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『
資
本
論
』

の
方
法
論
的
体
系

梯

明
　
　
秀

昭
和
四
十
年
度
第
十
二
回
研
究
会
（
十
二
月
十
七
目
）
報
告
要
旨

　
　
一
　
は
　
し
　
が
　
き

　
報
告
の
内
容
は
、
毎
学
年
、
学
部
で
講
義
を
し
て
い
る
事
柄
の
一
部

分
に
限
定
し
た
。
毎
学
年
の
講
義
内
容
と
し
て
は
、
ま
ず
序
論
と
し
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
成
立
を
、
そ
の
三
源
泉
か
ら
簡
単
に
説
明
し
、
っ
ぎ

に
。
第
一
篇
と
し
て
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
成
立
を
、
そ
の
歴
史
的
、
杜

会
的
な
背
景
か
ら
解
明
し
、
そ
し
て
最
後
に
第
二
篇
と
し
て
、
マ
ル
ク

ス
の
『
梵
木
論
』
を
学
的
体
系
に
。
ま
で
構
成
す
る
に
。
い
た
っ
た
彼
の
思

惟
過
程
と
そ
の
成
果
と
を
、
へ
ー
ゲ
ル
の
『
論
理
学
』
な
い
し
『
精
神

現
象
学
』
を
媒
介
に
し
て
追
思
惟
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
仕
方
で
説
明
す

る
こ
と
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
講
義
内
容
の
こ
と
に
触
れ
る
必
要
は
な
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い
が
、
右
の
第
二
篇
の
内
容
は
、
わ
た
し
の
今
ま
で
の
継
続
的
な
研
究

の
主
要
部
分
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
の
『
資
本

論
』
研
究
と
し
て
の
諸
著
作
の
な
か
に
。
、
詳
細
に
論
述
さ
れ
て
い
る
が
、

し
か
し
、
な
お
多
く
の
未
解
決
の
問
題
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
う

ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
と
に
か
く
現
在
ま
で
に
成
就
し
え
た

だ
け
の
も
の
　
　
す
な
わ
ち
『
資
本
論
』
の
学
的
体
系
を
主
体
的
に
把

握
す
る
こ
と
に
、
い
ち
お
う
の
見
と
お
し
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
と

い
う
研
究
成
果
　
　
を
、
学
生
た
ち
に
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
努
め
た

う
え
で
、
そ
れ
に
っ
い
て
の
講
義
を
し
て
い
る
わ
げ
で
あ
る
。
そ
し
て
、

本
報
告
も
、
ま
た
『
資
本
論
』
の
学
的
体
系
を
、
わ
た
し
が
主
体
的
に

把
え
な
お
し
得
た
研
究
内
容
の
一
部
分
を
、
講
義
の
ぱ
あ
い
よ
り
は
、

簡
略
に
し
て
、
同
僚
諸
氏
に
問
題
を
提
起
し
、
逆
に
教
示
を
受
け
よ
う
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と
し
た
だ
げ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
う
い
う
わ
げ
で
、
い
い
か
え
る
と
、
わ
た
し
が
新
た
な
一
歩
を
前

進
せ
し
め
た
研
究
の
内
容
に
つ
い
て
、
こ
の
研
究
会
で
報
告
を
し
た
わ

け
で
は
な
い
の
で
、
本
報
告
の
内
容
を
レ
ジ
ュ
メ
と
し
て
執
筆
す
る
こ

と
に
は
、
な
か
な
か
気
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
執
筆
す
る

と
す
れ
ぱ
、
わ
た
し
の
諸
著
作
に
述
べ
て
あ
る
こ
と
を
繰
り
か
え
し
て

書
い
て
ゆ
く
わ
げ
で
、
わ
た
し
自
身
に
と
っ
て
も
、
わ
た
し
の
諸
著
作

を
す
で
に
読
ん
で
く
れ
て
い
る
同
僚
諸
氏
や
学
生
諸
君
に
と
っ
て
も
、

な
ん
ら
の
新
味
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
編
集
員
の
立
場
と

わ
た
し
白
身
の
気
持
と
の
板
ぱ
さ
み
の
う
ち
に
迷
っ
て
い
る
う
ち
に
、

或
る
一
つ
の
事
　
　
大
学
院
マ
ス
タ
ー
コ
ー
ス
の
一
院
生
修
士
論
文
を

書
ぎ
直
さ
せ
た
こ
と
　
　
を
想
い
出
し
て
、
院
生
諸
君
を
指
導
す
る
と

い
う
意
味
で
、
本
報
告
の
内
容
と
し
て
は
、
そ
の
重
点
を
お
か
な
か
っ

た
点
に
っ
い
て
、
論
述
し
て
お
く
必
要
を
感
じ
、
そ
の
た
め
の
前
提
と

し
て
な
ら
ぼ
、
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
が
、
わ
た
し
の
す
で
に
諾
著
作
に
論
述

し
た
こ
と
の
、
た
ん
な
る
繰
り
か
え
し
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
己
む
を
え

な
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
執
筆
の
手
続
き
の
う
え
か
ら
必
要
な
こ
と
で

も
あ
る
、
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
い
み
で
決
心
が
っ
い

た
と
い
う
わ
げ
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
は
、
研
究
会
の
報
告
内
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容
に
つ
い
て
は
、
わ
た
し
の
諸
著
作
を
一
つ
一
つ
参
照
し
て
い
た
だ
く

よ
う
に
し
て
、
い
っ
一
さ
い
の
論
証
的
な
叙
述
は
省
略
し
て
ゆ
く
こ
と
に

し
て
あ
る
こ
と
を
、
こ
こ
に
、
ま
え
も
っ
て
、
お
断
り
し
て
、
こ
こ
に

了
恕
を
請
う
て
お
く
し
だ
い
で
あ
る
。

　
　
ニ
　
マ
ル
ク
ス
主
義
成
立
の
た
め
の
ゲ
ネ
ア
ロ
ギ
ー

　
本
節
の
う
ち
に
、
研
究
会
に
お
げ
る
報
告
の
内
容
を
、
そ
の
全
部
に

わ
た
っ
て
、
右
に
お
断
り
し
た
よ
う
に
、
た
だ
暗
示
的
な
様
式
で
、
し

た
が
っ
て
読
者
の
推
察
を
期
待
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
執
筆
し
て
お
く

こ
と
に
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
報
告
テ
ー
マ
の
た
め
に
も
、
毎
学
年

の
講
義
で
序
論
と
し
て
講
述
し
て
い
る
内
容
に
も
、
当
然
な
が
ら
、
話

し
の
順
序
と
し
て
最
初
に
触
れ
ね
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
。
本
節
に
挿
入
し

て
あ
る
「
シ
ェ
ー
マ
ー
」
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

　
こ
の
図
式
を
一
見
し
て
理
解
し
て
い
た
だ
げ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、

た
だ
、
レ
ー
ニ
ン
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
成
立
の
た
め
の
三
つ
の
思
想
的

源
泉
を
、
マ
ル
ク
ス
が
、
ど
の
よ
う
に
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
し
て
、
そ
し

て
、
そ
の
後
に
、
一
般
に
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
者
と
し
て
の
研
究
の
前

進
過
程
を
、
閑
式
化
し
た
も
の
て
あ
る
。
と
こ
ろ
て
、
　
　
第
一
に
、

こ
の
凶
式
で
は
、
急
遊
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
若
き
マ
ル
ク
ス
は
、

四
四
年
の
『
経
折
ｎ
手
稿
』
を
も
っ
て
、
は
じ
め
て
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と



な
り
え
た
、
と
い
う
こ
と
に
し
て
あ
る
。
わ
た
し
が
『
経
哲
手
稿
』
の

な
か
の
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
な
る
体
系
的
な
一
断
片
を
、
わ
た
し
白

身
の
労
作
の
テ
ー
マ
に
し
た
の
は
、
戦
前
の
昭
和
十
年
の
二
月
に
同
人

杜
刊
行
の
『
杜
会
』
と
い
う
雑
誌
に
発
表
し
た
と
こ
ろ
の
「
人
問
労
働

の
資
本
主
義
的
自
己
疎
外
」
な
る
論
文
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
の
副

題
は
「
価
値
増
植
過
程
の
論
理
的
意
味
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ

の
一
連
の
『
資
本
論
』
に
っ
い
て
の
、
い
な
、
そ
れ
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す

る
た
め
の
四
篇
の
労
作
は
、
敗
戦
後
に
「
補
説
」
を
附
加
し
て
『
資
本

論
の
弁
証
法
的
根
拠
』
（
旧
版
）
と
し
て
弘
文
堂
か
ら
刊
行
し
て
お
い

た
。

　
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
の
『
経
哲
手
稿
』
を
も
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義

成
立
の
出
発
点
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
、
い
ま
述
べ
た
と
こ
ろ
の
わ
た

し
の
確
信
な
る
も
の
は
、
戦
後
に
な
っ
て
再
び
、
わ
た
し
が
『
資
本
論
』

を
「
論
理
学
」
と
し
て
読
む
と
い
う
立
場
で
も
っ
て
、
或
る
程
度
の
研

究
が
進
捗
し
っ
っ
あ
る
過
程
で
、
い
ま
だ
確
信
に
ま
で
固
ま
ら
ず
、
流

動
的
な
意
識
状
態
で
あ
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
を
一
っ
の
テ
ー
マ
と
し

て
取
り
あ
げ
て
見
よ
う
と
し
た
後
に
、
わ
た
し
の
心
の
う
ち
に
よ
う
や

く
定
着
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
戦
後
に
お
け
る
わ
た
し
の
諾
労
作
は
、

敗
戦
直
後
の
わ
た
し
自
身
の
生
活
体
験
を
告
白
し
た
『
戦
後
精
神
の
探
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究
』
に
収
め
た
二
篇
の
論
文
　
　
季
刊
『
理
論
』
誌
、
昭
和
二
三
年
一

二
月
発
表
の
「
精
神
の
こ
の
病
」
と
、
旧
『
展
望
』
誌
、
二
四
年
五
月

発
表
の
「
時
局
の
精
神
的
断
層
」
の
二
つ
の
文
章
　
　
を
の
ぞ
い
て
、

す
べ
て
は
、
い
ま
し
が
た
述
べ
た
と
こ
ろ
の
「
〈
資
本
論
Ｖ
を
く
論
理
学
Ｖ

と
し
て
読
む
」
と
い
う
研
究
方
針
で
貫
か
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

別
に
「
杜
会
科
学
」
を
学
問
的
体
系
と
し
て
樹
立
し
よ
う
と
い
う
意
図

も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
、
『
資
本
論
』
の
そ
れ
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の

か
、
そ
れ
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
の
、
法
学
、
な
い
し
古
典
経
済
学

に
つ
い
て
の
暫
定
的
な
研
究
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
現
行
版
の
『
資
本

