
『
資
本
論
」
体
系
の
図
式
的
解
明
（
上
）

梯

明
　
　
秀

は

し

が

き

　
本
稿
は
、
今
か
ら
殆
ん
ど
五
年
前
、
す
な
わ
ち
昭
和
二
十
九
年
五
月
に
国
立
横
浜
大
学
に
開
催
さ
れ
た
日
本
経
済
学
史
会
に
お
い

て
、
わ
た
し
が
研
究
報
告
を
す
る
さ
い
に
、
会
員
に
配
布
し
た
図
表
二
枚
の
う
ち
、
『
資
本
論
』
の
学
的
体
系
を
表
示
し
た
図
式

　
　
い
ま
一
つ
の
他
の
図
表
は
、
わ
た
し
の
構
想
し
つ
つ
あ
る
実
践
的
直
観
の
立
場
に
つ
い
て
の
込
み
い
っ
た
図
表
で
あ
る
が
・
こ

れ
が
具
体
化
す
る
の
は
将
来
に
属
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
現
在
そ
の
解
明
に
衝
動
を
感
じ
て
い
る
の
は
前
者
の
み
　
　
に
つ
い
て
、

そ
の
理
解
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
い
ま
こ
こ
に
若
干
の
必
要
な
叙
述
を
加
え
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
の
報
告
内
容

の
レ
ジ
ユ
メ
は
、
個
条
書
き
で
極
め
て
簡
単
で
あ
っ
た
た
め
、
　
　
そ
し
て
同
年
秋
に
刊
行
し
た
拙
著
『
資
本
論
へ
の
私
の
歩
み
』

に
も
収
録
し
て
お
い
た
の
で
あ
る
が
、
　
　
学
界
お
よ
び
読
者
の
無
理
解
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
右
の

図
式
は
、
戦
前
に
始
ま
る
わ
た
し
の
『
資
本
論
』
研
究
が
戦
後
に
再
出
発
さ
れ
た
と
き
　
　
「
現
実
的
な
学
と
し
て
の
資
本
論
」

以
来
、
わ
た
し
の
頭
悩
の
う
ち
に
浮
び
描
か
れ
、
そ
の
後
の
研
究
過
程
に
さ
て
除
乏
具
体
化
さ
れ
て
き
た
も
（
伽
）
で
あ
る
・
そ
れ

だ
け
で
な
く
、
現
在
に
お
い
て
も
、
さ
ら
に
、
『
資
本
論
』
の
み
な
ら
ず
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
の
全
体
系
を
概
念
的
に
把
握
せ
ん

　
　
　
『
資
本
論
』
体
系
の
図
式
的
解
明
（
上
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
（
七
二
一
）
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二
）

と
念
願
し
て
い
る
今
後
の
研
究
過
程
に
お
い
て
も
、
わ
た
し
の
構
想
力
の
展
開
を
決
定
し
て
い
る
原
理
的
な
図
式
で
も
あ
る
。
そ
の

い
み
で
・
こ
の
図
式
の
解
明
的
叙
述
は
、
わ
た
し
の
研
究
過
程
に
お
け
る
必
然
的
な
所
産
と
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、

わ
た
し
の
研
究
態
度
と
、
そ
の
成
果
と
が
、
よ
り
広
く
読
者
に
理
解
さ
れ
う
る
な
ら
ば
！
　
と
い
う
の
が
、
本
稿
に
秘
め
ら
れ
た
わ

た
し
の
心
か
ら
の
希
望
で
あ
る
。
わ
た
し
の
『
資
本
論
』
研
究
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
に
右
の
レ
ジ
ユ
メ
を
収
録
す
る
さ

凄
付
け
た
前
文
が
要
領
よ
く
伝
え
て
い
る
の
で
・
左
に
引
用
す
る
こ
と
仁
め
て
、
…
で
は
多
く
を
言
わ
き
こ
と
写
る
。

　
　
　
　
「
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
思
想
の
成
長
過
程
の
跡
を
た
ど
っ
て
、
初
期
の
へ
ー
ゲ
ル
批
判
以
来
の
哲
学
的
諸
労
作
か
ら
、

　
　
『
資
本
論
』
を
最
後
と
す
る
経
済
学
的
諸
労
作
へ
の
学
間
的
歩
み
の
移
り
ゆ
き
を
、
そ
の
外
見
的
な
現
象
の
ま
ま
に
、
哲
学
者

　
　
で
あ
る
こ
と
を
止
め
て
経
済
学
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
見
な
す
こ
と
を
斥
け
て
、
彼
は
、
最
後
ま
で
哲
学
者
で
あ
る
こ
と

　
　
を
止
め
な
か
っ
た
経
済
学
者
で
あ
っ
た
と
、
　
　
し
た
が
つ
て
亦
、
彼
は
、
『
資
本
論
』
に
お
い
て
こ
そ
、
哲
学
者
と
し
て
真

　
　
面
目
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
、
わ
た
し
は
見
た
い
。
で
は
、
経
済
学
的
文
献
で
あ
る
『
資
本
論
』
が
如
何
な
る
点
で
哲

　
　
学
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
か
と
な
る
と
、
現
象
的
に
は
、
そ
の
経
済
学
的
叙
述
が
徹
底
し
た
厳
密
な
体
系
に
な
っ
て

　
　
い
る
・
と
い
う
こ
と
に
求
め
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
外
的
に
現
わ
れ
て
い
る
体
系
的
叙
述
を
真
に
体
系
的
た

　
　
ら
し
め
た
必
然
性
の
根
拠
と
し
て
の
内
的
な
プ
ル
ク
ス
自
身
の
思
惟
運
動
に
お
い
て
こ
そ
、
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
体
系
的
叙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
　
述
の
背
景
に
秘
む
論
理
構
造
の
体
系
性
に
お
い
て
こ
そ
、
へ
ー
ゲ
ル
を
完
全
に
止
揚
し
え
た
プ
ル
ク
ス
の
哲
学
者
と
し
て
の
姿

　
　
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
哲
学
者
と
し
て
彼
の
姿
を
、
彼
の
固
有
の
経
済
学
と
し
て
の

　
　
『
資
本
論
』
に
お
い
て
鮮
明
に
描
き
だ
し
て
見
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
『
資
本
論
』
研
究
に
お
け
る
一
つ
の
不
可
欠
な
領
域

　
　
を
な
す
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
『
資
本
論
』
を
も
っ
て
、
経
済
学
的
範
曉
で
展
開
さ
れ
た
プ
ル
ク
ス
固
有



　
　
の
特
殊
な
思
惟
運
動
の
体
系
、
し
た
が
フ
て
彼
固
有
の
哲
学
体
系
と
見
る
こ
と
を
い
み
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
立
場
か
ら
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
　
わ
た
し
は
、
『
資
本
論
』
を
論
理
学
と
し
て
読
む
べ
き
必
要
を
、
久
し
い
以
前
か
ら
強
調
し
て
き
て
い
る
」
。

　
わ
た
し
が
本
稿
に
お
い
て
読
者
に
期
待
す
る
凡
て
の
も
の
も
、
こ
の
レ
ジ
ユ
メ
前
文
に
示
さ
れ
て
い
る
わ
た
し
の
「
資
本
論
』
研

究
態
度
に
つ
い
て
の
理
解
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
本
稿
に
お
い
て
一
つ
一
つ
挙
げ
て
ゆ
く
予
定
の
几
て
の
図
式
も
・
マ

ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
を
著
わ
す
過
程
に
お
い
て
、
彼
の
頭
脳
の
内
に
描
か
れ
て
い
た
は
ず
だ
と
推
定
さ
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
著
作
過
程
を
貫
い
た
必
然
的
な
思
惟
運
動
の
み
を
解
明
す
る
た
め
の
論
理
学
的
な
諸
図
式
で
あ
る
・

（
。
一
こ
の
よ
う
な
い
み
で
、
本
稿
の
叙
述
の
進
行
過
程
に
お
い
て
、
わ
た
し
の
気
づ
く
か
ぎ
り
の
諸
テ
ー
一
に
っ
い
て
・
わ
た
し
自
身
の
著
述
な

　
い
し
論
文
の
参
照
を
、
読
者
に
要
請
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
簡
略
に
さ
れ
た
個
所
の
・
よ
り
正
確
な
理
解
を

　
期
待
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
逆
に
、
拙
著
な
い
し
既
述
の
諸
論
文
に
お
い
て
、
不
十
分
な
論
述
を
・
よ
り
詳
細
に
解
明
す
る
ば
あ
い
も
・
あ
る
は

　
ず
で
あ
る
。

一
。
一
こ
の
よ
う
な
い
み
で
の
一
ル
ク
ス
の
哲
学
者
と
し
て
の
姿
に
っ
い
て
は
、
拙
稿
「
資
本
論
の
学
的
体
系
性
一
一
一
立
命
館
経
済
学
』
第
一
巻

　
第
五
、
六
合
併
号
）
に
－
お
い
て
詳
述
し
て
お
い
た
。

一
３
一
「
資
本
論
を
論
理
学
と
し
て
読
む
一
と
い
う
わ
た
し
の
こ
の
主
張
は
、
戦
前
の
わ
た
し
の
『
資
本
論
」
研
究
の
最
初
か
ら
の
も
の
で
あ
一
て
・

レ
上
ソ
が
わ
れ
わ
れ
に
残
し
た
課
題
を
、
わ
た
し
自
芝
引
ぎ
受
げ
た
も
の
で
を
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
課
題
解
決
の
果
さ
ざ
る
か
ぎ
り
・

わ
た
し
に
と
つ
て
、
現
在
か
ら
将
来
に
続
け
て
変
り
え
な
い
主
張
で
あ
る
。
こ
の
主
張
白
体
の
内
容
に
っ
い
て
は
・
拙
著
一
資
本
論
の
弁
証
法
的

根
拠
」
、
『
資
本
論
の
学
間
的
構
造
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
序
文
一
な
い
し
「
隻
一
、
お
よ
び
言
本
論
へ
の
私
の
歩
み
」
収
録
の
「
私
の
資
本

論
纂
一
、
「
哲
学
か
ら
経
済
学
へ
一
の
・
「
資
本
論
に
お
げ
る
主
体
性
一
、
お
よ
び
「
資
本
論
の
背
景
的
論
理
一
な
ど
を
参
照
さ
れ
ん
こ
と
を
望
竺

『
資
本
論
』
体
系
の
図
式
的
解
明
（
上
）
　
（
梯
）

三
　
（
七
二
三
）



立
命
館
経
済
学
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・
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六
号
）

四
　
（
七
二
四
）

方
法
と
体
系
と
の
関
連

　
マ
ル
ク
ス
の
へ
ー
ゲ
パ
哲
学
か
ら
の
思
想
的
継
承
関
係
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
体
系
と
方
法
と
の
関

連
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
最
初
に
一
般
的
な
間
題
と
し
て
誰
れ
し
も
思
い
浮
か
べ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ば
あ
い
、
マ
ル

ク
ス
は
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
か
ら
、
そ
の
観
念
論
的
な
保
守
的
な
体
系
を
棄
て
て
、
そ
の
弁
証
法
を
継
承
し
、
こ
れ
を
唯
物
論
化
し
進
歩

的
な
も
の
に
転
化
し
た
、
と
い
う
系
譜
的
事
実
が
そ
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
エ
ソ
ゲ
ル
ス
も
、
こ
の
よ
う
な
主
張
を
述

ペ
セ
い
る
し
、
そ
の
主
張
の
正
し
い
こ
と
に
は
疑
間
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
主
張
を
正
し
い
も
の
と
受
け
と
る
ば

あ
い
に
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
観
念
論
的
な
体
系
の
う
ち
に
、
そ
れ
か
ら
機
械
的
に
分
離
し
う
る
よ
う
な
弁
証
法
が
秘
ん
で
い
た
、
と

考
え
た
り
、
マ
ル
ク
ス
は
弁
証
法
の
み
を
継
承
し
た
の
で
あ
っ
て
、
学
の
体
系
性
な
ど
は
観
念
論
と
と
も
に
棄
て
て
顧
み
な
か
っ
た
、

と
い
う
ふ
う
に
考
え
た
り
す
る
と
す
れ
ば
、
右
の
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
主
張
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
主
張
の
根
拠
と
し
て
の
客
観
的
な
系

