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序
　
「
の
り
こ
え
不
可
能
な
哲
学
」
と
し
て
の
自
然
法
論

一
戦
後
自
然
法
論
　
メ
ビ
ウ
ス
の
環
　
テ
ク
ス
ト

）l（）2（）3（）4（）5（

自
然
法
概
念
の
相
対
化
　
－
　
歴
史
的
自
然
法
　
法
原
理
　
導
き
の
星
　
批
判
の
鏡

錬
金
術
的
変
成
　
－
　
自
然
法
　
あ
る
い
は
メ
ビ
ウ
ス
の
環

我
ら
が
図
書
館
の
自
然
法
論
の
磨
大
な
テ
ク
ス
ト
の
山
は
一
つ
の
「
巨
大
な
ト
ー
ト
ロ
ギ
ー
」
で
あ
る

自
然
法
を
読
む

テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
戦
後
自
然
法
思
想

二
　
新
た
な
自
然
法
論
　
－
　
そ
の
理
念
と
根
拠

Ⅲ
　
自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス

榔
　
新
た
な
自
然
法
論
の
根
拠
　
Ⅰ

㈱
　
歴
史
の
罠
　
あ
る
い
は
自
然
法
論
の
不
可
能
性

㈲
　
新
た
な
自
然
法
論
の
根
拠
　
Ⅰ

む
す
び
　
あ
る
い
は
新
た
な
始
ま
り

神
々
は
シ
ジ
フ
ォ
ス
に
、
休
み
な
く
岩
を
山
の
抜
上
ま
で
転
が
し
て
運
び
上
げ
る
刑
罰
を
課
し
た
。
山
の
頂
上
に
達
す

る
と
石
は
そ
れ
自
身
の
重
さ
で
再
び
落
ち
て
来
る
の
で
あ
っ
た
。
無
益
で
希
望
の
な
い
労
働
以
上
に
恐
ろ
し
い
刑
罰
は
な

い
と
神
々
が
考
え
た
の
は
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
…
…
神
々
に
対
す
る
彼
の
軽
蔑
、
死
に
対
す
る
彼
の
憎
悪
、
生

命
へ
の
彼
の
情
熱
が
、
決
し
て
成
就
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
仕
事
の
た
め
に
全
存
在
を
あ
げ
て
働
か
ね
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ

の
言
語
に
絶
し
た
刑
罰
を
彼
に
招
い
た
の
だ
。
…
…
到
り
つ
く
天
を
も
た
ぬ
空
間
と
終
る
べ
き
時
を
も
た
ぬ
時
間
と
の
中

で
行
わ
れ
る
こ
の
長
い
努
力
の
黒
に
、
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
。
す
る
と
早
く
も
石
が
忽
ち
の
中
に
下
界
へ
と
転
が
り
落
ち

て
ゆ
く
の
を
y
ジ
フ
ォ
ス
ほ
見
る
の
だ
。
彼
は
そ
の
下
界
か
ら
再
び
そ
の
石
を
頂
上
へ
と
持
ち
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス

－＿＿＿＿＿＿＿三
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の
で
あ
る
。
彼
は
再
び
野
に
降
っ
て
行
く
。
…
…
神
々
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
で
あ
り
、
無
力
で
し
か
も
反
抗
す
る
シ
ジ
フ
ォ

ス
ほ
、
自
分
の
悲
惨
な
条
件
の
全
貌
を
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
山
を
降
り
る
間
中
彼
が
考
え
る
の
は
こ
の
悲
惨
な
条
件
な

の
で
あ
る
。
彼
を
苦
し
め
た
に
違
い
な
い
明
視
が
同
時
に
彼
の
勝
利
を
完
き
も
の
と
す
る
の
だ
。
侮
蔑
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
克
服
さ
れ
な
い
運
命
は
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
岩
へ
と
立
帰
っ
た
シ
ジ
フ
ォ
ス
ほ
軽
や
か
に
岩
を
め
ぐ
っ
て
再
び
山
の

方
に
向
き
変
り
な
が
ら
、
繋
ぐ
も
の
の
な
い
こ
の
行
為
の
連
続
を
凝
視
す
る
。
こ
の
行
為
の
連
続
が
彼
の
運
命
と
な
る
の

で
あ
り
、
こ
の
運
命
は
彼
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
、
彼
の
記
憶
の
眼
差
の
下
に
一
つ
と
な
り
、
や
が
て
彼
の
死
に
よ
っ
て

封
印
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
人
間
の
も
の
は
す
べ
て
人
間
に
淵
源
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
確
信
し
て

居
り
、
見
る
こ
と
を
欲
し
な
が
ら
し
か
も
夜
に
は
終
り
が
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
こ
の
盲
目
の
人
間
、
彼
は
絶
え
ず
歩

み
続
け
る
。
岩
は
な
お
転
が
り
続
け
る
。
…
…
シ
ジ
フ
ォ
ス
ほ
神
々
を
否
定
し
、
岩
を
持
ち
上
げ
る
高
い
誠
実
さ
を
教
え

る
の
だ
。
…
…
も
は
や
主
人
を
も
た
な
い
こ
の
宇
宙
は
、
彼
に
は
不
毛
だ
と
も
空
し
い
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
石

の
一
粒
一
粒
、
深
い
夜
に
満
た
さ
れ
た
こ
の
山
の
金
属
的
な
輝
き
の
一
つ
一
つ
は
、
た
だ
一
人
の
彼
に
対
し
て
、
一
つ
の

世
界
を
形
づ
く
る
。
頂
上
に
向
か
う
闘
争
そ
の
も
の
が
人
間
の
心
を
充
分
満
た
す
の
だ
。
幸
福
な
シ
ジ
フ
ォ
ス
を
思
い
描

か
ね
は
な
ら
ぬ
。

A
．
C
a
m
u
s
．
L
e
M
y
t
h
e
 
d
e
S
i
s
y
p
h
e
．
（
窪
田
、
矢
内
原
訳
）

序
　
「
の
り
こ
え
不
可
能
な
哲
学
」
と
し
て
の
自
然
法
論

秩
序
と
正
義
が
か
つ
て
な
い
ほ
ど
法
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
た
精
神
の
焦
土
に
、
ひ
と
り
自
然
法
が
任
命
さ
れ
る
。
む
ろ
ん
そ
の

任
務
は
、
法
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
回
帰
に
対
す
る
防
止
と
い
う
こ
と
だ
。
以
来
、
既
に
三
〇
年
と
い
う
歳
月
の
経
過
を
み
た
。
そ
の
間
、
自
然
法
が

法
に
対
す
る
希
望
を
失
っ
た
人
々
の
未
来
で
あ
っ
た
の
は
、
ほ
ん
の
つ
か
の
ま
の
こ
と
で
あ
り
、
す
ぐ
さ
ま
、
彼
女
の
も
と
に
一
通
の
解
任
通

知
が
届
け
ら
れ
1
そ
の
理
由
は
秩
序
と
平
安
を
乱
す
と
い
う
わ
け
だ

、
か
つ
て
、
自
ら
の
存
在
の
あ
か
し
の
た
め
に
彼
女
に
つ
い
て
争



っ
て
語
っ
た
多
く
の
人
々
が
、
逆
に
彼
女
に
対
す
る
無
関
心
を
「
知
」
を
と
り
あ
つ
か
う
も
の
の
誠
実
さ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
さ
え
み
な
し

て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
、
仙
人
は
い
か
な
る
動
機
に
も
と
づ
い
て
、
改
め
て
「
自
然
法
」
と
の
対
話
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
か
。

彼
は
、
文
献
学
者
の
眼
差
を
も
っ
て
、
お
び
た
だ
し
い
自
然
法
論
の
テ
ク
ス
ト
の
山
の
中
で
窒
息
状
態
に
あ
る
人
々
の
た
め
に
、
便
利
な
一
覧

表
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
社
会
心
理
学
者
の
眼
差
を
も
っ
て
、
大
戦
直
後
の
異
常
と
も
思
え
る
自
然
法
へ
の
熱
狂
と
、
そ
の

後
の
急
速
な
無
関
心
に
分
析
の
メ
ス
を
入
れ
よ
う
と
す
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
歴
史
学
者
と
し
て
、
そ
れ
以
前
の
自
然
法
思
想
と
の
比
較
を
試

み
よ
う
と
す
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
今
や
ゆ
き
づ
ま
っ
た
と
人
が
い
う
、
息
も
た
え
だ
え
の
自
然
法
思
想
に
、
最
後
の
一
撃
を
打
ち
お
ろ
そ
う

と
で
も
す
る
の
か
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
私
が
以
下
で
試
み
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
多
様
な
、
場
合
に
よ
っ
て
は
相
矛
盾
す
る
よ
う
な
戦
後
の
自
然
法
論
の
テ
ク

ス
ト
の
手
前
に
立
ち
戻
り
、
そ
れ
ら
の
表
面
的
な
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
下
に
あ
っ
て
、
自
然
法
論
と
い
う
も
の
を
貫
い
て
通
底
し
、
た
と
え
言
葉

の
消
え
去
っ
た
後
も
な
お
テ
ク
ス
ト
の
内
部
に
残
存
す
る
「
沈
黙
の
ロ
ゴ
ス
」
の
読
解
を
手
が
か
り
と
し
て
、
原
初
の
生
彩
と
輝
き
を
失
い
、

も
は
や
自
分
が
何
で
あ
り
、
ど
こ
か
ら
き
て
ど
こ
へ
ゆ
く
の
か
も
わ
か
ら
ず
、
い
わ
ば
無
根
拠
の
状
態
で
あ
て
の
な
い
彷
径
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
か
つ
「
の
り
こ
え
不
可
能
な
哲
学
」
と
し
て
の
自
然
法
論
に
「
新
た
な
光
」
を
与
え
る
こ

と
な
の
だ
。

む
ろ
ん
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
自
然
法
論
は
既
に
の
り
こ
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
哲
学
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
我
々
の
社
会

の
実
定
法
が
常
に
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
あ
る
い
は
た
と
え
不
正
で
な
い
に
せ
よ
、
今
あ
る
実
定
法
が
完
全
で
な
い
限
り
に
お
い

て
、
実
定
法
を
批
判
し
、
そ
れ
を
指
導
し
て
ゆ
く
尺
度
と
な
り
理
念
と
な
り
う
る
自
然
法
に
つ
い
て
の
探
究
が
不
可
欠
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ

し
て
ま
た
、
常
に
正
し
い
と
は
限
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
人
々
を
取
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
不
幸
に
導
き
か
ね
な
い
実
定
法
を
そ
の
対
象
と
す
る
限

り
に
お
い
て
、
法
律
学
は
自
ら
の
対
象
を
批
判
す
る
学
を
も
つ
必
要
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
今
日
な
お
か
つ
の
り
こ
え
不
可
能
な
の
で
あ

自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス

五



自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
y
ジ
フ
ォ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

る
。
榔
こ
う
し
た
自
然
法
論
に
、
戦
後
自
然
法
論
の
即
日
的
な
「
内
具
的
実
理
」
の
対
日
化
を
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
新
た
な
光
を
与

え
る
こ
と
、
そ
れ
は
も
は
や
戦
後
自
然
法
論
の
単
な
る
否
定
で
も
な
け
れ
ば
肯
定
で
も
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
も
ち
ろ
ん
自
然
法
論
が
通
常
そ

う
で
あ
る
よ
う
に
、
実
定
法
の
根
拠
た
る
自
然
法
の
存
在
（
E
軋
s
t
e
ロ
N
）
の
基
礎
づ
け
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
存
在
者
学
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
で

も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
一
方
に
お
い
て
、
理
論
的
た
ろ
う
と
す
る
ま
さ
に
そ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
、
自
然
法
が
純
粋
知
の
対
象
と
化
し
、

他
方
に
お
い
て
、
無
関
心
の
闇
の
中
に
沈
潜
し
て
ゆ
く
空
虚
な
る
も
の
の
名
辞
と
化
し
た
現
今
の
自
然
法
論
を
め
ぐ
る
閉
塞
状
況
を
引
き
裂
き
、

自
然
法
論
に
そ
の
原
初
の
生
け
る
相
貌
を
返
し
与
え
、
そ
の
新
た
な
再
生
の
た
め
に
「
自
然
法
論
の
批
判
」
を
企
て
る
こ
と
、
即
ち
今
日
な
お

我
々
に
と
っ
て
「
の
り
こ
え
不
可
能
な
哲
学
」
で
あ
る
自
然
法
論
が
自
ら
に
負
わ
さ
れ
た
課
題
1
－
い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
法
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

の
克
服
と
い
う
こ
と
だ
1
に
対
し
て
、
果
た
し
て
い
か
な
る
寄
与
を
な
し
う
る
の
か
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
た
め
に
は
そ
れ
は
何
で
あ
り
、
何

で
あ
る
べ
き
か
を
、
さ
ら
に
そ
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
い
か
な
る
根
拠
が
必
要
と
さ
れ
る
か
を
確
定
し
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
の
だ
。
つ

ま
り
、
多
様
な
戦
後
自
然
法
論
の
展
開
に
一
種
の
方
向
づ
け
を
与
え
て
い
る
内
的
ロ
ゴ
ス
の
開
示
を
通
し
て
、
来
た
る
べ
き
自
然
法
論
の
理
念
、

並
び
に
そ
の
根
拠
と
限
界
を
確
定
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

「
我
々
が
生
き
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
本
質
の
危
険
に
み
ち
た
状
況
の
中
で
、
自
然
法
理
念
に
帰
属
す
る
こ
の
世
界
史
的
意
義
を
眼
の
前
に
し
て
、
自
然

法
的
思
考
に
今
日
も
ま
た
く
り
か
え
し
投
げ
か
け
ら
れ
る
批
判
は
色
あ
せ
て
し
ま
う
の
だ
」
　
（
G
・
B
紆
F
m
e
r
，
G
r
u
n
d
l
a
g
e
 
d
e
r
b
腎
g
e
ユ
i
c
h
e
n
R
角
F

t
s
O
r
d
n
u
n
g
．
N
w
e
i
訂
B
u
c
h
．
E
r
s
訂
A
b
t
e
i
F
n
g
．
【
誤
｝
．
S
●
N
N
↓
）
と
書
く
こ
と
が
で
き
た
自
然
法
の
黄
金
時
代
な
ど
、
と
っ
く
の
昔
に
過
ぎ
去
っ
た
幻

な
の
だ
。

②
　
F
．
W
i
e
a
c
k
e
r
．
N
u
m
b
e
u
t
i
g
e
n
 
S
t
a
n
d
d
e
r
冨
t
u
r
r
釆
F
監
i
s
k
u
乳
O
n
L
蛮
声
∽
・
ロ
　
「
高
度
に
合
理
化
さ
れ
た
現
代
社
会
で
は
、
公
生
活
の
萬

権
力
や
諸
利
害
は
た
い
て
い
制
定
法
規
を
利
用
す
る
が
ゆ
え
に
、
法
律
実
証
主
義
と
の
対
決
が
実
際
に
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
」
…
E
・
W
O
－
f
、
D
a
s
P
r
O
b
－
e
m

d
e
r
2
F
t
u
r
r
釆
h
廷
臣
r
e
L
．
A
u
f
－
．
∴
冒
澄
．
S
．
｝
芦
　
「
政
治
的
社
会
的
権
力
は
、
制
定
法
の
形
を
と
っ
た
不
法
を
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
そ
し
て

い
つ
で
も
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
ゆ
え
に
、
超
実
定
法
の
不
在
と
普
遍
的
に
人
々
を
義
務
づ
け
る
秩
序
の
必
要
と
が
至
る
と
こ
ろ
で
感
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
」

「
我
々
の
時
代
は
自
然
法
論
を
必
要
と
し
て
い
る
」
と
い
う
ハ
イ
テ
の
言
葉
（
F
・
召
n
d
e
↑
H
e
y
d
【
e
－
E
已
S
訂
n
t
i
a
－
p
h
i
－
O
S
O
p
E
e
u
n
d
N
a
t
u
r
r
躍
h
t
・



i
巨
‥
N
a
t
弓
r
R
E
O
d
巧
R
R
F
訂
p
O
S
i
t
i
ま
s
m
仁
∽
～
　
（
H
e
r
a
u
s
g
．
く
〇
日
W
．
M
a
i
h
O
訂
r
）
｝
岩
か
．
S
．
㌫
【
）
　
あ
る
い
は
「
自
然
法
へ
と
戻
り
熟
考
す
る

こ
と
を
ナ
チ
ス
の
支
配
体
制
の
倒
錯
秩
序
へ
の
反
動
と
し
て
の
み
み
な
し
、
そ
れ
ゆ
え
短
命
な
流
行
と
し
て
す
ま
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
不
幸
な
自
己

欺
瞞
と
な
ろ
う
」
と
い
う
シ
ュ
ダ
ッ
ト
ミ
ュ
ー
ラ
ー
の
言
葉
令
．
S
t
a
d
｛
m
E
－
巧
．
D
a
s
 
N
a
t
u
r
r
只
ぎ
i
m
 
L
i
c
F
t
e
d
e
r
 
g
訪
C
E
c
F
t
－
i
c
F
e
n
 
E
r
f
a
F
r
・

仁
n
g
L
澄
∞
．
S
．
↓
f
）
は
、
三
〇
年
近
く
た
っ
た
今
日
で
も
な
お
有
効
性
を
失
っ
て
い
な
い
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
、
自
然
法
問
題
の
超
歴
史
性
に
つ
い
て
か
た

っ
て
い
る
（
し
．
S
t
r
a
仁
も
．
N
a
t
u
r
r
釆
F
t
u
n
d
 
G
訪
C
E
c
F
t
e
．
｝
誤
か
．
S
．
望
）
。

一
戦
後
自
然
法
論
　
メ
ビ
ウ
ス
の
環
　
テ
ク
ス
ト

し
か
し
な
が
ら
、
客
観
的
な
前
実
定
法
の
存
在
を
主
張
す
る
自
然
法
論
の
テ
ク
ス
ト
を
ど
ん
な
に
積
み
重
ね
た
と
こ
ろ
で
い
っ
こ
う
に
自
然

法
の
内
容
は
収
欽
せ
ず
、
逆
に
自
ら
そ
の
出
発
点
と
前
提
を
否
定
し
て
し
ま
う
に
至
る
ほ
ど
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
相
互
に
そ
の
意
味
内
容
を
相

反
さ
せ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
矛
盾
さ
せ
さ
え
す
る
よ
う
な
多
様
な
概
念
が
ま
と
ま
り
も
な
く
我
々
の
ま
わ
り
で
乱
舞
し
拡
散
し
て
ゆ
く
と
い
う

事
態
を
眼
の
前
に
し
て
、
戦
後
自
然
法
論
の
流
れ
を
一
言
堅
言
い
つ
く
そ
う
と
す
る
勇
気
な
ど
誰
も
も
て
は
し
ま
い
。
仙
そ
れ
は
い
わ
ば
ご
た

ま
ぜ
の
状
態
に
あ
る
。
一
方
の
極
に
は
伝
統
的
な
ト
ミ
ズ
ム
の
自
然
法
論
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
自
然
法
論
が
、
他
方
の
極
に
は
ヤ
ス

パ
ー
ス
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
も
と
づ
く
実
存
主
義
的
自
然
法
論
（
こ
の
概
念
自
体
従
来
の
自
然
法
思
想
の
枠
内
に
あ
っ
て
は
了
解
し
え
な
い
奇

妙
な
シ
ー
ニ
ユ
だ
）
が
、
そ
し
て
新
カ
ン
ト
主
義
や
実
質
的
価
値
倫
理
学
、
あ
る
い
は
諸
々
の
人
間
学
に
立
脚
す
る
自
然
法
論
が
そ
れ
ら
の
中

間
領
域
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
多
様
な
自
然
法
論
が
何
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
か
は
明
白
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ

は
「
自
然
法
」
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
以
来
、
西
洋
の
法
思
想
の
歴
史
を
彩
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
法
思
想
と
同
様
、
戦
後
の
再
生
自
然
法

思
想
に
お
い
て
も
な
お
「
自
然
法
」
が
彼
ら
の
唯
一
固
有
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
自
然
法
の
意
味
内
容
を
主
観

化
し
、
従
来
の
そ
れ
か
ら
一
八
〇
度
回
転
さ
せ
て
し
ま
う
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
場
合
で
も
、
や
は
り
彼
の
テ
ー
マ
は
「
自
然
法
」
な
の
だ
。
仏

自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス

七
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八

そ
れ
で
は
、
戦
後
自
然
法
論
が
二
〇
〇
〇
年
に
わ
た
る
西
洋
法
形
而
上
学
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
か
た
ち
で
唯
一
固
有
の
テ
ー
マ
と
み
な
し
て

い
る
「
自
然
法
」
と
は
、
ナ
チ
ス
に
対
す
る
反
省
か
ら
出
発
し
、
法
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
回
帰
の
防
止
と
い
う
実
践
的
動
機
に
支
え
ら
れ
、
そ
れ
を

課
題
と
し
て
担
っ
た
彼
ら
に
と
っ
て
一
体
果
た
し
て
何
で
あ
り
、
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
ま
た
、
法
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
拒
否
と
い
う
目
的
を

今
日
に
お
い
て
も
な
お
か
つ
彼
ら
と
共
有
し
よ
う
と
す
る
我
々
に
と
っ
て
、
何
で
あ
り
何
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
か
。
む
ろ
ん
そ
の
際
、
我
々
は
、

そ
の
問
い
で
も
っ
て
、
あ
れ
こ
れ
の
自
然
法
の
内
容
に
つ
い
て
問
う
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
法
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
回
帰
の
防

止
と
い
う
課
題
を
立
て
渡
さ
れ
た
戦
後
の
再
生
自
然
法
論
を
め
ぐ
る
状
況
の
中
で
の
「
自
然
法
」
の
意
味
作
用
な
の
だ
。
戦
後
自
然
法
論
の
内

具
的
実
理
の
対
日
化
に
あ
た
っ
て
、
我
々
は
ま
ず
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
み
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
法
実
証
主
義
を
く
つ
が
え
す
こ
と
、
そ
の
こ
と
の
中
に
自
己
の
課
題
と
目
的
を
兄
い
出
さ
な
か
っ
た
自
然
法
論
と
い
う
よ
う
な

も
の
を
我
々
は
決
し
て
想
像
し
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
戦
後
の
自
然
法
論
が
、
し
ば
し
ば
戯
画
的
に
描
か
れ
る
、
法
実
証
主
義

と
の
抜
き
さ
し
な
ら
な
い
対
立
状
態
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
は
し
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
照
ら
せ
ば
実
定
法
の
不
正
が
白

日
の
も
と
に
さ
ら
さ
れ
る
自
然
法
の
権
利
回
復
に
よ
っ
て
法
実
証
主
義
を
く
つ
が
え
す
こ
と
、
そ
れ
が
戦
後
の
自
然
法
論
に
固
有
の
日
的
で
あ

る
に
せ
よ
、
そ
の
た
め
に
彼
ら
は
、
も
は
や
か
つ
て
実
証
主
義
と
歴
史
主
義
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た
「
自
然
法
」
に
向
か
っ
て
鳴
り
も
の
入
り

で
進
ん
で
い
き
は
し
な
い
。
㈱
我
々
は
、
彼
ら
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
次
の
よ
う
な
自
然
法
の
像
、
す
な
わ
ち
「
実
定
法
か
ら
独
立
し
、
そ
れ
と

対
立
し
て
細
部
に
わ
た
る
ま
で
の
規
範
を
と
も
な
っ
た
、
立
法
者
に
由
来
し
な
い
そ
れ
自
体
で
妥
当
す
る
不
変
・
普
遍
的
自
然
法
体
系
」
を
接

し
求
め
て
も
む
だ
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
逆
に
、
近
代
の
自
然
法
論
に
よ
っ
て
生
み
落
と
さ
れ
、
一
九
世
紀
の
法
実
証
主
義
の
批
判
の
餌
食
と
さ

