
の
人
間
は
精
神
的
な
生
物
で
あ
っ
て
、
明
か
に
相
互
に
差
別
さ
れ
て
い
る
。
ご
の
よ
う
に
外

的
に
差
別
的
関
係
を
示
し
な
が
ら
一
人
の
賃
労
働
者
と
し
て
自
己
同
一
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
両
者
の
関
係
は
、
も
は
や
、
区
別
に
お

け
る
同
一
性
で
な
く
、
差
別
に
お
け
る
同
一
性
と
し
て
、
対
立
と
し
て
の
関
係
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
ご
の
対
立
関
係

の
両
項
が
、
一
個
人
と
し
て
の
同
一
の
賃
労
働
者
の
う
ち
に
お
い
て
、
こ
の
賃
労
働
者
の
人
間
と
し
て
の
定
有
を
否
定
す
る
か
肯
定

」
一一



す
る
か
の
相
互
に
排
除
的
で
あ
る
こ
と
を
い
み
す
べ
き
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
ご
の
対
立
は
、
矛
盾
に
尖
鋭
化
す
る
可
能
性
を
常
に

示
し
て
い
る
と
せ
ね
ば
な
ら
在
い
。
か
く
て
は
、
賃
労
働
者
と
し
て
の
定
有
す
る
も
の
は
、
矛
盾
的
た
自
已
同
一
と
規
定
さ
る
べ
き

論
理
構
造
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
第
三
の
仮
定
的
命
題
に
よ
れ
ぱ
、
「
学
問
的
思
惟
の
端
緒
が
賃
労
働
者
自
体
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と

の
可
能
性
は
、
賃
労
働
者
の
定
有
が
、
以
上
の
ご
と
き
論
理
構
造
に
あ
る
か
ら
だ
と
、
こ
こ
に
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
在
ら
な
い
。
こ

れ
を
言
い
か
え
れ
ば
、
次
の
ご
と
き
命
題
と
な
る
。
－
－
「
賃
労
働
者
に
内
在
的
な
自
已
矛
盾
が
、
賃
労
働
者
が
学
問
的
思
惟
を
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

め
る
た
め
の
論
理
的
根
施
で
あ
る
。
」
　
　
こ
れ
は
第
三
の
仮
定
的
命
題
の
三
転
し
た
第
四
の
仮
定
的
命
題
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
賃
労
働
者
が
人
間
と
し
て
の
自
ら
の
規
定
性
を
白
覚
す
る
と
き
に
、
か
れ
の
体
験
す
る
自
ら
の
商
品
的
実
在
性
と
の
白
已

矛
盾
を
ば
、
か
れ
白
ら
主
体
的
に
解
決
せ
ん
と
す
る
実
践
的
恩
惟
が
、
そ
の
ま
ま
人
間
的
学
問
の
初
ま
り
に
在
る
、
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
賃
労
働
者
に
内
在
的
な
矛
盾
の
自
已
解
決
的
な
運
動
が
、
そ
の
ま
ま
現
実
的
な
わ
れ
わ
れ
人
間
の
学
問
的
思
惟

の
自
已
運
動
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
学
問
的
思
惟
は
、
ま
さ
に
、
か
く
の
ご
と
き
も
の
で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

そ
う
た
と
す
れ
ぱ
、
マ
ル
ク
ス
の
学
間
的
思
惟
が
、
へ
－
ゲ
ル
の
そ
れ
の
ご
と
き
絶
対
精
神
の
主
体
的
自
已
運
動
と
し
て
の
形
態
を

と
る
こ
と
に
た
い
す
る
差
異
が
、
そ
の
根
拠
が
、
ご
こ
に
は
じ
め
て
判
然
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
す
、
他
方
、
右
の

内
在
的
矛
盾
そ
の
も
の
の
主
体
的
な
自
己
解
決
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
人
間
的
に
し
て
実
践
的
な
形
態
を
と
る
マ
ル
ク
ス
の
学
問
的

な
、
し
た
が
っ
て
彼
の
哲
学
的
な
思
惟
も
、
へ
Ｔ
ゲ
ル
の
そ
れ
と
同
じ
く
主
体
的
に
自
已
運
動
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ

の
こ
と
も
、
こ
こ
に
同
時
に
判
然
と
す
る
。
『
資
本
論
』
は
、
こ
の
よ
う
な
賃
労
働
者
の
、
あ
る
い
は
賃
労
働
者
の
立
場
に
た
っ
た

現
実
的
人
間
の
、
そ
の
人
間
的
思
惟
の
主
体
的
白
已
運
動
が
徹
底
さ
れ
完
遂
さ
れ
た
か
ぎ
り
の
所
産
で
な
け
れ
ば
な
ら
在
い
。

　
　
　
イ
ル
ク
ス
主
義
経
済
哲
学
原
理
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
　
（
五
四
九
）
１

一
落
・
　
’
一
紅

・
朽
」
．



　
　
　
立
命
鋳
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
五
吾
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四
　
（
五
五
〇
）

　
ご
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ぱ
、
最
初
に
、
か
か
げ
た
第
一
の
仮
定
的
命
題
　
　
「
商
品
が
他
の
も
の
に
お
い
て
純
粋
に
直
接
的
で
あ
れ

ば
、
こ
の
商
品
は
学
間
の
端
緒
に
左
り
う
る
」
　
　
と
い
う
こ
と
が
、
三
回
の
変
態
を
経
て
第
四
次
の
仮
定
的
命
題
の
彫
態
を
と
る

か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
白
身
の
思
想
に
事
実
上
た
し
か
に
一
致
す
る
こ
と
を
、
今
し
が
た
見
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
第

四
次
の
命
題
は
、
も
は
や
仮
定
で
は
な
く
、
検
証
さ
れ
た
仮
定
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
真
理
と
し
て
、
受
け
容
れ
ら
れ
て
よ
さ
そ
う
で

あ
る
。
も
し
、
し
か
り
と
す
れ
ば
、
へ
Ｔ
ゲ
ル
の
端
緒
に
関
す
る
彬
式
的
規
定
を
、
試
み
に
マ
ル
ク
ス
ヘ
機
械
的
に
外
的
に
適
用
を

し
て
き
た
今
ま
で
の
手
続
き
上
の
論
理
的
操
作
も
、
け
っ
し
て
無
駄
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
始
め
て
承
認

し
う
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
よ
く
注
意
す
れ
ぱ
、
第
四
の
仮
定
的
命
題
に
つ
い
て
の
こ

の
検
証
は
、
上
叙
の
こ
と
だ
け
で
は
、
未
だ
推
定
に
と
ど
ま
る
だ
げ
で
あ
っ
て
、
検
証
が
事
実
と
し
て
成
就
さ
れ
て
い
る
わ
け
の
も

の
で
は
な
い
。
そ
ご
で
、
こ
こ
に
残
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
こ
の
仕
事
に
入
っ
て
、
そ
の
論
理
的
操
作
を
、
な
お
続
け
て
ゆ
か
ね

ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
す
第
一
に
、
第
四
の
仮
定
的
命
題
は
、
そ
の
と
ご
ろ
で
述
べ
ら
れ
た
う
よ
う
に
、
賃
労
働
者
が
、
「
人
間
と
し
て
の
自
ら
の
規
定

性
を
白
覚
す
る
」
と
き
に
体
験
す
る
内
在
的
自
已
矛
盾
が
、
学
問
的
思
惟
の
端
緒
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
人
間
と

し
て
の
自
ら
の
規
定
性
を
自
覚
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
へ
ー
ゲ
ル
「
論
理
学
」
に
お
い
て
は
、
向
自
有
勺
饒
易
ａ
牙
９
目
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
よ
っ
て
の
み
表
現
さ
る
べ
き
思
想
で
あ
っ
て
、
こ
の
向
自
有
が
定
有
の
一
層
発
展
し
た
高
次
の
論
理
的
段
階
に
ー
あ
る
か
ぎ
ゲ

で
は
、
定
有
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
は
理
解
し
う
べ
き
で
な
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
定
有
が
規
定
さ
れ
た
有
と
し
て
、
現
実
的

な
事
物
の
世
界
に
お
け
る
、
し
た
が
っ
て
常
識
な
い
し
科
学
に
お
け
る
、
端
緒
で
あ
り
う
る
と
い
う
想
定
で
、
今
ま
で
の
論
述
を
進

め
て
き
た
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
こ
の
定
有
に
。
媒
介
さ
れ
て
成
立
す
る
向
自
有
に
よ
っ
て
、
学
問
の
端
緒
を
論
す
る
こ
と
は
、
論



述
の
立
場
自
体
を
破
壌
す
る
背
理
と
い
う
ご
と
に
な
る
ぼ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、

と
り
あ
え
す
、
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
向
自
有
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
論
理
構
造
を
解
明
し
て
お
く
こ
と
を
順
序
と
す
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ

わ
れ
は
、
へ
－
ゲ
ル
の
「
論
理
学
」
に
そ
う
て
、
定
有
か
ら
向
自
有
ま
で
、
そ
の
概
念
規
定
の
自
己
展
開
を
辿
っ
て
お
く
こ
と
に
し

よ
う
。

三
　
賃
労
働
者
の
自
覚
的
お
よ
ぴ
無
白
覚
的
な
論
理
構
造

　
へ
－
ゲ
ル
「
論
理
学
」
に
お
け
る
、
こ
の
定
有
か
ら
向
自
有
ま
で
の
範
犠
的
な
白
已
展
開
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
そ
の
簡
単
な
叙

述
を
、
わ
れ
わ
れ
は
『
大
論
理
学
』
第
二
章
の
冒
頭
に
お
い
て
見
い
た
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
「
定
有
は
規
定
さ
れ
た
有
で
あ
る
。
そ
の
規
定
性
は
、
有
と
い
う
規
定
性
す
な
わ
ち
質
で
あ
る
。
或
る
も
の
は
、
そ
の
質
を

　
通
じ
て
他
の
も
の
に
対
立
し
、
そ
れ
が
た
め
に
変
化
的
有
限
で
、
た
だ
単
に
他
の
も
と
対
立
比
較
さ
れ
て
否
定
的
に
規
定
さ
れ
て

　
い
る
の
で
は
在
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
全
く
否
定
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
或
る
も
の
の
否
定
は
、

　
最
初
は
有
限
的
な
或
る
も
の
に
対
立
し
て
無
限
と
い
う
彩
で
現
れ
る
。
そ
し
て
次
に
ー
、
こ
の
有
隈
と
無
限
と
の
二
規
定
を
含
む
抽

　
象
的
対
立
は
、
対
立
を
含
ま
ぬ
無
限
性
、
す
な
わ
ち
向
白
有
の
う
ち
に
自
己
を
解
消
す
る
」
。
二
五
三
頁
）

　
淀
お
『
小
論
理
学
』
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
補
足
す
れ
ば
、
「
否
定
性
は
、
或
る
も
の
の
彩
式
で
あ
っ
て
他
有
と
し
て
あ
る
。
こ
の

他
有
は
質
そ
の
も
の
の
規
定
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
最
初
は
質
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
質
は
向
他
有
○
０
９
亨
罰
『
由
己
Ｒ
＄
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

あ
り
、
ご
れ
が
定
有
な
い
し
、
或
る
も
の
の
幅
を
な
し
て
い
る
」
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
他
有
＞
邑
Ｏ
冨
竃
ぎ
と
い
う
形
式
の
否
定
性

は
、
質
一
般
の
特
殊
化
さ
れ
た
規
定
と
し
て
、
質
そ
の
も
の
の
規
定
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
と
区
別
さ
れ
て
、
質
の
向
他
有
、
す
な

　
　
．
イ
ル
ク
ス
主
義
盤
済
哲
学
原
理
（
梯
一
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
　
（
五
五
こ
・



　
　
　
立
命
鉗
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
五
晋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
　
（
五
五
二
）

わ
ち
、
或
る
も
の
が
他
の
も
の
へ
関
係
す
る
契
機
な
い
し
面
に
．
す
ぎ
友
い
。
「
こ
の
よ
う
な
他
の
も
の
へ
の
関
係
に
た
い
し
て
、
質

の
有
そ
の
も
の
は
却
白
有
＞
箏
色
争
ま
ぎ
で
あ
る
」
（
吻
・
早
９
§
）
と
呼
ぱ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ご
の
却
自
有
は
、
否
定
性
の
現
れ

と
し
て
の
「
規
定
性
と
は
、
あ
く
ま
で
異
在
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
に
ー
お
い
て
は
、
有
の
空
虚
在
抽
象
に
す
ぎ
な
い
」
（
吻
．
り
ド

リ
Ｎ
◎
◎
ｏ
。
）
も
の
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
、
た
だ
有
る
と
い
う
こ
と
で
、
実
在
性
を
も
た
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
定
有

に
お
い
て
は
、
規
定
性
は
有
と
一
体
を
な
し
て
お
り
」
す
な
わ
ち
実
在
性
で
あ
る
が
、
「
こ
の
規
定
性
が
同
時
に
否
定
と
し
て
定
立
さ

れ
る
ば
あ
い
、
そ
れ
が
限
界
な
い
し
制
限
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
他
有
（
Ｈ
何
六
で
在
い
と
い
う
否
定
性
）
は
、
定
有
の
外
に
あ
っ

て
定
有
と
無
関
係
の
も
の
と
、
考
え
る
べ
き
で
在
く
、
定
有
そ
の
も
の
の
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
か
く
て
、
或
る
も
の
は
、
そ
の
質
に

よ
っ
て
、
窮
一
に
有
限
で
あ
り
、
第
二
に
－
は
可
変
的
で
あ
っ
て
、
或
る
も
の
の
有
に
は
有
隈
性
と
可
変
性
と
が
属
す
る
」
（
吻
．
竃
一
印