譜
的
事
実
を
、
皮
想
的
に
理
解
し
た
も
の
と
い
う
は
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
お
よ
そ
学
間
に
お
い
て
、
そ
れ
が
哲
学
で
あ

ろ
う
と
科
学
で
あ
ろ
う
と
、
体
系
な
る
も
の
は
方
法
と
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
相
互
関
連
的
な
統
一

体
か
ら
そ
れ
ら
の
執
れ
か
一
方
だ
け
を
機
械
的
に
切
り
離
す
と
い
う
こ
と
は
、
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
い
て
は
、
そ
の
学
的
体
系
性
は
彼
の
弁
証
法
と
有
機
的
に
統
一
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
の
か
ぎ
り
、
彼
の
観
念
論
的
な
弁
証
法
な
る
思
惟
過
程
の
成
果
と
し
て
、
必
然
的
に
彼
の
哲
学
体
系
　
　
厳
密
に
は
、
思
惟
過
程

と
そ
の
成
果
と
の
全
体
と
し
て
の
体
系
　
　
の
保
守
的
な
性
格
を
産
み
た
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、

マ
ル
ク
ス
が
へ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
を
唯
物
論
化
し
た
か
書
り
で
な
、
（
の
彼
の
弁
証
法
的
思
惟
の
成
果
と
し
て
の
彼
の
経
済
学
に
竜
、



ま
た
、
こ
の
方
法
と
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
は
ず
の
学
的
体
系
性
が
な
げ
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
ｏ
か
ぎ
り
で
マ
ル
ク
ス
白
身
は
、

へ
ー
ゲ
ル
哲
学
か
ら
、
単
に
弁
証
法
の
み
を
批
判
的
に
継
承
し
た
の
で
は
な
く
、
ン
、
れ
と
同
時
に
、
丑
、
の
学
的
体
系
性
を
も
批
判
的

に
継
承
す
る
こ
と
に
、
均
し
い
重
要
性
を
み
と
め
て
い
た
、
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
後
の
こ
と
は
、
一
般
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
的
研
究
者
に
軽
視
さ
れ
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
マ
ル
ク
ス
の
学
間

的
な
熱
情
と
真
意
と
を
、
そ
の
一
面
に
お
い
て
大
き
く
逃
が
し
た
ま
ま
に
理
解
し
て
い
る
の
が
、
日
本
だ
け
の
こ
と
で
な
い
と
こ
ろ

の
マ
ル
ク
ス
主
義
学
界
の
一
つ
の
偏
向
で
あ
る
と
、
わ
た
し
は
見
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
が
『
資
本
論
』
と
い
う
経
済
学
的
文
献

を
も
ち
、
そ
の
叙
述
が
優
れ
て
体
系
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
周
知
の
事
実
と
み
と
め
な
が
ら
、
こ
の
『
資
本
論
』
の
叙
述
に
端

的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
学
的
体
系
性
が
、
へ
－
ゲ
ル
哲
学
の
学
的
体
系
性
と
如
何
な
る
系
譜
的
関
連
に
ー
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
分

析
的
吟
味
は
、
経
済
学
界
に
お
い
て
は
殆
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
現
状
で
な
か
ろ
う
か
。
マ
ル
ク
ス
が
へ

ー
ゲ
ル
か
ら
弁
証
法
を
学
ぶ
過
程
に
お
い
て
、
こ
れ
に
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
そ
の
学
的
体
系
性
を
も
、
同
時
に
唯
物
論
の
方
向

に
質
的
に
転
化
せ
し
め
る
た
め
に
如
何
に
腐
心
し
た
か
を
、
彼
の
思
索
の
跡
に
添
う
て
追
思
惟
な
い
し
追
体
験
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

も
っ
ぱ
ら
哲
学
者
に
委
し
て
顧
り
な
い
と
い
う
能
度
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
と
く
に
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
界
に
お
い
て
、
方

法
論
を
間
題
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
の
原
論
の
専
問
家
の
う
ち
だ
け
に
で
在
く
、
方
法
論
を
専
問
と
す
る
こ
と
を
志
し
て
い
る
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

究
者
の
う
ち
に
さ
え
、
共
通
す
る
傾
向
と
し
て
見
の
が
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
、
哲
学
者
と
し
て

の
立
場
か
ら
、
　
右
の
分
業
的
課
題
を
自
ら
に
引
き
受
け
て
、
　
上
述
の
思
想
的
系
譜
に
お
け
る
学
的
体
系
性
の
面
を
重
視
し
つ
つ
、

『
資
本
論
』
に
お
い
て
唯
物
論
化
さ
れ
て
い
る
は
ず
？
〆
、
の
学
的
体
系
が
、
へ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
如
何
な
る
異
質

の
論
理
構
造
を
つ
め
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
の
分
析
的
吟
味
を
、
戦
後
の
諸
労
作
に
お
い
て
継
続
的
に
行
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る

　
　
　
『
資
本
論
」
体
系
の
図
式
的
解
明
（
上
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
（
七
二
五
）
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（
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が
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
わ
た
し
は
、
い
ま
し
が
た
述
べ
た
学
界
に
た
い
す
る
疑
念
を
ば
、
い
つ
ま
で
も
私
事
に
ぞ
く
す
る

慨
嘆
と
し
て
心
に
秘
め
て
お
く
こ
と
は
、
か
え
っ
て
学
界
の
た
め
に
貢
献
す
る
所
以
で
な
い
と
、
こ
こ
に
思
う
に
い
た
っ
た
次
第
で

あ
る
。（

１
）
　
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
を
単
純
に
経
済
学
的
文
献
と
し
て
の
み
扱
う
こ
と
は
、
経
済
学
界
だ
げ
で
な
く
学
界
一
般
に
お
い
て
見
ら
れ
る
風

　
　
習
で
あ
る
。
こ
の
誤
っ
た
風
習
は
容
身
に
打
破
ら
れ
そ
う
で
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
の
直
接
の
責
任
は
、
す
く
な
く
と
も
現
在
の
理
論
水
準

　
　
で
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
界
に
お
け
る
方
法
論
の
研
究
者
の
安
房
な
態
度
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
な
い
か
、
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
　
方
法
論
の
研
究
老
に
か
ぎ
ら
ず
経
済
理
論
を
専
門
と
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
学
者
が
、
　
『
資
本
論
」
を
勝
手
に
経
済
学
的
文
献
に
と
ど
ま
る
も
の

　
　
と
決
め
て
し
ま
う
か
ぎ
り
で
は
、
そ
の
研
究
的
理
解
の
過
程
に
お
い
て
、
そ
こ
に
お
げ
る
思
想
的
系
譜
関
連
を
分
析
的
に
辿
ろ
う
と
す
る
ば
あ
い
、

　
　
当
然
な
が
ら
、
古
典
経
済
学
な
い
し
近
代
以
来
の
経
済
学
の
諸
文
献
だ
げ
が
、
不
可
欠
の
重
要
性
を
も
っ
て
立
ち
現
れ
、
こ
の
方
向
と
同
様
に
不

　
　
可
欠
な
重
要
性
を
も
っ
は
ず
の
他
の
方
向
へ
の
関
心
は
、
希
薄
に
な
る
か
全
く
消
え
さ
っ
て
し
ま
う
ほ
か
は
な
い
。
こ
の
他
の
方
向
と
い
う
の
は
、

　
　
い
う
ま
で
も
な
く
、
古
典
経
済
学
と
並
ん
で
マ
ル
ク
ス
主
義
の
三
っ
源
泉
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
フ
ラ
ソ
ス
の
杜
会
主
義
と
ド
ィ
ヅ
の
観

　
　
念
論
哲
学
と
へ
の
二
っ
の
方
向
で
お
る
。
こ
の
誰
し
も
熟
知
し
て
い
る
事
柄
に
か
か
わ
ら
ず
、
思
想
的
系
譜
を
辿
ろ
う
と
す
る
実
際
の
研
究
過
程

　
　
に
あ
っ
て
は
、
い
ず
れ
か
一
っ
の
方
向
へ
重
点
を
お
く
か
ぎ
り
で
、
他
の
二
っ
の
方
向
が
二
義
的
に
な
り
、
自
ら
択
ん
だ
方
向
そ
の
も
の
に
お
い

　
　
て
他
の
二
っ
の
方
向
が
契
機
と
し
て
統
一
さ
れ
て
い
る
重
要
な
点
を
見
逃
し
や
す
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
誰
に
も
共
通
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ

　
　
こ
に
－
責
任
を
間
う
べ
き
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
わ
た
し
は
、
右
の
三
っ
の
方
向
の
う
ち
、
へ
－
ゲ
ル
哲
学
へ
の
系
譜
的
関
連
を
多
少
と
も
分

　
　
析
的
に
吟
味
し
て
き
た
も
の
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
の
方
法
論
を
生
涯
の
仕
事
と
決
め
た
か
ぎ
り
の
研
究
者
に
た
い
し
て
、
前
述
の
誤

　
　
っ
た
風
習
へ
の
責
任
を
問
う
べ
ぎ
で
は
な
い
か
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
の
方
法
論
を
理
解

　
　
す
る
た
め
に
、
そ
れ
に
っ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
自
身
の
叙
述
を
研
究
な
い
し
思
索
す
る
こ
と
で
不
十
分
で
あ
っ
て
、
そ
の
理
解
の
一
そ
う
の
深
化
の

　
　
た
め
仁
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
研
究
に
ま
で
遡
源
す
べ
ぎ
だ
と
い
う
主
張
を
、
わ
た
し
自
身
が
も
っ
て
い
る
か
ら
で
お
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。



　
事
実
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
言
葉
な
い
し
規
定
の
み
に
ょ
っ
て
彼
の
方
法
論
を
研
究
す
る
ば
あ
い
は
、
公
式
主
義
に
お
ち
い
る
可
能
性

を
多
分
に
も
っ
て
い
る
し
、
他
方
、
マ
ル
ク
ス
の
公
式
を
、
へ
－
ゲ
ル
と
の
系
譜
的
関
連
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
を
敢
て
し
な
い
か
ぎ
り
で
は
、

逆
に
、
そ
れ
に
っ
い
て
の
主
体
的
な
独
白
の
解
釈
を
恋
意
的
に
ほ
ど
こ
す
こ
と
に
な
る
ほ
か
．
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
、
後
老
が
創
造
的
に
思

索
す
る
生
ぎ
た
研
究
態
度
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
解
釈
は
、
客
観
性
を
喪
失
し
て
マ
ル
ク
ス
固
有
の
も
の
と
一
致
し
て
い
な
い
。
白
分
の
主
観

的
な
理
解
と
マ
ル
ク
ス
の
公
式
と
の
問
に
お
け
る
、
た
だ
直
接
的
な
一
致
に
満
足
し
て
し
ま
っ
て
い
る
公
式
主
義
、
客
観
主
義
と
、
自
分
の
主
体

的
思
惟
を
っ
う
じ
て
の
理
解
で
な
け
れ
ぼ
承
知
し
な
い
と
い
う
態
度
は
よ
い
と
し
て
も
、
た
だ
そ
れ
だ
け
に
甘
ん
じ
て
、
こ
の
態
度
を
媒
介
に
し

て
、
両
老
の
間
の
一
致
の
た
め
に
腐
心
す
る
こ
と
の
な
い
主
観
主
義
と
の
、
対
立
が
　
　
現
在
の
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
学
界
の
一
般
的
現
象
と

し
て
見
ら
れ
る
と
同
じ
く
ー
方
法
論
の
領
域
に
お
い
て
も
特
に
顕
著
な
姿
で
現
わ
れ
て
い
る
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
現
状
か
ら
し
て
、

わ
た
し
は
、
わ
た
し
の
実
行
し
て
ぎ
て
い
る
主
張
　
　
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
方
法
を
止
揚
し
た
マ
ル
ク
ス
の
、
そ
の
止
揚
の
過
程
を
追
思
惟
す
る
こ

と
が
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
主
体
性
を
理
解
す
る
た
め
の
唯
一
の
客
観
的
な
態
度
で
あ
る
と
い
う
主
張
　
　
を
、
こ
こ
に
、
改
め
て
強
調
せ
ざ
る
を

え
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
、
経
済
学
方
法
論
の
研
究
家
た
ち
に
よ
っ
て
、
こ
の
わ
た
し
の
主
張
が
受
げ
容
れ
ら
れ
、
　
一
っ
の
協
力
態
勢
が
成
り
立