論
の
弁
証
法
的
根
拠
』
（
有
斐
閣
、
二
八
年
四
月
刊
の
改
訂
版
）
に
「
増

補
」
と
し
て
収
録
し
て
あ
る
と
こ
ろ
の
、
二
八
年
五
月
に
本
学
の
人
文

科
学
研
究
所
発
行
の
『
紀
要
』
第
一
号
に
発
表
し
た
「
市
民
杜
会
に
お

い
て
の
市
民
の
人
問
的
自
己
解
放
」
な
る
論
文
が
、
そ
の
副
題
を
「
マ

ル
ク
ス
に
お
げ
る
白
己
疎
外
と
具
体
的
一
般
者
」
と
し
て
あ
る
に
－
か
か

わ
ら
ず
、
右
の
確
信
の
芽
生
え
と
も
見
る
べ
き
叙
述
は
、
な
か
っ
た
か

と
推
定
し
う
る
。
そ
の
よ
う
な
朋
芽
と
し
て
の
思
想
を
漢
然
と
論
述
し

て
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
よ
り
三
年
ま
え
の
二
五
年
三
月
に
、
斑
摩
書
房

の
『
哲
学
講
座
』
塘
四
巻
に
収
録
す
べ
く
依
頼
さ
れ
て
執
筆
し
た
「
哲

学
と
杜
会
科
学
」
な
る
論
文
　
　
絶
版
と
な
っ
て
い
る
旧
著
『
資
本
論
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の
学
問
的
構
造
』
（
弘
文
堂
版
）
に
収
録
し
て
あ
っ
た
が
、
今
回
、
雄
潭

杜
か
ら
『
杜
会
学
か
ら
杜
会
科
学
』
な
る
書
名
の
論
文
集
の
な
か
に
再

収
録
し
て
あ
る
　
　
の
第
五
節
「
〈
資
本
論
Ｖ
に
お
げ
る
哲
学
と
科
学
と

の
一
致
」
の
最
初
の
バ
ラ
グ
ラ
フ
の
と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
ス
の
い
わ
ゆ

る
「
後
方
へ
の
旅
」
と
し
て
の
上
向
的
叙
述
の
出
発
点
と
し
て
の
端
緒

的
商
品
に
関
係
し
て
、
き
わ
め
て
簡
単
に
述
べ
た
箇
所
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
は
、
端
緒
的
商
品
を
「
わ
れ
わ
れ
に
否
定
的
に
対
立
す
る
資

本
家
的
富
」
の
要
素
と
し
て
「
白
己
疎
外
的
に
直
観
さ
れ
る
」
と
述
べ

て
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
端
緒
的
商
品
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
当
時
ま
で

の
、
そ
し
て
現
在
に
ま
で
一
般
に
流
布
さ
れ
て
い
る
『
賓
本
論
』
の
多

く
の
解
説
書
に
見
ら
れ
る
客
観
主
義
的
な
立
場
と
明
確
に
差
別
さ
れ
う

る
も
の
で
あ
る
。
学
川
川
的
休
系
と
し
て
の
『
資
本
論
」
を
主
体
的
に
把

え
な
お
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
は
、
わ
た
し
と
し
て
は
、
戦
前
か
ら
主

張
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
さ
き
に
挙
げ
た
旧
版
『
賓
本
論
の
弁
証

法
的
根
拠
』
所
収
の
連
続
的
な
四
焦
の
論
文
も
、
こ
の
口
的
を
な
ん

と
か
実
班
し
よ
う
と
す
る
た
め
の
試
作
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
マ
ル
ク

ス
の
ｎ
己
疎
外
論
に
っ
い
て
の
、
よ
り
い
っ
そ
う
の
突
っ
こ
ん
だ
分
析

へ
の
桁
力
も
、
一
般
に
支
配
的
な
学
界
な
い
し
諭
岬
．
の
唯
物
論
に
た
い

す
る
理
桝
が
、
あ
い
も
か
わ
ら
ず
客
概
市
義
的
偏
向
に
あ
る
事
態
に
た
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い
す
る
と
こ
ろ
の
、
わ
た
し
自
身
か
ら
の
反
撲
か
ら
出
発
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
唯
物
論
に
お
け
る
主
体
的
契
機
を
、
具
体

的
に
、
し
か
も
全
面
的
に
展
開
す
る
こ
と
は
、
た
だ
マ
ル
ク
ス
の
自
已

疎
外
論
だ
げ
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
な
く
、
わ
た
し
と
し
て
は
、
色
々

の
角
度
か
ら
試
行
錯
誤
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
わ
た
し
の
研
究
に
お
け
る
、
わ
た
し
自
身

の
遍
歴
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
の
白
己
疎
外
論
を
、
わ
た
し
の
い
わ
ゆ

る
主
体
性
の
立
場
に
お
い
て
、
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
い

ま
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
の
端
緒
的
商
品
を
間
題
に
す
る
ぼ
あ
い

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
若
き
マ
ル
ク
ス
が
マ
ル
ク
ス
主
義
を
始
め
て

確
立
し
た
の
は
四
四
年
の
『
経
哲
手
稿
』
に
お
い
て
で
あ
っ
た
、
と
い

う
先
き
に
述
べ
て
お
い
た
と
こ
ろ
の
、
わ
た
し
白
身
の
主
張
は
、
　
『
資

本
論
』
の
全
体
系
に
つ
い
て
の
主
体
的
把
握
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、

い
ち
お
う
の
見
と
お
し
が
付
い
た
頃
に
白
覚
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。

　
戦
後
に
お
け
る
右
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
研
究
的
諦
労
作
は
、
二
、

三
の
長
文
の
も
の
を
残
し
て
、
二
冊
の
書
物
、
す
た
わ
ち
『
へ
ー
ゲ
ル

折
〔
学
と
資
木
論
』
（
未
来
杜
、
旧
和
三
四
年
発
刊
）
と
『
経
済
哲
学
原
理
』

（
口
本
評
諭
杜
、
同
三
七
年
発
刊
）
と
の
中
に
収
録
し
て
あ
る
が
、
前



者
の
方
は
、
　
『
資
本
論
』
の
学
的
体
系
性
に
関
す
る
も
の
を
編
集
し
、

後
者
に
お
い
て
は
、
瑞
緒
的
商
品
の
主
休
的
把
撞
と
い
う
課
題
に
た
い

し
て
、
『
経
哲
手
稿
』
に
よ
っ
て
、
　
　
と
く
に
、
そ
の
な
か
の
体
系
的

た
一
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
の
、
い
っ
そ
う
体
系
化
し
た
解
明
を

つ
う
じ
て
、
　
　
解
答
を
与
え
た
と
こ
ろ
の
、
二
篇
に
分
げ
て
本
誌
の

箔
三
巻
第
五
号
か
ら
第
四
巻
第
二
号
ま
で
に
連
載
し
た
も
の
に
加
筆
し
、

「
緒
言
」
と
若
干
の
補
足
的
文
章
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
一
篇
の
長
論
文
に

し
た
も
の
が
、
そ
の
主
要
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
後
老
の

著
書
に
お
け
る
鳩
二
篇
「
賃
労
働
者
の
範
晴
的
把
握
」
が
、
そ
れ
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
当
面
の
問
題
と
し
て
の
、
さ
き
ほ
ど
ま
で
述
べ
て

き
た
と
こ
ろ
の
、
若
き
マ
ル
ク
ス
の
学
問
的
成
長
の
過
程
で
、
マ
ル
ク

ス
主
義
が
彼
〔
身
に
お
い
て
も
確
立
さ
れ
た
と
確
信
し
え
た
の
は
、
お

そ
ら
く
『
経
哲
手
稿
』
の
執
筆
中
の
頃
で
あ
っ
た
は
ず
だ
、
と
い
う
わ

た
し
の
乍
張
は
、
後
老
の
著
書
と
し
て
の
『
経
済
哲
学
原
理
』
の
叙
述

の
な
か
に
。
、
初
め
か
ら
終
り
ま
で
、
確
信
的
な
も
の
と
し
て
一
斑
し
て

い
る
、
と
い
え
る
わ
げ
で
あ
る
。
な
お
、
本
蒜
の
第
一
一
巻
の
第
一
、

二
合
併
号
（
三
七
年
六
月
）
と
そ
の
策
三
号
（
同
上
八
月
）
と
に
、
「
経

済
学
研
究
の
出
発
点
に
あ
る
哲
学
的
課
題
」
な
る
標
題
の
論
文
を
掲
載

し
て
あ
り
、
そ
れ
以
来
、
わ
た
し
の
『
資
本
論
』
に
た
い
す
る
論
理
学

　
　
　
　
共
　
同
　
研
　
究
室

的
研
究
は
、
別
の
仕
事
の
た
め
に
中
絶
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
が
、

こ
の
論
文
の
副
題
は
、
や
は
り
「
四
四
年
く
手
稿
Ｖ
に
お
け
る
マ
ル
ク

ス
自
身
の
思
弁
哲
学
に
つ
い
て
の
分
析
的
吟
味
と
し
て
」
と
な
っ
て
お

り
、
右
の
確
信
的
主
張
を
前
提
と
し
て
、
よ
り
一
般
的
に
、
わ
た
し
の

い
う
「
唯
物
論
に
お
げ
る
主
体
性
の
契
機
」
に
つ
い
て
、
そ
の
哲
学
的

基
礎
づ
げ
の
企
て
を
明
示
し
て
お
い
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
右
の
わ
た

し
の
確
信
的
主
張
が
、
は
た
し
て
学
界
に
お
い
て
承
認
さ
れ
う
る
か
ど

う
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
確
信
な
る
も
の
が
、
わ
た
し
白
身
の
主
観
的

た
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
客
観
性
の
あ
る
真
理
と
し
て
受
げ
と
っ

て
い
て
世
貝
え
る
も
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま

だ
異
論
の
提
出
さ
れ
う
る
余
忠
を
残
し
て
い
る
の
で
な
い
か
と
も
、
感

じ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
指
示
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
の
「
シ
ェ
ー
プ
ー
」

の
説
明
の
方
に
、
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
の
叙
述
を
も
ど
す
に
あ
た
っ
て
、
こ

の
凶
式
は
、
わ
た
し
の
右
の
よ
う
た
暫
定
的
な
確
信
を
軌
軸
と
し
て
作

製
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
ま
ず
最
初
に
、
読
者
に
知
っ
て
お
い
て
も
ら

う
必
要
上
、
わ
た
し
白
身
の
研
究
生
活
に
お
げ
る
諦
著
作
に
つ
い
て
多

言
を
費
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
い
ま
一
つ
の
別
の
理
由
と
し
て
は
、

こ
れ
か
ら
の
叙
述
が
、
最
初
の
「
は
し
が
き
」
で
断
っ
て
お
い
た
と
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
　
（
八
二
三
）
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り
に
、
本
研
究
会
の
報
告
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
専
ら
、
わ

た
し
の
諸
著
作
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
う
る
も
の
と
し

て
、
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
ほ
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
図
式
の
左
半
の
部
分
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
成
立
す
る
に
い