れ
、
以
来
自
然
法
論
の
不
可
能
性
の
意
識
を
人
々
に
い
だ
か
し
め
て
き
た
か
か
る
絶
対
的
自
然
法
観
を
打
破
し
、
経
験
主
義
的
な
雰
囲
気
の
支

配
し
て
い
る
今
日
の
時
代
の
中
で
も
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
自
然
法
の
観
念
を
確
立
す
る
こ
と
に
、
再
生
自
然
法
論
の
努
力
の
多
く
は
向
け
ら

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
㈲
事
実
、
何
よ
り
も
ま
ず
我
々
が
戦
後
の
自
然
法
論
の
テ
ク
ス
ト
を
眼
に
し
た
と
き
、
そ
こ
で
気
づ
く
顕
著
な
現
象
は
、



そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
に
お
い
て
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
は
あ
る
と
は
い
え
、
ほ
ほ
そ
れ
ら
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
、
自
然
法
概
念
の
意
味
作
用
の
相
対

化
と
稀
薄
化
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
㈲

仙
　
自
然
法
概
念
の
相
対
化
－
歴
史
的
自
然
法
　
法
原
理
　
導
き
の
星
　
批
判
の
鏡

周
知
の
よ
う
に
、
か
つ
．
て
、
法
の
歴
史
的
制
約
性
、
状
況
拘
束
性
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
自
然
法
と
実
定
法
体
系
の
並
存
の
不

可
能
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
法
論
の
不
可
能
性
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
批
判
が
存
在
し
て
い
た
が
、
再
生
自
然
法
論
を

一
貫
し
て
つ
ら
ぬ
く
、
絶
対
的
に
妥
当
す
る
自
然
法
体
系
の
構
築
へ
の
賢
明
な
諦
念
の
ゆ
え
に
、
今
日
も
は
や
か
か
る
批
判
は
、
自
然
法
論
に

対
す
る
反
駁
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
有
効
な
機
能
を
営
み
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
現
に
、
近
代
の
自
然
法
論
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
、
抽

象
的
法
原
理
か
ら
幾
何
学
的
方
法
を
用
い
て
一
個
の
不
変
・
普
遍
的
法
体
系
全
体
を
演
繹
し
よ
う
と
す
る
企
て
は
、
戦
後
の
自
然
法
論
の
囲
い

の
中
に
お
い
て
、
市
民
権
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
㈲

そ
れ
で
は
自
然
法
の
相
対
化
が
、
戦
後
の
自
然
法
論
に
お
い
て
、
歴
史
的
・
状
況
的
制
約
性
に
関
し
て
い
か
に
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
か
を
、

次
に
少
し
く
概
観
し
て
お
こ
う
。

Ⅰ
　
カ
ト
リ
ッ
ク
自
然
法
論

歴
史
的
変
化
に
あ
っ
て
も
、
な
お
変
わ
る
こ
と
の
な
い
人
間
存
在
の
恒
常
的
本
性
の
存
在
を
承
認
し
、
前
提
と
す
る
伝
統
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク

自
然
法
論
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
本
性
に
対
応
し
、
そ
れ
に
由
来
す
る
不
変
・
普
遍
的
自
然
法
の
存
在
が
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
冊
が
、

し
か
し
そ
れ
ら
は
ご
く
少
数
の
法
原
理
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
㈲
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
に
よ
っ
て
「
絶
対
的
自
然
法
」
「
第
一

次
自
然
法
」
あ
る
い
は
「
自
然
法
則
」
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
こ
う
し
た
自
然
法
は
、
無
内
容
、
と
い
っ
て
悪
け
れ
は
、
形
式
的
、
一
般
的
、

抽
象
的
な
も
の
に
し
か
す
ぎ
ず
、
㈱
そ
れ
ゆ
え
社
会
の
中
で
現
実
形
成
カ
を
も
ち
う
る
た
め
に
は
、
よ
り
具
体
的
に
敷
紆
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス

九
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一
〇

と
い
え
よ
う
。
㈹
し
か
し
、
人
間
存
在
が
抽
象
的
な
時
間
・
空
間
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
一
定
の
歴
史
的
刻
印
を
帯
び
た
具
体
的
な
社
会

の
内
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
さ
ら
に
主
張
さ
れ
る
必
要
も
な
い
ほ
ど
我
々
の
常
識
と
な
っ
て
い
る
今
日
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
絶
対
的
自
然
法
の

具
体
化
は
、
抽
象
的
思
惟
の
レ
ベ
ル
で
の
演
繹
的
換
作
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
つ
ど
の
変
化
す
る
具
体
的
な
歴
史
的
状
況
へ
の

適
合
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
は
意
見
の
一
致
が
み
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
仙

①
　
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ロ
ン
メ
ソ

「
自
然
法
の
永
劫
回
帰
」
と
い
う
象
徴
的
な
題
名
を
も
っ
た
著
作
を
一
九
三
六
年
に
、
そ
の
第
二
版
を
一
九
四
七
年
に
発
表
し
た
ロ
ン
メ
ソ
は
、
そ
こ
で
次
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
「
久
遠
の
哲
学
の
自
然
法
論
と
、
あ
ら
ゆ
る
法
領
域
を
細
目
に
至
る
ま
で
演
繹
的
に
規
律
し
ょ
う
と
し
た
一
七
・
八
世
紀
の
磨

大
な
諸
論
文
と
の
間
に
は
、
深
淵
が
存
在
す
る
」
　
（
S
．
N
N
N
（
二
二
四
貢
）
）
と
。
彼
は
自
然
法
の
自
明
の
原
理
と
し
て
ほ
本
来
た
だ
二
つ
の
規
範
、
す
な
わ
ち

「
正
を
な
し
、
不
正
を
さ
く
べ
し
」
「
各
人
に
彼
の
も
の
を
」
し
か
属
さ
な
い
と
い
う
（
S
．
N
N
∽
f
　
（
二
二
七
貢
）
）
。
こ
れ
ら
二
つ
の
原
理
と
、
そ
こ
か
ら
導
出

さ
れ
る
「
父
母
を
尊
う
べ
し
」
　
「
汝
殺
す
な
か
れ
」
　
「
汝
姦
淫
す
る
な
か
れ
」
　
「
盗
む
な
か
れ
」
　
「
偽
証
す
る
な
か
れ
」
　
「
虚
言
す
る
な
か
れ
」
　
「
誹
誘
す
る
な

か
れ
」
と
い
う
「
禁
止
的
自
然
法
」
の
み
が
、
い
つ
い
か
な
る
と
こ
ろ
で
も
妥
当
す
る
に
す
ぎ
な
い
（
S
．
N
N
の
（
二
二
八
貢
）
）
。
こ
れ
ら
の
原
理
か
ら
さ
ら
な
る

推
論
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
帰
結
は
、
も
は
や
そ
う
し
た
不
変
・
普
遍
的
性
格
を
も
ち
え
な
い
の
で
あ
り
（
S
．
N
u
O
（
二
三
二
頁
）
）
、
し
た
が
っ
て
「
よ
り
偶
然
的

な
諸
状
況
に
、
こ
の
推
論
の
帰
結
を
正
し
く
適
用
す
る
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
も
っ
と
立
ち
入
っ
て
考
慮
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
く
る
。
」
　
（
S
．
㌍
○

（
二
三
二
頁
）
）
。
た
と
え
ば
、
「
私
所
有
権
は
尊
重
さ
る
べ
し
」
は
「
汝
盗
む
な
か
れ
」
か
ら
導
出
さ
れ
て
く
る
が
、
そ
れ
は
い
つ
い
か
な
る
と
こ
ろ
で
も
妥
当

す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
極
度
の
困
窮
の
状
態
に
あ
る
者
は
、
こ
の
緊
急
状
態
に
対
処
す
る
た
め
に
、
他
人
の
所
有
物
を
利
用
し
う
る
の
だ

か
ら
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
シ
ク
時
代
の
ド
イ
ツ
古
法
に
お
い
て
ほ
、
旅
人
は
、
そ
の
事
の
修
理
の
た
め
に
、
他
人
の
森
で
木
を
伐
り
、
他
人
の
草
刈
場
で
そ
の
家

畜
に
草
を
喰
わ
せ
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
（
S
．
N
N
¢
（
二
三
一
貫
）
）
。
自
力
救
済
の
許
さ
れ
る
こ
う
し
た
場
合
は
、
社
会
的
状
況
の
相
異
や
、
そ
の

変
化
と
共
に
当
然
変
わ
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
「
社
会
状
態
の
変
化
と
共
に
、
そ
の
効
力
に
お
い
て
変
わ
る
こ
と
の
な
い
自
然
法
規
範
も
そ
の
適

用
に
お
い
て
変
化
す
る
」
（
S
．
N
N
や
（
二
三
一
貫
）
）
。

㊥
　
ヨ
セ
フ
・
フ
ッ
ク
ス

フ
ッ
ク
ス
に
よ
れ
ば
「
人
間
の
本
性
は
本
質
的
に
不
変
」
で
あ
り
（
P
e
M
 
n
a
t
u
r
a
e
．
S
．
0
0
ー
）
、
そ
こ
か
ら
し
て
常
に
至
る
と
こ
ろ
で
妥
当
す
る
絶
対
的
自
然



法
－
た
と
え
は
「
善
を
行
な
え
」
　
「
各
人
に
彼
の
も
の
を
」
　
「
良
心
の
自
由
」
　
－
　
が
存
在
す
る
と
い
わ
れ
る
甘
・
a
・
〇
・
S
・
笠
）
。
し
か
し
、
彼
は
ま
た
他

方
、
人
間
存
在
の
歴
史
性
を
明
確
に
承
認
し
前
提
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
人
間
は
時
間
的
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
歴
史
の
中
で
生
き
て
い
る
」
（
a
・
a
・
〇
・

S
．
讐
）
。
つ
ま
り
「
人
間
な
き
歴
史
的
状
況
と
い
う
も
の
が
存
在
し
な
い
の
と
同
様
、
具
体
的
な
歴
史
的
状
況
の
外
に
あ
る
人
間
と
い
う
も
の
も
存
在
し
な
い

の
で
あ
る
」
　
（
O
r
i
e
n
｛
i
e
r
u
n
g
．
N
O
B
d
．
こ
蛮
声
∽
．
－
言
。
そ
れ
ゆ
え
、
抽
象
的
な
絶
対
的
自
然
法
の
具
体
化
に
あ
た
っ
て
は
、
人
間
社
会
の
か
か
る
「
歴
史

的
状
況
の
固
有
性
」
が
掛
酌
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
か
か
る
具
体
化
に
よ
っ
て
そ
の
つ
ど
の
状
況
に
適
っ
た
、
そ
し
て
状
況
の
変
化
に
応
じ
た
と

こ
ろ
の
可
変
的
な
相
対
的
自
然
法
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
（
L
e
M
n
已
u
r
a
e
読
．
父
r
爪
芯
f
【
○
∽
L
O
↓
）
。
㈹
な
る
ほ
ど
、
絶
対
的
自
然
法
の
原
理
は
、
人
間
社

会
の
歴
史
的
変
化
の
中
で
形
式
的
に
変
わ
ら
な
い
に
せ
よ
、
人
間
本
性
の
存
在
様
態
の
偶
有
的
変
化
に
応
じ
て
、
マ
テ
リ
ア
ル
に
変
わ
っ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
「
自
然
法
と
は
、
二
つ
の
エ
レ
メ
ン
＼
す
な
わ
ち
〔
不
変
的
本
性
を
有
す
る
〕
人
間
存
在
と
、
彼
が
そ
の
中
で
生
き
て
い
る
歴
史
的

状
況
に
も
と
づ
い
て
、
人
間
に
帰
属
す
る
と
こ
ろ
の
法
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
た
え
ず
「
存
在
拘
束
的
で
あ
り
、
歴
史
的
で
あ
る
」
　
（
O
r
i
e
n
t
i
e
r
u
n
g
●
N
O

B
d
．
こ
誤
P
 
S
．
E
S
。

㊥
　
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
ェ
ア
ド
ロ
ス

フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
に
お
い
て
も
、
人
間
存
在
は
「
一
定
の
不
変
の
基
本
構
造
」
を
有
す
る
と
共
に
、
他
方
で
は
一
定
の
時
代
と
文
化
に
お
け
る
一
定
の
民
族
の
メ

ン
バ
ー
と
し
て
「
歴
史
的
・
社
会
的
存
在
」
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
（
R
R
F
t
s
p
h
i
－
O
S
O
p
h
i
e
，
N
A
u
f
－
・
㌫
・
N
言
。
こ
の
よ
う
な
人
間
存
在
の
在
り
方
に
応
じ
て
、

自
然
法
は
不
変
の
第
一
次
自
然
法
と
可
変
の
第
二
次
自
然
法
の
組
み
あ
わ
せ
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
a
・
a
・
〇
・
S
・
N
讃
）
。
す
な
わ
ち
、
人
間
存
在
の

「
核
た
る
本
質
」
に
対
応
す
る
第
一
次
自
然
法
は
、
な
る
ほ
ど
あ
ら
ゆ
る
時
代
、
民
族
に
と
っ
て
妥
当
す
る
不
変
の
自
然
法
で
あ
る
（
a
・
a
・
〇
・
S
・
N
詔
）
と
い

わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
開
か
れ
た
抽
象
的
原
理
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
た
え
ざ
る
歴
史
的
な
変
化
の
中
で
「
場
所
と
時
と
文
化
状
態
に
応
じ
た
具
体
化
」
が
必

要
と
さ
れ
る
（
a
．
a
．
0
．
S
．
N
謡
f
）
。
そ
の
さ
い
具
体
化
は
、
通
常
、
第
一
次
自
然
法
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
て
い
る
目
的
が
、
一
定
の
所
与
の
状
況
の
も
と
で
、

い
か
な
る
仕
方
で
達
成
さ
れ
う
る
の
か
と
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
（
a
・
a
・
〇
・
S
・
N
遥
）
。
た
と
え
ば
「
国
家
権
力
は
一
般
の
福
祉
に
配
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
第
一
次
自
然
法
か
ら
、
「
必
要
な
食
糧
品
を
獲
得
す
る
可
能
性
を
す
べ
て
の
市
民
に
与
え
る
こ
と
を
国
家
は
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
」

と
い
う
規
範
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
こ
の
原
則
の
適
用
は
、
異
な
っ
た
事
情
の
下
で
は
異
な
っ
た
解
決
を
要
求
す
る
に
至
る
。
「
食
糧
品
が
豊
富
に

あ
る
場
合
、
市
民
が
食
糧
品
を
自
由
な
市
場
で
手
に
入
れ
る
可
能
性
を
保
障
す
れ
ば
、
国
家
権
力
は
通
例
自
ら
の
義
務
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、

食
糧
品
が
不
足
の
場
合
に
は
、
第
二
次
自
然
法
は
食
糧
品
の
統
制
配
給
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
　
（
a
・
a
・
〇
・
S
・
N
謡
f
）
。
か
く
し
て
、
自
然
法
の
第
二
次

規
範
は
常
に
可
変
的
、
状
況
拘
束
的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
第
一
次
自
然
法
が
恒
常
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
歴
史
の
流
れ
の
中
で
獲
得
さ
れ
る
第
二
次
自
然
法
は
必

自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス



自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
k
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

然
的
に
動
的
で
あ
る
」
　
（
S
t
a
t
i
s
c
h
訪
u
n
d
 
d
i
g
m
i
切
C
F
銀
N
a
【
仁
r
r
鍔
h
｛
－
S
●
ヒ
基
（
原
他
訳
「
自
然
法
」
一
七
五
頁
）
と
い
わ
れ
る
。

Ⅰ
　
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
自
然
法
論

ヘ
ー
ル
は
モ
N
u
r
 
F
r
a
g
e
 
n
a
c
h
d
e
m
 
N
a
t
弓
r
e
C
h
t
i
m
 
d
e
u
t
s
c
h
e
ロ
P
r
O
t
e
S
t
a
ロ
t
i
s
m
u
s
 
d
e
r
 
g
g
e
ロ
W
a
r
t
●
モ
に
お
い
て
、
今
日

の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
自
然
法
論
を
概
観
し
た
あ
と
で
、
統
一
的
な
像
を
そ
こ
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
こ
と
わ
り
な

が
ら
も
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
自
然
法
概
念
に
お
い
て
は
、
歴
史
性
及
び
状
況
拘
束
性
が
そ
の
本
質
的
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
考
慮
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
㈹
む
ろ
ん
、
一
方
で
「
倫
理
的
価
値
の
不
変
化
性
」
と
い
う
理
念
が
堅
持
さ
れ
て
い
る
㈱
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
が
、

こ
こ
で
も
ま
た
「
自
然
法
は
、
人
間
の
歴
史
と
な
ら
ん
で
、
あ
る
い
は
そ
の
上
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
中
に
あ
る
も
の
」
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
㈹

ス
イ
ス
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
者
で
あ
り
、
哲
学
者
で
あ
る
エ
ミ
ル
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
正
義
に
は
二
種
類
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は

神
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
人
間
の
本
性
に
も
と
づ
く
と
こ
ろ
の
「
絶
対
的
正
義
」
で
あ
り
、
他
は
「
も
は
や
神
の
創
造
に
即
し
て
い
な
い
、
現
実
に
関
し
て
の
正

し
さ
」
と
し
て
の
「
相
対
的
正
義
」
で
あ
る
（
D
i
e
G
e
r
釆
h
t
i
g
k
e
i
t
．
S
．
ロ
の
（
酒
枝
訳
「
正
義
」
一
四
一
貫
）
）
。
と
こ
ろ
で
「
国
家
的
－
実
定
法
的
領
域
で

は
、
神
の
創
造
秩
序
を
か
ん
た
ん
に
法
律
と
し
て
立
て
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
　
（
a
．
a
●
○
●
S
●
↑
｝
0
0
　
（
一
四
二
、
一
四
四
頁
）
）
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
人
間
が

本
来
の
創
造
秩
序
か
ら
離
れ
て
い
る
以
上
、
抽
象
的
な
熱
狂
的
正
義
論
を
ふ
り
か
ざ
せ
ば
、
そ
れ
は
事
態
を
改
善
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
か
え
っ
て
悪
化
せ
し
め

る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
　
（
a
．
a
．
0
．
S
．
【
｝
↓
（
一
四
二
頁
）
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
正
義
の
秩
序
も
ま
た
現
実
に
即
し
て
変
更
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
（
a
．

a
●
0
．
S
．
【
｝
↓
（
一
四
三
頁
）
）
。
こ
う
し
た
絶
対
的
正
義
の
変
更
を
ブ
ル
ン
ナ
1
は
「
事
実
的
な
る
も
の
へ
の
制
限
的
順
応
」
と
呼
ん
で
い
る
（
a
．
a
．
0
．
S
．
u
0
0

（
一
四
三
頁
）
）
。
現
実
的
な
正
義
の
秩
序
は
、
「
絶
対
的
正
義
」
と
「
現
実
的
な
る
も
の
」
と
の
間
の
折
衷
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
（
a
．
a
．
0
．
S
．
｝
誓
（
一

四
五
頁
）
）
、
か
く
て
我
々
は
、
一
方
で
絶
対
的
正
義
を
把
持
し
っ
つ
、
他
方
で
「
歴
史
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
諸
事
情
を
、
賢
明
に
か
つ
良
心
的
に
顧
慮
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
あ
る
具
体
的
な
状
況
の
下
に
お
け
る
最
も
正
し
い
秩
序
を
見
出
し
う
る
の
で
あ
る
」
　
（
a
．
a
．
0
．
S
．
｝
N
【
（
一
四
六
貢
以
下
）
）
。

Ⅱ
　
世
俗
的
自
然
法
論



お
そ
ら
く
後
世
の
法
思
想
史
家
が
、
戦
後
の
自
然
法
論
の
一
つ
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
ろ
う
、
実
質
的
価
値
論
、
現

象
学
、
実
存
哲
学
等
の
影
響
下
に
展
開
さ
れ
た
多
様
な
世
俗
の
存
在
論
的
・
人
間
学
的
自
然
法
論
に
あ
っ
て
は
、
自
然
法
の
歴
史
性
、
状
況
拘

束
性
の
承
認
が
、
彼
ら
の
自
然
法
論
存
立
の
条
件
と
さ
え
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

①
　
ゲ
オ
ル
ク
・
ダ
ー
ム

ダ
ー
ム
は
モ
D
e
u
訂
c
h
窃
R
釆
h
t
モ
の
中
で
、
歴
史
的
・
文
化
的
自
然
法
の
構
想
を
展
開
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
は
、
自
然
法
は
「
あ
ら
ゆ
る
時
代
・
民
族
に

妥
当
す
る
不
変
的
妥
当
性
を
も
っ
た
法
体
系
」
と
い
っ
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
　
（
S
．
N
¢
．
∽
P
会
）
。
む
し
ろ
そ
れ
は
「
一
定
の
文
化
連
関
の
中
に
お
か
れ
た

歴
史
的
存
在
と
し
て
の
人
間
」
に
適
合
し
、
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
文
化
法
・
歴
史
的
自
然
法
で
あ
る
　
（
S
．
N
貿
f
）
。
こ
う
し
た
自
然
法
は
、
人
間
存
在
の
特
定
の

文
化
連
関
・
生
活
諸
関
係
の
中
に
、
つ
ま
り
事
物
の
本
性
・
人
間
の
本
性
の
中
に
、
そ
し
て
ま
た
、
人
間
の
歴
史
的
・
文
化
的
現
存
在
の
中
に
含
ま
れ
、
さ
ら
に

は
個
人
及
び
社
会
の
法
意
識
・
法
感
情
・
慣
習
の
中
に
反
映
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
実
定
法
か
ら
独
立
し
た
前
法
秩
序
に
他
な
ら
な
い
（
S
●
∽
∽
f
f
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
自

然
法
は
「
静
的
な
法
で
は
な
く
、
む
し
ろ
既
に
そ
れ
自
身
個
別
的
か
つ
具
体
的
で
あ
り
、
我
々
に
と
っ
て
我
々
の
内
に
生
き
て
い
る
法
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
民
族
、

歴
史
の
あ
ら
ゆ
る
発
展
段
階
に
お
い
て
共
通
の
法
で
は
な
く
、
む
し
ろ
歴
史
的
に
生
成
し
、
我
々
の
本
質
に
対
応
し
、
た
え
ず
変
化
す
る
法
で
あ
る
」
と
い
わ
れ

る
　
（
（
S
．
会
）
。

㊥
　
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
コ
ー
イ
ン
グ

戦
後
い
ち
早
く
モ
D
i
e
O
b
e
r
s
t
e
n
 
G
r
u
ロ
d
s
賢
N
e
d
灰
R
只
h
訂
モ
d
r
u
n
d
邑
g
e
d
e
r
 
R
R
F
訂
p
h
i
－
O
S
O
p
h
i
e
モ
と
い
う
二
つ
の
大
部
の
著
作
を
ひ
っ
さ
げ

て
登
場
し
た
コ
ー
イ
ン
グ
の
実
質
的
価
値
論
に
も
と
づ
く
自
然
法
論
も
ま
た
、
法
の
状
況
拘
束
性
に
つ
い
て
の
明
確
な
認
識
と
、
抽
象
的
な
体
系
思
考
に
対
す
る

明
白
な
拒
否
を
そ
の
前
提
と
し
て
も
っ
て
い
る
。
彼
は
ま
ず
は
じ
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
法
秩
序
が
そ
の
実
現
に
奉
仕
す
べ
き
法
理
念
の
中
心
的
な
る
も
の
と
し
て
、

「
正
義
」
と
「
人
間
の
尊
厳
」
を
挙
げ
て
い
る
（
G
r
u
n
d
註
g
e
d
e
r
R
e
c
h
t
s
p
h
i
－
O
S
O
p
h
i
e
－
S
●
亡
石
）
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
法
理
念
は
、
抽
象
的
な
開
か
れ
た

原
則
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
は
「
等
し
き
も
の
は
等
し
く
取
り
あ
つ
か
え
」
と
い
う
正
義
の
公
式
は
、
「
い
つ
あ
る
も
の
が
等
し
く
、
ま
た
、
い
つ
異
な
っ
て
取