ち
え
た
と
す
れ
ば
、
　
『
資
本
論
」
が
単
に
経
済
学
的
文
献
で
あ
る
だ
げ
で
な
く
、
同
時
に
同
じ
比
重
を
も
っ
て
哲
学
的
文
献
で
も
な
げ
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
、
こ
の
著
作
本
来
の
学
的
体
系
性
へ
の
理
解
を
、
学
界
に
普
及
せ
し
め
る
た
め
の
機
運
が
作
ら
れ
る
こ
と
も
ま
た
期
待
す
る
こ
と
が

で
ぎ
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
一
般
化
こ
そ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
学
間
的
業
績
を
、
そ
の
真
意
に
お
い
て
、
全
具
体
性
に
お
い
て
、
継
承
す
る
所

以
の
も
の
で
な
げ
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
た
め
の
一
っ
の
大
ぎ
な
協
力
態
勢
は
作
り
だ
す
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
に
あ

る
理
論
家
の
与
え
ら
れ
て
い
る
課
題
で
お
る
と
、
わ
た
し
は
信
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
た
だ
、
そ
れ
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
わ
た
し
は
、
方
法
論
研

究
家
の
責
任
を
敢
て
間
う
た
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
課
題
を
前
に
し
て
、
経
済
学
者
の
側
か
ら
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
へ
の
軽
視
な
い
し
は
敬
遠

の
風
潮
を
敢
え
て
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
如
何
な
る
学
者
的
態
度
と
受
げ
と
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
哲
学
老
の
側
か
ら
『
資
本
論
』
の
研
究
を
志
し
、
そ
の
実
績
を
挙
げ
て
い
る
若
干
の
人
六
が
、
戦
前
か
ら
既
に
お
っ
た

　
　
『
資
本
論
』
体
系
の
図
式
的
解
明
（
上
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
（
七
二
七
）
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八
　
（
七
二
八
）

し
、
現
在
に
も
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
事
柄
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
が
、
い
わ
れ
る
と
お
り
へ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
経
済
領
域
へ
の
実
現
で

お
る
か
ぎ
り
で
、
そ
の
方
法
な
り
体
系
な
り
が
如
何
に
質
的
に
転
化
さ
れ
、
如
何
な
る
具
体
的
形
態
を
と
っ
て
い
る
か
を
、
探
究
し
よ
う
と
志
ざ

す
以
上
は
、
誰
し
も
『
資
本
論
』
を
論
理
学
と
し
て
読
む
と
い
う
方
向
に
一
歩
を
進
め
ざ
る
を
え
な
い
必
然
性
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
方
向

へ
の
前
進
を
企
て
た
も
の
は
、
右
の
若
干
の
人
た
ち
を
数
え
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
白
体
、
哲
学
者
の
側
か
ら
の
一
般
的
な
無
関
心
な
い
し
不
協
力

も
ま
た
責
め
ら
れ
て
も
や
む
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
哲
学
者
の
側
か
ら
の
こ
の
歩
み
寄
り
は
、
わ
が
国
以
外
の
諸
国
に
お
い
て

も
、
単
に
そ
の
必
然
性
に
お
い
て
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
現
実
的
な
動
向
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
無
視
す
る
わ

け
に
は
ゆ
か
な
い
。
わ
た
し
は
、
三
年
半
前
か
ら
の
病
気
で
読
書
か
ら
隔
絶
し
て
い
て
、
よ
う
や
く
昨
秋
以
来
す
こ
し
ず
っ
読
み
始
め
う
る
状
態

に
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、
藤
野
渉
氏
の
「
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
た
い
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
関
係
　
　
東
ド
イ
ツ
に
お
げ
る
討
論
に
っ
い
て
」

を
一
読
し
て
、
こ
の
感
を
特
に
深
く
し
た
。
こ
れ
は
一
九
五
四
年
に
『
ド
イ
ッ
哲
学
雑
誌
』
Ｕ
９
誌
Ｏ
ぎ
Ｎ
Ｏ
豪
Ｏ
亭
奉
｛
饒
ｈ
勺
巨
－
易
暑
巨
¢
に
掲

載
さ
れ
た
グ
ロ
ッ
プ
の
論
文
を
中
心
と
し
て
、
同
誌
編
輯
部
の
呼
び
か
げ
に
応
じ
て
生
じ
た
討
論
で
あ
る
。
グ
回
ツ
プ
は
、
コ
ル
ニ
ュ
の
『
カ
ー

ル
・
マ
ル
ク
ス
と
近
代
的
思
考
の
発
展
』
幸
■
習
乙
。
け
Ｏ
◎
旨
Ｐ
穴
胃
－
峯
四
員
■
目
｛
亀
ｏ
向
算
ま
鼻
巨
長
Ｐ
窪
冒
◎
ま
旨
蓄
Ｏ
¢
鼻
¢
易
一
箭
よ
び
特

に
ル
カ
ッ
チ
の
『
青
年
時
代
の
へ
ー
ゲ
ル
』
　
０
８
長
－
口
斤
き
“
０
９
官
■
需
葭
品
９
一
ｄ
げ
雪
鼻
¢
口
９
－
２
■
■
ｏ
ｑ
彗
く
８
良
当
穿
け
岸
ｑ
目
｛

○
斤
◎
昌
邑
ｏ
を
批
判
し
た
も
ひ
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
中
心
と
し
た
討
論
へ
の
参
加
者
と
し
て
は
、
　
↑
■
碧
乙
。
け
Ｏ
◎
昌
５
宰
豪
｝
¢
孝
ｏ
易
一

考
◎
旨
電
目
胴
Ｃ
り
争
■
罫
ま
戸
向
ｈ
罫
ｈ
｛
幸
亭
♂
Ｏ
軍
一
ミ
◎
－
持
§
帽
く
¢
鼻
９
－
易
昆
Ｃ
Ｏ
Ｏ
巨
９
赤
ａ
ぎ
一
－
８
崖
昌
｝
０
：
竃
昆
■
Ｈ
ユ
長
句
¢
誌
争
¢
グ

旨
畠
彗
穴
§
＜
易
匡
な
ど
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
。
わ
た
し
の
通
読
に
よ
る
所
感
は
、
こ
の
討
論
に
お
い
て
、
へ
－
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
と
の
継

承
関
係
が
同
時
に
ス
、
・
・
ス
そ
の
他
の
経
済
学
と
の
関
連
に
お
い
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
れ
が
マ
ル
ク
ス
自
身
の
思
想
的
形

成
期
だ
け
に
お
い
て
で
な
く
『
資
本
論
」
の
哲
学
的
理
解
に
ま
で
発
展
さ
す
べ
ぎ
動
向
を
当
然
な
が
ら
も
た
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
っ
い
て
の
驚
ぎ
と
喜
び
と
、
わ
た
し
自
身
に
省
み
て
か
か
る
具
体
性
を
欠
け
る
い
み
の
嘆
き
と
で
あ
る
。
と
に
か
く
、

こ
の
よ
う
な
動
向
を
現
実
に
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
日
本
の
今
後
の
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
、
し
た
が
っ
て
『
資
本
論
」
の
方
法
論
的
研
究
は
、
従



　
来
の
と
お
り
経
済
学
老
が
哲
学
者
の
諸
労
作
を
無
視
し
続
げ
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
そ
の
水
準
を
質
的
に
１
飛
躍
せ
し
め
て
一
段
と
高
い
段
階
に
引

　
ぎ
揚
げ
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
わ
た
し
は
信
ず
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
先
き
に
述
べ
た
と
こ
ろ
の
、
体
系
と
方
法
と
の
有
機
的
な
関
連
　
　
さ
ら
に
厳
密
に
い
え
ば
、
お
よ
そ
学
問
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
の
両
者
は
二
つ
の
契
機
と
し
て
相
互
に
関
連
し
て
一
つ
の
統
一
的
全
体
を
構
成
し
て
い
る
　
　
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
あ
え

ず
、
た
だ
一
般
的
な
事
柄
と
し
て
の
主
張
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
特
殊
化
さ
れ
た
ば
あ
い
に
は
、
た
と
え
ば
、
そ
こ
に
お
け
る
方
法
が

弁
証
法
と
い
う
特
殊
な
様
式
を
と
っ
て
く
る
ば
あ
い
に
は
、
方
法
と
体
系
と
は
必
ず
し
も
両
立
し
な
い
と
い
う
考
え
方
も
或
は
可
能

で
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
へ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
と
の
ば
あ
い
は
、
ま
さ
に
こ
の
特
殊
化
さ
れ
た
形
態
に
お
い
て
論
音
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
当
面
の
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
わ
た
し
は
、
こ
の
特
殊
化
さ
れ
た
形
態
に
お
い
て
も
、
体
系
と
方
法
と
の
有
機
的
関

連
と
い
う
一
般
的
な
論
理
構
造
は
壊
れ
る
も
の
で
な
い
と
い
う
立
場
に
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
こ
で
こ
の
問
題
を
抽
象
的
に
論
ず
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

と
は
、
本
稿
の
目
的
か
ら
逸
脱
す
る
の
で
、
避
け
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
具
体
的
に
、
へ
ー
ゲ
ル
と
プ
ル
ク
ス
と
の
思
想
的

継
承
関
係
に
当
面
し
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
だ
け
附
言
し
て
お
く
な
ら
ば
、
こ
の
継
承
関
係
と
い
う
客
観
的
な
事
実
に
た
い
す
る
解

釈
と
し
て
次
の
よ
う
な
主
張
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
い
て
、
そ
の
弁
証
法
は
、

そ
の
体
系
に
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
事
実
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
弁
証
法
の
弁
証
法
た
る
本
来
の
規
定
か
ら
し
て
、
そ
の
真
実

の
生
命
あ
る
自
己
展
開
は
、
体
系
の
枠
を
打
ち
壊
し
て
外
に
濫
れ
出
た
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
お
よ

び
７
オ
ィ
ェ
ル
バ
ツ
ハ
な
い
し
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
的
思
惟
を
、
そ
の
例
証
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
ブ
ル
ク

ス
の
思
惟
様
式
が
当
面
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
多
少
の
言
葉
を
費
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
な
ら
ば
、
右
の
主
張
は
継
承
関
係

の
事
実
に
た
い
す
る
客
観
主
義
的
な
解
釈
で
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
『
資
本
論
』
体
系
の
図
式
的
解
明
（
上
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
（
七
二
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
（
七
三
〇
）

　
へ
ー
ゲ
ル
の
観
念
論
的
体
系
に
構
造
的
に
関
連
し
制
約
さ
れ
て
い
る
弁
証
法
に
お
い
て
、
そ
の
弁
証
法
た
る
た
め
の
本
来
の
規
定

を
発
見
せ
ん
と
し
、
こ
れ
を
唯
物
論
的
に
具
体
化
せ
ん
と
し
た
も
の
は
、
マ
ル
ク
ス
の
主
体
的
努
力
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
、

こ
の
唯
物
論
的
に
規
定
さ
れ
た
弁
証
法
が
へ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
体
系
の
観
念
性
、
保
守
性
の
枠
を
打
ち
破
っ
た
、
と
い
う
よ
う
に
マ
ル

ク
ス
の
主
体
性
の
立
場
に
た
っ
て
、
そ
の
継
承
関
係
の
客
観
的
事
実
は
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
わ
た
く
し
の
主
張

で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
へ
ー
ゲ
ル
の
全
哲
学
体
系
を
一
貫
す
る
観
念
論
的
弁
証
法
に
は
、
彼
の
体
系
の
保
守
性
を
否
定
す
る
進
歩
的

な
面
、
と
き
と
し
て
は
急
進
民
主
主
義
的
な
面
が
、
さ
ら
に
体
系
の
観
念
論
的
な
枠
を
踏
み
こ
え
て
唯
物
論
へ
の
一
歩
手
前
ま
で
き

て
い
る
点
が
、
そ
の
部
分
的
叙
述
と
し
て
少
な
か
ら
ず
発
見
し
う
る
こ
と
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
眼
を
外
ら
し
て
は
な
ら
な
い
事

実
で
は
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
部
分
的
叙
述
に
敏
感
に
注
目
し
、
こ
れ
を
鋭
く
分
析
し
た
と
い
う
こ
と

も
、
ま
た
事
実
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
に
か
く
、
へ
－
ゲ
ル
哲
学
に
お
い
て
、
そ
の
全
体
系
を
産
み
出
し
た
弁
証
法
は
、