た
る
た
め
の
、
彼
の
遂
行
し
た
思
想
的
三
源
泉
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ウ
フ

ヘ
ー
ベ
ン
の
過
程
を
、
論
理
的
に
単
純
化
し
て
図
示
し
た
だ
け
の
も
の

で
あ
る
。
事
実
と
し
て
は
、
時
期
的
に
も
、
モ
チ
ー
フ
の
上
か
ら
も
、

別
々
に
遂
行
さ
れ
、
さ
ら
に
ま
た
、
批
判
の
対
象
と
し
た
三
つ
の
源
泉

的
思
想
を
一
挙
に
し
て
完
全
に
白
分
の
も
の
と
し
て
摂
取
し
得
た
と
い

う
わ
け
の
も
の
で
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ぼ
『
経
哲
手
稿
』
に
し

て
が
、
す
で
に
、
そ
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
を
、
明
示
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
『
手
稿
』
に
お
い
て
批
判
的
に
摂
取
さ
れ
え
て
い
る
と

こ
ろ
の
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
、
そ
の
一
部
門
と
し
て
の
『
精
神
現
象
学
』

の
な
か
の
口
収
初
の
部
分
、
と
く
に
「
口
己
意
識
」
の
部
分
に
と
ど
ま
り
、

ま
た
古
典
経
済
学
に
つ
い
て
も
、
主
と
し
て
ス
ミ
ス
の
『
国
宮
論
』
に

巾
心
が
お
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
ｎ

身
の
経
済
学
研
究
の
逃
及
は
、
四
四
年
以
後
に
お
い
て
、
た
ん
に
古
典

学
派
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
視
野
を
拡
め
、
過
去
お
よ
び
理
在
の
諦
学

派
に
た
い
す
る
彼
の
立
場
か
ら
の
批
判
に
ま
で
発
及
し
て
、
そ
の
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六
　
（
八
二
四
）

の
基
礎
づ
け
を
一
労
作
ご
と
に
深
化
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
経
済
学
界
で
は
周
知
の
こ
と
に
属
す
る
が
、
へ
ー
ゲ
ル

哲
学
に
た
い
す
る
止
揚
の
過
程
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
指
摘
で
き

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
学
的
な
方
法
論
的
体
系
を
完
全
に
唯
物
論
化
し

え
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
七
三
年
以
後
の
『
資
本
論
』
理
行
版
に
お
げ

る
体
系
的
叙
述
の
構
想
の
完
結
し
た
こ
ろ
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
の

う
え
、
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
研
究
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
べ
き
こ
と

は
、
そ
れ
が
、
右
の
よ
う
な
学
説
史
的
研
究
だ
げ
で
な
く
、
彼
の
当
時

の
各
国
の
産
業
資
木
の
段
階
の
現
状
を
分
析
し
て
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る

階
級
的
矛
盾
を
指
摘
し
、
．
そ
し
て
将
来
杜
会
を
予
想
せ
し
め
る
弁
証
法

的
な
歴
史
的
現
実
を
貫
く
法
則
を
定
立
し
え
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
こ
の

弁
托
法
的
な
運
動
法
則
を
全
人
類
の
経
過
し
て
き
た
諸
杜
会
に
ま
で
具

体
化
す
る
た
め
に
、
過
去
か
ら
当
時
ま
で
の
缶
国
の
経
済
吏
に
ま
で
、

そ
の
科
学
的
分
析
を
厳
密
に
遂
行
す
る
素
志
を
徹
底
せ
し
め
て
い
た
こ

と
、
要
す
る
に
、
彼
の
史
的
唯
物
論
に
お
け
る
そ
の
経
済
的
基
礎
を
明

瞭
に
し
た
こ
と
を
も
、
ふ
く
む
こ
と
を
忘
る
べ
き
で
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
史
的
唯
物
論
と
し
て
は
、
唯
物
史
観
に
お
け
る
有
名
な
公
式
ど

お
り
に
、
緑
済
的
土
台
の
上
岬
に
位
低
づ
け
ら
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
、

法
律
お
よ
び
政
治
の
諦
例
度
、
し
た
が
っ
て
法
学
、
政
治
学
の
イ
デ
オ
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ロ
ギ
ー
、
、
さ
ら
に
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し

て
も
、
宗
教
、
哲
学
、

科
学
、
文
学
、
そ
の

他
の
諸
領
域
に
わ
た

っ
て
、
彼
の
研
究
意

慾
を
発
揮
せ
し
め
た

こ
と
に
、
問
題
は
な

い
。
そ
の
い
み
で
、

マ
ル
ク
ス
主
義
を
形

成
せ
し
め
る
た
め
の

三
源
泉
思
想
を
、
マ

ル
ク
ス
が
、
そ
れ
ぞ

れ
個
別
的
に
ア
ウ
フ

ヘ
ー
ベ
ン
し
た
と
し

て
も
、
そ
の
ぼ
あ
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
を
彩
態
（
１
ー
イ
デ
オ
ｐ
ギ
ー
）

と
し
て
制
約
な
い
し
規
定
し
た
と
こ
ろ
の
背
景
的
な
、
政
治
、
経
済
的

な
現
実
の
杜
会
構
造
の
動
的
な
姿
に
、
無
関
心
で
あ
り
え
た
は
ず
の
も

の
で
な
い
こ
と
に
っ
い
て
も
、
あ
ら
た
め
て
言
及
す
る
ま
で
の
こ
と
で

　
　
　
　
共
　
同
　
研
　
究
　
室

は
な
い
。
本
節
に
掲
げ
た
「
シ
ヱ
ー
マ
ー
」
に
あ
っ
て
は
、
そ
こ
に
図

示
し
て
は
い
た
い
事
柄
で
あ
る
が
、
三
源
泉
の
思
想
形
態
を
、
そ
れ
ぞ

れ
に
制
約
な
い
し
規
定
し
た
当
時
の
杜
会
的
背
景
と
し
て
の
歴
史
的
事

膚
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
と
い
う
よ
う
に
三
国
に
区
別

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
三
国
間
の
歴
史
的
事
情
も
、
い
う
ま
で
も

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
展
段
階
の
差
異
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
在
的
に
相

互
に
関
連
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
読
者
は
念
頭
に
う
か
べ
て
お
い

て
い
た
だ
ぎ
た
い
。
さ
ら
に
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
三
源
泉
と
し
て
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ソ
を
、
統
一
し
て
彼
白
］
身

の
固
有
の
立
場
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
国
問
の
歴
史
的
、
杜

会
的
な
諸
事
情
が
、
そ
の
実
在
的
な
相
互
関
連
の
姿
を
、
彼
の
時
代
の

各
国
の
人
び
と
に
、
よ
り
い
っ
そ
う
明
瞭
な
姿
で
認
識
せ
し
む
る
こ
と

に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
っ
い
て
も
、
わ
た
し
は
一
言
だ
げ
附
加
し

て
お
き
た
い
。

　
こ
の
よ
う
な
二
、
三
の
注
意
を
読
者
に
喚
起
し
て
お
い
て
、
い
よ

い
よ
、
　
「
シ
ェ
ー
マ
ー
」
の
左
半
の
図
弍
の
説
明
に
入
い
る
わ
け
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
、
杜
会
主
義
な
る
実
践
の
立
場
に
た
っ
て
、
若
き
マ
ル

ク
ス
は
、
へ
ｉ
ゲ
ル
折
ｎ
学
の
方
法
と
体
系
と
を
、
経
験
科
学
と
し
て
の

古
典
経
済
学
の
実
証
的
な
囚
災
法
則
の
う
ち
に
批
判
的
に
適
用
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
　
（
八
二
五
）
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へ
ー
ゲ
ル
の
神
学
の
立
場
に
あ
る
観
念
論
、
お
よ
び
プ
ロ
イ
セ
ン
の
絶

対
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
反
動
性
を
廃
棄
し
た
こ
と
、
そ
れ

が
同
時
に
（
１
１
論
理
的
な
意
味
で
）
古
典
経
済
学
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
視

野
の
狭
隆
さ
に
制
約
さ
れ
た
経
済
法
則
の
永
遠
性
に
つ
い
て
の
願
望
を
、

弁
旺
法
に
よ
る
発
生
消
減
の
論
理
で
も
っ
て
拒
否
し
な
が
ら
も
、
資
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

家
的
宙
の
原
因
を
「
疎
外
さ
れ
た
状
態
」
に
あ
る
労
働
一
般
と
し
て
、

こ
の
科
学
的
因
果
性
を
批
判
的
に
継
承
し
た
こ
と
を
、
い
み
し
た
こ
と

に
な
る
。
要
す
る
に
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
古
典
経
済
学
と
の
二
っ
の
ア

ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ソ
は
、
別
々
の
も
の
で
は
な
く
て
一
っ
の
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ

ン
の
両
面
、
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
ン
、
メ
ン
ト
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
ま
た
同
様
に
、
哲
学
と
経
済
学
と
を
同
時
に
ア
ウ
フ

ヘ
ー
ベ
ン
し
え
た
と
い
う
理
論
面
の
論
理
的
事
柄
は
、
実
践
面
と
し
て

の
杜
会
主
義
を
、
空
想
的
な
も
の
か
ら
科
学
的
な
も
の
た
ら
し
む
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
、
実
践
面
の
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
が

理
論
面
の
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
を
可
能
な
ら
し
め
た
、
と
も
同
時
に
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
三
っ
の
思
想
灼
源
泉
に
た
い
す
る
若
き

マ
ル
ク
ス
の
そ
れ
ぞ
れ
の
三
つ
の
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
は
、
論
理
的
に
単

純
化
す
れ
ぼ
、
同
一
の
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ソ
の
う
ち
に
三
っ
の
モ
メ
ン
ト

と
し
て
内
在
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八
　
（
八
二
六
）

以
上
が
、
　
「
シ
ェ
ー
マ
ー
」
の
左
半
の
図
式
の
説
明
で
あ
る
。
こ
の
点

の
い
っ
そ
う
詳
細
な
論
述
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
『
経
済
哲
学
原
理
』

を
刊
行
す
る
さ
い
に
、
わ
た
し
の
新
ら
た
に
書
き
加
え
た
論
文
　
　
同

書
の
第
一
篇
の
第
二
章
と
し
て
配
置
し
て
あ
る
「
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済

哲
学
の
成
立
の
必
然
性
」
な
る
論
述
部
分
　
　
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
も
、
三
つ
の
思
想
的
源
泉
の
そ
れ

ぞ
れ
の
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
が
一
つ
の
そ
れ
と
し
て
統
一
さ
る
べ
き
論
理

的
根
拠
が
論
述
さ
れ
て
あ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
さ
き
に
読
者
に
注

意
を
喚
起
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ウ
フ
ヘ
．
－
ベ
ン
の

統
一
の
た
め
の
背
景
に
な
る
は
ず
の
、
す
く
な
く
と
も
イ
ギ
リ
ス
の
産

業
革
命
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
以
後
の
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
の
四
八
年