り
あ
っ
か
わ
れ
る
べ
き
か
」
に
つ
い
て
は
何
も
答
え
な
い
（
a
．
a
．
0
．
S
．
ト
ト
巴
）
。
彼
は
こ
の
原
則
の
具
体
化
に
あ
た
っ
て
、
具
体
的
な
人
間
存
在
の
状
況
そ
の

も
の
に
帰
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
た
と
え
は
、
正
義
が
要
求
す
る
「
異
な
っ
た
取
り
あ
っ
か
い
」
は
、
た
だ
事
物
に
即
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
り
、

「
社
会
生
活
の
一
定
の
繰
返
さ
れ
る
基
本
的
状
況
・
事
態
」
と
し
て
の
「
事
物
の
本
性
」
が
、
開
か
れ
た
法
理
念
に
欠
け
て
い
る
具
体
的
内
容
を
与
え
る
の
だ
と

自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス

一
三



自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

い
わ
れ
る
（
a
・
a
・
〇
・
S
・
ロ
ブ
E
N
）
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
事
物
の
本
性
を
考
慮
し
て
法
理
念
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
原
則
が
「
自
然
法
」
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ

ゆ
え
、
自
然
法
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
法
理
念
と
経
験
的
に
知
ら
れ
う
る
事
物
の
本
性
と
の
ア
マ
ル
ガ
ム
な
の
で
あ
る
（
a
．
a
．
0
．
S
．
｝
雷
）
。
す
な
わ
ち
「
自
然
法

は
、
そ
の
倫
理
的
基
礎
に
お
い
て
ほ
ア
プ
リ
オ
リ
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
一
定
の
状
況
へ
関
係
づ
け
ら
れ
、
人
間
の
本
性
あ
る
い
は
事
物
の
本
性
の
一
定
の
所
与

か
ら
発
す
る
限
り
に
お
い
て
、
経
験
的
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
」
　
（
a
．
a
．
0
．
S
．
【
票
）
。
㈹

㊥
　
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー

コ
ー
イ
ン
グ
の
自
然
法
論
へ
の
批
判
と
し
て
書
か
れ
た
モ
z
u
r
F
r
a
g
e
d
e
r
E
r
n
e
u
e
r
u
点
d
袋
N
a
t
u
r
r
釆
h
訂
㍉
（
i
n
‥
冨
t
u
r
r
釆
h
t
O
d
e
r
R
R
E
s
．

p
O
S
i
t
i
ま
s
m
u
s
～
S
・
禦
丁
亡
忘
）
に
お
い
て
、
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
は
、
「
歴
史
的
弾
力
的
自
然
法
」
の
構
想
を
展
開
し
て
い
る
。
彼
は
、
一
方
に
お
い
て
、
人
間

の
生
活
構
造
の
類
型
の
存
在
、
ま
た
超
時
間
的
な
価
値
原
理
の
妥
当
、
さ
ら
に
は
自
然
法
命
題
の
一
定
の
存
在
を
承
認
し
な
が
ら
も
（
S
．
芝
、
他
方
で
、
「
ひ

と
が
内
容
を
も
っ
た
永
遠
の
正
し
い
規
範
の
体
系
を
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
う
る
よ
う
な
歴
史
を
こ
え
る
絶
対
的
な
哲
学
的
立
場
と
い

ぅ
も
の
は
存
在
し
な
い
」
（
S
・
革
と
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
命
題
が
適
用
可
能
と
な
る
の
は
、
た
だ
「
歴
史
的
－
具
体
的
な
る
も
の
」
が
顧
慮
さ
れ
る
場
合

に
限
ら
れ
る
と
い
う
（
S
・
富
。
つ
ま
り
「
真
正
で
か
つ
正
し
い
法
の
問
題
は
、
た
だ
現
在
の
状
況
か
ら
と
ら
え
う
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
」
、
「
そ
の
つ
ど

の
正
し
い
法
に
つ
い
て
の
反
省
は
、
所
与
の
歴
史
的
状
況
の
解
釈
な
く
し
て
ほ
決
し
て
お
こ
な
わ
れ
な
い
」
の
で
あ
る
（
S
．
登
。
か
く
て
「
自
然
法
は
い
か
な

る
不
変
の
内
容
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
」
（
S
・
¢
N
）
観
念
的
な
法
の
規
範
図
式
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
古
典
的
自
然
法
論
に
対
し
て
も
、
ま
た
、
人
間
の
秩
序
の

中
に
、
尺
度
と
な
る
よ
う
な
永
遠
の
規
範
を
求
め
よ
う
と
す
る
コ
ー
イ
ン
グ
に
対
し
て
も
疑
問
を
投
げ
か
け
、
も
し
人
が
そ
れ
で
も
な
お
自
然
法
の
存
在
を
主
張

し
ょ
ぅ
と
す
る
な
ら
ば
、
人
は
せ
い
ぜ
い
「
歴
史
的
－
弾
力
的
自
然
法
」
に
つ
い
て
語
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
と
結
論
す
る
（
S
．
諾
）
。

④
　
ウ
ェ
ル
ナ
ー
・
マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論
に
依
拠
し
っ
つ
、
自
然
法
論
を
展
開
す
る
マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
の
場
合
、
そ
の
初
期
の
著
作
に
お
い
て
ほ
、
自
然
法
論
は
事
物
の
本
性

論
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
「
事
物
の
本
性
か
ら
の
超
越
的
法
命
題
の
導
出
は
次
の
よ
う
な
試
み
で
あ
る
」
と
彼
は
い
う
、
す
な
わ
ち
「
実
定
法
の
当
為
命
題

を
実
定
法
規
の
外
部
に
あ
る
も
の
か
ら
導
き
出
そ
う
と
す
る
試
み
、
そ
の
さ
い
至
高
の
法
原
則
か
ら
の
抽
象
的
な
自
然
法
の
演
繹
の
仕
方
に
お
い
て
で
は
な
く
、

む
し
ろ
法
素
材
の
中
に
存
在
し
て
い
る
法
的
事
態
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
具
体
的
自
然
法
を
導
き
出
す
試
み
で
あ
る
」
　
（
D
i
e
N
a
t
u
r
d
e
r
S
a
c
F
e
L
n
‥

D
i
e
呂
t
0
－
O
g
i
s
c
訂
B
惑
r
g
d
u
n
g
 
d
灰
R
釆
F
t
s
，
S
●
票
）
。
こ
こ
で
法
的
事
態
と
は
、
ラ
イ
ナ
ハ
の
い
う
「
特
殊
に
法
的
な
基
本
概
念
」
と
い
っ
た
も
の
が

考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
生
活
事
態
、
つ
ま
り
文
化
世
界
に
お
け
る
人
間
存
在
の
共
存
の
態
様
で
あ
る
文
化
事
態
－
売
買
、
黄
貸
借
、
窃
盗
…
…
－

が
考
え
ら
れ
て
い
る
（
a
，
a
●
〇
°
S
●
票
f
）
。
日
常
的
世
界
の
内
で
他
者
と
共
存
し
て
生
活
し
て
い
る
我
々
は
、
「
す
べ
て
の
文
化
的
事
態
に
お
い
て
、
売
手
と
買



手
、
医
者
と
患
者
、
教
師
と
生
徒
、
父
親
・
母
親
…
…
と
い
っ
た
一
定
の
『
特
性
』
を
も
っ
た
人
間
〔
A
－
s
s
e
i
n
〕
　
に
出
会
う
」
（
a
●
a
．
0
．
S
．
↓
〇
　
の
で
あ
り
、

そ
の
際
、
た
と
え
ば
売
手
と
買
手
の
間
に
は
、
一
方
か
ら
他
方
へ
の
指
示
　
（
く
e
r
焉
i
s
G
n
g
）
　
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
応
答
　
（
E
n
訂
p
r
釆
F
u
n
g
）
　
が
存
在
し
て

い
る
（
a
・
a
・
〇
・
S
・
↓
璧
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
A
－
玖
e
i
n
相
互
の
間
に
、
あ
る
も
の
が
他
の
也
る
も
の
の
た
め
に
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
状
態
、
つ
ま
り

事
情
（
B
e
w
a
P
d
t
n
i
s
）
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
（
a
．
a
．
0
．
S
．
↓
含
、
そ
れ
が
、
互
い
に
差
し
向
け
ら
れ
応
答
し
あ
っ
て
い
る
A
－
訟
e
i
n
に
、
あ
る
も
の

は
他
の
あ
る
も
の
に
と
っ
て
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
有
意
義
性
（
B
乳
e
u
訂
a
m
k
e
i
t
）
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
　
（
a
●
a
●
0
，
S
●
謡
）
。
こ
の
有
意
義
性
か
ら
、

A
－
s
s
e
i
n
が
互
い
に
他
の
も
の
に
対
し
て
も
つ
期
待
（
E
r
w
a
r
t
u
n
g
）
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
（
a
．
a
●
0
，
S
●
謡
）
。
さ
ら
に
こ
の
期
待
か
ら
、
そ
れ

に
対
応
す
る
行
動
を
と
る
よ
う
に
と
い
う
他
者
へ
の
要
求
（
F
O
r
d
e
r
u
ロ
g
）
が
生
ま
れ
て
く
る
（
a
．
a
．
0
．
S
．
謡
f
）
。
そ
し
て
こ
の
要
求
こ
そ
が
、
自
然
的
・
合

理
的
義
務
（
P
f
〓
c
F
t
）
、
当
為
（
S
O
〓
e
n
）
　
の
存
在
論
的
根
拠
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
a
．
a
．
〇
．
S
．
ヨ
）
。
具
体
的
状
況
の
下
で
、
か
か
る
事
物
の
本
性
か

ら
生
じ
る
当
為
が
何
で
あ
る
か
を
知
ろ
う
と
思
え
ば
、
我
々
は
、
自
分
自
身
を
他
者
の
役
割
に
お
き
入
れ
て
、
他
者
と
な
っ
た
自
分
自
身
か
ら
何
を
期
待
し
、
何

を
要
求
し
う
る
か
と
問
え
ば
よ
い
（
a
．
a
．
〇
．
S
．
遥
）
。
こ
う
し
て
発
見
さ
れ
た
当
為
が
、
そ
う
し
た
役
割
・
状
況
に
あ
る
す
べ
て
の
A
－
玖
e
i
n
に
と
っ
て
の
普

遍
的
な
行
動
規
則
と
し
て
妥
当
せ
し
め
ら
れ
る
と
き
、
我
々
は
先
の
期
待
を
「
正
当
」
な
要
求
へ
、
ま
た
そ
れ
に
対
応
す
る
義
務
を
「
正
当
」
な
義
務
に
ま
で
高

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
a
．
a
．
0
．
S
．
遥
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
文
化
的
な
生
活
事
態
と
し
て
の
事
物
の
本
性
か
ら
具
体
的
自
然
法
が
獲
得
さ
れ
る
に

至
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
自
然
法
は
、
A
－
S
給
i
n
が
本
来
的
に
歴
史
的
存
在
で
あ
り
、
一
定
の
役
割
と
状
況
の
も
と
に
お
け
る
あ
る
も
の
の
他
者
へ
の
期
待
・

義
務
が
時
代
の
変
化
と
共
に
変
わ
る
以
上
（
a
．
a
．
0
．
S
．
謡
）
、
歴
史
的
に
変
化
す
る
自
然
法
で
あ
り
、
い
つ
ど
こ
で
で
も
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
妥
当
す
る
と

い
う
の
で
は
な
い
が
、
今
こ
こ
で
、
こ
の
役
割
と
状
況
の
内
に
あ
る
人
々
に
対
し
て
妥
当
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
（
a
●
a
・
〇
・
S
・
0
0
N
f
）
。

㊥
　
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
フ
ェ
ヒ
ナ
1

「
不
変
で
か
つ
静
的
な
絶
対
的
秩
序
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
観
念
を
、
我
々
は
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
　
（
R
釆
g
s
p
h
i
－
O
S
O
p
h
i
e
－
S
・
｝
笠
）
。
世
界
の

内
で
の
人
間
の
自
由
な
創
造
的
投
企
を
説
く
実
存
哲
学
に
立
脚
す
る
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
に
と
っ
て
、
予
め
与
え
ら
れ
た
絶
対
的
自
然
法
と
い
う
観
念
ほ
ど
無
縁
な
も
の

は
他
に
な
い
。
し
か
し
、
法
規
定
の
す
べ
て
が
今
こ
こ
で
の
自
由
な
決
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
彼
は
い
う
。
と
い
う
の
も
「
法
は
、
自
由
な
秩

序
に
属
す
る
よ
り
以
上
に
、
レ
ア
ル
な
も
の
に
拘
束
さ
れ
た
秩
序
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
疑
い
え
な
い
の
だ
か
ら
」
　
（
a
・
a
・
〇
・
S
・
N
G
）
。
数
多

く
の
法
規
は
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
な
所
与
に
よ
っ
て
明
白
に
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
a
．
a
．
0
．
S
．
N
∽
○
）
。
事
物
論
理
に
よ
っ
て
明
白
な
解
決
が
え
ら
れ
な
い
場
合
に

は
じ
め
て
、
人
は
い
く
つ
か
の
可
能
性
を
選
択
す
る
必
然
性
の
前
に
立
た
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
で
も
こ
の
決
断
は
、
た
い
て
い
は
無
前
提
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
先
行
す
る
世
代
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
、
そ
の
正
し
さ
が
確
証
さ
れ
て
い
る
「
前
決
断
」
に
も
と
づ
い
て
行
な
わ
れ
る
（
a
・
a
・
〇
・
S
・
N
芦
N
∽
豊
。

自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス



自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
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ジ
フ
ォ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

た
と
え
ば
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
私
的
所
有
権
の
制
度
は
先
行
世
代
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
前
決
断
で
あ
り
、
政
治
関
係
が
不
変
で
あ
る
限
り
、
所
有
権
に
関

す
る
法
規
定
の
問
題
の
解
決
は
そ
れ
を
前
提
と
し
て
企
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
前
決
断
が
も
は
や
役
に
立
た
な
い
場
合
や
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
新

た
な
状
況
の
ゆ
え
に
は
じ
め
か
ら
新
た
に
決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
い
か
な
る
具
体
的
規
準
も
な
し
に
決
断
が
要
求
さ
れ
る
（
a
．
a
．
0
．
S
．
N
芦

N
芦
的
∽
○
。
実
存
的
決
断
が
不
可
避
と
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
限
界
状
況
は
、
通
俗
的
見
解
に
反
し
て
非
常
に
限
ら
れ
た
範
囲
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
さ
ら
に

そ
の
場
合
で
も
、
決
断
の
無
前
提
性
は
直
ち
に
そ
の
盗
意
性
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
ほ
、
そ
の
客
観
性
の
保
障
を
「
決
断
の
未
来
に
対
す
る

被
拘
束
性
」
　
（
a
・
a
●
〇
・
S
●
N
∽
∽
）
や
「
決
断
の
主
体
は
同
時
に
客
観
的
な
も
の
の
生
起
の
た
め
の
舞
台
で
あ
る
」
（
a
．
a
．
0
．
S
．
N
∽
A
）
「
投
企
に
お
い
て
投
げ
る

も
の
は
人
間
で
は
な
く
存
在
体
で
あ
る
」
（
a
，
a
，
○
●
S
●
N
∽
∽
）
と
い
う
サ
ル
ト
ル
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
テ
ー
ゼ
に
求
め
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
未

来
に
対
す
る
「
責
任
」
と
い
い
「
存
在
」
　
「
舞
台
」
と
い
う
も
、
そ
れ
ら
は
具
体
的
規
準
で
は
あ
り
え
ず
、
限
界
状
況
に
お
け
る
人
間
の
決
断
は
つ
ね
に
失
敗
の

危
険
性
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
い
か
な
る
尺
度
に
も
導
か
れ
な
い
創
造
的
決
断
、
未
来
へ
向
か
っ
て
の
成
功
す
る
か
も
失
敗
す
る
か
も
し
れ
な
い
敢
行
に
よ
っ
て

自
然
法
が
生
成
す
る
（
a
●
a
●
○
●
S
●
N
告
f
）
。
か
く
て
、
フ
ェ
ヒ
ナ
1
に
よ
れ
ば
、
自
然
法
と
は
、
過
去
と
未
来
の
間
に
宙
吊
り
に
さ
れ
つ
つ
、
今
こ
こ
で
そ
の

っ
ど
生
成
し
て
ゆ
く
自
然
法
な
の
だ
。
そ
れ
は
何
と
静
的
で
無
時
間
的
な
絶
対
的
自
然
法
か
ら
遠
く
へ
だ
た
っ
て
い
る
こ
と
か
。

カ
ト
リ
ッ
ク
の
自
然
法
論
に
お
い
て
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
自
然
法
論
、
世
俗
の
自
然
法
論
に
お
い
て
で
あ
れ
、
こ
う
し

て
、
具
体
的
・
歴
史
的
な
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
自
然
法
は
、
決
し
て
実
定
法
に
と
っ
て
代
わ
ろ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
自
然
法

は
な
お
そ
れ
自
体
で
現
実
形
成
力
を
も
ち
う
る
ほ
ど
具
体
的
で
も
な
け
れ
ば
適
用
可
能
で
も
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
実
定
法
を
、
そ
し
て
ま

た
立
法
者
を
不
要
と
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
積
極
的
に
要
請
す
る
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

吊
　
ま
ず
第
一
に
、
も
っ
と
も
自
明
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
自
然
法
規
範
、
た
と
え
は
「
殺
人
の
禁
止
」
に
つ
い
て
は
、
ズ
ユ
ス
ク
ー
ヘ
ン
等

に
よ
っ
て
そ
れ
自
体
で
妥
当
す
る
「
法
」
と
さ
え
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
㈲
こ
う
し
た
自
明
の
自
然
法
規
範
で
さ
え
も
、
そ
の
有
効
性
の
見
地

か
ら
し
て
、
立
法
者
に
よ
る
法
律
へ
の
書
き
か
え
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
社
会
の
す
べ
て
の
人
々
が
そ
れ
に
従

う
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
実
効
性
確
保
の
た
め
に
は
、
刑
罰
の
執
行
権
限
と
そ
の
能
力
を
も
っ
た
立
法
者
に
よ
る
裁
可
が
要
請

さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
㈹



㈲
　
今
挙
げ
た
よ
う
な
「
単
純
な
実
定
化
」
の
場
合
を
の
ぞ
い
て
は
、
歴
史
的
・
文
化
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
複
雑
な
社
会
・
経
済
・
政
治

的
諸
関
係
の
下
に
お
い
て
、
今
こ
こ
で
果
た
し
て
い
か
な
る
規
範
が
自
然
法
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
る
か
は
き
わ
め
て
困
難
な
問
題
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
先
の
フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
の
例
に
お
い
て
、
「
食
糧
品
が
不
足
の
場
合
に
は
、
第
二
次
自
然
法
は
統
制
配
給
を
要
求
す
る
」

と
し
て
も
、
今
こ
こ
で
統
制
配
給
が
要
請
さ
れ
る
ほ
ど
に
食
糧
が
不
足
し
て
い
る
か
否
か
は
、
究
極
的
な
確
実
さ
で
も
っ
て
認
識
し
う
る
と
は

限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
統
制
配
給
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
は
、
最
終
的
に
は
、
立
法
者
の
決
定
に
委
ね
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
単
な
る
裁
可
を
こ
え
て
、
具
体
的
な
決
定
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
㈹

㈲
　
こ
の
よ
う
な
立
法
者
に
よ
る
決
定
の
必
要
は
実
は
、
人
間
の
認
識
能
力
の
不
完
全
さ
に
由
来
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
が
、
さ
ら
に
、
そ

の
他
に
、
自
然
法
自
体
が
原
理
的
に
立
法
者
に
広
い
裁
量
の
余
地
を
与
え
て
い
る
場
合
が
存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
は
、
私
的
所
有
権
が
自
然

法
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
自
然
法
論
者
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
無
制
限
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
一
致
が
み
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
私
的
所
有
権
が
或
る
事
情
の
下
に
お
い
て
何
ら
か
の
制
限
に
服
す
る
と

し
て
、
い
つ
い
か
な
る
条
件
の
下
で
、
ど
の
程
度
の
制
限
が
可
能
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
自
然
法
は
、
せ
い
ぜ
い
所
有
権
者
の
利
益
を
不
当

に
侵
害
す
る
よ
う
な
制
限
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
程
度
の
こ
と
し
か
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
他
人
の
所
有
権
へ
の
侵
害
が
可

部
的
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
刑
罰
は
ど
の
程
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
に
つ
い
て
も
確
定
的
な
答
を
自
然
法
に
期
待
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
榊
こ
う
し
た
場
合
、
立
法
者
に
は
多
様
な
解
決
の
可
能
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
つ
ど
の
社
会
・
経
済
・
政

治
的
状
況
を
掛
酌
し
て
、
複
数
の
選
択
肢
の
う
ち
か
ら
、
今
こ
こ
で
も
っ
と
も
妥
当
と
思
わ
れ
る
一
つ
を
選
択
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
㈲
　
「
自
然
法
は
、
人
間
の
法
秩
序
に
よ
る
任
意
で
は
な
い
が
、
し
か
し
多
く
の
異
な
っ
た
解
決
を
許
し
て
い
る
」
鋤
の
で
あ
り
、
こ

う
し
た
場
合
、
自
然
法
は
、
そ
の
と
き
ど
き
の
状
況
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
応
し
た
立
法
者
の
選
択
・
決
定
に
よ
っ
て
多
様
な
屈
折
変
更
を
こ

う
む
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
幽
か
く
て
「
実
定
法
は
純
粋
な
定
立
で
も
な
け
れ
ば
、
単
純
な
自
然
法
の
実
定
化
で
も
な
く
、
む
し
ろ
両
者
の

自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス
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混
合
し
た
も
の
に
な
る
。
」
餌

伽
　
以
上
の
吊
㈲
価
の
領
域
の
外
側
、
つ
ま
り
自
明
の
自
然
法
原
理
か
ら
遠
く
へ
だ
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
は
、
自
然
法
と
は
関
係
の
な
い
法

領
域
が
広
が
っ
て
い
る
。
㈲
た
と
え
は
、
フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
は
、
食
糧
不
足
の
場
合
統
制
配
給
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
て
、
そ
の
際
「
配
給

が
い
か
な
る
仕
方
で
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
か
は
、
た
だ
実
定
法
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
う
る
」
と
い
う
。
幽
あ
る
い
は
、
シ
ュ
ダ
ッ
ト
ミ
ュ

ー
ラ
ー
は
、
技
術
的
規
則
を
多
く
含
ん
だ
「
交
通
法
」
を
か
か
る
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
研
こ
の
よ
う
な
自
然
法
の
沈
黙
領
域
に
お
い
て
は
、

「
自
然
法
は
、
立
法
者
に
法
原
理
を
前
も
っ
て
与
え
る
こ
と
な
し
に
、
彼
が
決
定
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
」
榊
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

か
く
て
以
上
か
ら
明
ら
か
な
ご
と
く
、
自
然
法
は
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
で
あ
れ
、
実
定
法
と
同
じ
意
味
に
お
け
る
法
で
も
な
け
れ
ば
鋤

ま
し
て
や
実
定
法
に
と
っ
て
代
わ
り
う
る
ほ
ど
充
実
し
た
法
体
系
で
も
な
い
。
榊
自
然
法
は
多
く
の
場
合
そ
の
指
示
を
よ
り
正
確
に
実
現
す
る

よ
う
に
と
い
う
指
図
を
含
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
細
目
は
開
か
れ
た
ま
ま
、
立
法
者
に
自
由
な
活
動
の
余
地
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
糾

っ
ま
り
、
自
然
法
は
、
立
法
作
業
に
出
発
点
を
与
え
る
も
の
鋤
と
し
て
法
体
系
の
骨
組
み
　
（
R
a
h
m
e
n
r
e
c
h
t
）
　
形
成
原
理
（
G
e
s
t
a
－
t
u
n
g
・