感
性
的
契
機
の
捨
象
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
純
粋
思
惟
で
あ
り
、
こ
の
純
粋
思
惟
の
自
已
展
開
は
、
同
時
に
対
象
的
実
在
の
自
己
運
動
の

論
理
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
こ
の
実
在
性
と
は
、
感
性
的
実
在
内
＄
罧
等
を
疎
外
の
状
－
態
と
み
る
と
こ
ろ
の
絶
対
精
神
の
本
質
性

事
轟
ｇ
ぎ
岸
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
絶
対
精
神
が
本
質
で
あ
る
と
こ
ろ
の
実
在
が
、
そ
の
内
容
的
な
事
柄

そ
れ
自
身
の
歩
み
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
学
間
的
意
識
を
内
か
ら
決
め
て
ゆ
く
と
す
る
の
が
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
思
惟
の
方
法

で
あ
り
、
ま
た
叙
述
の
方
法
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
実
在
的
内
容
の
自
已
運
動
と
、
思
惟
の
自
已
展
開
と
、
叙
述
の
進
展
と
の
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

つ
の
事
柄
が
、
方
法
と
し
て
統
一
的
に
把
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
傑
れ
た
特
色
を
、
わ
れ
わ
れ
は
洞
察
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
マ
ル
ク
ス
が
へ
ー
ゲ
ル
か
ら
弁
証
法
を
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
さ
き
に
指
摘
し
た
弁
証

法
の
部
分
的
叙
述
に
お
け
る
進
歩
的
な
い
し
唯
物
論
的
な
個
六
の
面
に
眩
惑
さ
れ
た
こ
と
で
は
無
論
な
く
て
、
こ
こ
に
洞
察
す
べ
き



も
の
と
し
た
へ
１
。
ゲ
ル
的
方
法
論
の
こ
の
特
色
を
大
き
く
継
承
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
実
在
と
思
惟
と
叙
述
と
の
三
つ
の
統
一
と

い
う
弁
証
法
的
な
方
法
論
の
論
理
構
造
を
唯
物
論
的
に
改
造
す
る
こ
と
が
、
マ
ル
ク
ス
の
仕
事
で
あ
り
、
そ
の
さ
い
に
、
右
に
注
意

し
て
お
い
た
傑
れ
た
部
分
的
叙
述
が
顕
著
た
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
潮
っ
て
、
か
か
る
傑
れ
た
部
分
的
叙
述
そ
の
も
の

も
、
へ
ー
ゲ
ル
の
方
法
論
の
全
体
的
性
格
が
今
し
が
た
述
べ
た
傑
れ
た
特
色
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
の
結
果
的
表
現
で
あ
っ
た
、
と

わ
れ
わ
れ
は
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
２
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
資
本
論
の
学
的
体
系
性
」
（
『
立
命
館
経
済
学
」
第
一
巻
第
五
・
六
合
併
号
）
一
二
六
－
七
頁
に
；
胃
触

　
れ
て
お
い
た
。

（
３
）
　
こ
の
こ
と
に
－
つ
い
て
も
、
同
右
拙
稿
の
一
〇
三
頁
を
参
照
。

　
へ
－
ゲ
ル
哲
学
に
お
い
て
、
方
法
と
い
う
こ
と
を
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
と
、
つ
ぎ
に
、
そ
の
体
系
性
を
如

何
に
理
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
の
詳
綱
な
論
述
も
、
本
稿
で
は
省
略
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
結

論
的
た
要
点
だ
け
に
と
ど
め
て
お
く
ほ
か
は
な
い
が
、
へ
－
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
、
体
系
と
は
、
右
の
い
み
に
お
け
る
動
的
な
方
法
の

全
過
程
の
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
実
在
的
内
容
が
そ
れ
自
ら
の
本
質
に
も
と
づ
く
必
然
性
に
し
た
が
っ
て
一
歩
一
歩
と
合

目
的
六
に
自
已
展
開
し
て
ゆ
く
運
動
過
程
の
全
体
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
過
程
の
成
果
の
み
を
と
っ
て
体
系
と
す

る
の
で
は
な
く
、
こ
の
成
果
と
そ
れ
を
産
み
出
す
過
程
と
の
総
体
に
お
け
る
全
体
性
を
、
学
の
体
系
性
と
よ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
重
要
で
あ
る
か
ら
左
に
へ
－
ゲ
ル
自
身
の
言
葉
を
引
用
し
て
お
く
が
、
そ
の
ま
え
に
、
こ
こ
で
、
方
法
と
体
系
と
は
へ
－

ゲ
ル
に
お
い
て
か
く
の
ご
と
き
連
関
に
お
い
て
有
機
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
、
方
法
自
体
が
体
系
的
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
、
念
頭
に
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
『
資
本
論
』
体
系
の
図
式
的
解
明
（
上
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
（
七
三
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
（
七
三
二
）

　
　
　
　
「
或
る
哲
学
的
著
作
の
核
心
は
、
そ
の
諾
戊
の
目
的
お
よ
び
結
果
に
お
け
る
よ
り
も
、
よ
り
以
上
に
、
如
何
な
る
点
に
お

　
　
い
て
、
正
し
く
言
明
さ
る
べ
き
で
あ
る
か
。
こ
の
間
題
に
ふ
く
ま
れ
る
事
柄
は
、
そ
の
目
的
の
う
ち
に
尽
さ
れ
て
い
る
の
で
は

　
　
な
く
て
、
そ
の
実
現
の
う
ち
に
尽
さ
れ
て
お
り
、
結
果
も
ま
た
現
実
的
な
る
全
体
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
成
立
過
程
を
併
せ
て
、

　
　
現
実
的
な
る
全
体
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
傾
向
が
、
い
ま
だ
現
実
性
を
欠
い
だ
単
な
る
成
長
で
あ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
目
的
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
　
そ
れ
だ
け
で
は
生
命
な
き
一
般
者
で
あ
り
、
そ
し
て
、
む
き
だ
し
の
結
果
は
、
傾
向
を
背
後
に
残
し
た
屍
で
あ
る
」
。

　
そ
し
て
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
全
体
、
す
な
わ
ち
、
過
程
と
成
果
と
の
全
体
を
、
へ
ー
ゲ
ル
が
体
系
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
、

さ
ら
に
次
の
引
用
句
か
ら
説
明
を
要
し
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
「
真
理
と
は
、
全
体
で
あ
る
。
だ
が
、
全
体
と
は
、
そ
の
自
已
展
開
に
よ
っ
て
自
已
を
完
結
し
つ
つ
あ
る
実
在
　
事
易
ｇ

　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
　
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
。
し
か
も
、
こ
の
「
真
理
が
現
存
す
る
た
め
の
真
の
形
態
は
、
真
理
の
学
的
体
系
を
措
い
て
他
に
あ
り
え

　
　
　
（
６
）

　
　
な
い
。
」

　
こ
れ
ら
の
言
葉
を
つ
う
じ
て
明
か
な
こ
と
は
、
過
程
と
し
て
の
方
法
と
成
果
と
し
て
の
体
系
と
の
有
機
的
統
一
と
い
う
こ
と
が
、

動
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
方
法
も
体
系
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
体
系
も
逆
に
方

法
的
で
あ
り
過
程
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
体
系
を
方
法
の
成
果
と
の
み
限
定
す
る
こ
と
は
、
体
系
を
静
的
な

も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
へ
ー
ゲ
ル
の
立
場
で
は
許
さ
れ
な
い
。
か
り
に
、
方
法
の
自
己
運
動
の
切
断
面
を
体
系
と

み
る
に
し
て
も
、
か
か
る
切
断
面
の
み
で
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
い
う
と
お
り
「
運
動
を
背
後
に
残
し
た
屍
で
あ
る
」
に
す
ぎ
な
い
。
そ

の
他
い
か
な
る
い
み
に
お
い
て
も
静
止
的
な
も
の
と
し
て
、
体
系
を
考
え
る
こ
と
は
、
実
在
の
自
已
運
動
も
、
思
惟
の
自
已
展
開
も
、

叙
述
の
進
展
も
、
い
な
、
こ
れ
ら
の
必
然
的
な
諸
過
程
こ
そ
が
、
す
べ
て
体
系
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
へ
ー
ゲ
ル
に
た
い
し
て
、
お



よ
そ
縁
の
な
い
こ
と
だ
と
、
わ
れ
わ
れ
は
確
実
に
判
断
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

（
４
）
　
前
掲
拙
稿
、
一
〇
四
頁
。

（
５
）
　
同
右
、
　
一
〇
四
頁
。

（
６
）
　
同
右
、
　
一
一
四
頁
。

　
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
体
系
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
以
上
の
理
解
を
前
提
し
て
お
い
て
、
そ
れ
の
マ
ル
ク
ス
ヘ
の
継
承
関
係

を
分
析
し
よ
う
と
す
る
ば
あ
い
、
誰
し
も
、
『
資
本
論
』
に
お
け
る
叙
述
の
体
系
性
が
、
わ
れ
わ
れ
感
性
的
人
間
の
思
惟
の
自
已
運

動
の
所
産
で
あ
っ
て
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
ご
と
き
絶
対
精
神
の
純
粋
思
惟
の
そ
れ
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
が
発
展
的
な
過
程

そ
の
も
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
静
止
的
な
図
式
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
い
こ
と
に
、
想
い
到
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
想
い
到
れ
ば
、

さ
ら
に
、
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
体
系
的
叙
述
に
前
提
さ
れ
て
い
る
マ
ル
ク
ス
自
身
の
思
惟
運
動
の
体
系
的
運
動
が
、
そ
れ
が
純
粋
思

惟
の
そ
れ
で
な
い
か
ぎ
り
で
、
へ
－
ゲ
ル
と
如
何
に
異
っ
て
い
る
か
、
そ
し
て
つ
ぎ
に
第
二
に
、
こ
の
異
質
的
な
思
惟
様
式
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

て
、
絶
対
精
神
な
ら
ぬ
絶
対
物
質
を
本
質
的
規
定
と
す
る
感
性
的
実
在
と
し
て
の
、
現
実
の
歴
史
的
内
容
そ
れ
自
体
の
自
己
運
動
が
、

如
何
に
し
て
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
　
　
「
物
質
の
現
象
学
」
　
　
に
な
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
次
六
と
分

析
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
当
面
し
て
い
る
こ
と
に
当
然
な
が
ら
気
づ
か
れ
う
る
は
ず
で
あ
る
。

　
（
７
）
　
こ
の
概
念
が
如
何
に
規
定
さ
る
べ
・
ぎ
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ
の
規
定
が
如
何
に
具
体
的
に
展
開
さ
る
べ
ぎ
で
お
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
拙
著

　
　
『
物
質
の
哲
学
的
概
念
』
以
来
、
　
『
杜
会
の
起
源
』
お
よ
び
『
資
本
論
の
弁
証
法
的
根
拠
」
に
い
た
る
戦
前
の
研
兜
過
程
に
お
い
て
、
一
貫
し
て
追

　
　
究
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
の
思
惟
運
動
の
成
立
す
る
地
盤
と
し
て
の
感
覚
即
思
惟
の
弁
証
法
的
統
一
の
こ
と
に
っ
い
て
は
、

　
　
右
の
第
三
の
著
述
の
第
一
篇
「
生
産
世
界
の
判
断
過
程
」
と
、
補
説
そ
の
一
「
歴
史
的
自
然
」
お
よ
び
補
説
そ
の
三
「
歴
史
的
統
覚
」
に
お
い
て
、

　
　
詳
述
し
て
お
る
。

　
　
　
　
『
資
本
論
』
体
系
の
図
式
的
解
明
（
上
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
（
七
三
三
）
一



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
　
（
七
三
四
）

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
当
面
の
課
題
を
、
体
系
的
な
叙
述
に
よ
っ
て
で
な
し
に
、
静
的
な
図
式
に
よ
っ
て
解
明
し
て
ゆ
こ
う
と
す

る
の
が
、
わ
た
し
の
本
稿
を
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
わ
た
し
の
戦
後
に
お
け
る
こ
の
課
題
に
つ
い
て
の
体
系
的
研

究
過
程
を
、
読
者
に
端
的
に
理
解
し
て
貰
う
た
め
の
便
宣
的
処
置
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
初
め
に
、
『
資
本
論
』
の