の
三
月
革
命
ま
で
の
、
三
国
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
過
程
に
あ
る
特
殊
な

杜
会
構
造
に
つ
い
て
の
、
お
は
び
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
連
に
っ
い
て
の

分
析
　
　
す
で
に
マ
ル
ク
ス
な
り
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
っ
て
も
最
初
か
ら

着
手
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
　
　
を
、
綜
合
し
て
論
述
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
わ
た
し
に
は
、
い
ま
だ
出
来
て
い
な
い
。
こ
の
テ
ー
マ
は
、
当

然
な
が
ら
、
わ
た
し
が
随
分
と
以
前
か
ら
構
想
を
、
す
こ
し
ず
っ
具
体

化
し
て
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
文
章
化
す
る
た
め
に
は
、

多
く
の
専
門
家
の
研
究
資
料
の
読
破
を
前
提
と
し
な
げ
れ
ぼ
な
ら
ず
、



こ
こ
に
、
そ
の
時
期
を
予
約
す
る
こ
と
も
到
底
不
可
能
と
い
う
ほ
か
は

な
い
。
し
か
し
現
在
ま
で
に
纏
め
あ
げ
ら
れ
た
構
想
は
、
毎
学
年
度
の

講
義
で
必
要
な
か
ぎ
り
で
講
述
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
さ
き
に
第
一
節

「
は
し
が
き
」
の
最
初
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
た
講
義
内
容
と
し
て
の
第
一

篇
を
成
す
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
再
び
「
シ
ヱ
ー
マ
ー
」
の
左
半
の
図
式
の
説
明
に
移

る
が
、
二
の
図
式
の
意
味
す
る
内
容
に
つ
い
て
は
前
述
し
て
き
た
，
と
お

り
で
あ
る
が
、
い
ま
一
つ
、
そ
の
内
容
の
論
理
構
造
に
つ
い
て
、
附
言

し
て
お
き
た
い
こ
と
は
一
杜
会
主
義
の
↓
山
掛
で
へ
－
ゲ
ル
哲
学
と
古
典

経
済
学
と
の
同
時
的
止
揚
を
成
就
し
え
た
と
い
う
こ
。
と
を
、
こ
の
止
揚

　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

の
過
程
を
受
け
と
め
る
場
所
が
マ
ル
ク
ス
白
身
の
立
場
を
創
造
せ
し
め

た
、
と
い
う
ふ
う
に
論
理
灼
に
、
わ
た
し
は
解
明
し
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
わ
た
し
の
い
わ
ゆ
る
過
程
即
場
所

な
る
幡
史
的
発
贋
の
論
理
構
造
が
、
積
極
的
に
主
張
し
な
げ
れ
ば
な
ら

な
い
必
然
性
と
し
て
、
わ
た
し
の
研
究
態
度
の
中
核
を
な
す
に
い
た
っ

て
い
る
理
巾
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
過
程
即
場
所
と
い
う
論
理
は
、

そ
れ
が
対
象
的
に
火
在
す
る
歴
史
的
現
実
の
運
動
そ
の
も
の
を
理
解
す

る
た
め
の
も
の
と
し
て
は
、
い
ま
し
が
た
述
べ
た
と
こ
ろ
の
三
源
泉
的

諦
思
想
の
統
一
的
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
領
域
に

　
　
　
　
共
　
同
　
研
　
究
　
室

お
い
て
適
用
さ
れ
る
ま
え
に
、
そ
の
土
台
に
あ
る
法
律
、
政
治
、
経
済

の
総
合
体
と
し
て
の
現
実
杜
会
の
領
域
に
お
い
て
こ
そ
、
そ
の
本
来
の

レ
ー
ゾ
ソ
・
デ
ー
ト
ル
を
も
つ
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
こ

の
こ
と
を
、
三
源
泉
の
同
時
的
止
揚
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
簡
単
に
述

べ
る
な
ら
ば
、
プ
ロ
イ
セ
ソ
絶
対
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
へ

ー
ゲ
ル
哲
学
体
系
の
崩
壊
過
程
に
あ
っ
た
ド
イ
ツ
の
歴
史
的
現
実
は
、

空
想
的
杜
会
主
義
を
発
生
せ
し
め
た
原
動
力
と
し
て
の
フ
ラ
ソ
ス
の
大

革
命
の
影
響
と
、
古
典
経
済
学
に
お
い
て
解
明
さ
れ
た
産
業
革
命
の
進

展
と
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
階
級
の
白
覚
的
運
動
の
発
生
と
を
、
総
合
統

一
し
た
国
際
的
な
過
程
を
、
自
ら
を
一
歩
で
も
前
進
せ
し
め
る
た
め
に

更
か
ど
か
－
自
ら
の
構
造
的
体
質
を
変
革
せ
ざ
る
を
え
な
い
必
然
性
に
、

ド
イ
ツ
の
杜
会
的
現
実
は
、
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
必
然
的
な
過
程

を
受
げ
と
め
る
場
所
と
し
て
の
意
織
が
、
マ
ル
ク
ス
の
意
識
で
あ
っ
た
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
意
識
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て

現
実
化
さ
れ
え
た
と
し
て
も
、
彼
個
人
の
主
観
的
意
識
で
は
な
く
て
、

当
時
の
す
べ
て
の
ド
ィ
ッ
人
の
求
め
て
到
迷
し
え
な
か
っ
た
普
遍
性
の

あ
る
争
掛
小
レ
心
小
称
淋
で
あ
っ
た
と
考
え
ね
ぼ
な
ら
な
い
。

　
お
よ
そ
、
杜
会
が
一
つ
の
形
態
か
ら
他
の
形
態
に
移
行
す
る
ぱ
あ
い

に
は
、
こ
の
移
行
の
現
実
の
過
程
に
お
い
て
、
過
去
の
い
っ
さ
い
の
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九
　
（
八
二
七
）

●



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
第
六
号
）

的
内
容
を
止
揚
す
る
だ
け
の
普
遍
的
な
当
為
の
意
識
が
、
そ
の
現
実
を

質
的
に
転
換
す
る
だ
げ
の
威
力
を
も
つ
場
所
的
契
機
と
し
て
、
働
い
て

い
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
契
機
が
主
体
的
実
践
と
し
て

顕
現
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
わ
た
し
は
、
歴
史
的
現

実
を
動
的
に
理
解
す
る
た
め
の
方
法
論
的
な
術
語
と
し
て
、
過
程
即
場

所
な
る
構
造
的
概
念
を
、
戦
後
に
お
い
て
、
わ
た
し
の
す
べ
て
の
著
書

に
お
い
て
使
用
し
て
き
て
い
る
。
ど
の
著
書
の
ど
の
箇
所
で
あ
る
か
は
、

こ
で
調
べ
て
読
者
の
便
宜
に
供
す
る
時
間
的
な
余
裕
が
な
い
が
、
た
ま

こ
た
ま
想
起
す
る
ま
ま
に
取
り
あ
え
ず
例
証
と
し
て
、
こ
の
概
念
の
纏

っ
た
叙
述
を
し
て
あ
る
箇
所
と
し
て
は
、
　
『
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
く
資
本

論
Ｖ
』
の
第
一
章
「
〈
資
本
論
Ｖ
の
学
的
体
系
性
」
と
『
経
済
哲
学
原
理
』

第
三
篇
の
第
二
章
「
賃
労
働
者
の
定
有
的
論
理
構
造
」
と
、
さ
ら
に
、
前

掲
の
「
経
済
学
研
究
の
出
発
点
に
あ
る
哲
学
的
課
題
」
な
る
論
文
な
ど

に
お
い
て
、
読
者
は
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
過
程
即
場
所
と
い
う
術
語
は
客
体
即
主
体
と
い
い
か
え
て
も
よ
い

の
で
あ
る
が
、
後
老
と
し
て
の
構
造
的
概
念
が
主
と
し
て
認
識
論
的
に

の
み
理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
に
た
い
し
て
、
前
者
は
対
象
そ
の
も
の
の

構
造
を
、
よ
り
よ
く
表
示
し
、
し
か
も
、
そ
れ
の
動
的
な
性
格
を
表
わ

し
て
い
る
点
で
、
歴
史
的
現
実
そ
の
も
の
の
運
動
の
論
理
と
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
〇
　
（
八
二
八
）

　
も
っ
と
も
適
切
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
な
い
か
と
、
わ
た
し
は
思
っ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
動
的
構
造
を
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
こ
の
概

念
を
、
さ
ら
に
抽
象
的
な
無
規
定
的
な
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
で
言
表
す
る
ば
あ

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
い
に
は
、
有
即
無
と
い
う
こ
と
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
ぼ
あ
い
の
無
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
い
う
こ
と
を
、
わ
た
し
は
作
用
な
い
し
働
ら
き
を
意
味
せ
し
め
て
い
る
。

　
た
と
え
ぼ
、
わ
れ
わ
れ
が
何
か
を
考
え
る
と
い
う
ば
あ
い
、
そ
の
思
惟

作
用
の
成
果
に
成
立
す
る
も
の
が
、
何
か
で
あ
り
対
象
で
あ
り
、
あ
る

　
い
は
、
す
で
に
前
提
さ
れ
て
い
る
何
ら
か
の
対
象
に
つ
い
て
思
惟
す
る

作
用
は
、
対
象
が
有
の
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
で
言
表
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
、
作
用

は
無
と
い
う
ほ
か
は
な
い
、
と
い
う
だ
け
の
意
味
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、

わ
た
し
と
し
て
は
、
有
と
し
て
の
対
象
か
ら
機
械
的
に
切
り
離
さ
れ
た

か
ぎ
り
で
の
純
粋
乍
用
な
り
純
粋
無
な
る
も
の
を
考
え
て
い
な
い
の
で

あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
有
即
無
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
、
歴
史
的
現
実
の
動

、
的
論
理
の
構
造
を
表
現
す
る
た
め
の
、
も
っ
と
も
抽
象
的
な
概
念
で
あ

る
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
現
実
の
発
展
的
な
運
動
を
、

た
ん
に
過
程
的
な
、
客
体
的
な
、
す
な
わ
ち
有
的
な
側
面
の
み
か
ら
見

て
、
そ
の
場
所
的
な
、
主
体
的
な
、
す
な
わ
ち
、
作
用
的
な
働
ら
き
と

し
て
の
無
の
契
機
を
無
視
す
る
ぼ
あ
い
に
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
客
観
主
義

と
し
て
の
偏
向
に
お
ち
い
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
現
実
の
運
動
を
把
握



す
る
ぱ
あ
い
に
、
た
だ
、
そ
こ
に
一
貫
し
て
い
る
発
展
法
則
を
分
析
的

に
定
立
す
る
だ
げ
な
ら
ぼ
、
一
般
に
科
学
老
の
立
場
が
、
ま
さ
に
、
そ

れ
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
、
客
観
主
義
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
ほ
か