S
p
r
ロ
Z
i
p
）
　
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
㈱
そ
し
て
ま
た
、
法
定
立
に
あ
た
っ
て
立
法
者
が
配
慮
し
、
そ
の
実
現
を
め
ざ
す
べ
き
導
き
の
星
・
理

念
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
糾
導
き
の
星
を
め
ざ
し
つ
つ
、
宣
言
、
決
定
、
裁
量
、
補
充
と
い
っ
た
作
業
を
通
し
て
、
今
こ
こ
で
の
社
会
的

状
況
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
与
え
ら
れ
た
骨
組
み
を
具
体
化
し
、
肉
付
け
し
、
一
つ
の
現
実
形
成
力
を
も
っ
た
法
体
系
に
ま
で
仕
上
げ
る
こ
と

は
、
究
極
的
に
は
立
法
者
に
与
え
ら
れ
委
ね
ら
れ
た
課
題
で
あ
り
仕
事
な
の
で
あ
る
。
鰯
そ
れ
ゆ
え
、
自
然
法
の
存
在
は
立
法
者
を
お
は
ら
い

箱
に
は
決
し
て
し
な
い
の
だ
。
餉

こ
う
し
た
法
の
骨
組
み
、
あ
る
い
は
導
き
の
星
と
し
て
、
自
然
法
は
立
法
者
に
よ
る
実
定
法
化
を
通
し
て
、
実
定
法
の
中
に
と
り
入
れ
ら
れ

具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
法
と
し
て
の
現
実
的
な
生
命
と
カ
を
獲
得
す
る
の
で
あ
り
、
抑
逆
に
ま
た
、
他
方
実
定
法
体
系
は
法

の
理
念
と
し
て
の
自
然
法
に
与
り
そ
の
つ
ど
の
具
体
的
状
況
に
あ
わ
せ
て
そ
れ
を
自
ら
の
う
ち
に
と
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
単



な
る
裸
の
強
制
秩
序
と
し
て
で
は
な
く
、
倫
理
的
、
内
的
に
義
務
づ
け
る
妥
当
せ
る
法
規
範
の
体
系
と
な
る
の
で
あ
る
。
餉
こ
の
意
味
に
お
い

て
、
導
き
の
星
と
し
て
自
然
法
は
、
そ
れ
自
体
で
は
法
で
は
な
い
に
せ
よ
、
実
定
法
を
し
て
法
た
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
、
実
定
法
の
根
拠
で

あ
る
と
い
わ
れ
る
。
的
そ
れ
ゆ
え
、
自
然
法
は
実
定
法
と
対
立
し
、
そ
の
外
に
並
存
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
自
然
法
が
実
定
法
に
内

存
し
、
㈹
両
者
が
相
互
に
相
即
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
今
こ
こ
で
妥
当
す
る
法
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
舶
か
く
し
て
今
日
、

自
然
法
論
者
た
ち
は
「
自
然
法
か
実
定
法
か
」
と
い
う
法
実
証
主
義
者
に
よ
っ
て
仕
掛
け
ら
れ
た
二
者
択
一
を
無
効
に
し
、
「
自
然
法
と
実
定

法
の
統
二
に
つ
い
て
か
た
る
の
で
あ
る
。
的

し
か
し
、
「
と
」
は
結
合
の
し
る
し
で
あ
る
と
同
時
に
、
分
裂
・
対
立
の
し
る
し
で
も
あ
る
。
幽
す
な
わ
ち
、
実
定
法
に
法
た
る
妥
当
性
を

与
え
る
自
然
法
は
、
他
方
そ
れ
か
ら
妥
当
性
を
奪
い
と
る
も
の
で
も
あ
る
。
「
導
き
の
星
」
は
実
定
法
が
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
は
か
ら
れ
批
判

さ
れ
る
「
批
判
の
鏡
」
な
の
だ
。
㈲
実
定
法
は
こ
の
尺
度
に
か
な
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
法
た
り
う
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
は
か
っ
て
理
念

実
現
へ
の
努
力
が
い
さ
さ
か
も
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
法
た
る
本
質
を
欠
く
こ
と
と
な
る
。
個
そ
れ
は
、
も
は
や
義
務
づ
け
る
カ
を
も

た
な
い
「
み
せ
か
け
の
法
」
に
す
ぎ
な
い
。
㈹
立
法
者
に
与
え
ら
れ
た
活
動
領
域
は
、
も
と
も
と
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
・
自
然
法
に
よ
っ
て
枠

づ
け
ら
れ
制
限
さ
れ
た
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
法
定
立
に
あ
た
っ
て
出
発
点
を
与
え
る
法
体
系
の
骨
組
み
　
（
R
a
h
m
e
n
r
釆
h
t
）
　
と
し
て

の
自
然
法
は
、
同
時
に
ま
た
、
立
法
者
の
自
由
を
枠
づ
け
る
法
（
R
a
h
m
e
n
蒜
C
h
t
）
　
で
も
あ
る
。
㈹
そ
れ
は
法
の
理
念
　
（
H
d
e
a
－
r
e
c
F
t
）
と

し
て
実
定
法
の
根
拠
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
に
お
い
て
、
批
判
の
鏡
と
し
て
、
そ
れ
を
こ
え
た
と
こ
ろ
か
ら
確
実
に
不
法
が
は
じ
ま
る
法
的

な
る
も
の
の
空
間
を
限
定
す
る
も
の
　
（
S
c
F
a
n
k
鎗
r
e
C
だ
）
　
で
も
あ
る
。
㈹
法
理
念
を
め
ざ
し
て
の
立
法
者
に
よ
る
時
代
に
か
な
っ
た
法
形

成
は
、
自
然
法
に
よ
っ
て
予
示
さ
れ
た
こ
う
し
た
限
界
の
中
で
の
み
は
じ
め
て
可
能
と
さ
れ
る
。
－
d
e
a
F
e
c
h
t
と
し
て
自
然
法
は
、
単
に
相

対
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
1
－
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
多
様
な
仕
方
で
実
現
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
1
－
の
に
対
し
て
、
S
c
h
r
a
n
k
？

s
r
e
c
h
t
と
し
て
は
、
絶
対
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
細
も
し
、
自
然
法
に
よ
っ
て
ひ
か
れ
た
限
界
が
無
視
さ
れ
侵
害
さ
れ
る
そ
の
と
き
に

自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
y
ジ
フ
ォ
ス
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は
、
確
実
に
「
自
然
法
は
実
定
法
を
破
る
」
榊
の
だ
。
軌

物
　
錬
金
術
的
変
成
　
－
　
自
然
法
　
あ
る
・
い
は
メ
ビ
ウ
ス
の
環

こ
の
よ
う
に
戦
後
の
再
生
自
然
法
論
は
先
の
課
題
に
対
し
て
、
実
定
法
体
系
と
対
立
す
る
不
変
の
自
然
法
体
系
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
自
然
法
を
歴
史
化
し
」
し
か
も
ご
く
限
ら
れ
た
法
原
則
に
限
定
し
、
そ
れ
を
一
方
で
は
、
実
定
法
の
骨
組
み
、
あ
る
い
は
理
念
、

導
き
の
星
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
ま
た
実
定
法
の
根
拠
と
し
て
、
他
方
で
は
、
立
法
者
の
こ
え
て
は
な
ら
な
い
限
界
、
し
た
が
っ
て
ま
た
実
定

潜
が
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
は
か
ら
れ
批
判
さ
れ
る
尺
度
、
批
判
の
鏡
と
し
て
相
対
化
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
よ
う
と
し
た
と
い
え

よ
う
0し

か
し
な
が
ら
、
自
然
法
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
導
き
の
星
で
あ
り
、
批
判
の
鏡
で
あ
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
自
然
法
が
そ
う
し
た
機
能
を

営
心
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
人
が
、
自
然
法
を
自
ら
に
引
き
う
け
実
現
さ
れ
る
べ
き
目
標
と
し
て
未
来
に
立
て
、
ひ
る
が
え
っ
て
そ
れ
に
よ
っ

て
現
在
の
状
況
を
照
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
元
来
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
「
批
判
的
で
も

な
け
れ
ば
そ
の
道
で
も
な
い
。
」
輯
そ
れ
に
庵
か
か
わ
ら
ず
、
戦
後
の
自
然
法
論
に
お
い
て
は
常
に
な
に
よ
り
も
ま
ず
自
然
法
は
、
批
判
的
な

機
能
を
営
む
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
「
自
然
法
は
実
定
法
の
理
念
で
あ
る
」
　
「
自
然
法
は
実
定
法
の
制
限
で
あ

る
」
　
「
自
然
法
に
合
致
し
え
な
い
実
定
法
は
法
た
り
え
ず
拘
束
力
を
も
た
な
い
」
と
い
う
わ
け
だ
。
我
々
が
戦
後
の
自
然
法
論
の
テ
ク
ス
ト
を

読
む
と
き
、
至
る
と
こ
ろ
で
眼
に
す
る
か
か
る
自
然
法
と
実
定
法
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
テ
ー
ゼ
が
、
果
た
し
て
客
観
的
な
真
理

値
を
も
つ
か
否
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
れ
ら
は
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
い
う
這
c
r
i
t
u
r
e
モ
個
と
し
て
、
戦
後
の
法
世
界
に
お
け
る
批
判
的

な
状
況
の
全
体
を
さ
し
示
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
餌

超
越
的
な
法
命
題
の
存
在
の
論
証
を
め
ざ
し
て
つ
づ
ら
れ
る
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
は
、
戦
後
の
自
然
法
論
に
固
有
の
こ
れ
ら
三
つ
の
テ
ー
ゼ
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
る
批
判
的
三
角
錐
の
中
で
か
た
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
テ
ー
マ
と
し
て
の
自
然
法
は
、
「
批
判
的
で
も



な
け
れ
ば
そ
の
道
で
も
な
い
ニ
ュ
ー
土
フ
ル
な
超
越
的
法
命
題
」
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
し
て
い
わ
ん
や
保
守
的
な
現
状
肯
定
の
機
能
を
営
む

も
の
と
し
て
で
も
な
く
、
ま
さ
に
立
法
者
を
導
き
実
定
法
を
制
限
し
、
批
判
し
、
場
合
に
よ
れ
は
そ
の
妥
当
性
を
打
ち
破
り
、
そ
の
拘
束
力
を

奪
い
と
る
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
自
然
法
は
、
あ
の
批
判
的
三
角
錐
の
中
で
い
わ
ば
錬
金
術
的
変
成
を
こ
う
む
り
、
一

定
の
観
念
形
態
＝
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
獲
得
す
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
変
成
を
こ
う
む
っ
た
自
然
法
は
、
い
ま
だ
こ
の
段
階
で
は
法
命
題
と
し
て
の
実
体
を
失
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
自
然
法
と
い
う
コ
ト
バ
の
形
而
上
学
的
輯
痕
跡
を
、
そ
れ
は
ま
だ
保
蔵
し
て
い
る
。
そ
れ
は
や
は
り
一
つ
の
「
も
の
」
で
あ
る
梱
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
は
立
法
者
の
自
由
を
枠
づ
け
、
制
限
す
る
と
い
う
機
能
を
営
む
よ
う
に
な
っ
た
超
越
的
法
命
題
な
の
だ
。
し
か
し
ア

タ
ノ
ー
ル
の
中
で
の
変
成
は
、
自
然
法
を
た
だ
単
に
実
定
法
の
理
念
、
批
判
の
鏡
へ
と
変
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
最
終
的
に
は
、
そ
れ
が
な
お

保
蔵
し
て
い
た
「
も
の
」
と
し
て
の
実
体
を
奪
い
と
り
、
自
然
法
を
あ
る
原
的
事
態
の
シ
ン
ボ
ル
に
ま
で
昇
華
し
、
稀
薄
化
さ
せ
て
ゆ
く
。
す

な
わ
ち
、
自
然
法
と
い
う
コ
ト
バ
は
、
超
越
的
な
法
命
題
（
＝
も
の
）
の
名
辞
で
あ
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
れ
を
こ
え
て
、
「
法

は
あ
ら
ゆ
る
価
値
判
断
を
免
れ
て
い
る
独
立
か
つ
抽
象
的
な
実
在
と
み
な
さ
れ
え
な
い
」
印
と
い
う
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
我
々
の
内
に
喚
起
し
、

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

　

　

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●
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「
今
あ
る
法
を
の
り
こ
え
て
、
い
ま
だ
あ
ら
ざ
る
よ
り
良
き
法
へ
向
け
て
の
人
々
の
た
え
ざ
る
企
て
」
の
し
る
し
と
化
す
の
で
あ
る
。
幽

あ
の
批
判
的
三
角
錐
の
高
熱
の
ア
ク
ノ
ー
ル
の
中
で
、
元
々
は
批
判
的
で
も
な
け
れ
ば
そ
の
逆
で
も
な
い
法
命
題
と
し
て
の
自
然
法
が
、
ま

ず
は
じ
め
に
、
記
昌
～
r
e
c
b
t
．
好
守
§
野
呂
e
C
h
t
へ
と
、
さ
ら
に
は
「
も
の
」
と
し
て
の
実
体
を
失
っ
て
、
つ
い
に
は
実
定
法
に
対
す
る
我

々
の
批
判
的
な
関
わ
り
方
の
シ
ン
ボ
ル
へ
と
変
成
さ
れ
て
ゆ
く
。
働
こ
こ
に
至
っ
て
、
ア
ク
ノ
ー
ル
の
中
で
の
変
成
は
完
成
す
る
の
だ
、
と
い

え
よ
う
。
㈱
そ
の
際
次
の
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
第
一
の
変
成
に
よ
っ
て
、
自
然
法
は
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
法
原
理
と
い
う
性
格
を
完
全
に
失
っ
て
し
ま
う
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
第

二
の
変
成
の
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
法
は
「
も
の
」
と
し
て
の
実
体
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ

自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス



自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

で
は
た
だ
従
来
、
た
と
え
第
一
の
変
成
を
受
け
た
後
で
も
、
自
然
法
と
い
う
コ
ト
バ
が
持
っ
て
い
た
、
も
の
＝
自
然
法
へ
の
単
線
的
な
結
び
つ

き
が
失
わ
れ
る
だ
け
な
の
で
あ
っ
て
、
以
後
そ
れ
は
、
「
も
の
」
と
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
間
に
宙
吊
り
に
さ
れ
、
両
者
の
可
逆
的
な
意
味
作
用

の
戯
れ
あ
い
の
中
に
投
げ
こ
ま
れ
る
の
だ
。
つ
ま
り
自
然
法
と
い
う
コ
ト
バ
は
、
一
方
で
は
恕
昌
、
r
e
c
h
t
－
好
守
宝
訂
h
r
e
C
h
t
と
な
っ
た

超
越
的
法
命
題
を
指
示
す
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
批
判
的
な
態
度
決
定
の
徴
と
な
っ
て
、
我
々
の
内
に
あ
の
二
つ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
戯
れ
あ

い
を
喚
起
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
然
法
と
い
う
シ
ー
ニ
ュ
は
、
い
わ
ば
メ
ビ
ウ
ス
の
環
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
、
内
側
の
面
と
外

側
の
面
、
「
も
の
」
の
面
と
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
面
が
不
断
に
よ
じ
れ
て
相
互
に
交
換
さ
れ
る
交
流
と
反
転
の
場
に
他
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

我
々
は
、
こ
う
し
た
自
然
法
と
い
う
コ
ト
パ
が
我
々
の
内
に
喚
起
す
る
二
つ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
場
を
、
通
常
の
も
の
＝

自
然
法
と
区
別
し
て
、
原
＝
自
然
法
と
呼
び
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
自
然
法
に
つ
い
て
か
た
る
人
々
の
無
意
識
的
な
場
で
は
な
い
に
し
ろ
、

差
し
あ
た
っ
て
大
抵
は
、
こ
と
さ
ら
に
意
識
さ
れ
自
覚
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
彼
ら
に
と
っ
て
の
前
省
察
的
な
地
帯
に
他
な
ら

な
い
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
省
察
外
的
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
交
錯
の
場
と
し
て
の
原
＝
自
然
法
は
、
も
の
＝
自
然
法
　
－
　
た
と
え
絆
h
r
a
n
k
汲
・

r
e
c
F
t
と
い
う
変
成
を
う
け
た
自
然
法
で
あ
れ
　
ー
　
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
自
然
法
の
構
成
単
位
で
も
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
も
の
」

と
し
て
の
自
然
法
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
自
然
法
が
そ
こ
に
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
そ
れ
ら
と
並
ん
で
我
々
の
眼
の
前

に
あ
る
の
で
も
な
い
。
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
全
く
無
関
係
に
ど
こ
か
他
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
原
＝
自
然
法
は
、
あ
れ
こ

れ
の
自
然
法
の
背
後
に
、
あ
る
い
は
そ
の
上
に
、
し
か
も
そ
れ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
眼
に
み
え
な
い
糸
に
よ
っ
て
つ
な
が
れ
な
が
ら
、
そ
の
周

り
を
と
り
ま
く
ア
ト
モ
ス
フ
ェ
ー
ル
と
し
て
、
陽
炎
の
よ
う
に
ゆ
れ
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
そ
の
在
り
方
に
応
じ
て
、
文
化
法
、
実
存
法
、

存
在
法
、
歴
史
的
自
然
法
、
具
体
的
自
然
法
…
…
と
い
っ
た
名
で
呼
ば
れ
る
互
に
異
な
る
個
々
の
自
然
法
は
、
そ
の
具
体
的
な
法
命
題
の
内
容
、

及
び
そ
の
起
源
、
態
様
の
相
異
を
こ
え
て
、
戦
後
の
自
然
法
思
想
の
囲
い
の
中
で
、
共
に
こ
う
し
た
原
＝
自
然
法
を
、
自
ら
の
周
り
に
、
い
わ

ば
そ
れ
を
中
心
と
し
て
回
転
す
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
遊
星
と
し
て
も
っ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
糾
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ま
さ
し
く
、
立
法
者
に
由
来
し
な
い
前
実
定
的
な
法
原
則
の
探
究
な
の
だ
1
の
手
前
に
は
、
重
ね
紋
状
に
、
そ
れ
ら
表
面
的
な
コ
ト
バ
の
知

ら
な
い
、
実
定
法
へ
の
批
判
的
な
関
わ
り
あ
い
方
を
徴
づ
け
る
あ
の
共
通
の
不
可
視
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
な
、
い
わ
ば
斜
め
の
意
味
作
用
の
層
が

横
た
わ
っ
て
い
る
の
だ
。
㈲

今
日
、
マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー

、
フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
、
ヴ
ォ
ル
フ
、
コ
ー
イ
ン
グ
、
ア
ウ
エ
ル
…
…
と
い
っ
た
異
質
な
論
者
の
テ
ク
ス
ト
を
相
互
に

結
び
つ
け
て
い
る
も
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
点
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
「
自
然
法
」
論
と
い
う
統
一
的
名
称
を
冠
す
る
こ
と
を

多
く
の
人
々
に
帝
躇
さ
せ
る
ほ
ど
に
相
異
な
る
テ
ク
ス
去
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
、
そ
の
多
様
性
の
根
底
に
、
完
全
に
同
一
の
沈
黙
の
デ
ィ

ス
ク
ー
ル
ー
原
＝
自
然
法
を
伏
在
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
戦
後
自
然
法
論
は
、
彼
ら
が
書
こ
う
と
す
る
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
彼

ら
の
テ
ク
ス
ト
が
、
我
々
読
む
者
の
う
ち
に
喚
起
し
、
あ
お
り
た
て
る
あ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
同
一
性
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
表
面
的
な
差
異
を

こ
え
て
、
相
互
に
通
底
し
結
ば
れ
て
い
る
の
だ
。
櫓
か
く
て
自
然
法
論
の
多
様
で
相
異
な
る
テ
ク
ス
ト
の
一
切
は
、
同
一
の
コ
ト
バ
へ
と
翻
訳

可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
我
ら
が
図
書
館
の
自
然
法
論
の
魔
大
な
テ
ク
ス
去
山
は
、
ひ
と
つ
の
「
巨
大
な
ト
ー
J
ト
ロ
ギ
1
」
に
他
な
ら
な

い
と
い
え
よ
う
。

㈲
　
自
然
法
を
読
む

自
然
法
と
い
う
コ
夫
の
も
つ
意
味
作
用
が
可
逆
的
な
回
転
運
動
と
な
り
、
自
然
法
論
の
テ
ク
ス
去
巨
大
な
ト
‥
－
1
「
ロ
ギ
ー
と
化
す
自
然

法
空
間
の
中
で
、
自
然
法
論
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
当
然
あ
る
何
ら
か
の
変
容
を
こ
う
む
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

通
常
、
一
つ
の
自
然
法
論
の
テ
ク
ス
ト
を
読
め
は
、
人
は
そ
れ
に
よ
っ
て
直
接
指
一
昔
れ
て
い
る
も
の
－
超
越
的
法
命
題
！
へ
と
差
し

向
け
ら
れ
、
そ
れ
を
一
人
の
作
者
、
及
び
彼
の
よ
っ
て
立
つ
哲
学
的
基
盤
へ
と
照
応
せ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
二
つ
以
上
の
テ
ク
ス
ト
を
眼
に
し

た
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
は
常
に
否
応
も
な
し
に
、
自
分
た
ち
の
差
異
を
浮
き
あ
が
ら
せ
て
く
る
。
そ
し
て
事
実
こ
れ
ま
で
自
然
法
論
に
つ
い
て

の
理
論
－
つ
ま
り
学
的
な
自
然
法
論
を
読
む
と
い
う
作
業
1
の
努
力
の
多
く
は
、
あ
れ
こ
れ
の
特
定
の
論
者
の
自
然
法
論
の
内
容
と
、
そ

自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス



自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
y
ジ
フ
ォ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

の
哲
学
的
基
盤
を
分
析
解
明
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
他
の
論
者
の
自
然
法
論
と
比
較
検
討
し
、
そ
の
差
異
と
類
縁
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
費

さ
れ
て
き
た
の
だ
。
自
然
法
の
存
在
の
論
証
と
い
う
テ
ー
マ
を
共
有
し
っ
つ
も
、
そ
の
論
証
の
手
続
と
内
容
に
お
い
て
、
互
い
に
他
の
自
然
法

論
か
ら
区
別
さ
れ
た
固
有
の
ス
タ
イ
ル
と
思
想
を
も
っ
た
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
自
然
法
論
が
あ
り
、
マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
l
、
カ
ウ
フ
マ
ン
、
ウ
ッ
ツ
、

ア
ウ
エ
ル
‥
㌻
・
の
自
然
法
論
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
戦
後
の
自
然
法
論
の
企
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
立
法
者
に
由
来
し
な
い
自
然
法
の
存
在
の
基
礎
づ
け
を
目
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ

た
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
お
い
て
「
自
然
法
」
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
こ
う
し
た
法
命
題
と
し
て
の
自
然
法
を
意
味
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
い
さ
さ
か
の
疑
間
も
な
い
。
し
か
し
既
に
の
べ
た
ご
と
く
、
戦
後
自
然
法
論
の
囲
い
の
中
で
、
自
然
法
は
通
常
の
形
而

上
学
的
な
意
味
作
用
を
こ
え
て
、
批
判
的
な
態
度
決
定
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
る
も
の
と
し
て
×
印
を
付
さ
れ
た
（
注
㈲
参
照
）
自
然
法
で
あ
っ

た
限
り
に
お
い
て
、
自
然
法
論
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
と
い
う
作
業
は
、
直
線
的
な
意
味
作
用
の
働
ら
き
に
の
せ
ら
れ
て
、
あ
れ
こ
れ
の
超
実
定

的
な
法
命
題
へ
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
つ
れ
て
ゆ
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
も
は
や
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
逆
に
「
も
の
」
へ
の
単
線
的
な
志

向
か
ら
解
き
放
た
れ
、
「
自
然
法
」
と
い
う
コ
ト
バ
の
可
逆
的
な
意
味
作
用
の
戯
れ
の
中
に
身
を
委
ね
、
「
も
の
」
と
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
間