体
系
的
叙
述
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
は
ず
の
、
プ
ル
ク
ス
自
身
の
学
間
的
思
惟
の
必
然
的
な
自
己
展
開
に
お
け
る
体
系
性
に
つ
い
て

で
あ
る
が
、
こ
れ
が
、
へ
－
ゲ
ル
哲
学
の
方
法
と
し
て
の
弁
証
法
的
思
惟
の
自
己
運
動
の
体
系
性
と
、
如
何
に
関
連
し
て
い
る
か
の
、

第
一
の
間
題
の
解
明
か
ら
着
手
す
る
の
が
順
序
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
わ
た
し
は
、
こ
れ
を
以
下
の
二
、
三
節
に
亙
っ
て
論
述
し
、

図
式
的
に
解
明
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
『
批
判
序
説
』
の
方
法
論

　
さ
て
、
『
資
本
論
』
の
方
法
論
的
把
握
に
あ
た
っ
て
、
　
『
経
済
学
批
判
』
　
「
序
説
」
の
第
三
節
「
経
済
学
の
方
法
」
を
理
解
す
べ

き
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
右
の
体
系
性
と
い
う
よ
う
な
間
題
意
識
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
誰
れ
し
も
、
気
づ
い
て
実
行
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
方
法
論
的
思
惟
の
形
成
な
い
し
発
展
の
順
序
で
も
あ
る
こ
と

か
ら
、
彼
自
身
が
マ
ル
ク
ス
主
義
研
究
者
に
要
請
し
た
手
続
き
に
も
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
研
究
者
＼
の
手

続
き
上
の
要
請
を
ば
、
た
だ
単
に
実
際
的
に
便
宜
で
あ
る
順
序
の
指
摘
と
し
て
受
け
と
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
を
方
法
的
に
受
け
と

め
、
こ
の
方
法
論
的
要
請
の
真
実
の
意
味
が
何
で
あ
る
か
を
、
深
く
掘
り
さ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
始
め
て
、
マ
ル
ク

ス
主
義
経
済
学
に
お
け
る
方
法
的
思
惟
の
体
系
性
を
ば
、
解
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
事
実
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
自
身
に
よ
っ
て
も
、
右
の
「
序
説
」
第
三
節
に
お
い
て
、
経
済
学
の
方
法
が
体
系
と
し
て
述
べ
ら
れ
て



い
る
の
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
下
向
上
向
の
方
法
が
、
ま
さ
に
、
そ
の
方
法
の
体
系
性
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
、
誰

れ
に
も
執
知
さ
れ
て
い
る
叙
述
の
個
所
を
、
こ
の
目
的
に
役
だ
つ
諸
句
の
み
を
、
し
か
も
多
少
と
も
組
み
替
え
て
、
左
に
引
用
し
よ

う
。　

　
　
　
「
わ
れ
わ
れ
が
、
或
る
与
え
ら
れ
た
国
を
、
経
済
学
的
に
考
察
げ
具
§
ｏ
罧
旨
す
る
ば
あ
い
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の

　
　
国
の
人
口
、
そ
の
人
口
の
諸
階
級
へ
の
、
都
市
、
農
村
、
海
洋
へ
の
、
種
点
の
生
産
部
門
へ
の
分
配
か
ら
始
め
る
。
…
…
（
だ

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
が
、
こ
の
始
め
方
は
、
よ
り
立
ち
い
っ
て
考
察
す
る
と
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。
）
…
…
人
口
の
よ
う
な
、
実
在
的
な
も
の
、

　
　
具
体
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
現
実
的
前
提
か
ら
姶
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
全
体
に
つ
い
て
の
一
つ
の
混
沌
た
る
表
象
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
る
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
よ
り
精
密
な
観
定
に
よ
っ
て
、
分
析
的
彗
彗
茅
９
に
、
次
第
に
よ
り

　
　
単
純
な
諸
概
念
に
，
近
づ
く
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
表
象
さ
れ
た
具
体
的
な
も
の
か
ら
、
ま
す
ま
す
稀
薄
な
抽
象
的
な
も
の
に

　
　
進
ん
で
ゆ
き
、
つ
い
に
は
、
最
も
単
純
な
諸
規
定
に
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
今
や
再
び
、
後
方
へ
の
旅
が
姶
め
ら
れ
、

　
　
わ
れ
わ
れ
は
再
び
人
口
に
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
今
度
は
、
一
つ
の
全
体
と
し
て
の
混
沌
た
る
表
象
く
◎
易
邑
巨
畠
と
し

　
　
て
の
人
口
に
で
は
な
く
て
、
多
く
の
諸
規
定
と
諸
関
係
と
を
も
つ
と
こ
ろ
の
豊
富
な
一
総
体
性
（
Ｈ
す
な
わ
ち
具
体
的
な
概
念

　
　
思
ｏ
ｑ
■
毒
）
と
し
て
の
人
口
に
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
（
こ
の
後
の
方
法
は
、
明
ら
か
に
、
学
間
的
に
正
し
い
方
法
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
る
。
）
…
…
だ
か
ら
思
惟
に
お
い
て
は
、
具
体
的
な
も
の
は
、
総
括
Ｎ
易
ｐ
昌
旨
ｇ
守
。
・
窒
畠
（
Ｈ
綜
合
己
。
壱
箒
茅
９
）
の
過
程

　
　
と
し
て
、
結
果
と
し
て
現
れ
、
出
発
点
と
し
て
現
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
、
現
実
的
な
出
発
点
で
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、

　
　
直
観
お
よ
び
表
象
の
出
発
点
で
あ
る
が
、
第
一
の
途
事
品
に
お
い
て
は
、
完
全
な
表
象
が
蒸
発
せ
し
め
ら
て
抽
象
的
規
定
に

　
　
な
り
、
箪
二
の
途
に
お
い
て
は
、
抽
象
的
な
諸
規
定
が
、
思
惟
の
途
を
と
お
っ
て
、
具
体
的
な
も
の
（
”
対
象
的
実
在
）
の
再

　
　
　
『
資
本
論
』
体
系
の
図
式
的
解
明
（
上
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
一
五
　
（
七
三
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
　
（
七
三
六
）

　
　
生
産
（
Ｈ
具
体
的
な
概
念
）
に
導
か
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
、
抽
象
的
な
も
の
か
ら
具
体
的
な
も
の
へ
上
向
す
る
方
法
は
、
具
体
的

　
　
な
も
の
（
”
実
在
）
を
占
有
す
る
た
め
の
、
具
体
的
な
も
の
（
１
実
在
）
を
一
つ
の
精
神
上
の
具
体
的
な
も
の
（
Ｈ
概
念
）
と

　
　
し
て
再
生
産
す
る
た
め
の
、
思
惟
の
様
式
に
す
ぎ
な
い
。
…
…
こ
の
ば
あ
い
、
実
在
的
主
体
は
、
依
然
と
し
て
、
頭
悩
（
１
１
上

　
　
向
的
思
惟
の
自
已
運
動
）
の
外
部
で
、
そ
の
自
立
性
に
お
い
て
存
続
す
る
。
」

　
以
上
の
引
用
文
だ
け
で
、
経
済
学
を
研
究
す
る
ば
あ
い
の
、
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
の
自
己
展
開
　
　
こ
れ
は
、
頭
脳
外
の
感
性
的

実
在
が
そ
の
歴
史
的
現
実
と
し
て
の
自
己
運
動
を
、
頭
悩
内
に
自
已
展
開
せ
し
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
　
こ
の
外
か
ら
内
へ

の
自
已
展
開
に
つ
い
て
は
、
前
節
に
挙
げ
た
第
二
の
間
題
と
し
て
本
稿
の
最
後
の
節
に
そ
の
解
明
が
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
が

が
　
　
は
十
二
分
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
既
に
、
こ
の
思
惟
の
自
己
展
開
の
体
系
性
に
つ
い
て
も
、
ま
た
明
白
な

解
説
が
、
方
法
論
的
要
請
を
暗
示
し
つ
つ
、
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実
的
実
在
の
直
観
な
い
し
表
象
か
ら
出
発

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

す
る
分
析
的
な
前
方
へ
の
旅
と
し
て
の
「
第
一
の
途
」
と
、
そ
の
到
達
点
で
あ
る
最
も
抽
象
的
な
概
念
観
定
か
ら
の
綜
合
的
な
後
方

へ
の
旅
と
し
て
の
「
第
二
の
途
」
と
の
、
両
者
の
統
一
に
よ
っ
て
「
直
観
と
表
象
と
の
概
念
へ
の
加
工
く
¢
§
ま
等
§
。
・
」
と
い
う

こ
と
が
、
す
な
わ
ち
、
歴
史
的
実
在
の
概
念
的
把
握
と
い
う
こ
と
が
、
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
方
法
の

体
系
性
に
つ
い
て
の
明
白
な
主
張
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
点
に
間
題
を
意
識
す
る
ば
あ
い
、

マ
ル
ク
ス
原
文
の
な
か
に
述
べ
ら
れ
て
あ
る
と
こ
ろ
の
へ
ー
ゲ
ル
的
思
惟
方
法
と
の
対
比
は
、
こ
の
方
法
の
体
系
性
を
、
さ
ら
に
へ

ー
ゲ
ル
の
そ
れ
と
の
対
比
に
お
い
て
深
化
す
べ
き
こ
と
の
方
法
論
的
要
請
を
、
わ
れ
わ
れ
に
暗
示
し
た
も
の
と
し
て
、
受
け
と
め
う

る
も
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
後
述
に
残
す
と
し
て
、
右
の
引
用
句
に
表
さ
れ
た
か
ぎ
り
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
方
法
の
体

系
性
そ
の
こ
と
に
た
い
し
て
の
み
、
さ
し
あ
た
り
、
わ
れ
わ
れ
の
分
析
的
な
吟
味
を
ほ
ど
こ
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。



　
そ
う
す
る
と
、
右
の
引
用
文
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
は
「
抽
象
的
な
も
の
か
ら
具
体
的
な
も
の
に
上
向
す
る
方
法
は
、
具
体
的
な

実
在
を
精
神
的
に
占
有
し
再
生
産
す
る
た
め
の
、
思
惟
に
と
っ
て
の
様
式
巳
Ｏ
声
斗
雪
Ｈ
ｑ
胃
Ｏ
雪
斤
８
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

る
が
、
こ
の
第
二
の
綜
合
の
途
が
、
か
か
る
思
惟
様
式
Ｕ
ｇ
岸
事
ム
８
で
あ
る
な
ら
ば
、
第
一
の
分
析
の
途
も
　
　
ブ
ル
ク
ス
は
前

者
の
み
が
「
思
惟
の
途
」
で
あ
る
か
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
に
し
て
も
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
抽
象
す
る
思
惟
の
方
法
と
し
て
　
　
ま

た
一
つ
の
他
の
思
惟
様
式
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
学
問
的
思
惟
に
は
二
つ
の
様
式
が
あ
る
こ
と
を
、
マ

ル
ク
ス
は
指
摘
し
て
い
る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
第
二
の
途
が
上
向
と
呼
ば
れ
て
い
る
に
た
い
し
て
、

第
一
の
途
を
わ
れ
わ
れ
は
下
向
と
呼
び
な
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
引
用
文
に
明
か
な
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
の
上
向
過

程
は
、
そ
の
下
向
過
程
を
前
提
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
こ
と
が
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
の
注
意
は
、
彼
の
経
済
学
方
法
の
体
系
性
の
へ
ー
ゲ
ル
に
た
い
す
る
質
的
差
異
を
把
握
し
う
る
か
否
か
の
岐
路
を
決
定

す
る
も
の
と
し
て
、
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
マ
ル
ク
ス
は
、
か
く
主
張
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
右
の
上
向
す
る
思
惟
の
自
己
運
動

が
同
時
に
「
具
体
的
な
実
在
自
体
の
成
立
過
程
」
を
も
い
み
す
る
よ
う
に
展
開
し
た
へ
－
ゲ
ル
の
方
法
論
か
ら
、
自
分
の
立
場
を
載

然
と
区
別
す
る
。
だ
が
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
マ
ル
ク
ス
は
、
上
向
の
到
達
点
と
し
て
の
「
具
体
的
全
体
性
が
概
念
作
用
の
産
物

で
あ
る
」
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
こ
の
へ
ー
ゲ
ル
の
「
自
已
自
身
を
生
み
だ
す
と
こ
ろ
の
概
念
」
作
用
を
ば
、
こ
れ
が
「
直
観