Ｎ
０
０
ｏ
ｏ
）
。
と
こ
ろ
で
「
或
る
も
の
は
他
の
も
の
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
他
の
も
の
は
、
そ
れ
自
身
一
つ
の
或
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
ご
れ
も
同
じ
く
一
つ
の
他
の
も
の
に
な
る
。
か
く
し
て
限
り
在
く
続
い
て
ゆ
く
」
（
叩
箪
◎
ｏ
．
Ｎ
雷
）
。
「
こ
の
無
隈
は
悪
し
き

無
隈
あ
る
い
は
否
定
的
無
限
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
有
限
か
も
の
の
否
定
に
ぽ
か
な
ら
な
い
の
に
、
有
限
な
も
の
は
、
あ

い
か
わ
ら
す
再
び
生
じ
、
あ
い
か
わ
ら
す
止
揚
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
吻
．
虐
ｏ
ｏ
轟
饒
）
。
こ
の
よ
う
に
－
し
て
賃
労
働
者
が
、

白
分
の
質
的
規
定
性
に
お
い
て
他
の
も
の
と
映
す
る
も
の
に
次
大
に
１
変
化
し
て
レ
く
ご
と
、
た
と
え
ば
、
自
分
の
職
場
に
不
満
を
感

じ
て
次
六
に
転
職
し
て
ゆ
く
こ
と
、
あ
る
い
は
不
況
の
た
め
に
失
幟
さ
せ
ら
れ
た
り
好
況
に
お
よ
ん
で
再
び
就
幟
し
た
り
し
て
ゆ
く

こ
と
、
こ
の
変
転
の
過
程
に
お
い
て
、
ご
の
変
転
を
無
隈
に
繰
り
か
え
し
て
も
自
分
の
定
有
と
し
て
の
質
的
規
定
を
止
揚
す
る
こ
と

な
く
、
自
分
の
杜
会
的
実
在
は
、
依
然
と
し
て
何
時
ま
で
も
賃
労
働
者
に
ー
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
悪
し
き
無
隈
で
あ
る
。

　
と
ご
ろ
で
、
こ
の
ぱ
あ
い
、
如
何
に
変
転
し
て
も
賃
労
働
考
は
賃
労
働
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
賃
労
働
の
種
類
を
如
何
に
遍
歴

－』
Ｌ



し
て
も
賃
労
働
者
と
し
て
の
自
分
の
運
命
を
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
反
省
し
て
、
自
己
自
身
を
白
覚
し
た
と

き
、
こ
れ
を
真
の
無
隈
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
　
　
「
或
る
も
の
は
他
の
も
の
へ
移
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
だ
自
分

自
身
と
合
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
た
移
行
お
よ
び
他
の
も
の
の
う
ち
で
、
白
分
白
身
と
関
係
す
る
こ
と
が
、
真
の
無
限
で
あ
る
。

あ
る
い
は
否
定
的
に
見
れ
ぱ
、
変
化
さ
せ
ら
れ
る
も
の
は
他
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
他
の
も
の
の
他
の
も
の
に
な
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
有
が
否
定
の
否
定
と
し
て
嵌
復
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
有
が
、
向
白
有
で
あ
る
」
（
吻
．
貫
Ｐ
轟
Ｏ
）
。
　
　
賃
労
働
者
が
、
そ
の

職
種
を
変
化
し
た
り
、
さ
せ
ら
れ
た
り
し
て
、
如
何
に
嘆
い
て
も
周
章
し
て
も
、
賃
労
働
者
た
る
自
分
の
定
有
的
実
在
性
を
棄
て
え

な
い
と
い
う
生
涯
の
転
変
を
、
振
り
か
え
っ
一
、
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
真
実
の
自
分
で
な
い
と
こ
ろ
の
他
の
白
分
を
追
求
し
て
い

た
か
ら
で
な
か
っ
た
か
、
も
は
や
他
の
も
の
に
眼
を
向
け
す
に
賃
労
働
者
は
賃
労
働
者
と
し
て
の
自
分
を
守
り
育
て
て
ゆ
く
べ
き
で

な
い
か
、
と
い
う
反
省
に
な
る
。
そ
し
て
、
ご
う
い
う
ふ
う
に
反
省
し
て
自
分
白
身
に
関
係
し
た
と
き
に
は
、
真
実
の
白
己
を
発
見

し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
向
白
有
で
あ
る
。
賃
労
働
者
が
賃
労
働
者
で
あ
る
こ
と
を
抜
け
だ
そ
う
と
す
る
努
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

に
お
い
て
、
や
は
り
賃
労
働
者
と
し
て
踏
み
と
ど
ま
る
べ
き
だ
と
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
「
他
の
も
の
の
他
の
も

の
に
底
る
」
と
い
う
否
定
の
否
定
の
弁
証
法
に
よ
っ
て
、
賃
労
働
者
と
し
て
の
最
初
の
実
在
性
に
帰
っ
て
は
い
て
も
、
ご
の
実
在
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
質
を
自
分
の
本
未
の
規
定
性
と
し
て
自
覚
す
る
人
問
性
を
打
ち
た
て
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
人
間
性
を
、
自

已
の
賃
労
働
者
と
し
て
の
実
在
性
に
お
い
て
、
向
自
有
的
に
打
ち
た
て
よ
う
と
す
る
否
定
性
が
、
賃
労
働
者
な
る
定
有
の
内
在
的
矛

盾
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
賃
労
働
者
は
へ
－
ゲ
ル
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
向
自
有
に
よ
っ
て
把
握
し
え
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
賃

労
働
者
の
論
理
的
構
造
の
一
層
す
す
ん
だ
規
定
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
向
自
有
と
同
じ
く
一
属
す
す
ん
だ
規
定
に
よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
う

　
　
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
哲
学
原
理
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
一
〇
七
　
（
五
五
三
）

、
．
む



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
　
（
五
五
四
）

る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
へ
－
ゲ
ル
に
ー
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
次
の
ご
と
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
「
向
自
有
は
、
自
分
白
身
へ
の
関
係
と
し
て
は
直
接
性
で
あ
り
、
否
定
的
な
も
の
の
白
分
白
身
へ
の
関
係
と
し
て
は
、
向
自

　
有
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
一
者
｛
麸
ヨ
易
で
あ
る
。
一
者
は
、
自
分
自
身
に
区
別
を
含
ま
在
い
も
の
、
し
た
が
っ
て
他
者
を
排

　
除
す
る
も
の
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
「
向
自
有
は
、
完
成
さ
れ
た
質
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
、
有
お
よ
び
定
有

　
を
観
念
的
モ
メ
ン
ト
と
し
て
自
已
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。
向
旨
有
は
、
有
と
し
て
は
単
純
な
白
已
関
係
で
あ
る
が
、
定
有
と
し

　
て
は
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ご
の
規
定
性
は
、
向
自
有
と
し
て
は
、
も
は
や
、
他
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
或
る
も