に
宙
吊
り
に
さ
れ
つ
つ
、
テ
ク
ス
ト
の
表
面
的
で
明
証
的
な
コ
ト
バ
の
意
味
作
用
を
こ
え
て
、
い
わ
ば
透
模
様
の
よ
う
に
そ
の
背
後
に
秘
密
さ

れ
て
い
る
沈
黙
の
意
味
作
用
の
層
、
つ
ま
り
あ
の
原
＝
自
然
法
へ
と
つ
れ
て
ゆ
か
れ
る
こ
と
な
の
だ
。
そ
の
と
き
我
々
に
と
っ
て
自
然
法
論
の

テ
ク
ス
ト
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
形
而
上
学
的
な
記
述
だ
け
で
な
り
た
と
う
と
、
そ
れ
ら
表
面
的
な
コ
ト
バ
の
知
ら
な
い
あ
の
原
的
事
態
の
大

が
か
り
な
徴
と
化
す
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
印
刷
さ
れ
た
文
字
の
外
観
は
決
し
て
そ
れ
ら
の
現
実
で
は
な
い
。
自
然
法
論
の
テ
ク
ス
ト
は
、
実

証
主
義
者
に
と
っ
て
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
空
虚
な
る
言
明
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
の
場
合
で
も
な
お
ひ
と
つ
の
比
愉
と
し
て
読
ま
れ
う
る
の
で
あ

る
。
糾

（5）

テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
戦
後
自
然
法
思
想



「
自
然
韓
の
そ
れ
ぞ
れ
の
定
式
は
、
人
間
が
自
己
自
身
何
で
あ
る
か
を
了
解
す
る
た
め
に
、
己
れ
自
ら
に
つ
い
て
描
く
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
で
あ

る
」
ぎ
い
う
こ
と
が
真
実
で
あ
る
と
す
る
な
ら
は
、
超
越
的
法
命
題
が
ー
d
e
a
－
r
e
c
F
S
c
h
r
a
ロ
k
e
s
r
e
c
巳
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
自
然
法

が
×
印
を
付
さ
れ
た
自
然
法
と
な
り
、
そ
う
し
た
事
情
の
下
で
自
然
法
を
読
む
と
い
う
企
て
が
、
可
逆
的
な
意
味
作
用
の
戯
れ
あ
い
の
中
に
身

を
委
ね
、
そ
こ
に
宙
吊
り
に
さ
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
で
は
い
っ
た
い
、
戦
後
に
お
け
る
自
然
法
に
つ
い
て
書
き
語

る
と
い
う
企
て
の
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
企
て
の
中
に
映
し
出
さ
れ
た
彼
ら
自
身
の
い
か
な
る
在
り
様
の
反
映
で
あ
り
結
果
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

自
然
法
に
つ
い
て
書
く
こ
と
は
、
戦
後
、
自
然
法
論
を
と
り
ま
く
あ
の
原
初
的
状
況
1
つ
ま
り
、
ナ
チ
ス
に
お
け
る
法
の
倒
錯
現
象
が
実

定
法
完
主
義
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
け
っ
か
立
法
者
の
盗
意
的
支
配
に
対
し
て
制
限
を
設
け
る
た
め
に
自
然
法
論
が

呼
び
出
さ
れ
、
ま
た
自
ら
も
そ
う
し
た
目
的
を
も
っ
て
登
場
し
た
と
い
う
状
況
の
中
で
、
法
実
証
主
義
が
実
定
法
を
対
象
と
す
る
よ
う
な
仕
方

で
決
し
て
自
然
法
に
つ
い
て
の
学
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
し
、
自
然
法
も
ま
た
法
実
証
主
義
に
お
い
て
実
定
法
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
仕
方
で

単
な
る
認
識
の
対
象
な
ど
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
法
実
証
主
義
は
、
戦
後
実
定
法
に
つ
い
て
の
理
論

的
認
識
と
、
法
へ
の
服
従
・
不
服
従
と
い
う
実
践
的
問
題
と
の
間
竺
種
の
方
法
論
的
切
断
を
施
し
、
後
者
を
法
実
証
主
義
の
囲
い
か
ら
排
除

し
、
実
定
法
に
つ
い
て
の
純
粋
な
認
識
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
再
生
を
は
か
ら
ん
と
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
戦
後

の
自
然
法
論
を
と
り
ま
く
あ
の
原
初
的
状
況
の
中
に
お
い
て
、
自
然
法
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
が
盲
た
と
え
い
か
・
に
純
粋
に
形

而
上
学
の
囲
い
の
中
で
の
仕
種
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
に
せ
よ
、
超
越
的
法
命
題
の
思
弁
的
認
識
に
と
ど
ま
り
う
る
も
の
で
は
決
し
て

な
く
、
同
時
に
そ
れ
を
こ
え
て
か
つ
て
み
ら
れ
た
法
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
ー
す
な
わ
ち
一
方
で
、
立
法
者
は
い
か
な
る
制
限
に
も
服
さ
ず
、
あ
ら
ゆ

る
実
定
法
は
た
だ
実
定
法
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
拘
束
力
を
も
ち
、
他
方
で
あ
ら
ゆ
る
実
定
法
を
こ
え
る
よ
り
良
き
法
へ
の
探
究
を
放
棄
す
る
、

そ
う
し
た
法
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
〝
ノ
ン
〃
と
い
う
態
度
決
定
の
表
明
に
他
な
ら
ず
、
ま
た
そ
う
し
た
態
度
決
定
の
結
果
と
し
て
人
々
は
自

然
法
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
え
て
極
端
な
表
現
を
す
る
な
ら
ば
、
「
人
が
自
然
法
に
つ
い
て
か
た
る
や

自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス

二
七



自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス

二
八

否
や
、
彼
が
語
っ
て
い
る
も
の
は
、
も
は
や
『
自
然
法
』
に
つ
い
て
で
は
な
い
」
と
い
え
よ
う
。

な
る
ほ
ど
た
し
か
に
、
た
と
え
は
フ
ッ
ク
ス
が
　
声
e
舛
n
a
t
u
r
a
e
ミ
コ
ー
イ
ン
グ
が
占
i
e
O
訂
r
s
t
e
ロ
G
r
u
ロ
d
s
警
N
e
d
袋
R
e
c
h
t
s
モ

フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
が
虔
a
t
i
s
c
h
e
s
u
n
d
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
s
N
a
r
u
r
烹
首
ざ
1
…
…
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
試
み
て
い
る
こ
と
は
、
一
方
に
お
い
て

は
法
の
本
質
の
探
究
と
し
て
、
他
方
に
お
い
て
は
立
法
者
の
自
由
に
制
限
を
お
く
と
こ
ろ
の
超
実
定
的
な
法
の
根
拠
の
存
在
の
論
証
と
し
て
、

徹
頭
徹
尾
形
而
上
学
的
企
て
鵜
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
が
、
し
か
し
我
々
は
こ
の
企
て
の
中
に
法
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
彼
ら
の
拒

否
宣
言
を
読
み
と
り
う
る
の
で
あ
る
。
先
の
課
題
を
立
て
渡
さ
れ
ま
た
自
ら
も
積
極
的
に
担
っ
た
戦
後
自
然
法
論
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
こ
と

は
、
自
然
法
を
テ
ー
マ
と
し
つ
つ
も
決
し
て
そ
れ
ら
が
存
在
者
＝
自
然
法
に
つ
い
て
の
純
粋
知
で
も
な
け
れ
ば
、
絶
対
的
な
る
も
の
へ
の
信
仰

告
白
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
む
し
ろ
自
然
法
に
つ
い
て
か
た
る
そ
の
こ
と
が
、
か
つ
て
の
法
の
倒
錯
現
象
に
対
す
る
眼
ざ
め
た
批
判
意

●
　
　
●
　
　
●

誠
の
表
徴
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
租

自
然
法
論
の
企
て
は
、
思
惟
の
は
た
ら
き
で
あ
る
と
同
時
に
、
今
日
で
は
す
っ
か
り
手
垢
の
つ
い
た
コ
ト
バ
を
使
っ
て
よ
け
れ
ば
、
実
存
の

そ
れ
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
自
然
法
論
の
形
而
上
学
的
な
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
下
に
実
存
的
な
選
択
の
地
層
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
も
、
あ
る

い
は
ま
た
自
然
法
と
い
う
シ
ー
ニ
ユ
が
あ
の
メ
ビ
ウ
ス
の
環
と
な
る
の
も
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
な
の
で
あ
る
。
事
象
に
対
し
て
と
ぎ
す
ま
さ
れ
た

ぁ
く
ま
で
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
f
－
i
c
h
な
眼
差
を
も
っ
て
自
然
法
に
つ
い
て
か
た
る
コ
ー
イ
ン
グ
、
フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
、
マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
、
フ
ッ
ク

ス
…
…
の
そ
の
あ
く
な
き
自
然
法
探
究
者
の
形
而
上
学
的
仮
面
の
下
で
、
彼
ら
の
素
顔
が
主
人
に
反
抗
す
る
奴
隷
の
〝
ノ
ン
〃
に
よ
っ
て
赤
く

染
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
我
々
は
気
づ
か
さ
れ
る
。
冷
た
く
と
ぎ
す
ま
さ
れ
た
理
論
理
性
と
、
「
否
定
」
と
「
希
求
」
へ
の
熱
い
実
践
的
情
念

と
の
間
に
保
た
れ
る
微
妙
で
そ
し
て
危
険
な
緊
張
関
係
、
㈱
そ
し
て
そ
う
し
た
シ
ュ
パ
ヌ
ン
グ
の
中
で
形
而
上
学
を
縦
糸
と
し
、
批
判
意
識
を

横
糸
と
し
て
た
く
み
に
織
り
あ
げ
ら
れ
て
ゆ
く
テ
ク
ス
ト
（
t
e
旨
S
）
Ⅰ
そ
れ
こ
そ
が
自
ら
の
手
に
あ
ま
る
課
題
を
担
わ
さ
れ
た
戦
後
自
然

法
思
想
に
と
っ
て
の
唯
一
可
能
な
在
り
様
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
我
々
は
自
然
法
論
の
多
様
性
の
中
に
透
し
ぼ
り
さ
れ
た
統



一
的
フ
ォ
ル
ム
を
兄
い
出
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

Ⅲ
一
度
で
も
戦
後
自
然
法
思
想
の
迷
路
の
中
に
足
を
踏
み
入
れ
た
こ
と
の
あ
る
人
は
、
「
自
然
法
に
つ
い
て
の
多
彩
で
ほ
と
ん
ど
我
々
を
困
惑
さ
せ
る
よ
う
な

多
様
な
陳
述
の
公
分
母
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
ヴ
ユ
ル
テ
ン
バ
ー
ガ
ー
の
指
摘
　
（
T
・
W
賢
t
e
n
b
e
r
g
e
r
－
W
惑
e
N
u
m
N
a
t
u
r
r
R
h
t

i
n
g
u
t
衿
E
a
n
d
（
【
芸
土
器
）
L
n
‥
旨
c
h
i
く
冒
R
釆
F
F
u
P
d
S
O
N
i
a
－
p
h
i
－
○
吻
O
p
E
e
∴
蒜
・
B
d
・
こ
冨
＼
芦
S
L
峯
に
、
多
く
の
共
感
と
軽

い
安
心
感
を
覚
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

②
　
E
．
F
釆
h
n
e
r
I
 
R
鍔
h
t
s
p
h
i
－
O
S
O
p
h
i
e
、
↑
誤
か
ー
S
・
N
N
【

㈱
　
H
．
H
e
n
k
e
－
這
i
n
f
旨
r
u
ロ
g
i
n
d
i
e
R
釆
h
t
s
p
b
i
－
O
S
O
p
h
i
e
L
誉
－
S
・
妄
「
自
然
法
思
想
へ
の
肯
定
的
評
価
は
、
し
か
し
次
の
よ
う
な
要
求
へ
と
導

い
て
ほ
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
モ
N
u
r
g
k
N
u
m
N
a
t
u
r
r
R
h
二
モ
そ
の
た
め
に
は
絶
対
的
自
然
法
論
に
お
け
る
根
本
的
あ
や
ま
り
ほ
あ
ま
り
に
し
ば
し
は

明
白
で
あ
る
。
」
…
T
●
H
e
r
r
－
P
e
r
s
p
e
k
t
i
扁
n
e
i
n
窃
d
y
n
a
m
i
s
c
b
・
g
窯
h
i
c
g
i
c
訂
n
；
i
b
i
s
c
h
・
琵
h
a
t
0
－
0
g
i
s
c
F
e
n
N
a
t
u
r
r
e
c
h
夢
i
n
‥
J
a
F
r
l

b
u
c
h
f
旨
c
h
r
i
s
t
－
i
c
h
e
S
O
N
i
a
－
w
i
玖
e
n
S
C
F
a
f
t
e
n
L
∽
B
d
．
こ
3
．
S
．
【
N
∽
　
「
今
日
の
自
然
法
は
法
典
化
さ
れ
た
体
系
と
し
て
展
開
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。
自
然
法
体
系
の
時
代
と
い
う
も
の
は
過
ぎ
去
っ
た
の
だ
。
体
系
思
考
、
並
び
に
そ
れ
と
結
び
つ
い
て
展
開
さ
れ
る
細
目
に
ま
で
わ
た
っ
て
規
定
し
ょ
う
と

す
る
我
執
と
い
っ
た
も
の
は
、
我
々
の
複
数
的
な
社
会
構
造
に
と
っ
て
は
正
し
い
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
っ
た
も
の
は
発
展
し
変
化
す
る
今
日
の
現
実

と
い
う
も
の
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
科
学
・
技
術
・
経
済
等
は
明
ら
か
に
そ
し
て
と
め
が
た
く
未
来
へ
と
広
が
っ
て
い
く
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

静
的
な
法
典
化
さ
れ
た
自
然
法
は
た
だ
妨
害
物
と
し
て
の
み
感
じ
ら
れ
て
い
る
。
」
…
H
・
K
r
a
u
も
，
冨
t
u
r
r
籍
h
t
も
O
S
i
t
i
＜
d
肪
R
鍔
h
t
u
n
d
a
p
r
i
。
r
i
欝
h
e

R
袋
h
t
s
－
e
h
r
e
L
n
‥
S
t
i
m
m
e
n
d
e
r
N
e
i
t
L
宗
B
d
．
こ
誤
モ
芦
S
●
N
∽
N
こ
●
M
m
印
の
B
e
r
I
D
a
s
冨
t
亡
r
r
究
貫
の
A
u
f
－
・
∴
這
声
S
・
N
讐
f
・
当
○
”

H
，
R
y
f
f
e
l
、
D
a
s
P
r
O
b
－
e
m
d
訪
冨
t
u
r
r
鍔
E
s
h
e
u
ぎ
i
ヨ
‥
N
a
－
u
r
r
辞
h
t
O
d
e
r
R
R
h
t
s
p
O
S
i
t
i
く
i
s
ヨ
u
∽
㍗
S
・
念
∋
ご
G
・
S
F
d
m
E
－
e
r
も
・
a
・

0
．
S
．
n
聖
．
畏
　
「
新
た
な
自
然
法
的
思
考
は
、
す
べ
て
の
個
々
の
問
題
を
明
白
か
つ
普
遍
的
な
拘
束
性
を
も
つ
よ
う
な
仕
方
で
解
決
し
う
る
ん
だ
と
い
う
啓

蒙
の
理
性
法
の
幻
想
か
ら
離
れ
る
た
め
に
十
分
な
ほ
ど
自
己
批
判
的
で
あ
ら
わ
は
な
ら
ぬ
。
」
‥
T
・
W
旨
訂
n
b
e
r
g
e
r
，
D
a
s
N
a
t
u
r
r
釆
F
t
u
n
d
d
i
e
P
h
i
・

－
O
S
O
p
h
i
e
d
e
r
G
e
g
e
n
w
a
r
t
L
n
‥
N
a
t
u
r
r
R
h
－
O
d
e
r
R
釆
h
t
s
p
邑
t
i
ま
s
m
u
s
～
S
・
畠
に
ご
E
・
W
e
i
g
e
－
i
P
・
R
e
c
h
t
u
n
d
N
a
t
u
r
r
釆
g
s
－
e
冒
e
・

i
n
‥
A
r
c
E
く
f
守
R
辞
F
哲
u
n
d
S
O
N
i
a
－
p
h
i
－
O
S
O
p
h
i
e
∴
迄
B
d
．
L
誤
○
＼
芦
S
．
ト
ト
べ
　
「
自
然
法
は
あ
ら
ゆ
る
時
代
・
民
族
に
と
っ
て
妥
当
す
る
と
い

う
主
張
は
必
要
で
も
な
け
れ
ば
有
用
で
も
な
い
理
論
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
」
こ
・
B
r
か
t
訂
d
e
－
a
G
r
琵
a
y
e
，
L
g
p
O
r
t
d
u
d
r
O
i
t
n
a
t
u
邑
a
u

d
r
O
i
t
p
O
S
i
t
i
f
L
n
‥
C
邑
r
i
b
u
－
i
O
n
S
f
r
a
コ
哺
a
－
S
e
S
a
u
5
－
c
O
n
g
r
か
s
i
n
す
n
a
t
i
呂
邑
e
d
e
d
r
O
i
－
c
O
m
p
a
r
か
（
吉
邑
a
）
㍉
垂
r
『
L
貰
「
今

自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス
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る
い
ほ
h
d
邑
r
邑
t
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
命
題
が
独
特
な
巽
当
性
を
も
つ
法
で
あ
る
と
主
張
す
る
」
と
（
D
e
r
 
M
e
n
s
c
F
 
u
n
d
d
a
s
R
R
F
t
二
n
‥

冨
t
u
r
r
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首
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h
訂
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．
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宮
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。

㈲
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●
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m
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n
－
a
●
a
・
〇
・
S
・
琵
f
（
二
六
三
頁
以
下
）
こ
・
M
琵
n
e
r
嶋
a
・
a
・
〇
・
S
・
N
笥
「
歴
史
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
共
同
社
会
的
・
経
済
的
・
政
治

的
諸
関
係
は
、
実
定
法
秩
序
に
よ
っ
て
一
般
的
法
原
理
が
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
」
示
∽
3
「
法
原
理
の
法
律
へ
の
具
体
化
は
、
個
々
の
国
家

が
存
在
し
て
い
る
諸
前
提
を
注
意
深
く
し
ら
べ
て
企
て
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
“
G
・
S
監
－
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－
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〇
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－
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た
し
か
に
妥
当
し
て
い
る
も
の
と
し
て
認
識
可
能
な
若
干
の
自
然
法
規
範
を
、
時
代
状
況
に

応
じ
て
補
完
し
、
充
実
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
は
実
定
法
の
課
題
で
あ
る
。
」
二
・
↑
す
鷲
n
；
・
a
・
二
〇
・
S
・
N
O
N
f
「
一
般
的
原
理
は
適
用
可
能
な
妥
当
な
法
を

う
み
出
す
た
め
に
は
、
変
化
す
る
事
態
に
対
し
て
『
具
体
化
』
さ
れ
『
個
別
化
』
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
そ
の
つ
ど
の
法
の
課
題
や
状
況

に
適
合
す
る
よ
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に
、
演
繹
を
お
こ
な
う
立
法
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が
必
要
で
あ
る
。
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そ
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こ
ろ
で
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定
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に
よ
っ
て
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の
諸
関
係
に
適
合
さ
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
世
代
は
、
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
の
時
代
の

実
定
法
を
、
主
要
な
法
原
理
の
も
と
で
形
成
し
、
改
良
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
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「
第
二
次
自
然
法
が
提
供
す
る
異
な
っ
た
可
能
性
の
う
ち
、
ど
れ
が
選
ば
れ
る
べ
き
か
を
決
定
す
る
た
め
に
実
定
法
が
必
要
と
な
る
。
…
…
歴
史
的
デ
ィ
ナ
ミ

ー
ク
を
考
慮
す
る
自
然
法
論
は
実
定
法
の
決
定
な
し
で
す
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
；
e
r
s
こ
く
斧
e
r
r
辞
貫
S
L
G
「
実
定
法
は
、
自
然
法
の
立
場
か
ら

み
て
決
し
て
不
必
要
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
法
の
全
体
構
造
の
中
で
重
大
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
」
這
・
R
O
m
m
e
n
・
a
・
a
・
〇
・
S
・
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（
二
六
二

頁
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．
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∽
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∽
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G
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u
首
賢
N
e
・
S
・
｝
－
＝
1
・
E
s
s
e
r
・
a
・
a
・
〇
・
S
・
二
法
理
念
は
実
定
法
の
外
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

そ
の
中
で
生
き
て
い
る
の
だ
。
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
そ
れ
自
体
で
鳴
り
ひ
び
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
音
楽
Ⅵ
－
ヤ
ー
ガ
ー
と
し
て
の
音
波
の
中
で
鳴
り
ひ
び
く
よ

う
に
。
あ
ら
ゆ
る
非
素
材
的
本
質
が
ト
レ
ー
ガ
ー
と
し
て
の
素
材
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
。
」
‥
T
・
H
e
r
r
：
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a
・
〇
・
S
・
芯
∞
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・
く
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d
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N
a
・

自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス
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自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
y
ジ
フ
ォ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

〇
・
S
・
芦
第
二
§
言
F
・
A
・
く
・
d
・
H
薫
d
露
も
・
a
・
〇
・
S
・
器
「
我
々
は
自
然
法
の
実
定
法
に
対
す
る
関
係
を
、
対
立
あ
る
い
は
並
列
の
関
係
と
し
て
で
は

な
く
、
む
し
ろ
人
間
に
お
け
る
心
と
身
体
の
関
係
の
よ
う
に
内
存
の
関
係
と
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
と
い
う
も
の
が
心
と
身
体
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
、
身
体
な
き
人
間
も
、
又
、
心
な
き
人
間
も
い
な
い
の
と
同
様
に
、
法
と
い
う
も
の
も
自
然
法
と
実
定
法
か
ら
な
っ
て
い
る
。
」

的
　
コ
ー
イ
ン
グ
は
、
自
然
法
と
実
定
法
を
対
立
し
て
と
ら
え
る
こ
と
の
あ
や
ま
り
を
指
摘
し
た
あ
と
で
、
次
の
よ
う
に
つ
け
加
え
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
な
い
。

す
な
わ
ち
「
む
ろ
ん
両
者
の
単
な
る
一
致
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
両
者
の
間
の
矛
盾
の
問
題
も
存
在
し
て
い
る
」
　
（
a
．
a
．
0
．
S
．
営
示
）
と
。
あ
る

い
は
ヘ
ン
ケ
ル
も
ま
た
、
一
方
で
自
然
法
と
実
定
法
を
「
矛
盾
的
対
立
」
と
し
て
と
ら
へ
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
他
方
、
両
者
を
同
一
視
す

る
こ
と
、
両
者
の
同
一
性
を
主
張
す
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
（
a
．
a
．
0
．
S
．
A
当
）
と
い
う
。

●

っ
ま
り
「
自
然
法
と
実
定
法
」
と
い
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
「
と
」
は
、
「
区
別
さ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
互
い
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
緊
張
関
係

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
と
え
は
、
A
・
R
a
u
f
m
a
n
n
－
夢
－
u
r
↑
鍔
g
u
n
d
G
襲
h
i
c
g
i
c
F
k
e
i
t
㌫
●
N
∽
（
二
四
頁
）
　
「
実
定
的
命
題
と
自

然
法
の
関
係
は
二
者
択
一
性
、
す
な
わ
ち
相
互
的
な
排
除
の
関
係
で
も
な
け
れ
ば
、
同
一
性
、
す
な
わ
ち
必
然
的
な
帰
一
の
関
係
で
も
な
く
、
両
極
性
の
関
係
、

す
な
わ
ち
相
互
的
な
関
連
と
緊
張
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
e
↑
∽
・
這
躍
g
a
－
s
M
a
も
d
e
r
M
a
c
ぎ
i
n
‥
S
t
i
m
m
の
n
d
e
r
N
e
i
t
．