は
匁
い
の
で
あ
る
。

　
唯
物
論
の
領
域
で
、
科
学
的
に
。
分
析
し
出
さ
れ
た
客
観
的
法
則
の
実

在
性
を
承
認
し
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
人
問
を
置
き
入
れ
な
げ
れ
ぼ
、

こ
の
実
在
的
法
則
も
発
展
的
な
も
の
と
し
て
把
握
し
え
な
い
と
す
る
と

こ
ろ
の
、
主
体
性
論
者
が
存
在
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
そ
の
と
お
り

で
あ
る
と
し
て
も
、
間
題
は
、
歴
史
的
現
実
の
な
か
の
人
問
が
、
ど
の

よ
う
な
恵
識
形
態
で
も
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
実
在
的
な
客

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

観
的
法
則
と
係
わ
り
合
う
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
実
在
す

る
客
観
的
法
則
を
必
然
性
と
し
て
把
梶
す
る
に
と
ど
ま
る
一
般
の
科
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

者
の
立
場
は
、
そ
の
恵
識
的
形
態
で
閉
題
に
す
れ
ぼ
悟
性
の
立
場
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
い
わ
ゆ
る
必
然
性
を
白
由
に
転

化
す
る
と
い
う
ぼ
あ
い
の
人
問
の
意
識
形
態
は
、
理
性
で
な
け
れ
ぼ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ら
な
い
。
そ
こ
で
、
閉
題
の
解
閉
は
、
人
閉
が
理
性
の
立
場
に
た
っ
て
、

客
観
的
に
実
在
す
る
必
然
的
法
則
を
、
ｎ
己
の
内
容
と
す
る
、
い
い
か

え
れ
ぼ
士
Ｌ
体
的
に
把
権
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、

こ
の
程
度
の
こ
と
な
ら
、
主
体
性
論
者
な
ら
ず
と
も
、
だ
れ
し
も
心
得

　
　
　
　
共
　
同
　
研
　
究
　
室

て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
一
般
に
科
学
者
の
ぼ
あ
い
は
、
む
し
ろ
白
己

の
仕
事
の
限
界
を
悟
性
の
立
場
に
固
有
の
も
の
と
し
て
、
あ
え
て
厳
守

し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
す
く
な
く
と
も
哲

学
者
と
自
称
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
唯
物
論
者
と
い
え
ど
も
、
悟
性
の
立

場
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
べ
き
は
ず
で
、
そ
の
悟
性
の
立

場
の
限
界
を
超
え
て
、
悟
性
を
も
内
在
的
契
機
と
す
る
よ
り
高
い
理
性

の
立
場
に
ま
で
、
白
己
止
揚
を
遂
げ
て
お
ら
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
の
で

あ
る
。

　
そ
こ
で
、
っ
ぎ
の
第
二
の
間
題
は
、
実
在
的
法
則
と
理
性
的
人
問
と

が
、
ど
の
よ
う
に
係
わ
り
合
う
か
の
方
法
と
し
て
の
論
理
構
造
に
あ
る
。

わ
た
し
が
唯
物
論
に
お
げ
る
主
体
性
の
契
機
に
、
年
来
、
つ
ね
に
思
索

を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
、
こ
こ
の
係
わ
り
合
い
の
と
こ
ろ

に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
論
理
構
造
を
ぼ
、
客
体
即
主
体
、
過
程
即
場

所
、
有
即
無
と
い
う
ふ
う
に
概
念
的
に
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
言
表
に
お
け
る
「
即
」
と
い
う
こ
と
は
、
単
純
に
同
一
性
の
こ
と

で
は
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
の
反
劣
諦
規
定
の
最
初
の
も
の
と
し
て
の
、
区

別
に
お
け
る
同
一
性
、
あ
る
い
は
、
Ｋ
別
と
同
一
性
と
の
同
一
性
で
あ

る
と
も
、
さ
し
あ
た
り
、
い
ち
お
う
考
え
ら
れ
て
も
差
し
支
え
は
た
い

が
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
有
川
無
と
い
っ
て
も
、
無
の
契
機
は
媒
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介
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
直
接
的
な
も
の
は
有
で
あ
り
、
彼
の
論
理
学

的
思
惟
の
白
己
展
開
も
ま
た
、
し
た
が
っ
て
、
無
を
媒
介
に
し
て
有
に

始
ま
っ
て
有
に
終
る
、
と
い
う
形
態
を
と
り
、
一
つ
の
客
観
主
義
的
偏

向
に
あ
る
弁
証
法
で
あ
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
い

う
有
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
人
格
神
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
神
と
し
て
の
絶
対
精
神
で
あ
り
、
そ
の
最
も
抽
象
的
な
表
現
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
で
あ
っ
た
か
ら
に
よ
る
。
と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
ス
の
へ
ー
ゲ

ル
批
判
は
、
ま
さ
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
つ
う
じ
て
で
あ
る
が
、

こ
の
絶
対
幣
抑
の
白
己
運
鋤
を
対
象
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
へ
ー
ゲ

ル
を
顛
倒
し
て
ｎ
分
の
立
場
に
し
た
と
い
わ
れ
る
か
ぎ
り
で
、
レ
ー
ニ

ソ
の
規
定
し
た
よ
う
に
「
物
貰
の
口
己
運
動
」
が
歴
史
的
現
実
を
口
己

展
閑
せ
し
め
る
と
い
う
立
場
に
、
マ
ル
ク
ス
は
、
立
っ
て
い
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
わ
た
し
ｎ
身
も
戦
前
の
初
期
に
お
い
て
は
、
こ
の
恋
味
で
マ
ル
ク
ス

の
哲
学
的
立
場
を
理
解
し
て
、
そ
し
て
「
物
貫
の
折
〕
学
的
概
念
』
な
る

一
冊
の
書
物
を
著
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
精
神
が
有
で
あ
る

た
ら
ぼ
、
物
慨
は
、
さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
現
実
の
人
問
に
と
っ
て
有
で

あ
る
。
と
す
る
た
ら
ぼ
、
物
貫
と
し
て
の
有
は
、
あ
る
い
は
、
有
と
し

て
の
物
貰
は
、
呵
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
有
即
無
と
い
う
か
ぎ
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り
で
は
、
そ
れ
は
無
か
ら
発
生
し
た
と
い
う
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
無

を
直
接
的
な
も
の
と
し
て
考
え
る
立
場
に
、
仏
教
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
、
物
質
の
起
源
を
追
究
し
て
ゆ
く
な
ら
ぼ
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら

仏
教
へ
と
、
改
宗
し
た
だ
げ
の
こ
と
で
あ
る
と
誤
解
も
さ
れ
そ
う
で
あ

り
、
ま
た
別
に
、
自
己
運
動
す
る
か
ぎ
り
の
物
質
が
主
体
的
で
あ
る
と

主
張
し
て
も
、
　
　
わ
た
し
の
「
物
質
の
哲
学
的
概
念
』
の
立
場
が
そ

れ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
　
　
物
質
の
起
源
の
問
題
は
唯
物
論
的
に

は
解
決
で
き
な
い
ア
ポ
リ
ァ
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
は
、
こ
の
問
趣
に
気

付
い
て
、
す
で
に
久
し
い
。
そ
し
て
、
こ
の
起
源
の
問
題
に
っ
い
て
は
、

表
む
き
に
は
、
判
断
中
止
に
し
て
い
る
こ
と
を
、
こ
こ
に
告
巾
し
て
お

か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
わ
た
し
の
哲
学
的
な
思
索
の
焦
点

を
、
物
賃
の
主
体
性
の
閉
題
に
つ
い
て
も
、
そ
の
起
源
に
さ
か
の
ぼ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
と
を
避
げ
て
、
そ
の
白
己
運
動
の
仕
方
の
方
だ
け
に
、
移
行
せ
し
め

て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
歴
史
的
現
実
の
運
動
様
式
を
、
有

即
無
と
し
て
原
理
的
に
解
明
し
、
そ
の
解
明
を
『
資
本
論
』
を
「
論
理

学
」
と
し
て
読
み
な
お
す
過
程
に
お
い
て
、
な
ん
と
か
マ
ル
ク
ス
か

ら
学
べ
る
も
の
を
学
び
と
ろ
う
と
し
て
い
る
の
が
、
戦
後
の
わ
た
し
の

思
索
の
核
心
と
な
っ
て
い
る
わ
げ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
っ
い
て
は
、
と

く
に
、
前
掲
の
「
経
済
学
研
究
の
出
発
点
に
あ
る
哲
学
的
課
題
」
を
参



照
さ
れ
た
い
。

　
戦
後
の
日
本
の
臼
然
科
学
の
領
域
で
、
物
理
学
界
が
、
素
粒
子
論
研

究
グ
ル
ー
プ
の
活
躍
に
よ
っ
て
、
そ
の
水
準
と
姿
態
と
を
著
し
く
高
め

変
質
せ
し
め
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
の
素
粒
子
論
研

究
者
の
な
か
で
弁
江
法
的
唯
物
論
の
立
場
に
た
っ
て
い
る
若
干
の
学
者

が
、
天
文
学
老
た
ち
の
協
力
を
得
て
、
物
質
の
原
初
的
状
態
を
明
確
に

し
て
、
元
素
の
ゲ
ネ
ア
ロ
ギ
ー
を
作
製
し
よ
う
と
す
る
企
画
が
あ
り
、

そ
れ
が
実
行
に
移
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
わ
た
し
は
早
や
く
か
ら
知
っ

て
い
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
宇
蛍
発
生
当
初
の
元
素
が
、
現
在
に
お
い

て
確
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
百
個
近
く
の
も
の
に
分
化
さ
れ
る
以
前
の

融
合
状
態
に
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
閉
瞭
に
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
、
論
理
学
的
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
、
有
と
し
て
規
定
す
る
ほ
か
な
い

も
の
で
あ
る
。
糸
粒
子
論
学
者
と
天
文
学
劣
と
の
…
に
遂
行
さ
れ
っ
っ

あ
る
こ
の
研
究
テ
ー
マ
は
、
わ
た
し
が
衣
む
き
に
判
断
巾
止
に
し
て
い

る
…
｝
心
　
　
い
」
∴
川
の
派
几
パ
」
、
な
い
し
、
物
一
賃
の
紀
一
舳
…
の
川
…
舳
心
　
　
に
何
。

閑
係
で
は
な
い
、
そ
れ
に
し
て
も
、
布
川
柵
の
愉
珊
構
逃
の
榊
閉
に
は
、

一
而
的
に
し
か
、
す
た
わ
ち
、
有
の
契
微
の
而
に
お
い
て
し
か
、
役
だ

た
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
右
の
ｎ
然
科
学
者
の
研
先
テ

ｉ
マ
に
た
い
し
て
、
わ
た
し
が
無
関
心
の
ま
ま
で
過
し
え
な
い
で
い
る

　
　
　
　
共
　
同
　
研
　
究
　
室

の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
の
第
一
は
、
わ
た
し
の
い
わ
ゆ
る
有
即
無
、