　
の
に
、
見
ら
れ
た
よ
う
な
有
隈
な
規
定
性
で
は
な
く
、
区
別
を
止
揚
さ
れ
た
も
の
と
し
て
自
己
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の

　
無
限
な
規
定
性
で
あ
る
」
（
吻
．
葦
ｐ
Ｎ
竃
）
。

　
そ
し
て
へ
ー
ゲ
ル
は
、
向
自
有
の
も
っ
と
も
手
近
な
例
と
し
て
自
我
を
挙
げ
て
い
る
。
　
　
「
わ
れ
わ
れ
は
、
定
有
す
る
も
の
と

し
て
、
自
分
が
ま
す
他
の
定
有
す
る
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
、
し
か
し
、
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

れ
わ
れ
は
、
さ
ら
に
定
有
の
こ
の
拡
が
り
が
、
い
わ
ば
尖
ら
さ
れ
て
向
白
有
と
い
う
単
純
な
形
式
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
我

と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
無
隈
で
あ
る
と
同
時
に
ー
、
否
定
的
な
自
己
関
係
の
表
現
で
あ
る
。
人
間
は
、
自
己
を
我
と
し
て
知
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
動
物
か
ら
、
し
た
が
っ
て
自
然
一
般
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
白
然
の
事
物
は
、
自
由
な
向
自
有
に
達

せ
す
、
定
有
に
隈
局
さ
れ
た
も
の
と
し
て
常
に
、
他
の
も
の
に
向
っ
て
い
る
有
Ｏ
０
０
巨
旨
『
彗
宗
Ｈ
窃
に
す
ぎ
な
い
」
。
　
　
す
な

わ
ち
、
賃
労
働
者
の
実
在
性
ど
し
て
の
商
品
性
は
、
そ
れ
自
体
で
自
己
反
省
し
た
定
有
す
る
も
の
と
し
て
、
商
品
で
あ
り
、
商
品
と

い
う
物
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
自
然
物
一
般
と
同
じ
く
向
他
有
に
す
ぎ
す
、
向
自
有
と
な
る
こ
と
の
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
向

有
有
と
な
る
の
は
、
現
実
に
は
人
間
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
商
品
が
向
自
有
仁
な
る
と
い
う
と
と
も
、
事
実
と
し
て
は
、
賃
労



働
者
と
い
う
商
品
に
お
け
る
事
柄
だ
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
賃
労
働
者
が
賃
労
働
者
と
し
て
、
自
己
の
実
在
性
に
お
い
て
、
弁
証
法

的
に
・
反
省
し
、
自
己
有
身
へ
関
係
し
合
致
す
る
と
こ
ろ
の
否
定
性
が
、
人
間
性
を
い
み
す
る
と
、
さ
き
に
叙
べ
て
き
た
ご
と
も
、
こ

こ
に
事
実
的
に
明
か
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

．
と
ご
ろ
で
、
こ
の
否
定
的
な
も
の
の
自
已
白
身
へ
の
関
係
と
し
て
の
、
す
な
わ
ち
、
向
白
有
と
し
て
の
人
間
性
は
、
白
已
の
賃
労

働
者
と
し
て
の
定
有
の
「
他
の
も
の
へ
の
拡
が
り
が
、
尖
ら
さ
れ
て
自
已
に
帰
っ
た
も
の
」
と
し
て
、
も
は
や
人
間
性
一
般
で
な
く

し
て
、
個
別
的
な
自
我
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
在
い
。
他
の
賃
労
働
者
の
自
我
を
、
す
な
わ
ち
他
我
を
、
白
己
か
ら
排
除
す
る
一
者
で
在

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
向
自
有
と
し
て
の
賃
労
働
者
と
は
、
或
る
賃
労
働
者
が
我
と
し
て
人
間
性
を
発
見
し
、
自
覚
し
た

ご
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
人
間
性
の
白
覚
は
、
有
と
し
て
の
単
純
な
自
己
関
係
、
す
な
わ
ち
、
「
我
は
我
で
あ
り
、
自
分
は

自
分
で
あ
る
」
と
い
っ
た
単
な
る
表
象
と
し
て
の
反
省
で
な
く
、
ま
た
、
他
の
も
の
か
ら
白
分
を
区
別
す
る
だ
け
の
、
定
有
と
し
て

規
定
さ
れ
て
い
て
も
、
い
ま
１
だ
真
実
の
自
己
を
白
覚
し
て
い
な
い
抽
象
的
な
反
省
で
も
な
い
。
多
く
の
他
者
と
の
一
切
の
区
別
を
止

揚
し
て
、
何
れ
に
迷
わ
さ
れ
す
自
己
に
安
住
し
て
い
る
よ
う
な
具
体
的
な
人
間
性
の
自
覚
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
「
有

お
よ
び
定
有
を
観
念
的
モ
メ
ン
ト
と
し
て
、
白
己
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
」
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
白
己
の
う
ち
に
無
限
の
規
定

を
含
ん
で
い
る
よ
う
な
普
遍
性
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
具
体
的
普
遍
性
が
一
者
と
し
て
の
白
分
の
内
容
と
な
っ
て
い
る

よ
う
悔
自
己
反
省
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
普
遍
性
を
た
た
え
た
個
別
性
を
個
性
と
い
う
な
ら
ぱ
、
ご
の
個
性
の
自
覚
、
小
跡
由
↓
跡

、
　
、
　
パ
　
、
　
、
　
、

の
個
性
的
自
覚
、
ご
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
現
実
的
人
間
の
、
し
た
が
っ
て
亦
、
賃
労
働
者
の
向
自
有
と
し
て
の
在
り
方
で
あ
る
・
そ
し

て
、
こ
れ
が
、
「
向
自
有
の
、
完
成
さ
れ
た
質
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
な
け
れ
ぱ
在
ち
在
い
。

　
さ
ら
に
へ
－
ゲ
ル
は
、
「
定
有
は
実
在
性
で
あ
る
が
、
向
自
有
は
観
念
性
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ

　
　
マ
ル
ク
ス
圭
義
経
済
哲
学
原
理
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
（
五
五
五
）

■
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を
逆
に
い
え
ば
、
向
自
有
の
実
在
性
の
契
様
が
定
有
と
し
て
質
的
規
定
で
あ
る
に
た
い
し
て
、
そ
の
否
定
性
の
契
桟
は
、
こ
の
有
限
．

な
質
的
規
定
を
否
定
的
に
成
り
た
た
し
め
る
根
拠
と
し
て
、
無
限
な
規
定
性
、
す
な
わ
ち
観
念
性
で
あ
る
。
賃
労
働
者
は
、
自
已
の

有
隈
な
実
在
的
定
有
に
お
い
て
、
こ
れ
を
個
性
的
に
止
揚
し
え
た
心
境
を
観
念
的
に
確
保
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
自
己
の
人
間
性
に

向
自
有
で
あ
り
、
す
在
わ
ろ
人
間
性
を
自
覚
し
た
賃
労
働
者
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
　
　
「
人
カ
は
、
し
ば
し
ば
実
在
性
と
観
念
性