と
表
象
と
の
外
に
お
い
て
、
或
は
、
そ
れ
ら
を
超
越
し
て
」
い
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
　
「
正
し
い
」
も
の
と
し
て
へ
ー
ゲ
ル
か
ら

継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
惟
の
上
向
的
自
己
運
動
こ
そ
は
、
へ
－
ゲ
ル
の
全
哲
学
体
系
を
形
成
せ
し
め
た
弁
証
法

で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
マ
ル
ク
ス
は
へ
ー
ゲ
ル
の
か
か
る
上
向
的
自
己
運
動
の
様
式
だ
け
を
継
承
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
様
式
に

妾
い
て
自
已
展
開
す
る
主
体
と
し
て
の
絶
対
精
神
は
、
当
然
在
が
ら
排
除
し
大
。
そ
し
て
、
こ
の
主
体
を
物
質
に
転
換
せ
し
め
・
し

　
　
　
『
資
本
論
』
体
系
の
図
式
的
解
明
（
上
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
（
七
三
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
一
八
　
（
七
三
八
）

か
も
、
概
念
的
範
嬢
に
よ
る
一
歩
友
六
の
自
己
展
開
を
、
感
覚
と
思
惟
と
の
統
一
の
過
程
と
し
て
再
構
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
『
資
本
論
』
の
体
系
的
叙
述
に
見
る
よ
う
に
、
一
つ
の
範
曉
は
、
商
品
に
せ
よ
貨
幣
に
せ
よ
資
本
に
せ
よ
、
す
べ
て
は
、
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

に
し
て
同
時
に
実
在
で
あ
り
、
思
惟
と
感
覚
と
の
弁
証
法
的
統
一
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
　
「
直
観
と
表
象
と
の
概
念
へ
の
加
工
」
と
い

う
こ
と
の
可
能
な
る
が
た
め
の
、
マ
ル
ク
ス
固
有
の
哲
学
的
地
盤
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
が
彼
自
身
の
こ
の
哲
学
的
地
盤
に
お
い
て

批
判
的
に
継
承
し
た
と
こ
ろ
の
、
へ
ー
ゲ
ル
の
上
向
的
な
思
惟
の
自
已
展
開
的
な
る
運
動
と
し
て
の
方
法
が
、
外
的
な
感
性
的
実
在

と
の
統
一
に
お
い
て
進
行
す
る
点
で
、
　
　
こ
の
点
は
、
後
節
に
お
い
て
明
確
に
さ
る
べ
き
重
要
な
事
柄
で
あ
る
が
　
　
質
的
差
異

を
見
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
彼
が
上
向
の
途
を
「
総
括
の
過
程
」
と
呼
ん
だ
こ
と
も
、
深
く
こ
の
意
味
に
お
い
て
洞
察
し
て
お
か
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
へ
ー
ゲ
ル
の
思
惟
の
自
已
運
動
が
た
と
え
思
弁
的
な
演
澤
の
上
に
お
い
て
で
あ
る
に
し
て
も
綜

合
的
で
あ
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
か
か
る
い
み
で
綜
合
的
で
あ
る
マ
ル
ク
ス
の
上
向
的
思
惟
の
運
動
も
、
逆
に
演
緯
的
な
も
の
で
あ

る
こ
と
も
、
ま
た
承
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
（
１
）
　
前
節
の
註
（
７
）
に
お
い
て
予
め
指
摘
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
の
上
向
的
思
惟
の
こ
の
特
殊
な
哲
学
的
地
盤
に
っ
い
て

　
　
は
・
な
ら
び
に
、
そ
の
上
向
的
思
惟
そ
の
も
の
が
感
覚
と
思
惟
と
の
弁
証
法
的
統
一
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
っ
い
て
は
、
拙

　
　
者
『
資
本
論
の
弁
証
法
的
根
拠
』
の
第
一
篇
、
お
よ
び
、
そ
の
「
補
説
そ
の
二
」
　
「
そ
の
三
」
を
参
照
さ
れ
た
し
。

　
（
２
）
　
な
お
、
こ
の
点
は
、
わ
た
し
が
へ
－
ゲ
ル
の
『
精
神
の
現
象
学
』
に
た
い
し
て
「
物
質
の
現
象
学
」
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
、
マ
ル
ク
ス

　
　
主
義
全
学
的
体
系
の
一
部
門
を
、
構
成
す
る
た
め
の
領
域
で
あ
る
こ
と
の
指
摘
に
よ
っ
て
、
そ
の
重
要
性
を
、
こ
こ
で
予
め
読
老
の
注
意
を
喚
起

　
　
し
て
お
ぎ
た
い
。
わ
た
し
の
「
物
質
の
現
象
学
」
な
る
構
想
に
っ
い
て
は
、
前
掲
の
「
資
本
論
の
学
的
体
系
性
」
に
始
ま
っ
て
、
　
「
労
働
市
場
に

　
　
お
け
る
法
的
人
格
」
（
『
立
命
館
法
学
』
第
一
一
、
二
一
、
二
二
の
各
号
連
載
）
の
第
四
節
に
い
た
っ
て
、
か
な
り
詳
細
な
論
述
が
で
ぎ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
上
向
的
な
思
惟
様
式
に
た
い
し
て
、
下
向
と
し
て
正
反
対
の
方
向
を
い
み
す
る
言
表
を
当



て
が
ワ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
い
ま
一
つ
の
他
の
思
惟
様
式
と
し
て
の
第
一
の
途
は
、
如
何
に
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
札

が
正
反
対
の
も
の
と
し
て
の
内
容
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
思
惟
の
上
向
過
程
が
綜
合
的
に
し
て
演
澤
的
な
も
の
で
あ
る
か

ぎ
り
で
、
そ
の
下
向
過
程
は
分
析
的
に
し
て
帰
納
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
後
者
が
分
析
的
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
右
の
引
用
文
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
自
身
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
近
代
の
経
済
学
の
実
証
的
方
法
の

批
判
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
こ
の
分
析
が
帰
納
的
で
あ
る
こ
と
も
、
ま
た
自
明
の
こ
と
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
帰
納
的
分
析
と
規
定
さ
る
べ
き
下
向
の
過
程
は
、
マ
ル
ク
ス
が
そ
の
ま
ま
に
継
承
し
れ
た
と
こ
ろ
の
、
科
学
と

し
て
の
経
済
学
の
成
立
以
来
の
科
学
の
方
法
で
あ
り
、
こ
れ
に
た
い
し
演
澤
的
綜
合
と
規
定
す
べ
き
上
向
の
過
程
は
、
上
述
の
と
お

り
へ
ー
ゲ
ル
か
ら
批
判
的
に
摂
取
し
た
と
こ
ろ
の
、
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
の
方
法
で
あ
っ
た
、
と
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
こ
と
に
間
題
は

な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
哲
学
の
方
法
と
は
、
上
向
が
下
向
を
前
提
し
た
か
ぎ
り
の
も
の

と
し
て
、
か
な
ら
ず
科
学
を
前
提
し
、
こ
れ
を
媒
介
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
「
直
観
と
表
象

と
の
概
念
へ
の
加
工
」
と
い
う
こ
と
は
、
科
学
を
媒
介
に
し
た
哲
学
と
い
う
い
み
に
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
マ
ル
ク
ス
は
、
下
向
の
「
第
一
の
途
は
、
経
済
学
が
そ
の
発
生
に
あ
た
っ
て
歴
史
的
に
辿
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
十
七
世
紀
の
経
済
学
老
た
ち
は
、
つ
ね
に
生
き
た
全
体
す
な
わ
ち
人
口
、
国
家
、
多
数
の
国
家
、
等
六
か
ら
始
め
た
」
と
述
べ
な

が
ら
、
　
「
こ
の
始
め
方
は
、
よ
り
立
ち
い
っ
て
考
察
す
る
と
、
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
解
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
マ
ル
ク

ス
は
、
本
来
、
学
間
は
、
　
「
玩
実
的
な
出
発
点
」
と
し
て
の
実
在
的
な
具
体
性
か
ら
始
む
べ
き
で
な
い
、
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
出
発
点
か
ら
抽
象
的
範
曝
に
到
達
す
る
分
析
的
な
過
程
を
ば
「
学
間
的
に
正
し
く
な
い
」
思
惟

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
た
と
え
ば
「
十
七
世
紀
の
経
済
学
者
た
ち
が
、
若
干
の
規
定
的
な
抽
象
的
一

　
　
　
　
『
資
本
論
」
体
系
の
図
式
的
解
明
（
上
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
（
七
三
九
）

’



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
（
七
四
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

般
的
諸
関
係
、
た
と
え
ば
分
業
、
貨
幣
、
価
値
、
等
六
を
見
つ
け
だ
す
こ
と
に
終
っ
て
い
る
」
こ
と
に
、
批
判
を
下
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
き
た
全
体
か
ら
出
発
し
て
抽
象
さ
れ
え
た
一
般
的
諸
関
係
は
、
こ
の
出
発
点
と
し
て
の
生
き
た
全
体
を
、
た

だ
表
象
な
い
し
直
観
と
し
て
生
き
た
ま
ま
に
放
置
し
て
お
い
て
も
、
自
ら
の
概
念
揚
定
に
よ
っ
て
生
か
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
な
い
。

い
い
か
え
れ
ば
、
た
だ
「
見
つ
け
だ
す
こ
と
に
終
っ
た
」
か
ぎ
り
の
か
か
る
抽
象
的
な
一
般
的
諸
関
係
は
、
概
念
規
定
と
し
て
は

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

死
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
が
、
十
七
世
紀
の
経
済
学
老
た
ち
の
方
法
論
に
た
い
す
る
マ
ル
ク
ス
の
批
判
で
あ
っ
た
。

　
な
る
ほ
ど
近
代
の
経
済
学
者
た
ち
の
研
究
対
象
た
る
現
実
的
に
生
き
た
具
体
的
な
る
も
の
、
す
な
わ
ち
近
代
資
本
主
義
杜
会
は
、

こ
れ
ら
の
一
般
的
諸
関
係
な
い
し
抽
象
的
諸
範
曉
が
分
析
的
に
見
い
だ
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
ら
の
諸
経
済
学
の
現
実
的
出

発
点
は
、
資
本
主
義
杜
会
「
全
体
の
一
つ
の
混
沌
た
る
表
象
」
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
範
爵
が
抽
象
さ
れ
、

　
　
　
　
　
・
、
・
・
・
・
　
　
…
　
　
　
　
　
（
３
）

そ
れ
ぞ
れ
の
原
理
と
し
て
固
定
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
現
実
の
具
体
的
総
体
と
し
て
の
資
本
主
義
杜

会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
い
み
に
お
い
て
原
理
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
概
念
規
定
に
よ
っ
て
、
混
沌
た
る
諸
表
象
は
再
構
成
さ
れ
、

頭
脳
の
外
の
生
け
る
全
体
が
頭
脳
の
内
に
お
い
て
も
生
き
た
も
の
と
し
て
再
生
産
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
研
究
対
象
全
体
に
つ

い
て
の
「
混
沌
た
る
表
象
」
は
概
念
に
転
化
さ
れ
、
こ
こ
に
実
証
科
学
と
し
て
の
理
論
体
系
は
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
マ
ル
ク
ス
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

「
こ
れ
ら
の
個
六
の
契
機
が
多
か
れ
少
な
か
れ
固
定
さ
れ
抽
象
さ
れ
る
に
い
た
る
や
否
や
、
労
働
、
分
業
、
欲
望
、
交
換
価
値
の
よ

う
な
単
純
な
も
の
か
ら
、
国
家
、
諸
国
民
の
交
換
、
世
界
市
場
に
ま
で
上
向
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
、
経
済
学
の
諸
体
系
が
姶
ま
っ

た
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章
に
は
下
向
し
て
ゆ
く
「
第
一
の
途
」
は
、
か
な
ら
ず
「
第
二
の
途
」
を
目
的
と
し
、
こ
れ
を

前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
主
張
が
、
よ
こ
た
わ
っ
て
い
る
も
の
と
、
わ
れ
わ
れ
は
洞
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
「
第

一
の
途
」
と
「
第
二
の
途
」
と
を
、
こ
の
前
提
関
係
か
ら
切
り
離
し
て
別
六
に
並
べ
て
見
る
　
　
マ
ル
ク
ス
も
本
文
の
叙
述
で
は
確