過
程
即
場
所
な
る
論
理
構
造
を
も
つ
概
念
規
定
は
、
わ
た
し
が
唯
物
論

の
立
場
か
ら
到
達
し
提
唱
Ｌ
て
い
る
か
ぎ
り
の
も
の
と
し
て
は
、
そ
の

基
礎
づ
け
の
た
め
の
努
力
の
方
向
は
、
白
然
科
学
と
の
内
容
的
な
結
び

つ
き
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
、
と
確
信
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
プ
ル
ク
ス
の
諾
労
作
が
、
す
べ
て
、
自
然
を
対
象

と
し
よ
う
と
杜
会
を
対
象
と
し
よ
う
と
一
般
に
。
科
学
の
領
域
の
研
究
成

果
と
、
彼
膚
身
の
哲
学
的
思
索
と
の
弁
江
法
的
統
一
と
し
て
、
執
筆
さ

れ
著
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
そ
の
典
型
と
し
て

『
資
本
論
』
は
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
経
済
学
と
し
て
は
、
ど
こ
ま

で
も
経
験
的
科
学
で
あ
る
こ
と
を
失
う
こ
と
な
く
、
し
か
も
同
時
に
、

そ
の
体
系
化
の
方
法
諭
に
お
い
て
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
劣
る
こ
と
の
な
い

折
〕
学
的
思
帷
で
一
貰
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
っ
い
て
は
、
わ
た
し
ｎ
身
の

『
貰
木
論
』
研
究
態
度
の
基
本
的
精
神
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
わ
た

し
と
し
て
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ
と
に

閉
趣
は
た
い
で
あ
ろ
う
。

　
っ
ぎ
に
第
二
の
珊
山
と
し
て
は
、
第
一
の
理
山
を
、
よ
り
内
容
づ
け

る
も
の
で
あ
る
が
、
牧
後
に
お
い
て
、
わ
た
し
が
諦
論
文
で
使
用
し
は

じ
め
た
「
場
所
」
と
い
う
∴
ー
い
焚
の
概
念
規
定
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
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量
子
力
学
な
い
し
素
粒
子
論
の
領
域
で
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
る
フ
ィ

ー
ル
ド
．
セ
ォ
リ
ー
を
、
わ
た
し
が
理
解
し
う
る
か
ぎ
り
で
、
こ
れ
か

ら
の
類
推
と
い
う
方
法
が
考
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
示
し

て
お
ぎ
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
わ
た
し
自
身
と
し
て
も
、
現
代
物
理
学

に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
・
セ
オ
リ
ー
に
つ
い
て
の
解
説
本
を
、
何
冊
か

読
み
も
し
た
が
、
数
学
的
知
識
を
欠
除
し
て
い
る
わ
た
し
に
は
、
そ
の

理
解
の
殆
ど
不
可
能
に
近
い
の
に
気
付
か
さ
れ
て
、
こ
の
方
向
の
研
究

努
力
は
、
す
で
に
長
年
に
わ
た
っ
て
諦
め
て
い
る
。
そ
う
し
た
頃
に
、

東
京
の
木
知
の
若
き
研
究
者
　
　
お
そ
ら
く
何
処
か
の
大
学
の
物
理
学

の
マ
ス
タ
ー
コ
ー
ス
く
ら
い
の
実
力
者
と
推
定
さ
れ
る
が
　
　
か
ら
、

わ
た
し
の
場
所
の
論
理
を
素
粒
子
論
の
解
説
本
に
適
用
し
た
研
究
ノ
ー

ト
の
オ
フ
プ
リ
ン
ト
一
部
を
恵
投
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

こ
の
よ
う
た
物
理
学
者
の
側
か
ら
の
協
力
が
、
よ
り
高
度
の
水
準
に
お

い
て
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ぱ
、
わ
た
し
ｎ
身
に
と
っ
て
大
い
に
役

だ
っ
だ
け
で
な
く
、
学
界
に
も
意
義
の
あ
る
こ
と
と
し
て
、
則
待
せ
ざ

る
を
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
研
究
ノ
ー
ト
で
は
、

光
を
無
と
し
て
天
体
の
発
展
の
過
程
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
な
恕
が
、

述
べ
ら
れ
て
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
わ
た
し
の
な
見

と
し
て
は
、
光
も
一
っ
の
物
貫
と
し
て
有
と
姐
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
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あ
る
。
　
　
こ
の
研
究
ノ
ー
ト
の
恵
投
に
た
い
す
る
挨
拶
状
を
、
わ
た

し
は
出
し
そ
び
れ
て
現
在
に
お
よ
ん
で
い
る
の
で
、
こ
こ
で
謝
意
を
表

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
　
　
と
に
か
く
、
わ
た
し
は
物
質
の

起
源
の
問
題
に
つ
い
て
表
む
き
は
判
断
中
止
の
ま
ま
に
し
て
あ
る
の
で

あ
る
が
、
心
の
う
ち
で
は
秘
か
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
思
索
の
姿
勢
は
、

も
ち
続
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
閉
魎
に
た
い
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が
、

わ
た
し
に
お
い
て
は
、
わ
た
し
の
処
女
川
版
と
し
て
の
物
貫
の
哲
学
的

概
念
の
叙
述
か
ら
推
定
さ
れ
う
る
よ
う
に
、
ま
ず
「
杜
会
の
起
源
」
の

閉
趣
か
ら
「
生
命
の
起
源
」
の
閉
題
へ
、
さ
ら
に
、
こ
れ
か
ら
「
物
貫

の
起
源
」
の
…
題
へ
と
湖
源
し
て
い
る
点
か
ら
見
れ
ぼ
、
こ
の
「
物
質

の
起
源
」
．
の
問
題
を
マ
ク
ロ
の
此
界
に
お
い
て
山
ら
に
提
起
し
て
い
た

こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
で
、
戦
後
に
気
づ
か
さ
れ

て
い
る
忠
索
の
方
向
は
、
、
・
・
ク
ロ
の
泄
界
に
有
川
無
と
い
う
概
念
規
定

の
モ
デ
ル
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
同

時
に
、
有
即
無
と
い
う
概
念
規
定
を
歴
吏
的
現
実
の
論
理
と
し
て
抽
象

し
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
硯
代
物
理
学
が
解
明
し
っ
っ
あ
る
フ
ィ
ー
ル

ド
．
セ
オ
リ
ｉ
に
お
け
る
粒
子
と
場
と
の
柵
互
関
連
を
、
論
理
的
に
把

握
し
な
お
す
べ
き
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
即
」
と
い
う
反
竹
規
定
も
具
体



化
し
う
る
と
推
定
し
う
る
と
す
る
な
ら
ぱ
、
天
地
創
造
の
悠
久
の
過
去

に
問
題
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
第
二
義
的
な
方
法
論
的
意
味
し
か
も
ち

え
ず
、
第
一
義
的
な
そ
れ
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
・
セ
オ
リ
、
．
か
ら
の
類
推

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
現
実
の
歴
史
過
程
の
転
換
そ
の
も
の
の
、
そ
こ

に
お
け
る
過
去
か
ら
の
遺
産
と
未
来
へ
の
展
望
と
の
相
互
関
連
の
、
そ

の
い
み
で
の
過
程
即
場
所
の
、
論
理
構
造
を
、
現
段
階
の
世
界
状
勢
の

科
学
的
分
析
の
諸
成
果
を
素
材
と
し
て
哲
学
的
に
思
索
す
る
と
い
う
こ

と
に
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
心
に
決
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
、

わ
た
し
の
研
究
的
生
活
に
お
け
る
現
在
の
心
境
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
心
境
は
、
若
き
マ
ル
ク
ス
の
心
境
で
も
あ
っ
た
は
ず
だ
し
、

そ
の
か
ぎ
り
で
『
資
本
論
』
も
、
こ
の
よ
う
な
心
境
か
ら
出
発
し
た
彼

の
長
い
研
究
生
活
の
最
後
の
体
系
的
な
著
作
で
あ
っ
た
と
信
ず
る
立
場

か
ら
、
わ
た
し
は
『
資
本
論
』
の
研
究
に
生
涯
を
か
け
る
ほ
か
な
い
と

田
山
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
わ
た
し
が
『
資
本
論
』
を
「
論
理
学
」
と
し

て
読
む
、
と
い
っ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
意
味
の
も
の
で
あ
っ

て
、
た
だ
単
に
経
済
学
の
方
法
論
を
、
そ
こ
か
ら
学
び
と
る
だ
け
の
狭

い
量
見
か
ら
出
た
発
想
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
は
、
レ
ジ
ュ
メ
な
ら
ぬ
長
い
文
章
に
な
り
そ
う
で
あ

る
が
、
わ
た
し
の
万
年
筆
が
必
ず
し
も
あ
ら
ぬ
方
向
に
脱
線
し
た
わ
け
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の
も
の
で
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
っ
ぎ
に
、
わ
た
し
の
「
シ

ェ
ー
マ
ー
」
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
そ
の
右
半
分
の
図
式
に
移
る
と
こ

ろ
に
、
よ
う
や
く
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
、
　
一
見
し
て
理
解

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
お
り
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
老
と
し
て
の
白
覚
を
、

マ
ル
ク
ス
自
身
が
も
っ
た
後
の
長
い
研
究
的
生
活
の
過
程
で
、
最
後
に

『
資
本
論
』
の
学
的
体
系
を
構
想
的
に
完
成
し
て
ゆ
く
順
序
を
、
彼
の

径
済
学
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
文
献
に
よ
っ
て
、
年
代
的
に
並
べ
た
だ

げ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
た
彼
の
諸
文
献
の
ほ
か
に
、
プ
ル
ク

ス
の
経
済
学
を
学
ぶ
た
め
に
必
要
な
多
く
の
文
献
の
あ
る
こ
と
は
、
読

者
の
知
っ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
諾
丈
献
の
う
ち
で
、

わ
た
し
が
論
理
学
的
に
分
析
し
え
た
だ
げ
の
も
の
を
、
　
　
と
い
っ
て

も
、
そ
れ
ら
の
個
々
の
文
献
の
全
内
容
に
わ
た
っ
て
、
と
い
う
い
み
で

な
く
、
い
ま
だ
部
分
的
に
し
か
触
れ
て
い
な
い
と
い
っ
た
方
が
正
し
い

で
あ
ろ
う
も
の
を
、
　
　
あ
え
て
列
挙
す
る
に
と
ど
め
た
に
す
ぎ
な
い
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
の
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
た
い
す
る
論
理

的
分
析
の
範
囲
が
、
量
的
に
か
ぎ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
告
白

し
て
お
く
と
い
う
意
図
を
、
明
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
逆
に
言
え
ぱ
、

わ
た
し
の
論
理
的
分
析
の
対
象
に
す
べ
き
マ
ル
ク
ス
の
諸
文
献
は
、
な

お
非
常
に
沢
山
に
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
今
後
の
研
究
の
続
行
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が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
従
来
の
わ
た
し
の
諸
著
作
に
お
い
て
結
論