と
を
同
等
の
独
立
を
も
っ
て
対
時
し
て
い
る
一
対
の
規
定
と
考
え
、
実
在
性
の
ぽ
か
に
観
念
性
も
ま
た
存
在
す
る
と
書
一
目
う
。
し
か
し

観
念
性
は
実
在
性
の
外
部
に
、
実
在
性
と
並
ん
で
存
在
す
る
或
る
も
の
で
は
底
く
、
観
念
性
の
概
念
は
、
実
在
性
の
真
理
で
あ
る
こ

と
に
あ
り
・
実
在
性
が
却
自
的
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
、
観
念
性
と
し
て
白
己
を
示
す
の
で
あ

る
・
し
た
が
っ
て
人
は
、
実
在
性
が
凡
て
で
な
く
、
そ
の
ぼ
か
に
観
念
性
を
も
認
む
べ
き
こ
と
を
承
認
し
た
だ
け
で
、
観
念
性
を
正

当
に
評
価
し
た
の
だ
と
考
え
て
は
な
ら
在
い
。
実
在
性
と
並
ん
で
存
在
す
る
よ
う
な
観
念
性
、
あ
る
い
は
、
た
と
え
実
在
性
を
超
え

た
観
念
性
で
も
、
実
際
は
空
虚
な
名
前
に
す
ぎ
友
い
。
観
念
性
は
、
或
る
も
の
の
観
念
性
で
あ
る
と
き
に
の
み
、
一
つ
の
内
容
を
も

つ
の
で
あ
る
」
・
（
（
吻
．
睾
Ｎ
易
凹
員
９
Ｎ
轟
ｉ
ト
）
　
す
な
わ
ち
、
賃
労
働
考
が
、
自
己
の
実
在
性
と
異
在
っ
た
観
念
的
在
生
き
方
を

想
像
し
た
り
、
賃
労
働
者
と
し
て
の
人
間
性
を
超
越
し
た
人
間
性
一
般
、
す
な
わ
ち
宗
教
的
、
芸
術
的
、
道
徳
的
、
等
戊
の
人
間
性

を
希
求
し
た
り
し
て
も
、
要
す
る
に
自
己
の
外
部
に
あ
る
抽
象
的
な
観
念
性
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
観
念
論
的
在
も
の
で
あ
る
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
賃
労
働
者
が
、
自
己
の
実
在
性
に
お
い
て
、
ご
の
実
在
性
の
根
拠
な
い
し
真
理
と
し
て
の
人
間
性
を
も
っ
た

と
き
・
ご
の
内
容
的
な
白
己
の
実
力
と
し
て
の
人
間
性
が
、
向
自
有
と
し
て
の
観
念
性
で
あ
る
。
そ
し
て
、
賃
労
働
者
が
賃
労
働
者

と
し
て
人
間
で
あ
り
え
て
い
る
と
き
の
、
こ
の
内
容
的
な
観
念
的
人
間
性
に
お
い
て
、
こ
の
自
覚
的
な
賃
労
働
者
は
、
同
時
に
、
道

徳
的
人
間
で
も
あ
り
、
な
い
し
芸
術
的
人
間
で
も
あ
り
、
な
い
し
宗
教
的
人
間
で
も
あ
り
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ご
の
よ
う
な
完
成

山
－一

’
　
一

一…
ｕ



さ
砦
賃
労
響
と
し
て
の
質
的
規
定
性
が
、
向
自
有
と
し
て
の
募
働
者
で
を
そ
し
て
・
こ
の
向
白
有
と
し
て
の
賃
労
働
者

が
自
ら
に
内
在
す
る
自
已
矛
盾
を
星
す
る
と
こ
ろ
に
、
賃
労
働
者
の
実
践
的
奮
し
学
問
的
意
惟
が
始
書
う
る
と
す
る
の
が
・

　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

第
四
の
仮
定
的
命
題
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
っ
た
。

　
　
三
本
節
の
前
半
と
し
て
の
以
上
の
数
頁
は
、
本
誌
第
三
藁
三
芝
発
表
し
た
「
賃
労
働
者
の
向
自
有
的
論
理
構
造
」
第
二
節
の
茎
早
と
全

　
　
　
く
同
一
で
あ
る
。
ま
え
に
註
記
し
て
断
っ
て
お
い
た
と
お
り
、
本
稿
は
、
わ
た
し
の
労
作
過
程
に
お
い
て
右
の
論
文
の
前
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

　
　
　
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
が
純
哲
学
的
な
も
の
で
お
る
た
め
本
誌
へ
の
発
表
を
遠
慮
し
て
お
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
・
右
の
諭
文
を

　
　
　
発
表
す
る
さ
い
に
、
も
と
も
と
本
稿
の
一
部
で
あ
っ
た
右
の
数
頁
を
、
右
の
論
文
に
構
成
上
割
愛
し
て
流
用
す
る
必
要
を
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
’

　
　
　
が
、
本
稿
を
こ
こ
に
旧
稿
の
ま
ま
萎
す
る
に
莞
一
て
、
も
と
の
形
態
の
婁
で
生
か
す
ほ
か
な
か
一
た
。
同
一
文
章
を
二
個
所
に
流
用
す

　
　
　
る
こ
と
は
、
気
遅
れ
す
る
’
次
第
で
島
る
が
、
本
稿
の
麗
上
、
何
と
し
て
喜
き
直
し
の
不
可
能
容
析
的
叙
述
で
青
・
以
下
の
分
析
的
叙

　
　
　
述
の
前
提
に
な
る
部
分
な
の
で
、
致
て
こ
れ
を
犯
し
た
。
読
者
の
諒
恕
を
得
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
自
覚
的
な
賃
労
働
者
の
向
自
有
と
し
て
の
諭
塾
瞥
掛
は
、
果
し
て
論
理
的
な
い
み
で
端
緒
に
あ
た
い
し
う
る

で
あ
ろ
う
か
。
向
自
有
は
一
－
ゲ
ル
に
さ
て
も
、
定
有
か
ら
媒
介
さ
れ
た
複
雑
姦
定
性
に
あ
る
も
の
で
あ
る
・
さ
ら
に
・
こ
の

定
有
も
有
か
ら
媒
介
さ
れ
た
諾
規
定
の
綜
合
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
純
粋
有
の
み
は
、
無
規
定
、
無
内
容
で
あ
り
・
し
た
が
っ
て
無

媒
介
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
純
粋
思
惟
に
と
っ
て
直
接
的
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
純
粋
学
と
し
て
の
「
論
理
学
」
の
端
緒
で
淀
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
す
る
の
が
、
端
緒
を
発
見
し
定
立
す
る
た
め
の
へ
－
ゲ
ル
の
方
法
論
的
手
続
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
・
マ
ル
ク
ス

の
『
資
本
論
』
の
現
実
の
休
系
的
叙
述
に
さ
て
は
、
対
象
的
実
在
と
し
て
の
商
品
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
・
そ
し
て
・
こ
の
膏
叩
は
・