か
に
そ
の
よ
う
に
し
て
い
る
　
　
か
ぎ
り
で
は
、
「
第
一
の
途
」
は
、
出
発
点
に
お
げ
る
生
き
た
」
完
全
な
表
象
が
於
恰
也
い
か
か
か

て
抽
象
的
な
規
定
と
な
る
」
だ
け
の
こ
と
で
、
要
す
る
に
死
ん
だ
概
念
規
定
の
固
定
さ
れ
た
表
象
に
転
化
さ
れ
た
だ
け
の
こ
と
に
す

ぎ
な
い
。
こ
れ
が
十
七
世
紀
の
経
済
学
者
た
ち
に
見
ら
れ
る
経
済
学
発
生
当
柵
の
方
法
論
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
第
一
の

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

途
」
を
手
段
と
し
て
前
提
し
た
は
ず
の
「
抽
象
的
な
諾
規
定
が
思
惟
の
途
を
と
お
っ
て
具
体
的
な
も
の
の
再
生
産
に
み
ち
び
か
れ
て

ゆ
く
第
二
の
途
」
を
歩
ん
で
成
立
し
た
と
こ
ろ
の
、
近
代
の
理
論
経
済
学
の
諸
体
系
　
　
こ
の
「
第
二
の
途
」
が
い
ま
だ
「
第
一
の

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

途
」
を
目
的
と
し
て
前
提
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
の
も
の
と
し
て
、
両
者
が
相
互
に
対
等
に
対
立
し
た
う
え
で
前
提
し
媒
介
し
あ
っ
た

一
つ
の
全
体
と
は
見
べ
る
き
で
な
い
と
こ
ろ
の
諸
体
系
　
　
の
更
に
発
展
し
た
古
典
経
済
学
か
ら
マ
ル
ク
ス
は
、
対
象
と
し
て
の
経

済
自
体
の
本
質
的
内
容
に
つ
い
て
多
く
の
も
の
を
学
び
と
る
と
と
も
に
、
理
論
経
済
学
の
実
証
科
学
た
る
所
以
の
そ
の
方
法
論
を
も
、

自
ら
の
立
場
に
止
揚
す
る
と
い
う
い
み
で
批
判
的
に
継
承
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
（
３
）
　
こ
の
下
向
と
し
て
の
抽
象
す
る
思
惟
は
、
表
象
か
ら
白
ら
を
引
ぎ
離
し
自
ら
を
固
定
す
る
作
用
と
し
て
、
悟
性
の
能
カ
の
機
能
に
属
す
る
も

　
　
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
向
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
下
向
的
思
惟
の
僑
性
的
立
場
の
白
己
否
定
と
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
の
い
う
と
こ
ろ
の
消
極

　
的
な
理
性
に
転
化
し
た
か
ぎ
り
の
も
の
な
ら
ば
、
ま
さ
に
弁
証
法
的
な
思
惟
な
の
で
お
る
が
、
近
代
の
経
済
学
を
体
系
化
せ
し
あ
た
と
こ
ろ
の
上

　
向
的
思
惟
は
、
た
だ
作
業
仮
説
と
し
て
の
説
明
原
理
か
ら
演
緯
的
に
検
証
し
て
み
る
だ
け
の
も
の
に
と
ど
ま
る
も
の
と
し
て
、
依
然
と
し
て
悟
性

　
　
の
機
能
に
と
ど
ま
る
も
の
で
お
る
。
こ
の
意
味
で
図
式
Ａ
を
見
ら
れ
た
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
す
べ
て
実
証
科
学
は
、
自
然
科
学
に
せ
よ
杜
会
科
学
に
せ
よ
、
こ
の
帰
納
的
分
析
と
い
う
思
惟
の
下
向
過
程
な
く
し
て
、
成
立
す

る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
た
だ
、
そ
こ
に
お
る
間
題
は
、
各
科
学
の
そ
れ
ギ
、
れ
の
対
象
と
し
て
の
現
実
的
実
在
の
総
体
を
ば
残
り
な

く
説
明
し
う
る
よ
う
な
原
理
的
範
蒔
に
ま
で
下
向
し
え
て
い
る
か
何
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
抽
象
化
す
る
分
析
が
不
徹

　
　
　
ｉ
資
本
論
』
体
系
の
図
式
的
解
明
（
上
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
　
（
七
四
一
）
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底
な
る
か
ぎ
り
で
・
対
象
的
実
在
の
総
体
は
、
完
全
に
概
念
化
す
る
こ
と
を
え
ず
、
い
ま
だ
「
混
沌
た
る
表
象
一
の
ま
ま
の
諸
雰
を

残
す
こ
と
隻
る
・
し
た
が
一
て
、
見
ら
の
警
晃
「
混
沌
た
る
表
象
一
諾
部
分
の
消
減
す
る
ま
で
は
、
分
析
的
抽
象
の
思
惟

運
動
は
何
処
ま
で
嘉
け
完
浸
奮
き
。
対
象
的
実
在
の
総
体
を
隈
な
く
完
全
に
説
明
し
う
る
と
の
確
信
隻
い
て
、
研
究

者
は
・
そ
の
下
向
を
止
め
る
の
で
あ
る
。
一
ル
ク
ス
も
引
用
句
の
う
ち
で
「
こ
の
後
の
上
向
の
方
法
は
、
明
ら
か
に
、
学
間
的
に
正

し
い
方
法
で
雲
一
と
い
っ
て
い
る
が
、
…
で
上
向
と
い
う
こ
と
は
、
単
純
に
方
向
を
転
換
す
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
な
く
て
、

こ
の
「
後
方
一
の
旅
一
の
出
発
点
に
書
て
は
、
下
向
的
分
析
に
書
て
獲
得
さ
れ
た
抽
象
的
範
察
、
具
体
的
現
実
の
総
体
藁

し
て
完
全
に
説
明
し
う
る
と
い
う
た
め
の
確
乎
た
る
見
圭
し
が
、
絶
対
的
藁
機
と
し
て
欠
け
て
は
奮
き
。
こ
の
上
向
過
程

の
到
達
す
べ
き
目
標
で
あ
る
現
実
的
総
体
の
具
体
的
諸
規
定
が
未
展
開
の
妻
で
、
そ
の
出
発
点
に
さ
て
、
即
自
的
に
潜
在
せ
し

め
鼻
て
い
な
け
れ
ば
奮
き
・
要
す
る
に
方
法
論
雲
意
味
で
蘇
で
淳
れ
ば
雀
き
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
思
惟

の
上
向
過
程
を
・
淫
・
下
向
過
程
の
成
果
と
し
て
の
特
定
の
抽
象
的
範
票
果
し
て
現
実
的
総
体
を
概
念
窪
説
明
し
う
る
か
否

か
の
論
証
の
過
程
で
あ
る
・
と
し
て
の
蓋
解
す
る
こ
と
は
許
さ
装
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
は
、
何
故
、
そ
こ
か
畠
発
し

た
か
の
必
然
性
が
き
か
ら
で
雲
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ど
の
抽
象
的
範
雲
説
明
原
理
と
し
て
撰
択
し
決
定
す
る
か
は
、
研
究
者

の
主
観
的
な
判
断
・
要
す
る
に
偶
然
的
嚢
意
竃
と
づ
い
て
て
い
る
と
曼
け
れ
ば
奮
き
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

よ
う
薦
然
的
で
し
か
き
端
緒
竃
つ
上
向
的
田
健
と
し
て
の
論
証
過
程
こ
そ
が
、
ま
さ
に
、
実
証
科
学
に
書
る
上
向
と
い
う

こ
と
の
論
理
構
箏
あ
る
・
そ
し
て
、
論
証
奮
も
の
が
す
べ
て
叙
述
に
表
現
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
、
一
ル
ク
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

理
的
に
不
襲
上
向
で
あ
一
て
も
、
こ
れ
を
ま
一
て
始
め
て
近
代
の
経
済
学
の
理
論
望
諸
体
系
菱
た
成
立
す
る
仁
た
つ
た
と

述
べ
を
の
と
し
て
・
荒
荒
は
理
解
せ
浸
な
髪
い
。
た
だ
、
…
で
注
意
し
て
責
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
の
叙
述
さ

　
　
　
　
一
資
本
論
一
体
系
の
図
式
的
解
明
一
上
一
一
梯
一
　
　
　
　
．
　
　
　
三
一
一
一
七
四
三
一



　
　
　
　
立
命
整
済
学
一
第
七
巻
．
第
六
号
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
．
冨
一
七
四
四
一

れ
て
あ
る
文
章
に
賛
て
一
ル
ク
ス
が
、
上
向
的
ミ
こ
の
方
法
は
、
明
か
に
学
爵
多
馨
嚢
重
に
正
し
い
方
法
で
あ

る
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
こ
と
は
如
何
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
か
・

一
。
一
実
証
科
学
に
お
け
る
理
論
的
叙
述
の
方
法
一
柵
と
し
て
の
上
向
の
途
に
あ
一
て
は
・
す
べ
て
端
緒
に
っ
い
て
の
間
題
意
識
が
欠
け
て
い
る
、
と

　
　
い
う
こ
と
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
歴
史
的
現
実
と
経
済
学
方
法
論
一
一
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
一
紀
要
一
第
三
号
所
載
一
の
一
。

　
　
頁
お
よ
び
三
五
頁
を
見
よ
。
な
美
節
の
叙
述
の
殆
ど
凡
て
は
、
右
の
拙
稿
の
第
二
節
「
哲
学
的
轟
と
科
学
的
分
析
一
に
お
い
て
論
述
さ
れ
た

　
　
も
の
の
要
約
、
な
い
し
は
、
そ
の
敷
術
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
よ
り
正
確
な
理
解
の
た
め
に
は
・
そ
れ
と
の
比
較
が
望
ま
し
い
・

物
理
学
に
し
て
圭
物
学
に
し
て
も
、
す
べ
て
実
証
科
学
は
、
き
し
、
そ
の
諸
部
門
の
諸
知
識
は
・
か
か
る
上
向
的
方
法
を
ま

つ
て
初
め
て
体
系
的
書
の
差
る
か
ぎ
り
で
は
、
こ
の
上
向
的
方
法
こ
そ
が
「
朴
諒
多
婁
婁
婁
に
正
し
い
方
法
一

で
あ
る
と
も
、
あ
る
凄
理
解
ま
れ
よ
う
。
し
か
し
奈
ら
科
学
的
方
法
の
実
体
的
本
質
は
、
ト
ラ
ィ
・
一
ソ
ド
．
一
ラ
ー
の
下

向
的
方
法
で
淳
れ
ば
奮
奮
。
分
析
的
森
究
過
婁
し
の
上
向
的
思
惟
の
運
動
は
、
主
観
的
に
択
ば
れ
た
任
意
の
原
理
か
ら

実
在
世
界
を
演
欝
に
説
明
せ
ん
と
す
る
形
而
上
学
的
な
思
惟
の
方
法
で
し
室
い
・
上
向
的
思
惟
の
運
動
の
・
叙
述
に
表
現
さ
れ

る
も
の
と
し
て
の
、
演
繰
碧
論
証
の
過
程
は
、
分
析
的
森
究
の
過
程
を
前
提
せ
ず
し
て
は
、
形
而
下
的
奏
証
科
学
の
理
論
体

系
た
り
え
き
。
と
す
れ
ば
、
「
科
学
的
に
正
し
い
方
法
一
と
い
一
て
も
、
そ
れ
は
、
上
向
的
思
惟
だ
け
で
・
そ
う
だ
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
ま
さ
に
科
学
そ
の
も
の
で
あ
る
べ
き
下
向
的
思
惟
蕎
提
し
た
か
ぎ
り
で
・
実
証
科
学
を
理
論
科
学
と
し
て
完
成
せ
し

め
る
と
い
う
い
み
で
、
そ
う
だ
と
い
う
だ
け
の
こ
と
に
す
ぎ
き
。
に
か
え
れ
ば
、
実
証
科
学
に
責
て
上
向
と
は
・
下
向
的
研

究
の
成
果
に
つ
い
て
の
叙
述
の
こ
と
で
淳
れ
ば
奮
き
。
下
向
の
到
達
点
と
し
て
の
抽
象
的
範
票
・
そ
の
現
実
的
出
発
点
で