｝
缶
B
d
・
二
法
竺
芦
S
・
い
い
遠
・
R
y
f
声
D
a
s
P
r
O
b
－
声
d
銀
N
a
－
u
r
r
釆
g
s
h
e
u
ぎ
i
n
‥
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u
↑
r
穴
浄
t
O
d
e
r
R
e
c
F
g
O
S
i
【
i
く
i
s
m
u
s
㍗
S
．
∽
宗

「
法
の
正
し
さ
と
実
定
性
は
弁
証
法
的
な
緊
張
統
一
の
内
に
あ
り
、
、
そ
の
緊
張
統
一
は
、
法
の
不
正
の
一
定
の
段
階
に
お
い
て
二
つ
に
引
き
さ
か
れ
る
。
」

”
H
・
M
i
t
t
e
i
s
∵
ロ
i
e
R
発
酵
訂
i
d
籍
i
n
d
e
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G
拷
E
c
E
e
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・
§
こ
e
夢
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¢
訂
r
A
g
N
a
t
u
r
r
袋
h
t
㌫
●
↓
（
一
〇
頁
以
下
）
二
六
四
頁
以
下
）
も
．
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E
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●
S
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〇
・
S
l
昆
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H
・
L
e
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巨
皿
、
a
・
a
・
〇
・
S
・
当
N
自
然
法
は
「
実
定
法
に
内
在
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
こ
え
て
そ
の
上
に
あ
る
。
」

幽
H
・
C
O
i
串
D
i
e
O
b
S
t
e
n
G
r
u
n
d
邑
N
e
㌫
・
∽
A
至
高
の
法
原
則
は
「
あ
ら
ゆ
る
真
な
る
法
の
目
標
点
で
あ
る
と
同
時
に
ク
リ
テ
リ
ウ
ム
で
も
あ
る
。
」

簑
・
H
a
u
牒
も
・
a
・
〇
・
S
・
N
旬
「
自
然
法
は
あ
ら
ゆ
る
法
定
立
を
内
側
か
ら
規
定
し
、
定
立
さ
れ
た
法
を
批
判
的
に
審
査
す
る
。
」
　
這
●
H
e
n
k
e
r
 
a
．

a
・
〇
・
S
・
裟
芸
・
B
O
F
n
e
・
a
・
a
・
〇
・
S
・
G
「
制
定
さ
れ
た
法
が
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
ほ
か
ら
批
判
さ
れ
る
超
法
的
尺
度
の
審
級
と
し
て
の
自
然
法
」

這
・
M
i
t
告
、
a
・
a
・
〇
・
S
・
？
（
一
〇
貢
）
　
「
批
判
の
鏡
」
㌫
・
当
（
六
七
頁
）
　
「
実
定
法
の
番
人
」
二
・
H
彗
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S
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∽
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．
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∽
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電
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W
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N
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¢
「
自
然
法
自
体
は
あ
ら
ゆ
る
現
存
の
秩
序

が
そ
れ
で
は
か
ら
れ
る
べ
き
批
判
的
規
範
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
」
い
W
・
S
e
a
賢
W
e
－
－
g
哲
E
c
g
d
訪
R
邑
ダ
S
●
琵
…
F
．
ヨ
警
k
e
r
㌫
u
m

h
e
u
t
i
g
e
n
S
t
a
n
d
d
e
r
N
a
t
u
r
r
究
h
監
i
s
k
u
乳
O
n
㌫
・
N
ご
E
・
ぎ
ー
f
・
D
a
s
P
↑
O
b
－
ぎ
d
雫
夢
｛
u
r
r
釆
F
邑
e
h
r
e
示
－
笥
こ
●
く
●
閃
き
p
洛
i
●



抽
tumchtundVblkerrecht，

in：
SchriftenderdeutschenGesellschaftfdrSoziologie・

1・
Serie・

8・
Bd・

・
1948（

Verhand－

l
u
n
g
e
n
d
e
s
8
．

d
e
u
t
s
c
h
e
n
S
o
z
i
o
l
o
g
e
n
t
a
g
偽

）
，

S
・

1
4
6

雷
F．

A．
＿

V．
d・

Heydte，
a・

a・
0・

S・
221「

皿
甜

足
月

丹
謬

将
〉

姉
貞

リ
ム

ト
′

附
拭

掴
緑

増
血

り
鵬

リ
ム

セ
ユ

氷
眠

輔
曇

TO鮒
二

量

抱
卵

削
り

旺
GO」

；
derS・

，
NaturrechtundmoderncsKriegsrecht・

in：
DasNaturrechtinderpolitischenTheorie・

S・
96

；
K
．
H
a
m
m
e
r
，
P
o
s
i
t
i
v
飴
R
e
c
h
t
，
d
b
e
r
g
e
s
e
t
z
l
i
c
h
e
s
R
e
c
h
t
u
n
d
E
t
h
i
k
・
i
n
：
J
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
R
u
n
d
s
c
h
a
u
・
1
9
4
9
・
S
・
4
5
8
；
J
・
E
b
b
i
n
g
－

haus，
a．

a・
0・

S・
297；

G・
Bohne，

a・
a・

0・
S・

4；
F・

Buse・
a・

a・
0・

S・
364；

H・
Weinkauff・

DerNaturr血
tsgedankeinder

R
e
c
h
t
s
p
r
血

u
n
g
d
e
s
B
u
n
d
e
s
g
e
r
i
c
h
t
s
h
o
f
s
・

i
n
：

N
a
t
u
r
r
a
h
t
o
d
e
r
R
e
c
h
t
s
p
c
s
i
t
i
v
i
s
m
u
s
？
・
S
・
5
5
7
0
・
S
c
h
i
l
l
i
n
g
a
・
a
・
0
・
S
・
4
6
；
A
・

K
a
u
f
m
a
n
n
，
D
e
r
S
c
h
u
l
d
p
r
i
n
z
i
p
，
S
・
1
1
1
；
F
・
A
・
V
・
d
・
H
e
y
d
t
e
・
E
k
i
s
t
e
n
z
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
u
n
d
N
a
t
u
r
r
e
c
h
t
・
i
n
：
N
a
t
u
r
r
e
c
h
t
o
d
e
r

Rechtspositivismus？
，

S．
157「

皿
岩

雄
班

e壁
酎

逓
♪

′
中

離
〉

Jゝ
ノ

蛸
酢

蛸
AlPJ輝

n紳
卵

0」
；

H・
Kipp・

a・
a・

0・
S・

1
1
3
；

R
．

M
a
r
c
i
c
，

D
a
s
N
a
t
u
r
r
e
c
h
t
a
l
s
G
r
u
n
d
n
o
r
m
d
e
r
V
e
r
f
a
s
s
u
n
g
・

i
n
：

D
a
s
N
a
t
u
r
r
e
c
h
t
i
n
d
e
r
p
o
l
i
t
i
s
c
h
e
n
T
h
e
o
r
i
e
・

S
・

8
9

「
相

磯
叫

蜘
貞

将
り

刃
舟

髄
帥

叶
婁

e
壁

藍
純

蠣
紬

か
睡

養
e
壁

藍
e
ぜ

e
足

塞
最

的
離

二
部

車
夏

空
′

中
点

曇
米

酢
卵

○
壮

樽
雄

曇
′
彗
日
鋼
醜
憮
酪
離
蛸
坦
引
離
紳
灘

刺
択

叶
亜

馴
困

洞
。

」
；

J・
Fuchs・

Naturrechtundpositiv6Recht・
in：

Stimmender

Zeit．
163Bd．

，
1958／

59，
S．

133；
H．

RoLnmen，
a．

a・
0・

S・
256（

冊
く
1く

粍
）

等
F
．
B
u
s
e
，
a
．
a
．
0
・
S
・
3
6
5
‥
H
・
C
o
i
n
g
，
q
r
u
n
d
z
鴫
e
d
e
r
R
e
c
h
t
s
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
・
S
・
1
6
7
・
2
0
7
；
J
・
M
e
S
S
n
e
r
・
a
・
a
・
0
・
S
・
4
0
3
；
A
・

s
B
s
t
e
r
h
e
n
n
，
D
a
s
N
a
t
u
r
r
e
c
h
t
，
i
n
：
N
a
t
u
r
r
e
c
h
t
o
d
e
r
R
e
c
h
t
s
p
o
s
i
t
i
v
i
s
m
u
s
？
・
S
・
2
1
；
H
・
R
o
m
m
e
n
・
a
・
a
・
0
・
S
・
2
5
1
（
冊
く
吊
P
K
）

；
A．

Kaufmann，
GesetzundRecht，

in：
FestschriftfdrErikWolf・

1962・
S・

364（
馴

1P＜
）

；
F・

Wieacker・
Rechtsprechung

u
n
d
S
i
t
t
e
n
g
離
t
Z
，
i
n
：
J
u
r
i
s
t
e
n
z
e
i
t
u
n
g
，
1
6
B
d
・
，
1
9
6
1
，
S
・
3
3
7
；
0
・
G
e
r
m
a
n
n
，
Z
u
r
G
r
e
n
z
e
v
o
n
R
e
c
h
t
u
n
d
U
n
r
血
t
・
i
n
：
F
e
s
－

tschrift fiirF．
V．

Hippel，
S．

146，
H・

Lehmann，
a・

a・
0・

S・
377

ゼ
罵

り
り

打
払

鞭
的

主
将

て
れ

曇
′

導
ト

J
■

琳
掴

緋
鯉

芯
揖

挿
射

涙
昔

餌
場

門
井

睾
渦

潮
叫

痛
′

堀
樵

で
土

樽
只

舟
破

堤
更

〉
ゼ

将
刃

的
貞
リ
ム
呼
ぶ
蝉
曇
ポ
ム
′
刃
ユ
爪
り
畔
卵
。
触
削
購
贈
滝
′
目
瀾
哨
植
宝
頭
割
小
樽
ぜ
紳
曇
ゼ
〉
′
鼻
J
叫
忌
皿
牽
′
克
祁
宜
国
瀾
e

群
宿
料
壁
最
小
帝
王
食
錐
匠
《
e
畦
酎
J
t
J
′
1
堅
e
皿
怒
雄
宝
畦
副
粛
牲
曝
J
J
二
時
刃
二
爪
り
叫
銅
摘
沖
冊
紛
糾
昆
増
′
巨
匠
㌣
′
肝
胆
雄
簑

皿
室

盛
夏

贈
り

二
時

　
れ

㌣
適

時
り

刃
舟

価
弼

J
ぐ

　
ぜ

′
卓

斡
㌣

′
射

線
慨

叶
い

狗
新

緑
｝

サ
鵡

娼
裾

朋
沌

酢
削

痛
甘

弟
弓

明
断

咋

童
エ

ソ
′

矧
酔

桝
が

詑
代

位
≠

′
京

王
中

点
簑

軸
J〉

皿
岩

雄
量

心
式

貞
′

串
的

J〉
・

蝋
経

世
崇

駄
宝

忙
雄

刃
ゼ

将
零

式
悪

事
車

夏
空

」
食

｝
′

詰
塞

刃
だ

皿
宅
…
鰯
罵
　
兎
将
ユ
悪
童
粥
O
b
も
ト
セ
ぺ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
1



皿
嬉

鰯
冤

　
兎

将
ユ

璧
高

潮
e
b
も

ト
セ

ぺ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
監

1
1

針
削
酎
祁
相
律
恒
り
刃
刃
i3時

刃
ユ
爪
（
H・

Ryffel・
a・

a・
0・

S・
505；

J・
Wackernagel，

a．
a．

0．
S・

38f；
G．

Radbruch，
DieErneuerung

d鴨
Rechts・

in：
NaturrechtoderR血

tspositivismusP，
S・

3；
H・

Rommen，
a．

a．
0．

S．
251（

吊
く

川
粍

）
，

254f（
冊

く
1く

軒
）

；
R．

M
a
r
c
i
c
・

U
m
e
i
n
e
G
r
u
n
d
l
e
g
u
n
g
d
鴨

R
e
c
h
t
s
・

i
n
：

D
i
e
o
n
t
o
l
o
g
i
s
c
h
e
B
e
g
r
d
n
d
u
n
g
d
e
s
R
e
c
h
t
s
，

S
．

5
3
7
f
；

H
．

M
i
t
t
e
i
s
，

V
o
m
L
e
－

b
e
n
s
w
e
r
t
d
e
r
R
e
c
h
t
s
g
鴎

C
h
i
c
h
t
e
・

S
・

1
1
9
；

E
・

W
e
i
g
e
l
i
n
，

a
・

a
・

0
・

S
・

1
1
3
f
；

0
・

V
e
i
t
．

D
e
r
 
g
e
i
s
t
6
g
C
S
C
h
i
c
h
t
l
i
c
h
e
S
t
a
n
d
o
r
t
 
d
窃

N
i
t
u
r
r
e
c
h
t
s
・
i
n
：
N
a
t
u
r
r
e
c
h
t
o
d
e
r
R
e
c
h
t
s
p
o
s
i
t
i
v
i
s
m
u
s
？
，
S
・
5
0
；
H
．
L
e
h
m
a
n
n
，
a
．
a
．
0
．
S
．
3
7
7
；
G
．
D
a
h
m
，
a
．
a
．
0
．
S
．
4
1
）
0

盲
　

H
・

C
o
i
n
g
・

G
r
u
n
d
z
G
g
e
d
e
r
R
e
c
h
t
s
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
，

S
・

Ⅴ
Ⅰ

Ⅰ
；

d
e
r
s
・

，
D
i
e
o
b
e
r
8
t
e
n
G
r
u
n
d
s
a
t
z
e
，

S
．

8
4
，

1
0
5
；

J
．

F
u
c
h
s
，

N
a
t
u
r
r
e
c
h
t
，

i
n
：

S
t
a
a
t
s
l
e
x
i
k
o
n
d
e
r
G
6
r
r
鶴

g
e
S
e
l
l
s
c
h
a
f
t
・

B
d
・

・
5
・

S
・

9
6
4
；

d
e
r
s
・

・
N
a
t
u
r
r
血
t
u
n
d
p
o
s
i
t
i
v
飴
R
e
c
h
t
，
i
n
：
S
t
i
m
m
e
n
d
e
r
Z
e
i
t
，

1
6
3
B
d
・
・
1
9
5
8
／
5
9
・
S
・
1
3
4
；
J
・
E
s
s
e
r
，
a
・
a
・
0
・
S
・
1
7
f
；
T
．
H
e
r
r
，
P
e
r
s
p
e
k
t
i
v
e
n
 
e
i
n
e
S
 
d
y
n
a
m
i
s
c
h
＿
g
e
S
C
h
i
c
h
t
l
i
c
h
e
n
，
b
i
b
l
i
s
c
h
＿
窃
＿

C
h
a
t
o
l
o
g
i
s
c
h
e
n
N
a
t
u
r
r
∝

h
t
s
，

i
n
：

J
a
h
r
b
u
c
h
f
d
r
c
h
r
i
s
t
l
i
c
h
e
S
o
z
i
a
l
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
，

1
9
7
2
，

S
．

1
2
0
，

1
2
5
（

（
r
ミ

曇
相

加
e
嘲

刃
J

P
e
皿
蚕
塞
舟
「
画
眠
霊
皿
岩
雄
」
刃
皆
等
′
中
点
更
衣
J
人
用
溺
柵
Q
皿
僅
勧
告
や
±
時
雄
刃
J
J
J
　
皿
皿
　
粟
南
口
中
根
宝
皿
定
雄
」
叫
か
祁
弓
戒
。
）

；
H
・
W
e
i
n
k
a
u
f
f
・
D
e
r
N
i
t
u
r
r
e
c
h
t
s
g
e
d
a
n
k
e
i
n
d
e
r
R
e
c
h
t
s
p
r
e
c
h
u
n
g
d
e
s
B
u
n
d
鴨
g
e
r
i
c
h
t
s
h
o
f
e
s
，
i
n
：
N
a
t
u
r
r
e
c
h
t
o
d
e
r
R
e
c
h
t
s
＿

positivismus？
，

S・
557「

中
点

曇
肛

放
球

路
吐

簑
り

耳
目

離
山

便
じ

TO巨
小

錦
指

値
監

隠
緋

舶
抽

湖
O」

；
der8．

，
tJberdasWiderstands＿

recht・
in：

Widerstand8reCht（
Herausg・

A・
Kaufmann）

，
1972，

S・
409；

J．
Wallraff，

a．
a．

0．
S．

35；
J．

V．
Kempski，

a．
a．

0・
S・

157▼
；
H・

Lehmann・
a・

a・
0・

S・
377f；

R・
Marcic，

a．
a．

0．
S．

560「
舟
朗
緑
唖
闇
叫
掛
瞑
蟻
は
′
eL＞

り
▲
戻
簑
ilユ

尋
謹
舟
爪

や
吏
両
州
懲
霊
鞋

埋
舟

伊
輝

Jt弓
将

壮
相

席
宝
ト
ト
〇
七
nlい

一
策
恥
衷
心
貞
｝
二
時
。

量
甘

爪
ゼ

蚕
窪

合
金

軽
量

『
皿

室
雄

』
早

成
将

0」
；

G．

D
a
h
m
，

a
・

a
L
・

0
・

S
・

4
0
；

H
・

S
c
h
a
m
b
e
c
k
・

I
d
e
e
u
n
d
L
e
h
r
e
n
d
e
s
N
a
t
u
r
r
e
c
h
t
s
，

i
n
：

E
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
f
d
r
J
．

M
e
s
s
n
e
r
，

1
9
6
1
，

4
6
0
；

G
．

Stadtmiiller・
a・

a・
0・

S・
44・

51・
63；

A・
Sdsterhenn，

a・
a・

0・
S・

21，
23；

J．
Thyssen，

a．
a．

0．
S．

205；
A．

Verdroβ
，

R
e
c
h
t
s
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
，
S
・
2
7
9
「
李
慨
神
霊
蛸
髄
宝
足
k
：
裔
J
t
J
曇
i
j
t
S
t
i
G
e
早
成
ぐ
ソ
′
吏
墨
皿
室
雄
壁
毒
合
食
Q
せ
P
e
正
中
爪
J
t
J
J
l
ユ
e
P
戒

将
O
」

；
E
・

V
O
n
H
i
p
p
e
l
・

Z
u
r
Q
n
t
o
l
o
g
i
e
d
e
s
R
e
c
h
t
s
，

i
n
：

D
i
e
o
n
t
o
l
o
g
i
s
c
h
e
B
e
g
r
t
i
n
d
u
n
g
d
翁

R
血

t
s
，

S
．

4
1
9
；

d
e
r
8
．

，
E
l
e
m
e
n
t
e

d
e
S
的

t
u
r
r
e
c
h
t
s
・

1
9
6
9
・

S
・

1
3
4
；

E
・

W
o
l
f
・

D
i
e
m
e
n
s
c
h
l
i
c
h
e
R
e
c
h
t
s
o
r
d
n
u
n
g
，

i
n
：

D
i
e
A
n
t
o
r
i
t
a
t
d
e
r
B
i
b
e
l
h
e
u
t
e
，

1
9
5
0
，

S
．

3
2
3

雷
H
・
C
o
i
n
g
・
a
・
a
・
0
・
S
・
5
7
f
・
1
0
7
；
H
・
W
u
l
f
・
a
・
a
・
0
・
S
・
1
7
「
皿
塞
…
壊
曇
盛
会
i
j
T
O
e
e
即
匝
－
中
点
新
川
吏
拙
り
吋
量
t
D
世
酢
蛸
弱

簑
堂
斬
将
－
南
野
博
史
盤
根
J
…
…
0
」
；
J
・
E
s
s
e
r
，
a
．
a
．
0
．
S
．
1
4
；
H
．
L
e
h
m
a
n
n
，
a
．
a
．
0
．
S
．
3
7
7
；
H
．
W
e
i
n
k
a
u
f
f
，
t
J
b
e
r
d
a
s
W
i
＿

d
e
r
s
t
a
n
d
s
r
e
c
h
t
，
i
n
：
W
i
d
e
r
s
t
a
n
d
s
r
e
c
h
t
・
S
・
4
0
6
皿
嬉
班
曇
「
罫
皿
i
f
監
味
舟
芯
〉
紳
戒
S
＞
′
中
点
掛
川
足
部
車
夏
空
′
囲
顆
e
壊
曇
蜜
保
育



の
な
い
不
味
と
な
り
…
…
。
」

胸
　
声
訂
F
m
呂
巨
，
a
・
a
・
〇
・
S
・
∽
↓
記
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；

鋤
H
●
M
i
｛
t
e
i
∽
－
く
O
m
l
各
e
n
蓋
↑
－
d
電
R
邑
厨
窯
F
i
c
雷
S
・
｝
讐
d
e
r
s
・
盲
e
R
邑
－
s
i
d
e
e
i
P
d
e
r
G
琵
E
c
h
t
e
㌦
＝
真
二
倉
r
s
・
嶋
U
訂
r

d
a
s
冨
t
u
r
r
邑
t
．
S
．
麗
（
六
八
頁
）
”
M
●
M
E
－
e
r
，
冨
t
彗
邑
－
・
i
n
‥
S
－
a
a
邑
e
賢
O
n
d
e
r
G
ぎ
虐
琵
＝
賢
さ
B
d
・
㌫
S
・
還
”
G
・

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
リ
ユ
フ
ェ
ル
、
ヘ
ン
ケ
ル
は
、
自
然
法
は
「
法
の
爆
薬
」
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
（
H
・
R
y
f
f
e
－
；
・
a
・
〇
・
S
・
慧
盲
・
H
e
n
l

k
e
r
 
a
．
a
．
0
．
S
．
畠
〇
。

刷
今
日
、
自
然
法
の
本
来
の
意
義
が
、
こ
の
よ
う
に
何
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
を
指
一
写
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
不
正
な
法
を
排
除
す
る
点
に
あ
る
と
の
声
が

何
が
正
し
い
か
は
、
我
々
に
と
っ
て
ほ
確
定
困
難
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
と
い
え
よ
う
が
、
逆
に
何
が
不
正
で
あ
る
か
は
、
正
義
の
確
定
よ
り
も
は
る
か
に
た

や
す
い
で
あ
ろ
う
（
l
●
く
●
只
e
m
p
s
k
i
：
・
a
・
〇
・
S
・
↑
金
i
・
K
a
u
f
m
a
P
ロ
・
D
e
↑
S
c
E
d
p
r
i
n
昔
u
S
・
－
告
が
ゆ
え
に
こ
I
d
邑
↑
邑
t
：
と
し
て

み
た
場
合
の
、
そ
の
形
式
性
・
不
完
全
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
然
法
は
な
お
・
哲
h
r
a
n
k
彗
邑
－
＝
と
し
て
は
、
す
な
わ
ち
不
法
を
法
の
空
間
か
ら
排
除

す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
は
、
現
実
に
有
効
な
機
能
を
発
揮
し
う
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
　
（
A
・
只
a
u
f
m
a
n
n
も
・
a
・
〇
・
S
・
。
N
昌
・
W
e
i
n
k
a
u
f
f
・

D
O
r
N
a
t
u
r
r
邑
t
s
g
各
n
k
ニ
n
d
e
↑
R
邑
音
r
邑
u
P
g
d
訪
B
u
n
d
虐
e
↑
i
c
h
昏
O
f
e
∽
二
ロ
‥
冨
－
u
↑
r
邑
－
O
d
雫
R
e
c
h
t
s
p
O
S
i
t
i
く
i
s
m
u
s
㍗
S
・

峯
。
し
た
が
っ
て
、
十
戒
が
圧
倒
的
に
否
定
的
な
表
現
様
式
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
自
然
法
に
と
っ
て
ほ
、
「
無
条
件
的

に
何
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
を
確
定
す
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
明
白
に
拒
否
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
無
条
件
的
に
何
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
を

確
定
す
る
こ
と
」
が
肝
要
な
の
で
あ
り
（
F
・
く
・
H
i
p
p
e
－
，
D
e
u
宮
F
e
S
を
i
呂
d
e
‥
n
－
e
↑
n
a
－
i
O
邑
灰
J
u
↑
i
s
旨
k
O
m
m
i
乳
呂
G
a
g
u
n
g
a
m