規
定
さ
れ
寿
と
し
て
の
定
有
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
わ
砦
れ
と
し
て
は
、
せ
め
て
定
有
の
カ
テ
ゴ
子
隻
で
遡
っ
て
・
そ

し
て
、
こ
こ
に
踏
み
と
ど
毒
ね
ば
な
差
い
。
・
．
し
こ
ろ
で
定
有
と
し
て
の
商
品
は
、
物
と
し
て
の
商
品
で
あ
一
て
・
そ
れ
扉
と

　
　
　
エ
ク
ス
義
経
済
募
原
理
一
梯
一
　
．
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二
五
五
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し
て
思
惟
す
る
こ
と
は
不
可
能
奮
然
的
実
在
で
あ
ポ
、
物
と
し
て
の
商
品
が
人
間
の
思
惟
を
媒
介
す
る
と
き
、
す
釜
ち
、
荒

わ
れ
が
商
品
を
研
究
の
対
象
と
し
て
定
立
す
る
と
き
、
科
学
的
な
分
析
的
思
惟
の
端
緒
と
し
て
の
資
格
を
も
つ
に
い
た
る
で
あ
ろ
う

こ
と
は
・
『
資
本
論
』
の
叙
述
が
事
実
に
よ
っ
て
示
し
て
は
い
る
が
、
「
論
理
学
」
的
に
は
、
こ
れ
も
端
緒
と
し
て
の
資
格
を
傭
え
て

い
る
と
は
言
え
な
い
。
在
ぜ
在
ら
ば
、
こ
の
ぱ
あ
い
に
は
、
す
で
に
対
象
と
意
識
と
の
関
係
を
前
提
し
て
お
り
、
商
品
と
し
て
は
人

間
の
思
惟
を
媒
介
し
て
お
り
、
分
析
的
思
惟
と
し
て
は
物
と
し
て
の
商
品
を
媒
介
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、

今
の
ば
め
い
、
へ
－
ゲ
ル
の
主
張
の
と
お
り
、
端
緒
は
、
純
粋
に
直
－
接
的
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
物
と
し
て

の
商
ポ
と
思
惟
す
る
人
間
と
の
直
接
的
喬
一
性
こ
そ
は
、
荒
荒
の
定
立
し
う
べ
き
一
菜
論
一
の
本
来
の
端
葦
あ
ろ
う
と

し
て
き
た
の
が
・
前
節
に
お
け
る
第
一
の
仮
定
的
命
題
か
ら
出
発
し
た
全
論
理
的
操
作
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
ご
の
第
一
命
題
の

具
体
化
に
さ
て
譲
さ
笑
第
四
の
命
乱
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
「
自
覚
し
た
賃
労
働
者
の
内
在
的
矛
盾
が
学
問
的
思

惟
の
端
緒
に
な
り
う
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
す
、
自
覚
↓
た
賃
労
働
者
の
論
理
構
造
を
表
現
す
る
カ
テ
ゴ
リ

ー
は
・
向
自
有
で
あ
り
、
ご
の
向
自
有
は
、
複
雑
底
諸
規
定
の
綜
合
と
し
て
、
端
緒
と
し
て
の
論
理
的
資
格
を
す
で
に
喪
失
し
て
い

る
・
こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
当
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
も
と
も
と
気
づ
い
て

い
た
し
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
避
け
る
た
め
、
定
有
と
し
て
の
対
象
的
商
品
に
ま
で
遡
っ
て
、
直
接
性
の
規
定
を
適
用
し
て
き
た
か
ぎ
り

で
・
サ
び
・
こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
に
帰
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
器
循
環
の
デ
ィ
レ
ン
マ
は
、
如
何
に
し
て
克
服
し
う
る
か
。

　
と
こ
ろ
で
・
こ
の
悪
循
環
は
、
『
資
本
論
』
の
現
実
的
叙
述
が
指
示
す
る
が
ま
ま
に
引
き
す
ら
れ
て
、
定
有
の
カ
テ
ゴ
リ
Ｔ
に
ま

で
遡
源
し
・
汁
象
的
在
物
と
し
て
の
商
品
の
み
が
論
理
的
に
こ
の
カ
デ
コ
リ
ー
に
妥
当
す
る
と
い
う
普
通
の
理
解
に
わ
れ
わ
れ
の
意

識
が
ポ
お
囚
れ
て
い
る
こ
と
に
斑
る
も
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
上
述
の
変
態
さ
れ
て
き
た
第
四
の
仮
定
的
命
題
の
指
示
す
る
と
こ

」

　
舳

　
“

　
］

　
…

　
一

．
一

　
’

．
一

～



ろ
の
も
の
は
、
定
有
的
端
緒
が
、
物
と
し
て
の
商
晶
で
な
く
、
商
品
と
し
て
の
賃
労
働
者
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

と
す
れ
ば
、
ご
の
賃
労
働
者
を
論
理
的
に
完
全
に
表
現
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
向
白
有
を
、
分
析
的
に
抽
象
化
し
て
、
賃
労
働

者
の
定
有
に
ま
で
遡
る
べ
き
で
な
か
っ
た
か
。
ご
の
向
自
有
が
、
賃
労
働
者
の
自
覚
的
汝
姿
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
定
有
と
し

て
の
前
段
階
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
表
現
す
る
も
の
は
、
未
だ
人
間
性
を
白
覚
す
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
賃
労
働
者
の
姿
で
在
い
で
あ
ろ

う
か
。
ご
の
ご
と
を
確
め
る
た
め
に
は
、
再
び
へ
Ｔ
ゲ
ル
の
定
有
の
論
理
構
造
を
吟
味
す
る
ぽ
か
在
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
度

は
、
向
自
有
か
ら
分
析
的
に
遡
源
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
す
な
わ
ち
定
有
に
ま
で
遡
源
し
う
る
よ
う
に
向
白
有
に
綜
合
さ
れ
た
諸
規

定
を
一
つ
一
つ
捨
象
し
て
ゆ
く
と
い
う
手
続
き
で
、
そ
れ
は
、
在
さ
ね
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
こ
の
こ
と
は
困
難
で
な
い
。
賃
労
働
者
の
定
有
形
態
が
、
そ
の
無
白
覚
の
状
態
を
い
み
す
る
と
の
見
当
か
ら
し
て
、
そ
の
向
白
有

的
形
態
に
お
け
る
賃
労
働
者
を
し
て
白
覚
的
な
ら
し
め
て
い
る
論
理
的
モ
メ
ン
ト
を
、
一
つ
一
つ
は
す
し
て
ゆ
け
ぱ
よ
い
か
ら
で
あ

る
。
さ
て
、
賃
労
働
者
が
自
覚
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
間
性
の
個
性
的
自
覚
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
向
自
有
の
否
定

性
の
自
已
反
省
に
よ
る
積
極
的
な
定
立
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
の
、
白
已
の
実
在
性
と
し
て
の
商
品
性
に
た
い
す
る
対