あ
つ
た
実
在
世
界
の
全
体
を
説
明
し
う
る
た
め
の
原
理
で
あ
る
か
否
か
の
論
証
の
叙
述
で
な
け
れ
ば
な
差
い
・
と
同
時
に
・
研
究



者
の
か
か
る
主
体
的
確
信
の
白
己
検
証
の
過
程
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
論
証
さ
れ
て
い
な
い
原
理
は
、
す
べ
て
実
証
科
学
に
お
い

て
は
真
理
と
さ
れ
え
な
い
。
単
な
る
仮
設
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
実
証
科
学
に
お
い
て
は
、
上
向
的
方
法
な
る
も
の
は
、
下
向

的
方
法
だ
け
の
科
学
が
、
さ
ら
に
真
に
具
体
的
な
科
学
性
　
　
理
論
的
体
系
性
　
　
を
獲
得
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
、

と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
向
的
方
法
の
み
が
実
証
科
学
に
お
い
て
科
学
的
た
る
た
め
の
木
質
的
根
拠
で
あ
る
、
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
の
裏
の
主
張
を
表
に
だ
し
て
言
う
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
「
哲
学
的
に
正
し
い
上
向
的
方
法
」
を
へ
ー

ゲ
ル
か
ら
学
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
本
来
的
に
哲
学
的
な
上
向
の
方
法
が
、
実
証
科
学
の
本
来
の
下
向
的
方
法
に
媒
介
さ
れ

た
と
き
に
、
こ
の
実
証
科
学
は
真
に
体
系
的
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
マ
ル
ク
ス
は
自
分
自
身
の
こ
の
立
場
か
ら
、
自
分

の
立
場
に
ま
で
引
き
揚
げ
る
と
い
う
主
体
的
な
態
度
で
、
　
自
分
よ
り
以
前
の
す
べ
て
の
実
証
的
な
理
論
経
済
学
の
諸
体
系
を
、
　
批

判
し
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
弁
証
法
的
な
止
揚
で
あ
る
と
こ
ろ
の
系
譜
的
関
連
を
、
　
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
主
体
的
に
把
握
す
る
か
ぎ
り

で
は
、
近
代
の
経
済
学
の
諸
体
系
に
お
け
る
上
向
の
方
法
は
、
哲
学
的
上
向
の
意
味
を
孕
み
、
そ
れ
を
指
向
す
る
も
の
と
し
て
、

「
色
の
８
易
ｏ
ぎ
室
－
９
に
正
し
い
方
法
で
あ
る
」
評
価
し
た
も
の
と
、
わ
れ
わ
れ
は
解
釈
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
原
文
の
叙
述

は
、
こ
の
言
葉
か
ら
、
へ
ｉ
ゲ
ル
の
上
向
的
方
法
の
批
判
に
移
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
解
釈
は
行
文
上
か
ら
見
て
も
決
し

て
不
自
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
考
雰
竃
◎
・
Ｏ
罫
ま
｝
な
る
単
語
は
「
科
学
的
に
」
と
訳
す
べ
き
で
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

科
学
と
哲
学
と
の
統
一
と
い
う
意
味
で
「
学
間
的
に
」
と
訳
が
べ
き
だ
と
す
る
の
が
、
わ
た
し
の
年
来
の
主
張
で
あ
る
。

（
５
）
　
こ
の
主
張
は
、
前
掲
拙
稿
第
二
節
に
お
い
て
勿
論
の
こ
と
な
が
ら
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
お
る
が
、
こ
こ
で
再
び
、
原
文
の
よ
り
詳

　
細
な
分
析
的
吟
味
に
よ
っ
て
、
繰
り
か
え
し
強
調
す
る
次
第
で
お
る
。

　
以
上
を
要
約
す
れ
ば
、
近
代
の
理
論
経
済
学
が
体
系
的
に
な
り
え
た
の
は
、
　
「
学
間
的
に
正
し
い
方
法
」
を
無
自
覚
的
な
が
ら
取

　
　
　
〒
資
本
論
』
体
系
の
図
式
的
解
明
（
上
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
（
七
四
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
　
（
七
四
六
）

り
姶
め
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
方
法
の
自
覚
的
な
適
用
に
お
い
て
初
め
て
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
方
法
論
的
体
系
が
成
立
し
た
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
学
間
的
に
正
し
い
方
法
」
と
は
、
科
学
的
思
惟
の
固
有
な
下
向
的
分
析
は
哲
学
的
な
上
向
的

綜
合
の
た
め
の
端
緒
を
発
見
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ナ
な
わ
ち
、
プ
ル
ク

ス
経
済
学
に
お
い
て
は
、
そ
の
下
向
的
思
惟
は
、
そ
の
上
向
的
思
惟
を
目
的
と
し
て
前
提
し
、
し
た
が
っ
て
、
初
め
か
ら
、
こ
れ
を

媒
介
し
た
も
の
と
し
て
存
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
近
代
の
理
論
経
済
学
の
諸
体
系
と
共
通
す
る
論
理
構
造
を
も
つ
も
の

で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
上
向
的
思
惟
が
哲
学
的
な
端
緒
の
間
題
の
自
覚
的
意
識
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
点
で
彼
以
前
の
経
済
学

諸
体
系
と
異
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
、
さ
き
に
わ
れ
わ
れ
の
見
て
き
て
お
い
た
ご
と
く
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
お

け
る
上
向
的
思
惟
は
、
へ
－
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
そ
れ
の
批
判
的
継
承
で
叡
っ
た
こ
と
か
ら
自
明
の
事
柄
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ

と
異
っ
て
い
る
点
は
、
必
ず
下
向
的
な
科
学
的
思
惟
を
媒
介
に
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
、
上
向
の
思
惟
と
科
学
的
な
下
向
の
思
惟
と
は
、
前
者
が
後
者
を
前
提
し
て
存
立
し
て

い
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
な
く
、
同
時
に
ま
た
逆
に
下
向
と
し
て
の
帰
納
的
分
析
は
、
上
向
と
し
て
の
綜
合
的
演
澤
を
前
提
す
る

も
の
と
し
て
、
両
者
は
相
互
に
媒
介
し
あ
っ
て
、
一
つ
の
統
一
体
に
な
っ
て
い
る
、
い
い
か
え
れ
ば
両
者
は
、
た
だ
外
的
に
差
別
さ

れ
た
ま
ま
の
二
つ
の
思
惟
様
式
で
は
な
く
て
、
同
一
の
思
惟
が
二
つ
に
区
別
さ
れ
た
様
式
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
完
全
に
実
現
さ

れ
て
い
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
事
実
、
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
両
者
が
有
機
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
、
と
く
に
端
緒
の
間
題
を
へ
ー
ゲ
ル
と
と
も
に
重
要
視
し
て
、
　
「
学
間
的
に
正
し
い
方
法
」
を
打

ち
た
て
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
「
直
観
と
表
象
と
の
概
念
へ
の
加
工
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
方
法
論
の
体
系
性
を

凌
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
体
系
的
構
造
の
全
面
的
理
解
を
以
下
の
各
節
を
追
っ
て
一
歩
一
歩
深
め
て
ゆ
く
た
め
に
、
今
ま
で
に
理
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『
資
本
論
』
体
系
の
図
式
的
解
明
（
上
）
　
ハ
梯
）

二
七
　
（
七
四
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
一
第
七
巻
．
第
六
号
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
一
七
四
八
一

解
さ
れ
た
か
ぎ
り
の
内
容
を
図
式
化
す
れ
ば
、
シ
ェ
マ
Ｂ
の
如
く
に
な
る
・

　
　
こ
の
図
式
。
に
つ
い
て
多
少
套
ら
附
、
一
、
、
口
し
て
青
奮
ば
、
こ
の
図
式
は
、
今
ま
で
の
論
述
内
容
・
し
た
が
一
て
『
経
済
学
批

判
』
序
説
に
淳
る
か
ぎ
り
の
論
述
内
容
に
よ
つ
た
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
祭
『
経
済
学
批
判
』
本
菱
い
し
一
資
本
論
一

一
の
適
用
さ
れ
た
ば
費
の
こ
と
を
、
念
頭
に
き
て
作
製
さ
れ
青
の
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
こ
の
図
式
だ
け
で
見
註
・
分

業
、
貨
幣
、
商
品
、
交
換
価
値
、
財
－
生
産
物
、
労
働
、
欲
望
、
等
六
の
、
近
代
の
諸
経
済
学
に
き
て
・
下
向
的
に
分
析
さ
れ
た

抽
象
的
諾
概
念
の
う
ち
か
ら
、
一
ル
ク
ス
が
、
上
向
的
思
惟
の
羅
の
規
定
を
規
準
と
し
て
・
商
品
を
そ
の
出
発
点
と
し
て
撰
択
し

決
定
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
だ
が
、
一
ル
ク
ス
自
身
に
き
て
は
、
果
し
て
そ
の
よ
う
奪
の
で
あ
一
た
で
あ
ろ
う

か
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
下
向
の
極
点
と
し
て
の
商
品
が
、
上
向
の
た
め
の
端
緒
と
し
て
の
規
定
性
を
芭
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
・

下
向
の
出
発
点
に
責
て
も
、
そ
の
過
程
に
さ
て
も
、
す
で
に
予
め
解
一
て
い
た
と
い
う
の
で
淳
れ
ば
・
下
向
が
上
向
言
的

と
し
て
前
提
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
い
麦
い
の
で
柔
ろ
う
か
。
次
に
今
；
の
間
題
と
し
て
・
下
向
の
出
発
点
と
上
向
の

到
着
点
と
は
、
同
一
の
現
実
の
具
体
的
実
在
で
あ
つ
て
、
た
だ
、
そ
れ
の
表
象
と
概
念
と
の
差
異
を
そ
こ
に
見
る
わ
け
で
あ
る
が
・

、
一
経
済
学
批
判
一
の
「
序
説
一
に
責
て
は
、
こ
の
実
在
面
に
つ
い
て
、
た
だ
単
に
「
表
象
の
概
念
一
の
加
工
一
と
い
う
こ
と
が
主

張
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
認
識
奮
も
の
が
一
－
ゲ
ル
に
き
て
も
「
表
象
の
概
念
一
の
解
放
一
で
あ
る
と
い
わ
れ
て

い
る
の
に
た
い
し
て
、
一
ル
ク
ス
に
責
て
は
「
表
象
の
概
念
一
の
加
工
一
で
あ
る
と
一
一
旨
旨
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
が
・

こ
の
「
加
工
一
と
い
う
認
識
作
用
の
実
体
と
し
て
の
人
問
的
田
獲
運
動
の
構
造
を
、
図
式
化
し
た
も
の
が
・
ま
さ
に
・
こ
の
図
式
Ｂ

で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
た
だ
、
そ
れ
だ
け
の
も
の
と
し
て
は
、
下
向
と
上
向
と
の
相
互
媒
介
的
な
意
味
は
・
抽
象
化
さ
れ
た
概
念

面
に
汽
て
と
同
じ
く
、
こ
の
具
体
的
奏
在
面
に
崇
て
も
、
分
析
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
奮
き
・
し
た
が
一
て
同
時
に
ま



た
、
そ
こ
か
ら
現
実
に
出
発
す
る
下
向
的
分
析
も
、
た
だ
偶
然
的
な
端
絡
と
し
て
の
「
現
実
的
な
出
発
点
」
を
も
つ
だ
け
で
あ
っ
て
、

こ
の
出
発
点
が
端
緒
で
あ
る
た
め
の
論
理
的
契
機
と
し
て
の
必
然
性
を
、
そ
こ
に
自
覚
し
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
か
く
て
は
、

こ
の
図
式
に
よ
っ
て
は
、
下
向
と
上
向
と
ｑ
相
互
媒
介
的
関
連
に
よ
っ
て
成
立
す
る
有
機
的
全
体
と
し
て
の
＼
方
法
論
の
体
系
性
も

ま
た
、
表
示
し
え
な
い
と
こ
ろ
だ
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
方
法
の
体
系
を
完
全
に
表
示
す
る

た
め
に
は
、
如
何
な
る
図
式
に
描
き
改
め
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
も
、
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
残
さ
れ
た

間
題
　
　
実
在
面
に
お
け
る
端
緒
の
間
題
　
　
に
本
稿
の
論
述
は
進
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

『
資
本
論
』
体
系
の
図
弐
的
解
明
（
上
）
　
ハ
梯
）

二
九
　
（
七
四
九
ｖ

、