芦
u
n
d
芦
｝
冨
i
n
B
a
d
G
O
d
各
e
r
g
‥
A
n
s
p
↑
a
C
h
e
n
呂
d
R
e
f
e
↑
a
－
e
・
S
・
軍
d
e
r
s
‥
U
n
－
e
r
s
c
h
e
i
d
u
n
g
く
〇
日
R
釆
F
t
u
n
d
U
P
r
e
C
ぎ
i
n

‥
F
邑
s
c
E
f
t
等
E
r
i
k
W
O
－
f
L
箆
．
S
●
∽
呈
、
か
く
し
て
「
一
般
に
は
、
我
々
の
確
実
な
形
而
上
学
的
認
識
は
、
本
質
的
に
は
、
そ
の
よ
う
に
は
・

存
在
・
し
な
い
こ
と
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
（
A
・
謬
u
f
m
a
n
n
・
N
a
t
u
r
r
邑
t
u
n
d
G
莞
E
c
g
i
c
h
k
e
i
t
、
P
N
∽

●

　

　

●

　

　

　

　

　

●

　

　

●

　

　

●

（
二
二
頁
）
）
。

輯
阿
南
成
一
、
「
自
然
法
論
」
、
「
現
代
法
の
思
想
」
（
↑
蓋
）
所
収
、
…
○
真
義
稿
、
「
戦
後
自
然
法
論
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
」
「
法
思
想
の
諸
相
竺

（
【
ヨ
）
所
収
、
一
三
五
頁
∴
拙
稿
「
¢
b
巧
d
琵
謬
－
u
r
r
邑
－
L
「
現
代
自
然
法
の
理
論
と
諸
問
題
」
（
－
当
∽
）
所
収
、
八
五
頁

自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス



自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス

四
四

幽
∵
R
・
B
a
↑
t
F
訝
－
L
e
d
感
r
か
詣
r
O
d
e
－
好
r
i
t
u
r
e
，
℃
●
｝
謡
t
s
．
（
渡
辺
訳
「
零
度
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
　
〓
頁
以
下
）

餌
　
今
日
の
我
々
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
テ
ー
ゼ
は
当
時
の
自
然
法
思
想
の
過
熱
ぶ
り
を
う
か
が
わ
せ
る
ひ
と
つ
の
徴
に
他
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
が
、
大
戦

直
後
の
状
況
の
下
で
は
、
そ
れ
ら
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
徴
を
帯
び
た
大
げ
さ
な
仕
種
が
現
実
に
み
あ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
批
判
的

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
汎
珪
こ
そ
が
、
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
裁
判
所
へ
の
自
然
法
の
侵
略
を
可
能
と
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
む
ろ
ん
周
知
の
よ
う
に
、

か
か
る
自
然
法
に
も
と
づ
く
裁
判
は
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
、
そ
れ
が
結
局
自
然
法
に
対
す
る
関
心
の
冷
却
化
を
早
め
る
こ
と
に
な
る
、
の
で
あ
る
が
、

た
だ
こ
の
点
に
関
し
て
、
有
名
な
ヴ
ィ
ス
パ
ー
デ
ン
区
裁
判
所
の
判
決
に
対
す
る
ベ
ッ
カ
ー
の
次
の
見
解
は
き
わ
め
て
興
味
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
「
家
具

の
差
し
押
さ
え
を
命
じ
た
国
の
法
律
行
為
が
無
効
で
あ
る
と
い
う
ヴ
ィ
ス
パ
ー
デ
ン
の
判
決
は
、
役
に
立
た
な
い
自
然
法
概
念
の
使
用
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結

果
に
お
い
て
、
法
的
に
期
待
に
そ
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
い
か
な
る
疑
問
も
あ
り
え
な
い
。
〔
何
故
そ
れ
が
我
々
を
満
足
さ
せ
た
の
か
、
そ

の
根
拠
に
つ
い
て
は
〕
ま
っ
た
く
一
般
的
に
で
は
あ
る
が
次
の
よ
う
に
い
え
る
だ
ろ
う
、
す
な
わ
ち
判
決
は
法
の
観
点
か
ら
盗
意
あ
る
い
は
暴
力
と
い
っ
た
も

の
に
取
っ
組
ん
だ
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
判
決
は
、
暴
力
と
盗
意
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
法
の
目
的
が
究
極
の
意
味
に
お
い
て
何
で
あ
る
か
を

示
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
　
（
D
i
e
肋
y
m
p
t
O
m
a
t
i
s
c
h
e
 
B
e
d
e
u
t
u
点
d
鎗
冨
t
u
r
r
e
c
h
t
s
i
m
R
a
F
m
e
ヨ
d
灰
B
箸
g
e
r
－
i
c
F
e
n
R
辞
h
ざ
i
n

‥
A
r
c
h
i
く
f
守
c
i
エ
ー
i
∽
t
i
s
c
h
e
P
r
a
已
∽
こ
い
O
B
d
．
∴
石
島
I
S
．
ロ
∽
）
。

個
　
「
形
而
上
学
」
と
い
う
コ
ト
バ
は
、
経
験
主
義
者
た
ち
に
と
っ
て
は
明
確
な
意
味
規
定
を
与
え
る
こ
と
な
く
相
互
に
理
解
し
あ
え
る
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
、
通
常
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
決
し
て
「
椰
輸
」
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

な
お
「
形
而
上
学
」
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
は
、
本
章
注
仰
参
照
。

㈱
　
自
然
法
が
「
も
の
」
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
多
く
の
人
々
は
奇
妙
な
感
じ
を
も
た
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
「
も

の
」
と
い
え
ば
、
具
体
的
に
手
で
と
ら
え
る
よ
う
な
有
体
物
、
つ
ま
り
レ
ア
ル
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
ゆ
え
に
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は

「
も
の
」
は
、
そ
う
し
た
日
常
的
な
狭
い
意
味
を
こ
え
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
自
然
法
は
、
た
と
え
は
時
計
と
か
、
鉄
と
い
っ
た
レ
ア
ル
な
も
の

で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
我
々
の
思
惟
の
対
象
と
な
り
う
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
「
も
の
」
、
つ
ま
り
イ
デ
ア
ル
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

（
E
．
F
i
n
k
－
S
t
u
d
i
e
n
 
N
C
↑
P
h
抑
ロ
O
m
e
n
0
－
O
g
i
e
｝
諾
？
｝
器
や
．
S
．
N
－
｝
参
照
）
。

齢
‥
N
・
K
r
y
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u
f
旦
S
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
呂
E
s
－
O
r
i
q
仁
e
d
e
－
a
f
i
c
－
i
O
n
d
u
d
r
O
i
t
n
a
t
u
r
e
＝
n
‥
旨
c
E
く
窃
p
h
i
－
O
S
O
p
h
i
e
d
u
d
r
O
i
t
L
蓋
．
p
．
慧

幽
　
W
・
G
・
B
角
k
e
r
も
・
a
・
〇
・
S
・
｝
巴
…
冨
t
u
r
r
躍
g
a
－
s
e
i
n
灰
S
y
m
p
－
O
m
S
等
e
f
f
e
k
l
i
く
e
R
釆
h
t
s
b
鷺
r
u
n
g
＝
這
．
F
釆
h
ロ
e
r
も
．
a
．
0
．
S
き

N
N
O
f
「
自
然
法
は
、
人
間
間
の
出
来
事
を
よ
り
適
宜
に
、
よ
り
よ
く
規
制
し
よ
う
と
す
る
常
に
新
た
に
さ
れ
る
鼓
舞
で
あ
り
、
動
揺
で
あ
る
。
」
…
W
．
M
a
i
．



ど
宮
家
u
r
r
邑
t
a
－
s
E
を
e
n
琶
ぎ
ー
軍
S
・
金
f
「
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
秩
序
と
決
断
の
た
め
に
、
人
間
の
未
来
の
地
平
を
開
い
て
保
つ
と
い
う

こ
と
の
中
に
、
自
然
法
は
変
更
の
余
地
な
き
放
棄
し
え
な
い
課
題
を
も
っ
て
い
る
。
自
然
法
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
通
じ
て
、
人
間
の
未
来
的
規
定
と
そ
れ
に

対
応
す
る
世
界
の
秩
序
の
投
企
に
、
法
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
道
を
開
い
て
お
く
と
い
う
、
こ
の
竺
の
た
え
ず
新
た
に
立
て
ら
れ
る
課
題
に
対
し
て
の
名
前

で
あ
る
．
。
か
く
し
て
我
々
に
と
っ
て
も
今
日
又
、
自
然
法
は
、
人
間
が
自
ら
の
未
来
及
び
そ
れ
と
共
に
、
彼
を
し
て
ま
さ
し
く
人
間
と
さ
せ
て
い
る
も
の
、
す

な
わ
ち
彼
の
実
存
を
放
棄
す
る
こ
と
な
く
し
て
ほ
放
棄
し
え
な
い
こ
の
課
題
に
と
っ
て
の
概
念
で
あ
る
。
…
…
自
然
法
は
そ
れ
ゆ
え
実
存
法
と
し
て
、
次
の
よ

う
な
要
請
、
す
な
わ
ち
、
人
間
間
の
関
係
を
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
秩
序
1
1
で
き
う
る
限
り
の
自
由
と
安
全
性
を
保
証
す
る
秩
序
－
と
、
そ
れ
と
同
時
に
、

生
き
が
い
の
あ
る
秩
序
－
人
間
の
要
求
を
で
き
う
る
限
り
み
た
し
、
人
間
の
魔
力
を
で
き
う
る
限
り
発
展
さ
せ
る
秩
序
－
と
い
う
指
標
に
た
え
ず
さ
ら
に

近
づ
け
る
と
い
う
要
請
に
対
す
る
概
念
で
あ
る
。
…
…
自
然
法
は
…
人
間
の
諸
関
係
を
真
に
人
間
的
共
同
社
会
の
形
成
に
向
っ
て
変
え
て
ゆ
く
た
め
の
旗
で

あ
り
、
…
…
人
間
の
諸
関
係
の
た
え
ざ
る
日
常
的
改
良
と
新
た
な
創
造
の
た
め
の
公
式
で
あ
る
。
自
然
法
、
そ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
ほ
、
日
常
生
活
に
お
け
る

人
々
の
諸
関
係
を
、
実
に
人
間
的
な
人
々
の
共
同
社
会
の
形
式
に
向
け
て
発
展
さ
せ
変
革
し
て
ゆ
く
こ
と
の
た
め
の
概
念
で
あ
る
。
」

鋤
F
．
W
i
e
a
c
k
e
r
－
N
u
m
h
e
u
－
i
g
e
ロ
S
｛
a
n
d
d
e
r
N
a
－
u
r
r
邑
監
i
s
k
u
s
s
i
昌
二
三
「
自
然
法
の
下
で
、
法
律
を
こ
え
る
正
義
の
原
則
に
も
と
づ
く
実

定
法
の
批
判
意
外
の
何
も
の
も
理
解
さ
れ
な
い
…
。
」
箋
・
M
a
i
h
O
f
e
r
L
d
邑
O
g
i
e
u
P
d
N
a
－
u
r
r
蔓
を
‥
－
d
邑
O
g
i
e
u
n
d
R
邑
t
（
H
e
r
a
u
s
g
・

ざ
n
W
．
M
a
i
h
O
f
e
r
）
二
軍
S
．
｝
余
「
〔
自
然
〕
法
は
、
本
来
的
に
批
判
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
」
這
・
S
p
a
讐
a
n
P
盲
e
穿
t
邑
i
t
賢
d
訪

蟹
u
r
r
邑
t
s
を
‥
N
a
t
u
r
r
邑
t
i
n
d
e
r
警
－
i
k
（
H
e
r
a
u
s
g
・
喜
F
・
B
g
e
u
n
d
E
・
W
・
B
賢
e
n
f
g
e
）
こ
笥
∽
示
N
謡
「
自
然
法
は
、

今
日
も
ほ
や
規
範
の
カ
タ
ロ
グ
と
し
て
理
解
さ
れ
え
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
ひ
と
つ
の
思
考
様
式
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
行
為
の
あ
ら
ゆ
る
法
的
正
当
化
を
も
う

一
度
批
判
的
に
審
査
す
る
思
考
様
式
で
あ
る
。
」

榊
こ
の
よ
う
な
、
戦
後
の
自
然
法
論
の
底
層
で
進
行
し
て
い
る
「
自
然
法
」
と
い
う
コ
ト
バ
の
意
味
作
用
の
変
化
に
対
し
て
、
伝
統
的
な
立
場
に
立
つ
論
者
の

側
か
ら
批
判
が
出
さ
れ
る
の
も
当
然
と
い
え
ば
当
然
と
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
ウ
ッ
ツ
は
、
こ
う
し
た
自
然
法
概
念
の
「
途
方
も
な
い
お
き
か
え
」
に
つ
い

て
語
る
と
き
、
決
し
て
と
ま
ど
い
と
疑
問
を
隠
そ
う
と
は
し
な
い
し
（
翌
s
e
i
m
m
O
d
e
r
n
e
n
N
a
－
u
r
r
邑
監
e
n
k
e
P
二
n
‥
D
i
e
N
e
u
e
O
r
d
n
u
n
g
・

∽
B
d
．
こ
芦
S
．
N
喜
、
ま
た
、
ラ
イ
ン
㌢
1
バ
ー
は
彼
の
テ
ク
ス
去
中
で
次
の
よ
う
な
く
そ
真
面
目
な
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
「
結
局
我
々
は
ま

っ
た
く
の
と
こ
ろ
、
人
が
『
自
然
法
』
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
不
正
な
実
定
法
へ
の
我
々
の
批
判
に
す
ぎ
な
い
の
だ
、
と
い
う
フ
ラ
ン
ツ
・
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
ー

に
同
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
自
然
法
と
い
う
伝
来
の
「
名
脊
あ
る
名
前
↑
に
固
執
し
た
い
と
す
る
限
り
に
お
い
て
、

我
々
は
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
ー
に
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
批
判
を
行
な
う
悟
性
の
活
動
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
み
た
誓
、
決
し
て
い
か
な

自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス

四
五



自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

る
法
で
も
な
く
、
む
し
ろ
実
定
法
に
対
す
る
人
格
的
な
不
快
感
の
単
な
る
表
現
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
批
判
さ
れ
て
い
る
法
に
代
え
て
、
正
し
い
他
の
秩

序
を
お
こ
う
と
す
る
、
個
々
の
法
仲
間
の
単
な
る
熟
慮
あ
る
い
は
決
断
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
」
　
（
G
i
b
t
灰
e
i
n
N
a
t
u
r
r
e
c
F
t
㍗
∽
．
A
u
f
－
．
－

｝
笥
N
、
S
．
N
コ
）
。

伽
　
我
々
が
も
し
造
語
好
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
「
も
の
＝
自
然
法
」
と
「
原
＝
自
然
法
」
を
同
時
に
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
ら
両
者
の
関
係
を

一
挙
に
表
現
す
る
た
め
に
、
寒
と
い
う
シ
ー
ニ
ユ
を
つ
く
り
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
の
さ
い
〓
「
×
」
印
の
下
に
あ
る
「
自
然
法
」
は
、
も
の
＝
自
然
法
を
、
㈲
そ
の
上
に
付
さ
れ
た
「
×
」
印
は
、
自
然
法
と
い
う
コ
ト
バ
が
喚
起
す
る
あ

の
二
つ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
交
錯
（
戯
れ
）
そ
れ
自
体
を
、
そ
し
て
㈲
「
×
」
印
が
「
自
然
法
」
の
上
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
イ
マ
ー
ジ
ュ
　
（
原
＝

自
然
法
）
が
も
の
自
然
法
の
ま
わ
り
を
ア
ト
モ
ス
フ
ェ
ー
ル
と
し
て
と
り
ま
い
て
い
る
状
態
を
そ
れ
ぞ
れ
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

鋤
　
そ
れ
ゆ
え
自
然
法
論
の
テ
ク
ス
ト
の
コ
ト
バ
ほ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
の
意
図
は
と
も
か
く
と
し
て
、
メ
ル
ロ
＝
ボ
ン
テ
ィ
が
「
事
物
そ
の
も
の
の
再
現
ば
か

り
を
め
ざ
し
、
事
実
を
表
出
す
る
と
い
う
作
業
に
よ
っ
て
そ
の
教
示
力
を
使
い
果
た
し
て
し
ま
う
」
言
語
に
対
し
て
、
「
事
物
に
対
し
て
我
々
の
遠
近
法
を
課

し
、
そ
れ
ら
の
中
に
一
種
の
う
き
ぼ
り
を
作
り
あ
げ
る
よ
う
な
言
語
」
と
呼
ん
だ
も
の
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
　
（
S
i
g
n
灰
．
（
竹
内
他
訳
「
シ
ー
ニ
ュ
」
第
一
分

冊
二
八
貢
）
）
。
な
お
「
直
線
的
意
味
作
用
」
　
「
斜
め
の
意
味
作
用
」
と
い
っ
た
コ
ト
バ
ほ
、
そ
れ
ぞ
れ
バ
ル
ト
の
表
現
に
な
ら
っ
て
「
デ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
」

「
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
と
言
い
か
え
う
る
で
あ
ろ
う
。

靭
　
P
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
は
、
様
々
な
仕
方
で
高
次
の
法
を
採
用
し
た
戦
後
の
裁
判
所
に
お
け
る
多
様
な
判
決
の
中
に
統
一
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
兄
い
出
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
「
自
然
法
、
自
然
的
法
、
自
然
法
的
要
求
、
自
然
法
的
観
念
と
い
っ
た
コ
ト
バ
と
並
ん
で
数
多
く
の
様
々
な
表
現
形
式
が
兄
い
出
さ
れ
る
。
か
く
し

て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
超
実
定
法
に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
書
か
れ
た
法
に
先
行
す
る
超
実
定
的
法
原
則
に
つ
い
て
、
実
質
的
正
義
に
つ
い
て
、
基
本
的
な

正
義
の
公
準
に
つ
い
て
か
た
る
。
連
邦
裁
判
所
は
、
倫
理
法
則
、
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
引
き
う
け
ら
れ
た
価
値
の
秩
序
、
倫
理
の
規
範
、
正
義
の
異
論
の
な
い

命
令
と
い
っ
た
も
の
に
言
及
し
、
さ
ら
に
ま
た
、
そ
こ
に
は
、
一
般
的
法
感
情
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
国
家
の
法
観
念
を
包
括
す
る
公
け
の
秩
序
、
あ
ら
ゆ
る
文
化

国
民
に
一
致
し
て
み
ら
れ
る
習
慣
、
法
確
信
へ
の
言
及
が
兄
い
出
さ
れ
る
。
た
し
か
に
色
と
り
ど
り
の
像
が
そ
こ
に
は
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
人
は
こ
の
多
様
な
色
彩
の
か
な
た
に
、
色
環
の
中
心
点
を
兄
の
が
し
は
し
な
い
、
す
な
わ
ち
、
原
初
の
憲
法
制
定
者
で
さ
え
も
自
由
で
は
な
く
、
む
し
ろ

自
然
法
、
正
義
、
一
般
的
法
感
情
、
そ
の
他
類
似
の
表
現
で
も
っ
て
言
い
表
わ
さ
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ

て
、
定
立
さ
れ
た
法
秩
序
全
体
は
前
も
っ
て
措
定
さ
れ
た
秩
序
に
よ
っ
て
貫
か
れ
、
織
り
こ
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
確
認
を
。
」
　
（
N
a
t
u
r
r
e
．

C
g
i
c
h
e
S
t
↑
ぎ
u
n
g
e
n
i
n
d
e
u
哲
h
e
r
R
e
c
F
g
r
辞
h
u
n
g
L
n
‥
A
↑
C
i
く
f
守
R
躍
g
s
－
u
n
d
S
O
N
i
a
－
p
h
i
－
O
S
O
p
E
e
●
畠
B
d
こ
｝
情
義
．
S
．
革



軸
多
く
の
実
証
主
義
者
に
と
っ
て
ほ
、
自
然
法
諭
の
デ
ィ
ス
ク
ト
ル
は
、
非
合
理
的
学
問
の
代
名
詞
と
し
て
し
ば
し
は
あ
げ
ら
れ
る
錬
金
術
の
そ
れ
と
変
わ
ら

な
い
も
の
と
映
ず
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
自
然
法
論
に
お
け
る
「
自
然
法
」
の
獲
得
の
試
み
は
、
錬
金
術
に
お
け
る
「
金
」
の
獲
得
の
試
み
と
比
較

し
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
両
者
と
も
に
到
達
不
可
能
な
夢
を
、
あ
る
限
定
さ
れ
た
特
殊
な
囲
い
の
中
で
追
い
求
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
。

し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
の
か
か
る
実
証
主
義
的
レ
ク
チ
ュ
ー
ル
は
、
錬
金
術
に
関
し
て
も
、
自
然
法
論
に
関
し
て
も
共
に
皮
相
な
も
の
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
錬
金
術
に
お
い
て
「
金
」
と
は
化
学
上
の
A
u
を
指
す
の
み
な
ら
ず
「
光
明
と
救
済
の
シ
ン
ボ
ル
」
で
も
あ
っ
た
限
り
に
お
い
て
、
卑
金
属
を

金
に
変
成
さ
せ
る
プ
ロ
セ
ス
を
単
な
る
化
学
的
操
作
と
し
て
で
は
な
く
、
人
間
存
在
の
魂
の
浄
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
と
同
じ

よ
う
に
（
S
・
エ
タ
ン
、
「
錬
金
術
」
（
有
田
訳
）
、
七
、
八
、
一
六
、
…
二
頁
以
↑
読
↑
正
男
、
「
言
語
表
現
の
多
義
性
に
つ
い
て
」
、
思
想
N
O
・
笥
N

一
八
八
頁
）
、
自
然
法
論
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
、
形
而
上
学
の
囲
い
の
中
で
の
超
越
的
法
原
理
の
存
在
の
論
証
の
企
て
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
そ
れ
を
こ
え

て
、
法
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
の
離
脱
と
い
う
実
存
的
行
為
の
徴
を
読
み
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

個
H
．
E
F
r
e
n
b
e
r
g
－
N
a
－
u
r
e
c
g
二
m
‥
F
r
a
n
k
f
u
↑
－
e
↑
H
e
f
－
e
二
I
g
・
こ
琵
・
S
・
芸
声
W
賢
t
e
n
g
r
g
e
r
・
W
電
N
u
m
N
a
t
u
↑
r
邑
t
i
n

D
e
u
t
s
c
E
a
ロ
d
（
【
芸
・
｝
冨
）
を
‥
A
↑
C
i
三
号
R
賢
哲
u
n
d
S
O
N
i
a
亨
i
－
0
由
O
p
h
i
e
・
∽
笛
d
・
こ
冨
＼
芦
S
・
だ
芯
「
自
然
法
に
つ
い
て
の
高
論
は
、

我
々
の
精
神
的
現
存
在
の
正
確
な
鏡
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
」

㈱
我
々
は
、
こ
こ
で
先
に
延
期
し
て
お
い
た
「
形
而
上
学
」
の
概
念
規
定
、
及
び
、
何
故
自
然
法
論
が
形
而
上
学
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し

一
般
哲
学
史
上
、
形
而
上
学
と
い
う
名
称
が
「
存
在
論
」
の
別
名
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
形
而
上

学
に
固
有
の
テ
ー
マ
は
徹
頭
徹
尾
「
存
在
」
で
あ
り
、
そ
の
固
有
の
問
い
は
ぺ
＝
≡
C
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
い
う
よ
う
に
、
賢
の
二
重
性

の
ま
ぎ
ら
し
さ
の
中
で
且
叫
か
賢
は
「
存
在
者
そ
の
も
の
」
へ
と
定
位
さ
れ
た
問
い
と
し
て
「
存
在
者
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き

た
。
①
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ャ
以
来
、
西
洋
形
而
上
学
に
固
有
の
命
運
的
な
問
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
」
へ
の
問
い
と
し
て
常
に
二
面
的