時
的
姿
勢
と
し
て
の
否
定
的
人
間
性
の
白
覚
、
す
な
わ
ち
、
自
已
白
身
に
お
け
る
内
在
的
矛
盾
の
自
覚
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
で
あ
る

か
ぎ
り
は
、
否
定
性
自
体
の
自
己
へ
の
関
係
と
し
て
の
自
已
反
省
の
契
機
を
向
自
有
の
概
念
か
ら
先
す
捨
象
す
れ
ぱ
よ
い
。
し
か
し
、

ご
こ
に
捨
象
す
る
と
い
っ
て
も
、
機
械
的
に
切
り
棄
て
る
の
で
は
な
く
、
自
己
反
省
を
し
在
か
っ
た
以
前
に
湖
る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
賃
労
働
者
に
人
間
と
し
て
の
白
覚
の
未
だ
な
か
っ
た
状
態
を
、
わ
れ
わ
れ
が
目
前
に
定
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

を
観
察
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
賃
労
働
者
は
、
も
は
や
人
間
性
の
自
覚
が
在
い
も
の
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
現
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
、
す
で
に
自
覚
し
て
い
た
以
前
の
無
自
覚
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
無
自
覚
は
未
自
覚
で
在
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
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ち
、
未
だ
自
覚
し
て
い
な
い
だ
け
の
ご
と
で
、
白
覚
の
可
能
性
は
十
分
に
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
論
理
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
言
え
ば
、

否
定
性
の
自
己
自
身
へ
の
関
係
は
捨
て
ら
れ
た
が
、
否
定
性
は
勿
論
、
そ
の
自
已
関
係
の
可
能
性
も
残
し
て
い
る
、
す
在
わ
ち
自
己

反
省
し
う
る
否
定
性
を
確
保
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
賃
労
働
者
が
未
だ
人
間
性
を
自
已
の
実
体
と
し
て
自

覚
せ
す
、
内
在
的
な
自
己
矛
盾
を
未
だ
自
覚
し
て
い
な
い
と
い
う
ご
と
は
、
一
体
、
現
実
に
何
を
い
み
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
言
う
ま
で
も
な
く
、
自
己
の
労
働
力
の
商
品
化
の
ぽ
か
に
生
活
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
矛
盾
を
感
じ
な
い
で
、
好
況
不
況
に
よ

る
就
職
失
職
を
運
命
的
に
諦
め
、
た
だ
転
職
そ
の
他
に
よ
っ
て
の
み
運
命
の
打
開
を
試
み
る
と
ご
ろ
の
、
悪
し
書
無
限
の
う
ち
に
あ

る
こ
と
で
あ
り
、
他
の
多
く
の
同
じ
賃
労
働
者
と
は
、
相
互
に
人
格
と
し
て
承
認
し
合
っ
て
い
て
も
、
未
だ
真
実
の
個
性
と
し
て
の

人
間
性
に
お
い
て
結
合
し
、
団
結
す
る
こ
と
の
在
い
と
こ
ろ
の
、
賃
労
働
者
の
姿
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ぱ
、
賃
労
働
者
と
し
て
の
自

已
の
商
品
的
実
在
性
に
た
い
し
て
批
判
的
な
人
間
性
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
否
定
的
な
観
念
性
を
、
徴
塵
も
心
境
に
浮
べ
る
こ
と
の
な

い
姿
が
、
無
自
覚
と
い
う
こ
と
の
極
端
に
お
い
て
想
定
し
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
ば
あ
い
の
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
論
理
構
造
は
、
否
定
性
が
、
否
定
性
と
し
て
直
接
的
に
自
己
定
立
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
全

く
無
く
な
っ
て
い
る
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
し
か
し
、
時
ヵ
は
自
己
の
人
間
性
を
守
る
べ
き
に
気
付
き
、
自
已
矛
盾
を
心
中
に
感
す

る
と
い
う
よ
う
な
賃
労
働
考
の
、
な
お
未
白
覚
的
な
前
段
階
を
想
定
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
論
理
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
も
、
否
定

性
は
、
そ
の
否
定
性
と
し
て
の
可
能
性
を
も
っ
て
何
処
か
に
潜
ん
で
い
る
と
す
る
ぼ
か
は
な
い
。
と
ご
ろ
で
へ
－
ゲ
ル
は
、
　
「
否

定
性
は
、
有
と
直
接
的
に
同
一
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
否
定
性
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
が
限
界
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
」
（
吻
・
ｓ
・

Ｎ
目
竃
亘
リ
Ｎ
０
◎
ｏ
◎
）
と
、
定
有
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
続
け
て
、
　
　
「
或
る
も
の
は
、
そ
の
隈
界
内
に
お
い

て
の
み
、
ま
た
限
界
に
よ
っ
て
の
み
、
現
に
そ
れ
が
有
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
限
界
は
、
定
有
に
単
に
外
的
底
も
の



　
　
と
考
え
ら
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
は
定
有
の
全
体
を
湊
透
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
限
界
を
、
定
有
の
単
た
る
外
的
規
定
と
考
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
　
の
は
、
量
的
限
界
と
質
的
限
界
と
混
同
し
て
い
る
こ
と
に
、
も
と
す
い
て
い
る
Ｌ
（
吻
．
竃
）
。
と
こ
ろ
で
、
「
限
界
な
い
し
制
限
と
は
、

　
　
否
定
と
し
て
定
立
さ
れ
た
規
定
性
の
こ
と
ー
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
否
定
性
は
、
全
く
無
く
な
ら
た
い
で
、
一
つ
の
定
有
お
よ
び

　
　
或
る
も
の
と
し
て
、
或
る
も
の
の
他
有
、
す
在
わ
ち
、
そ
の
彩
式
と
し
て
有
る
」
。
　
　
と
へ
Ｔ
ゲ
ル
は
論
迷
し
て
い
る
。
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
ち
、
質
的
規
定
性
の
却
自
有
に
た
い
す
る
向
他
有
が
、
潜
ん
で
し
ま
っ
た
否
定
性
の
変
っ
た
姿
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
或
る
も
の
の
幅

　
　
で
あ
り
」
、
（
伽
・
胃
一
リ
轟
Ｈ
）
定
有
す
る
も
の
枠
亙
跡
小
跡
除
で
あ
り
、
定
有
の
可
変
性
と
有
限
性
と
で
あ
り
、
、
悪
し
き
無
限
の
根

　
　
施
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
杏
定
性
は
、
質
的
規
定
性
の
う
ち
に
。
潜
ん
で
し
ま
っ
た
が
、
し
か
し
、
な
お
こ
の
質
的
規
定
性

　
　
の
却
自
有
に
は
否
定
的
に
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
否
定
性
が
否
定
性
と
し
て
積
極
的
に
自
己
定
立
す

　
　
る
可
能
性
を
未
だ
喪
っ
て
い
在
い
、
と
す
べ
き
理
由
を
見
な
け
れ
ぱ
在
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
「
質
的
規
定
性
の
却
自
有
と