的
に
主
張
し
て
き
た
若
干
の
思
想
は
、
依
然
と
し
て
暫
定
的
な
も
の
で

し
か
な
く
、
今
後
の
わ
た
し
自
身
の
研
究
の
進
展
な
り
、
他
の
立
場
に

た
っ
て
同
じ
く
論
理
学
的
研
究
を
さ
れ
て
い
る
諸
氏
か
ら
の
批
判
な
り

に
よ
っ
て
、
わ
た
し
口
身
、
反
省
し
て
訂
正
さ
せ
て
ゆ
か
ね
ぼ
な
ら
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
い
み
し
て
い
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
わ
た
し
自
身
の
現
在
ま
で
の
研
究
成
果
と
し
て
、

確
信
を
も
っ
て
主
張
し
う
る
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
が
マ
ル
ク
ス
主
義
者

と
し
て
の
白
覚
を
も
ち
え
た
の
が
『
経
哲
手
稿
」
に
お
い
て
で
あ
る
、

と
す
る
前
述
の
わ
た
し
の
主
張
に
、
な
お
反
省
の
余
地
あ
る
こ
と
に
一

歩
を
ゆ
づ
る
と
し
て
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
内
容
が
、
へ
ー
ゲ
ル

哲
学
と
古
典
経
済
学
と
の
同
時
的
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
に
お
い
て
始
め
て

成
立
し
え
た
と
規
定
す
る
立
場
か
ら
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
こ
の
『
経
哲

手
稿
』
以
前
に
は
、
こ
の
よ
う
な
規
定
に
か
な
う
労
作
は
、
な
か
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
、
も
と
も
と
初
期
マ
ル
ク
ス
を
研
究

す
る
こ
と
か
ら
、
わ
た
し
〔
身
の
研
究
生
活
を
初
め
た
も
の
で
な
い
。

そ
の
い
み
で
は
、
初
期
マ
ル
ク
ス
の
専
閉
的
研
究
家
諦
氏
か
ら
の
教
示

を
ヱ
け
ね
ば
な
ら
な
い
余
地
の
あ
る
こ
と
を
、
わ
た
し
は
十
分
に
ｎ
覚

し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
わ
た
し
が
『
経
哲
子
稿
』
を
読
む
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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い
た
っ
た
動
機
は
、
す
で
に
戦
前
の
資
本
論
研
究
に
接
近
し
よ
う
と
し

た
四
篇
に
わ
た
る
一
連
の
労
作
　
　
前
掲
の
『
資
本
論
の
弁
証
法
的
根

拠
』
所
収
　
　
の
う
ち
に
索
り
出
さ
ね
は
な
ら
な
い
が
、
さ
ら
に
、
こ

れ
を
詳
細
に
論
理
学
的
に
分
析
す
る
必
要
を
改
め
て
痛
感
す
る
に
い
た

っ
た
時
期
は
、
戦
後
に
お
い
て
、
わ
た
し
が
『
資
本
論
」
の
学
的
体
系

性
を
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
そ
れ
と
比
較
し
っ
っ
、
そ
の
成
果
に
或
る
程
度

の
見
と
お
し
を
つ
げ
る
こ
と
が
出
来
か
か
っ
た
途
中
に
お
い
て
で
あ
っ

た
。
い
わ
ぼ
、
　
『
資
本
論
』
研
究
の
た
め
に
必
要
あ
っ
て
初
期
マ
ル
ク

ス
の
な
か
の
『
経
哲
手
稿
』
に
湖
っ
た
、
と
い
う
の
が
、
わ
た
し
の
研

究
上
の
手
続
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
い
み
か
ら
し
て
、
わ
た
し
は

『
経
哲
手
稿
』
の
な
か
に
、
後
の
『
資
本
論
』
の
学
的
体
系
性
の
莇
芽

形
態
、
な
い
し
、
そ
の
た
め
の
原
理
が
、
秘
ん
で
い
る
の
で
な
い
か
、

と
い
う
視
角
か
ら
『
経
哲
手
稿
』
を
分
析
的
に
研
究
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
研
究
の
成
果
と
し
て
、
　
『
賞
木
論
』
の
学
的
体
系
を
主

体
的
に
把
握
す
る
た
め
の
原
理
を
、
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

っ
た
。

　
こ
の
主
体
的
に
把
え
な
お
さ
れ
た
『
資
木
論
』
の
学
的
体
系
性
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
次
節
に
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、

本
節
に
お
け
る
説
明
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
「
シ
ェ
ー
マ
ー
」
の
、
そ



の
右
半
の
部
分
に
論
述
を
も
ど
す
な
ら
ぼ
、
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身

の
学
的
体
系
の
成
長
の
過
程
を
し
め
す
も
の
と
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と

を
、
わ
た
し
は
、
い
ま
述
べ
た
理
由
か
ら
読
者
に
要
請
し
て
お
く
も
の

で
あ
る
。
四
四
年
の
『
経
哲
手
稿
』
が
、
そ
の
標
題
の
文
字
ど
お
り
に
、

へ
－
ゲ
ル
の
哲
学
と
経
験
科
学
と
し
て
の
古
典
経
済
学
と
の
弁
旺
法
的

な
ア
ゥ
フ
ヘ
ー
ベ
ソ
で
あ
り
、
そ
し
て
、
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ

う
に
、
そ
れ
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
全
哲
学
体
系
の
前
提
的
階
梯
と
さ
れ
て

い
る
『
精
神
現
象
学
』
の
「
口
己
意
識
」
の
部
分
と
、
産
業
革
命
を
前

夜
に
ひ
か
え
た
と
き
の
古
典
経
済
学
の
大
成
老
と
し
て
の
ス
、
、
、
ス
の
学

説
の
概
観
的
把
握
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
止
揚
内
容
と
し
て
い
る
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
、
ル
ク
ス
の
そ
の
後
に
お
け
る
経
済
学
の
研
究
は
、
ス

ミ
ス
ガ
ら
リ
カ
ル
ド
ヘ
、
さ
ら
に
古
典
経
済
学
か
ら
、
そ
れ
以
前
お
よ

び
彼
の
叶
代
ま
で
の
殆
ど
す
べ
て
の
学
説
に
わ
た
り
、
し
か
も
、
そ
れ

ら
の
諦
学
説
を
構
成
す
る
個
々
の
部
分
的
な
理
論
内
容
、
個
々
の
法
則
、

概
念
、
範
鵬
に
た
い
す
る
批
判
に
お
よ
ん
で
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
と

お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
か
し
、
わ
た
し
が
特
に
注
な
し
て
お
き
た
い
こ

と
は
、
こ
れ
ら
の
伽
々
の
経
済
学
的
な
概
念
な
り
法
則
を
部
分
的
に
と

り
挙
げ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
批
判
す
る
ば
あ
い
に
、
彼
は
、
つ
ね
に
彼
ｎ

身
の
唯
物
論
的
に
止
揚
す
べ
き
へ
ー
ゲ
ル
の
学
的
体
系
性
の
全
休
を
構
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成
す
べ
き
要
素
、
す
な
わ
ち
モ
メ
ソ
ト
に
ま
で
、
止
揚
す
る
よ
う
に
頭

を
働
か
せ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
い
み
で
は
、
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
に
。
つ
い
て
の
研
究
過
程
の
一

歩
一
歩
の
進
展
は
、
同
時
に
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
へ
の
反
省
的
復
帰
の
一

歩
一
歩
の
努
力
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
経
済
学
的
な
一
っ
一
っ
の

範
瞬
な
い
し
概
念
に
、
た
い
す
る
思
弁
的
分
析
を
忽
が
せ
に
し
な
か
っ
た
．

哲
学
者
と
し
て
の
研
究
態
度
を
一
貫
せ
し
め
た
一
歩
一
歩
の
進
展
で
あ

っ
た
、
と
い
う
点
に
っ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
マ
ル
ク
ス
は
経

済
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
哲
学
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
悟
性
的
立
場

に
あ
る
科
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
を
止
揚
し
て
は
じ
め
て
成
立

す
る
に
い
た
る
理
性
の
立
場
を
、
へ
ー
ゲ
ル
か
ら
唯
物
論
者
と
し
て
批

判
的
に
継
承
で
き
た
と
こ
ろ
の
、
そ
の
い
み
で
、
へ
ー
ゲ
ル
の
全
哲
学

体
系
を
も
止
揚
し
て
、
そ
れ
以
上
の
具
体
的
な
学
的
体
系
を
『
資
木
論
』

に
お
い
て
構
想
し
実
現
し
え
た
と
こ
ろ
の
傑
れ
た
哲
学
者
で
あ
っ
た
と
、

わ
た
し
は
、
っ
ね
に
主
張
し
っ
づ
け
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
い
み
で
、
彼
の
研
究
の
一
歩
一
歩
の
成
果
で
あ
る
経
済
学
的
諦
文

献
の
み
な
ら
ず
披
後
の
体
系
的
叙
述
と
し
て
の
七
三
年
の
『
資
本
論
』

こ
そ
も
ま
た
、
彼
の
経
済
学
研
究
へ
の
第
一
歩
で
あ
る
『
経
済
学
お
よ

び
哲
学
に
つ
い
て
の
手
稿
』
が
給
浄
朴
牛
で
あ
る
と
い
う
い
み
で
、
そ
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の
完
成
と
し
て
の
『
資
本
論
』
も
ま
た
彼
の
掛
浄
箏
竿
小
宕
跡
で
あ
っ

た
、
と
い
う
よ
う
に
同
じ
く
、
わ
た
し
は
主
張
し
て
き
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
に
お
い
て
、
わ
た
し
に
残
さ
れ
て
い
る
問
題
は
、

マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
の
研
究
過
程
の
進
展
の
一
歩
一
歩
に
お
い
て
、
へ

－
ゲ
ル
の
諸
著
作
に
復
帰
し
て
彼
白
身
の
構
想
し
て
い
た
体
系
に
繰
り

こ
ん
で
ゆ
く
、
そ
の
全
研
究
過
程
を
段
階
づ
げ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
ｏ　

こ
の
た
め
に
は
、
彼
の
『
グ
ル
ン
ト
リ
セ
』
を
分
析
的
に
読
む
こ
と

か
ら
始
め
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
の
切
迫
し
た
課

題
に
着
手
す
る
機
会
を
、
い
ま
だ
作
り
だ
す
時
問
的
余
裕
に
恵
ま
れ
て

い
な
い
と
い
う
の
が
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
わ
た
し
の
現
在
の
研
究
状
況

で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
す
く
な
く
と
も
五
九
年
の
『
経
済
学
批
判
』

の
執
筆
の
さ
い
に
は
、
後
の
『
資
本
論
』
全
三
巻
の
体
系
的
叙
述
に
っ

い
て
の
構
想
は
、
大
体
に
お
い
て
彼
の
念
頭
に
表
象
と
し
て
浮
ん
で
い

た
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
六
七
年
の
『
資
本
論
』
第
一
巻
初
版
を
、
さ