　
　
は
、
有
の
空
虚
な
抽
象
に
す
ぎ
す
」
（
吻
．
竃
甲
Ｎ
Ｏ
。
・
Ｏ
）
、
そ
の
向
他
有
と
し
て
彫
式
の
ゆ
え
に
、
質
的
規
定
性
は
、
質
的
規
定
性
と
し

　
　
て
、
す
な
わ
ち
定
有
の
実
在
性
と
し
て
あ
る
こ
と
を
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
実
在
性
が
実
在
性
と
し
て
あ
り
う
る
の
も
、
否
定

　
　
性
を
根
翅
と
し
て
い
る
か
ら
だ
と
せ
ね
ぱ
な
ら
在
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
否
定
性
は
、
否
定
性
と
し
て
実
在
性
の
根
翅
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
あ
る
こ
と
は
棄
て
ら
れ
て
、
否
定
性
は
、
否
定
性
と
し
て
で
な
く
実
在
性
の
幅
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
実
在
性
そ
の
も
の
の
向
他
有

　
　
弥
か
於
い
と
し
て
、
そ
の
根
拠
を
な
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
否
定
性
は
、
こ
の
ぱ
あ
い
、
実
在
性
と
同
一
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
実
在
性
に
隈
界
を
お
く
も
の
と
し
て
、
そ
れ
と
対
時
し
な
が
ら
同
一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
区
別
に
お
け
る
同
一
性
で
あ
り
、
逆
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

　
　
同
一
性
に
お
け
る
区
別
の
関
係
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
関
係
は
、
へ
－
ゲ
ル
の
反
省
諸
規
定
の
論
理
的
展
開
に
お
い
て
は
、
そ
の

　
　
最
高
の
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
矛
盾
の
関
係
に
ま
で
、
発
展
す
ろ
弁
証
法
の
最
初
の
反
省
規
定
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
矛
盾
関
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立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
五
号
）

係
の
芽
萌
え
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
自
已
矛
盾
の
端
緒
的
形
態
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。

一
六
　
（
五
六
二
）

（
一
）
　
『
小
論
理
学
』
二
八
三
頁
の
叙
述
が
参
照
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
二
）
　
す
な
わ
ち
、
こ
の
区
別
は
、
有
の
段
階
に
－
お
げ
る
有
と
無
と
の
外
的
な
差
別
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
成
と
し
て
動
的
に
統
一
．

　
さ
れ
定
有
の
内
容
と
し
て
規
定
的
に
定
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
成
は
有
と
無
と
の
統
一
と
し
て
は
、
す
で
に
有
と
無
と
を
白
己
の
契
機
と
す

　
る
全
体
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
有
の
段
階
に
－
お
い
て
は
、
こ
の
全
体
は
未
だ
規
定
さ
れ
て
い
な
い
却
自
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え

　
た
か
っ
た
。
こ
れ
に
っ
い
て
へ
ー
ゲ
ル
は
次
の
ご
と
く
方
法
論
的
な
注
意
を
与
え
て
い
る
。
　
　
　
「
全
体
は
有
の
形
式
、
言
い
か
え
れ
ば
、
有

　
と
い
う
規
定
性
の
な
か
に
あ
る
も
の
と
し
て
も
、
同
じ
よ
う
に
一
個
の
止
揚
さ
れ
た
全
体
、
否
定
的
に
規
定
さ
れ
た
全
体
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

　
こ
の
ば
あ
い
全
体
は
、
わ
れ
わ
れ
の
反
省
の
う
ち
で
、
す
な
わ
ち
、
．
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
然
る
も
の
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
い
ま
だ
そ
れ
自
身

　
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
に
定
立
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
定
有
の
規
定
性
そ
の
も
の
は
、
定
立
さ
れ
た
規
定
性
で
あ
っ
て
、

　
そ
れ
は
定
有
と
い
う
言
葉
の
う
ち
に
、
す
で
に
合
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
自
身
に
お
い
て
定
立
さ
れ
て
い
る
規
定
性
と
、
反
省
的
に
１
定
立
さ
れ
た

　
規
定
性
と
の
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
は
、
つ
ね
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
概
念
そ
れ
白
身
の
う
ち
に
定
立
さ
れ
た
も
の
の
み
が
、

　
概
念
の
展
開
の
考
察
に
さ
い
し
て
、
そ
の
内
容
と
次
る
も
の
で
、
こ
れ
に
反
し
未
だ
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
お
い
て
定
立
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な

　
規
定
性
は
、
わ
れ
わ
れ
め
反
省
の
仕
事
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
反
省
が
、
概
念
の
性
質
に
適
合
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
た
だ
外
的
な
比
較

　
に
ー
す
ぎ
ぬ
も
の
か
は
、
問
題
外
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
外
的
反
省
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
種
類
に
ぞ
く
す
る
規
定
性
に
、
注
意
が
向
け

　
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
単
に
概
念
の
展
開
そ
れ
白
身
の
う
ち
で
啓
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
経
過
を
、
説
明
し
予
告
す
る
に
役
だ
っ
だ
け
で
あ

　
る
。
ゆ
え
に
全
体
、
す
な
わ
ち
、
有
と
無
の
統
一
が
、
有
と
い
う
一
面
的
規
定
性
の
う
ち
に
存
す
る
と
す
る
の
は
、
一
個
の
外
的
反
省
の
し
わ

　
ざ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
統
一
は
、
否
定
す
な
わ
ち
或
み
も
の
と
他
の
も
の
な
ど
の
う
ち
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
定
立
さ
れ
た
統
一
と
し

　
て
存
す
る
に
い
た
る
て
あ
ろ
う
。
」
（
一
五
五
頁
）
　
　
へ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
も
明
か
な
よ
う
に
、
全
体
は
、
実
在
性
と
規
定
性
と

　
の
区
別
と
し
て
、
定
有
の
う
ち
に
始
め
て
規
定
的
に
定
立
さ
れ
、
そ
し
て
、
こ
れ
が
定
有
一
般
の
内
容
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

一工一

－
一

」

　
…

　
川

　
’

　
｝

　
…

虹泌
虹



　
こ
の
よ
う
在
論
理
的
内
容
を
も
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
規
定
さ
れ
た
有
と
し
て
の
定
有
の
全
体
性
で
あ
り
、
こ
の
論
理
的
内
容
が
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

有
の
内
的
規
定
と
し
て
の
限
界
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
無
自
覚
的
な
賃
労
働
者
の
論
理
的
構
造
も
、
ま
た
、
自
己
矛
盾
の
萌

芽
的
形
態
を
秘
め
た
か
ぎ
り
の
質
的
規
定
性
に
あ
る
有
と
し
て
の
定
有
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
在
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
ご
に
賃
労
働
者
の
無
自
覚
的
状
態
の
論
理
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
定
有
で
あ
ろ
う
と
想
定
し
た
き
た
と
こ
ろ
の
、
そ
の

目
的
も
達
成
し
た
わ
け
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！
（
本
稿
未
完
）
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一
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）
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