ら
に
、
そ
の
現
行
版
を
刊
行
す
る
ま
で
に
、
そ
の
体
系
的
叙
述
の
た
め

の
理
論
内
容
お
よ
び
方
法
論
的
順
序
な
ど
に
っ
い
て
は
、
彼
の
構
想
は

幾
変
転
し
て
い
っ
た
わ
げ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
へ
－
ゲ
ル
哲
学
へ
の
反

省
的
復
帰
に
つ
い
て
は
、
五
九
年
の
『
経
済
学
批
札
』
の
「
序
説
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
八
　
（
八
三
六
）

書
く
た
め
に
、
へ
－
ゲ
ル
の
『
論
理
学
』
、
『
精
神
哲
学
』
お
よ
び
『
法

の
哲
学
』
を
再
読
し
て
い
た
こ
と
が
、
推
察
さ
れ
う
る
。
さ
ら
に
六
七

年
の
『
資
本
論
』
第
一
巻
初
版
に
お
げ
る
「
価
値
形
態
」
論
の
執
筆
の

ぼ
あ
い
に
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
『
大
論
理
学
』
の
「
本
質
論
」
に
お
げ
る

反
省
諾
規
定
の
論
述
し
て
あ
る
箇
所
を
繰
り
返
え
し
精
読
し
た
こ
と
は
、

わ
た
し
自
身
の
「
現
実
的
な
学
と
し
て
の
く
資
本
論
Ｖ
」
を
執
筆
す
る
過

程
で
、
わ
た
し
の
確
め
得
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
プ
ラ
ン
問
題

の
究
明
に
あ
た
っ
て
も
、
さ
ら
に
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
へ
の
反
省
的
復
帰

と
も
関
連
せ
し
め
て
、
解
明
し
う
る
も
の
と
す
る
な
ら
ぱ
、
マ
ル
ク
ス

の
経
済
学
研
究
の
一
歩
一
歩
の
進
展
を
、
彼
の
経
済
哲
学
研
究
の
一
歩

一
歩
の
進
展
と
し
て
、
段
階
づ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
り
、
わ

た
し
の
ご
と
く
、
彼
の
研
究
過
程
に
そ
う
て
、
そ
の
思
想
を
追
思
惟
し
、

さ
ら
に
追
体
験
し
よ
う
と
志
し
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
多
く
の
有

意
義
な
テ
ー
マ
を
見
い
だ
し
う
る
も
の
で
な
か
ろ
う
か
、
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
　
三
　
あ
　
と
　
が
　
き

　
二
の
第
三
節
に
お
い
て
、
本
縦
告
レ
ジ
ュ
メ
の
標
題
と
な
っ
て
い
る

と
こ
ろ
の
「
〈
資
木
論
Ｖ
の
方
法
論
的
体
系
」
に
っ
い
て
、
述
べ
る
予
定

に
し
て
お
り
、
サ
て
の
た
め
の
二
つ
の
図
式
も
揃
い
て
「
シ
ェ
ー
マ
ｎ
」
、



お
よ
び
「
シ
ェ
ー
マ
皿
」
と
し
、
そ
れ
の
説
明
を
数
枚
ぼ
か
り
書
い
て

き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
完
了
の
た
め
に
は
、
な
お
二
、
三
日
の
日
数

を
必
要
と
す
る
こ
と
が
明
瞭
に
な
っ
た
の
で
、
し
か
も
、
こ
の
原
稿
の

締
切
り
口
も
、
す
で
に
過
ぎ
て
い
る
し
、
編
集
上
に
支
障
を
き
た
す
こ

と
を
考
え
あ
わ
せ
て
、
右
の
主
魎
に
つ
い
て
の
叙
述
を
、
こ
こ
に
省
略

す
る
こ
と
に
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
資
本
論
』
の
方
法
論
的
体
系

な
る
テ
ー
ブ
に
っ
い
て
、
わ
た
し
と
し
て
は
、
す
で
に
図
式
を
使
用
し

て
論
述
し
て
あ
る
著
書
な
り
論
文
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
お
け
る
そ

れ
ぞ
れ
の
図
式
の
あ
る
箇
所
を
、
こ
こ
に
列
挙
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
同
僚
諾
氏
お
よ
び
学
生
満
君
に
参
照
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た

い
。
そ
れ
ら
と
し
て
は
、
ま
ず
第
一
に
、
現
代
思
潮
杜
か
ら
改
訂
増
補

と
し
て
昭
和
三
九
年
一
一
月
に
刊
行
し
た
『
〈
費
本
論
Ｖ
へ
の
私
の
歩

み
』
に
お
げ
る
、
ま
さ
に
増
補
し
た
部
分
に
あ
た
る
「
図
式
の
一
般
的

な
解
説
」
（
同
書
の
二
四
五
頁
以
下
）
を
挙
げ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
そ
の
他
に
は
、
本
誌
第
七
巻
塘
六
号
以
下
三
号
に
わ
た
っ
て
連

載
し
て
中
断
し
て
あ
る
と
こ
ろ
の
、
　
「
〈
賓
本
論
Ｖ
体
系
の
図
式
的
解

閉
」
な
る
論
稿
に
お
け
る
、
そ
の
第
一
回
の
発
表
（
三
八
年
二
月
）
の

部
分
と
、
前
掲
拙
著
『
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
資
本
論
』
の
第
三
章
第
三
節

の
註
（
５
）
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
の
た
め
に

　
　
　
　
共
　
同
　
研
　
究
　
室

描
い
た
図
式
二
つ
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
説
明
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
こ

に
挙
げ
た
わ
た
し
白
身
の
諸
労
作
に
お
け
る
凶
式
な
い
し
説
明
と
内
容

的
に
差
異
の
あ
る
は
ず
の
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
論
述
の
仕
事
が
前
節

の
続
ぎ
と
し
て
、
回
顧
的
な
も
の
に
な
る
こ
と
に
、
そ
し
て
、
わ
ず
か

な
が
ら
の
新
味
を
け
加
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
試
み
に
、
　
「
ヅ
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
真
理
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商
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ー
マ
皿
」
お
よ
び
「
皿
」
の
二
つ
の
図
式
だ
け
を
、
挿
入
し
て
お
い

て
、
そ
の
新
味
の
あ
る
叙
述
内
容
を
推
定
し
て
も
ら
う
材
料
に
し
て
お

こ
う
。
し
か
し
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
事
情
で
、
こ
れ
ら
の
図
式
二
っ

の
説
明
を
ぱ
割
愛
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
が
、
共
同

研
先
会
で
の
報
告
内
容
の
一
部
分
を
執
筆
し
え
た
こ
と
で
、
報
告
者
と

し
て
の
責
任
を
果
し
た
こ
と
と
し
て
大
目
に
見
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し

て
、
こ
の
報
告
の
主
要
部
分
を
省
略
す
る
言
い
わ
げ
で
も
っ
て
、
こ
の

レ
ジ
ュ
メ
を
終
る
た
め
に
、
本
節
の
標
題
を
「
あ
と
が
き
」
と
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
い
ま
一
つ
の
お
詫
び
を
し
て
お
か
ね
ぼ
な
ら
な
い
こ
と

は
、
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
を
執
筆
す
る
よ
う
に
動
機
づ
け
た
と
こ
ろ
の
、
最

初
の
「
は
し
が
き
」
に
書
い
て
お
い
た
大
学
院
の
院
生
諾
君
を
指
導
す

る
た
め
に
附
加
す
る
企
て
で
あ
っ
た
文
章
も
、
ま
た
右
の
事
情
の
も
と

で
劣
略
す
る
ほ
か
な
い
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
っ
い
て
で
あ

る
。
こ
れ
は
〕
蘭
＾
論
の
内
部
に
お
け
る
上
向
と
下
向
」
と
い
う
題
目

で
、
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
の
第
四
節
に
当
て
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
テ

ー
マ
は
、
大
学
院
で
の
講
読
な
い
し
院
生
諦
君
の
毎
回
の
報
皆
な
ど
を

っ
う
じ
て
、
十
分
に
理
桝
さ
れ
て
い
な
い
ら
し
く
受
け
と
ら
れ
う
る
内

容
の
も
の
で
、
わ
た
し
ｎ
身
も
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク



ス
の
い
わ
ゆ
る
「
塊
実
的
川
発
点
」
に
、
そ
の
主
体
的
契
機
と
し
て
賃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

労
働
者
を
置
い
て
、
そ
し
て
、
こ
の
「
現
実
的
出
発
点
」
を
現
実
的
端

緒
と
し
た
論
点
に
、
係
わ
ら
し
め
て
論
述
し
て
い
な
い
の
を
気
づ
い
て

き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
テ
ー
マ
の
理
論
内
容
に
っ
い
て
、

読
者
に
誤
解
を
誘
発
せ
し
め
な
い
だ
け
の
論
述
を
、
い
ま
述
べ
た
視
角

か
ら
、
他
日
に
余
暇
を
作
り
え
た
さ
い
に
は
、
一
つ
の
論
文
と
し
て
本

誌
に
公
表
し
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
、
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
ぼ
あ
い
に

は
、
そ
の
前
提
に
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
本
レ
ジ
ュ
メ
で
割
愛
し
た

「
〈
寮
本
論
Ｖ
の
方
法
論
的
体
系
」
の
図
式
に
よ
る
叙
述
を
、
当
然
な
が

ら
、
繰
り
返
え
し
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
昭
和
四
十
年
度
第
十
四
回
研
究
会
（
二
月
四
日
）

　
　
　
　
　
　
▼
テ
ー
マ
　
「
金
光
淳
氏
の
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
め
ぐ
っ
て
」

　
　
　
　
　
　
　
報
告
老
　
手
島
　
正
毅
氏

（
報
告
要
旨
、
意
見
交
換
は
、
　
『
立
命
館
経
済
学
』
十
四
巻
五
号
、
キ

ム
・
ク
ワ
ン
シ
ウ
ン
「
マ
ル
久
ス
の
『
ア
ジ
ア
的
土
地
所
有
形
態
』
と

『
封
建
的
土
地
国
有
制
』
に
か
ん
す
る
問
題
」
お
よ
び
手
島
正
毅
氏
の

「
解
題
」
を
参
照
）

　
　
昭
和
四
十
年
度
塘
十
三
回
研
究
会
（
一
月
二
十
一
日
）

　
　
　
　
　
　
▼
テ
ー
マ
　
「
近
世
京
郁
商
人
の
別
家
制
度
」

　
　
　
　
　
　
　
靴
告
者
　
足
立
　
政
男
氏

（
報
缶
要
旨
は
一
　
『
立
命
館
経
済
学
』
十
四
巻
四
、
五
号
、
足
立
政
男

「
近
世
京
郁
陥
人
の
別
家
制
度
Ｈ
０
」
を
参
照
）

共
　
同
　
研
　
究
　
室

一
四
一
　
（
八
三
九
）