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
形
而
上
学
は
一
方
で
は
存
在
者
の
存
在
を
最
も
普
遍
的
な
る
も
の
に
お
い
て
、
つ
ま
り
存
在
者
を
そ
の
存
在
者
性
（
本
質
）
に
お
い
て
思

惟
す
る
と
と
も
に
（
本
質
へ
の
問
い
）
、
一
定
の
存
在
者
性
を
も
っ
た
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
に
根
拠
を
与
え
る
最
高
の
存
在
者
に
つ
い
て
思
惟
す
る
（
根
拠
へ
の

●

　

　

●

　

　

●

問
い
）
。
た
と
え
ば
、
中
世
で
は
、
存
在
者
の
存
在
者
性
は
被
造
性
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
そ
の
け
っ
か
そ
こ
で
存
在
者
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
被
造
物
で
あ
り
、

た
だ
被
道
的
な
も
の
だ
け
が
存
在
す
る
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
神
が
か
か
る
存
在
者
に
根
拠
を
与
え
る
最
高
の
存
在
者
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
あ
る

い
は
、
近
世
で
は
存
在
者
性
は
対
象
性
と
し
て
、
存
在
者
は
対
象
（
客
体
）
と
し
て
、
そ
し
て
純
粋
理
性
（
主
体
）
が
か
か
る
対
象
の
根
拠
と
し
て
と
ら
え
ら

自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス



自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
存
在
者
の
本
質
に
つ
い
て
の
学
と
し
て
存
在
論
（
本
質
論
）
で
あ
る
と
同
時
に
、
存
在
者
の
根
拠
に
つ
い
て
の
学
と
し
て
神

論
で
も
あ
る
O
n
t
？
T
h
苧
－
O
g
i
k
㊥
、
そ
れ
が
形
而
上
学
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
存
在
1
神
－
論
と
し
て
の
形
而
上
学
の
特
徴
は
、
存
在
者
の
本
質
・
根
拠

に
つ
い
て
の
問
い
と
し
て
、
そ
れ
が
存
在
者
の
存
在
を
そ
の
普
遍
的
な
る
も
の
に
お
い
て
表
象
し
よ
う
と
、
そ
の
最
高
な
る
も
の
に
お
い
て
表
象
し
よ
う
と
、

常
に
存
在
者
そ
れ
自
体
を
テ
ー
マ
と
し
、
し
か
も
そ
の
さ
い
、
も
う
三
の
存
在
者
に
求
め
ら
れ
た
存
在
者
の
根
拠
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
い
う
意
味
で
の
存

●

在
根
拠
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
表
の
存
在
者
性
を
も
っ
た
存
在
者
が
う
み
出
さ
れ
構
築
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
発
生
根
拠
と
創
造
根
拠

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
然
法
を
テ
ー
マ
と
す
る
戦
後
の
自
然
法
論
を
存
在
史
的
に
み
た
場
合
、
こ
う
し
た
伝
統
的
形
而
上
学
に
も
と
づ
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ

ぅ
。
吊
何
よ
り
も
ま
ず
第
這
、
そ
れ
が
出
発
点
と
し
て
い
る
「
法
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
㊥
は
、
法
と
い
う
存
在
者
を
テ
ー
マ
と
し
た
問
い
と
し
て
、
ま

さ
し
く
「
存
在
者
と
は
何
か
」
と
い
う
形
而
上
学
の
領
域
化
さ
れ
た
問
い
に
他
な
ら
な
い
。
㈲
「
存
在
者
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
め
ぐ
っ
て
、
一
方
で

「
存
在
者
の
本
質
」
が
問
わ
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
「
法
と
は
何
か
」
を
め
ぐ
っ
て
、
自
然
法
論
に
お
い
て
も
「
法
の
本
質
」
に
つ
い
て
の
問
い
が
提
出
さ

れ
て
い
る
。
「
法
は
立
法
者
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
で
法
た
り
う
る
の
か
」
と
い
う
の
が
こ
の
問
い
の
内
容
で
あ
り
、
「
実
定
性
の
み

を
有
し
正
し
さ
を
も
た
な
い
実
定
法
も
、
あ
る
い
は
逆
に
正
し
さ
の
み
を
有
し
実
定
性
を
も
た
な
い
自
然
法
も
、
共
に
妥
当
な
法
た
り
え
ず
、
た
だ
実
定
性
と

正
し
さ
を
そ
な
え
た
法
だ
け
が
法
た
り
う
る
」
と
い
う
の
が
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
解
答
な
の
で
あ
る
。
轡
」
う
し
た
法
の
本
質
論
は
、
ち
ょ
う
ど
形
而
上
学

に
お
い
て
存
在
者
の
本
質
論
が
根
拠
論
と
対
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
、
当
然
そ
れ
に
対
応
す
る
法
の
根
拠
論
を
要
請
す
る
。
と
こ
ろ
で
先
に
み
た
よ
う
に
、
戦

後
の
自
然
法
論
に
お
い
て
は
、
法
の
本
質
が
実
定
性
と
正
し
さ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
か
る
本
質
を
も
っ
た
法
の
根
拠
は
、
実
定
性
を
根
拠

つ
け
る
立
法
者
と
、
正
し
さ
を
根
拠
づ
け
る
自
然
法
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
自
然
法
論
に
と
っ
て
は
、
こ
の
も
う
一
つ
の
根
拠
と
し
て
の
自

然
法
こ
そ
が
、
立
法
者
を
拘
束
す
る
も
の
と
し
て
、
法
の
唯
一
で
は
な
い
に
し
ろ
、
法
の
究
極
の
根
拠
と
な
る
の
で
あ
る
。
戦
後
の
自
然
法
論
が
そ
れ
を
中
心

と
し
て
展
開
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
「
自
然
法
の
存
在
の
基
礎
づ
け
」
と
い
う
作
業
は
、
し
た
が
っ
て
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
法
と
い
う
存
在
者
に
根
拠
を
与
え
る

最
高
の
存
在
者
に
つ
い
て
の
思
惟
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

我
々
が
「
自
然
法
論
は
形
而
上
学
で
あ
る
」
と
い
う
場
合
、
以
上
の
こ
と
が
意
味
さ
れ
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
◎
つ
ま
り
、
自
然
法
論
が
形
而
上
学

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
「
法
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
前
提
と
し
て
、
法
の
本
質
と
根
拠
に
つ
い
て
問
い
、
そ
し
て
も
う
一
つ
の
根
拠
と
し
て
の

自
然
法
の
存
在
の
基
礎
づ
け
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
法
と
い
う
存
在
者

で
あ
り
、
そ
れ
に
関
し
て
問
い
か
け
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
法
の
本
質
と
、
そ
う
し
た
本
質
を
も
っ
た
法
と
い
う
存
在
者
を
究
極
的
に
根
拠
づ
け
る
最
高
の
存
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自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

t
i
ま
s
m
u
s
㍗
S
・
い
や
【
f
（
山
中
訳
「
現
代
の
法
思
想
」
一
七
六
頁
）
　
「
部
分
的
に
は
法
律
に
も
と
づ
い
て
是
認
さ
れ
て
い
た
国
家
社
会
主
義
の
非
人
間
性
を
眼

の
前
に
し
て
、
実
定
法
に
た
い
し
て
よ
り
高
次
の
、
政
治
的
権
力
者
の
意
思
か
ら
独
立
し
た
法
を
対
置
す
る
よ
う
に
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
自
由
を
愛

す
る
す
べ
て
の
人
々
の
基
本
的
な
切
な
る
願
い
で
あ
っ
た
。
」
”
G
．
S
t
a
d
t
m
E
e
r
、
a
．
a
．
0
．
S
．
べ
　
「
こ
の
〔
ナ
チ
ス
に
お
け
る
悲
惨
な
〕
体
験
の
後
、

我
々
の
時
代
の
一
般
的
意
識
の
中
に
、
こ
の
あ
や
ま
ち
の
く
り
か
え
し
を
い
か
に
し
て
不
可
能
な
ら
し
め
う
る
か
と
い
う
問
い
か
け
が
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
正
し
い
」
法
と
「
不
正
な
」
法
と
の
間
の
内
的
区
別
に
つ
い
て
の
古
く
か
ら
の
問
題
、
個
人
の
人
格
の
「
自
然
的
」
権
利
に
つ
い
て
の
問
題
、
国
家
権
力
の

倫
理
的
限
界
に
つ
い
て
の
問
題
、
不
正
な
法
に
違
反
す
る
国
家
活
動
に
対
す
る
個
人
の
抵
抗
権
と
抵
抗
義
務
に
つ
い
て
の
問
題
、
そ
れ
ら
が
そ
う
し
た
問
い
か

け
の
内
容
な
の
で
あ
る
。
国
家
の
立
法
が
唯
一
の
法
源
で
あ
る
と
い
う
ド
イ
ツ
の
法
学
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
一
世
紀
に
わ
た
っ
て
支
配
し
て
き
た
法
実
証
主

義
の
理
論
は
、
今
や
我
々
の
背
後
に
ひ
き
さ
が
っ
た
事
件
の
展
開
に
よ
っ
て
戦
傑
す
べ
き
仕
方
で
否
定
さ
れ
た
の
だ
。
そ
し
て
四
方
八
方
か
ら
『
自
然
法
へ
帰

れ
』
と
い
う
よ
び
か
け
が
ひ
び
い
て
く
る
。
」
”
F
．
W
i
e
a
c
k
e
r
：
．
a
．
0
．
S
．
伽
「
多
く
の
人
々
の
口
に
の
ぼ
っ
て
い
る
自
然
法
の
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
も

の
は
、
今
日
、
も
は
や
単
な
る
哲
学
的
、
あ
る
い
は
法
理
論
的
出
来
事
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
今
世
紀
の
初
め
に
、
実
証
主
義
の
害
悪

が
実
際
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
り
以
前
に
、
そ
れ
に
対
す
る
法
哲
学
的
批
判
と
し
て
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
内
部
で
の
社
会
理
論
の
復

活
と
い
う
も
の
が
、
大
き
な
公
然
た
る
影
響
力
を
も
っ
て
、
そ
れ
に
合
流
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
自
然
法
の
再
生
は
、
も
し
、
国
家

社
会
主
義
の
支
配
と
実
証
主
義
と
の
お
そ
る
べ
き
結
合
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
す
み
や
か
に
広
汎
な
力
を
手
に
入
れ
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
」
S
．
－
O

「
何
故
、
今
日
、
人
々
が
自
然
法
を
な
し
で
す
ま
そ
う
と
し
な
い
の
か
と
い
う
理
由
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
法
実
証
主
義
へ
の
批
判
と
い
う
こ
と
に
集
約
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
」
”
A
．
S
訝
t
e
r
h
e
n
n
－
a
．
a
．
0
．
S
．
N
－
f
f
「
我
々
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
今
日
巨
大
な
廃
虚
の
真
申
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
や
ま

っ
た
世
界
像
と
人
間
の
本
質
に
つ
い
て
の
あ
や
ま
っ
た
把
達
か
ら
生
じ
た
政
治
の
結
果
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
だ
。
も
し
我
々
が
今
や
、
我
々
の
国
家
的

生
の
再
生
と
い
う
課
題
の
前
に
立
た
さ
れ
る
な
ら
は
、
そ
の
と
き
、
こ
の
過
去
の
あ
や
ま
っ
た
展
開
を
認
識
し
、
我
々
の
精
神
的
並
び
に
政
治
的
生
の
空
間
に

今
な
お
漂
石
の
よ
う
に
出
っ
は
っ
て
い
る
こ
の
あ
や
ま
れ
る
政
治
理
論
の
残
址
を
取
り
除
き
、
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
像
を
我
々
の
社
会
生
活
の
新
築
の
基
礎
と

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
…
…
自
然
的
な
倫
理
法
則
の
う
ち
人
間
の
外
的
共
同
生
活
を
正
義
に
も
と
づ
い
て
規
律
す
る
も
の
が
自
然
法
で
あ
る
。
…
…
そ
れ

は
そ
の
由
来
を
国
家
権
力
に
よ
る
法
定
立
と
か
、
他
の
社
会
的
権
威
に
よ
る
法
定
立
に
負
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
本
来
的
に
個
人
・
国
家
及
び
そ
の
他
の

社
会
に
と
っ
て
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
こ
の
意
味
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
自
然
法
は
、
我
々
に
と
っ
て
我
々
の
国
家
を
再
生
す
る
企
て

の
根
拠
で
あ
り
出
発
点
な
の
だ
。
そ
れ
と
共
に
我
々
は
、
す
ぐ
さ
ま
、
あ
ら
ゆ
る
法
の
起
源
を
国
家
に
見
、
そ
れ
ゆ
え
最
後
に
は
法
と
カ
を
同
一
視
す
る
法
実

証
主
義
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
と
対
立
す
る
位
置
に
立
つ
の
で
あ
る
。
」



軸
　
「
其
転
学
間
的
な
精
神
の
内
で
、
法
の
至
高
の
原
則
を
め
ぐ
る
精
神
的
闘
争
を
勇
敢
に
続
け
る
と
い
う
我
々
の
世
代
に
立
て
ら
れ
た
強
力
な
課
題
が
我
々
の

前
に
存
在
し
て
い
る
」
と
ヴ
ユ
ル
テ
ン
バ
ー
ガ
ー
は
の
べ
て
い
る
（
W
感
e
N
u
m
N
a
l
u
l
r
R
b
－
i
n
D
e
u
－
衿
E
a
n
d
（
｝
芸
⊥
器
）
・
i
n
＝
F
c
h
i
ニ
腎

R
R
F
訂
t
u
n
d
S
O
監
a
－
p
h
i
－
O
S
O
p
h
i
e
．
∽
笛
d
．
こ
芝
や
＼
芦
S
．
｝
∽
0
0
）
。

二
　
新
た
な
自
然
法
論
1
そ
の
理
念
と
棍
拠

旧
　
自
然
法
論
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス

自
然
法
が
多
く
の
疑
問
に
取
り
ま
か
れ
な
が
ら
、
ま
た
再
生
自
然
法
思
想
が
そ
の
性
急
な
自
然
法
へ
の
訴
願
の
ゆ
え
に
多
く
の
論
者
の
失
望

を
招
き
な
が
ら
、
な
お
今
日
法
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
あ
る
い
は
そ
の
回
帰
の
防
止
を
め
ざ
す
我
々
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
輝
き
で
あ
り
う
る
の
も
、

戦
後
の
自
然
法
論
が
単
な
る
純
粋
知
を
こ
え
た
と
こ
ろ
で
、
形
而
上
学
と
批
判
意
識
を
二
つ
の
焦
点
と
し
て
回
転
し
、
自
然
法
の
探
究
が
法
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
実
践
的
な
態
度
決
定
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
自
然
法
と
い
う
シ
ー
三
を
メ
ビ
ウ
ス
の
環
の
あ
の
可
逆
的
な
意
味
作
用
の

戯
れ
の
中
に
維
持
し
、
活
性
化
さ
せ
て
ゆ
く
限
り
に
お
い
て
で
あ
っ
た
し
、
又
そ
の
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
…

そ
れ
ゆ
え
、
批
判
精
神
の
欠
落
に
対
し
て
何
よ
り
も
注
意
が
は
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
批
判
精
神
の
欠
落
は
二
様
の
仕
方

で
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
ひ
と
つ
は
、
論
者
の
主
観
的
意
図
が
ど
う
で
あ
れ
、
あ
る
特
定
の
法
原
理
を
自
然
法
と
主
張
す
る
こ
と
が
、
具
体
的
状

況
の
中
で
保
守
的
な
機
能
を
果
た
す
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
は
、
戦
後
に
あ
ら
わ
れ
た
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
判
例
脚
の
中
に
そ
の
よ
う

な
例
を
兄
い
出
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
二
つ
は
、
自
然
法
論
が
純
粋
に
存
在
者
－
学
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
自
然
法
論
は

そ
れ
が
自
然
法
1
論
で
あ
ろ
う
と
す
る
限
り
、
決
し
て
形
而
上
学
た
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
他
方
、
自
己
の
課
題
と

動
榛
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
は
、
そ
れ
は
、
自
ら
の
囲
い
の
中
に
幽
閉
し
思
惟
か
ら
土
着
性
を
奪
い
と
ろ
う
と
す
る
形
而
上
学
の
校
智

に
対
し
て
、
徹
底
し
た
身
構
え
を
要
求
さ
れ
る
。
㈱
自
然
法
論
に
と
っ
て
は
形
而
上
学
と
の
関
係
は
、
ひ
と
つ
の
危
険
の
徴
に
他
な
ら
な
い
。

自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
y
ジ
ラ
ォ
ス
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五
二

も
し
自
然
法
論
が
、
形
而
上
学
の
蜘
妹
の
巣
に
と
ら
え
ら
れ
、
そ
の
中
で
批
判
精
神
を
溶
解
さ
せ
、
メ
ル
ロ
＝
ボ
ン
テ
ィ
が
「
剥
き
出
し
の
事

象
の
存
在
論
」
と
呼
ん
だ
も
の
㈲
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
な
ら
は
、
そ
の
と
き
我
々
の
眼
の
前
に
展
開
さ
れ
る
の
は
、
生
き
ら
れ
た
世
界
か
ら

切
り
離
さ
れ
た
沈
黙
の
虚
空
の
中
で
、
己
れ
の
起
源
を
忘
れ
、
目
的
を
見
失
っ
た
「
批
判
的
で
も
な
け
れ
ば
そ
の
道
で
も
な
い
自
然
法
」
に
つ

い
て
の
空
虚
な
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
空
転
な
の
だ
。
何
の
た
め
に
が
忘
却
さ
れ
、
見
失
わ
れ
る
。
㈲
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
が
、
カ
ミ
ュ
や
ブ
ラ
ン
シ

ョ
ら
の
い
か
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ト
に
仕
え
る
の
で
も
な
い
白
い
無
垢
な
透
明
の
中
間
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
「
ゼ
ロ
度
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」

と
呼
ん
で
い
る
㈱
例
に
な
ら
う
な
ら
は
、
こ
う
し
た
形
而
上
学
の
囲
い
の
中
で
純
粋
に
形
而
上
学
的
な
身
振
り
に
還
元
さ
れ
た
自
然
法
論
を
、

我
々
は
、
批
判
的
な
「
熱
い
自
然
法
論
」
と
、
現
状
肯
定
的
な
「
冷
い
自
然
法
論
」
か
ら
等
し
く
隔
て
ら
れ
た
中
性
の
自
然
法
論
と
し
て
「
ゼ

ロ
度
の
自
然
法
論
」
と
呼
び
う
る
で
あ
ろ
う
。

自
然
法
論
が
灼
熱
の
ア
ク
ノ
ー
ル
（
錬
金
炉
）
　
の
中
で
生
成
さ
れ
た
批
判
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
失
い
、
現
状
維
持
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
り
、

あ
る
い
は
、
存
在
者
＝
自
然
法
に
つ
い
て
の
純
粋
知
に
還
元
さ
れ
、
現
実
と
の
生
け
る
接
触
を
失
う
そ
の
と
き
に
は
、
我
々
が
そ
の
中
に
法
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
克
服
の
た
め
の
輝
き
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
「
自
然
法
」
は
消
え
去
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

し
か
し
、
「
自
然
法
」
が
批
判
的
輝
き
を
失
っ
た
暗
く
冷
た
い
虚
空
の
中
で
、
か
つ
て
多
く
の
無
垢
な
人
々
の
心
を
奪
っ
た
悪
魔
の
さ
さ
や

き
が
、
表
面
的
に
は
少
し
も
自
己
を
と
り
た
て
て
顕
示
し
、
押
し
っ
け
る
強
制
を
と
も
な
わ
な
い
と
し
て
も
、
深
層
的
に
は
い
つ
の
ま
に
か
そ

れ
と
知
ら
れ
な
い
う
ち
に
、
人
々
を
自
己
の
思
う
が
ま
ま
に
操
り
う
る
よ
う
に
な
る
あ
の
巧
妙
な
「
手
品
」
川
に
よ
っ
て
再
び
良
心
あ
る
人
々

の
心
を
虜
に
す
る
そ
の
と
き
に
な
れ
は
、
す
べ
て
は
手
遅
れ
な
の
だ
。
ナ
チ
ス
の
不
法
の
支
配
に
対
す
る
無
防
備
、
そ
れ
に
と
も
な
う
正
義
の

敗
北
が
、
単
に
偶
然
的
な
出
来
事
で
も
な
け
れ
ば
、
全
体
主
義
の
突
撃
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
、
そ

れ
に
先
立
っ
て
予
め
我
々
の
法
思
考
が
無
力
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
全
体
主
義
が
登
場
し
た
と
き
に
は
既
に
そ

れ
に
対
す
る
い
か
な
る
歯
止
め
も
存
在
し
な
く
な
っ
て
い
た
㈲
の
と
同
様
に
、
一
見
最
小
限
の
正
義
と
秩
序
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
に
み
え
る

澄
葦
署
荘
遥
夢
義
】
講
義
凛
考
量
琶
墨
守
室
長
亀
や
す
す
÷



こ
の
時
代
に
お
い
て
、
立
法
者
に
対
す
る
制
限
の
と
り
は
ら
い
が
我
々
の
眼
に
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
着
実
に
進
行
し
て
い
な
い
と
い
う
保
証
が

な
い
限
り
に
お
い
て
、
戦
後
の
自
然
法
運
動
は
、
法
思
想
史
的
事
象
と
し
て
過
去
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
出
来
事
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
し
て
や
自

ら
に
課
せ
ら
れ
た
役
割
を
果
た
し
終
え
た
の
で
も
な
く
、
一
方
で
自
然
法
へ
の
無
関
心
が
支
配
し
、
他
方
で
自
然
法
思
想
が
そ
の
原
初
の
輝
き

を
失
っ
た
か
に
み
え
る
こ
の
状
況
の
只
中
で
、
今
こ
そ
「
の
り
こ
え
不
可
能
な
哲
学
」
と
し
て
、
新
た
な
再
生
が
迫
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

し
か
し
新
た
な
自
然
法
論
－
－
そ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
決
し
て
未
知
の
自
然
法
論
で
は
な
い
。
そ
れ
は
我
々
の
眼
の
前
に
、
戦
後
自
然
法
論

の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
白
い
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
だ
。

す
な
わ
ち
批
判
意
識
を
軸
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
回
転
す
る
自
然
法
論
1
－
そ
れ
が
新
た
な
自
然
法
論
の
理
想
で
あ
る
。
彼
ら

は
戦
後
自
然
法
論
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
た
思
惟
の
地
平
の
自
覚
せ
る
継
承
者
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。
自
然
法
論
の
形
而
上
学
的
企
て

（
法
の
本
質
と
根
拠
の
探
究
）
を
支
え
る
も
の
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
法
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
拒
否
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

ま
た
批
判
意
識
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
底
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
は
じ
め
て
、
我
々
の
時
代
の
「
の
り
こ
え
不
可
能
な
哲
学
」
と
し

て
の
自
然
法
論
は
、
自
ら
の
課
題
と
動
機
に
忠
実
で
あ
り
う
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
彼
ら
は
知
っ
て
い
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
「
自
然
法
」
と
は

も
は
や
意
識
の
外
に
客
観
的
に
存
在
す
る
所
与
で
は
な
い
。
そ
れ
は
彼
自
身
の
実
－
存
そ
の
も
の
で
あ
り
、
意
識
に
よ
っ
て
た
え
ず
活
性
化
さ

れ
、
あ
る
い
は
創
造
さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
㈱
自
然
法
は
、
そ
れ
を
外
側
か
ら
理
解
し
ょ
う
と
し
て
は
決
し
て
理
解

し
え
ず
、
た
だ
そ
れ
を
内
側
か
ら
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
は
じ
め
て
理
解
し
う
る
の
で
あ
そ
と
い
う
こ
と
を
彼
ら
は
知
っ
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
自
然
法
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
も
は
や
単
な
る
存
在
者
－
認
識
に
と
ど
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

彼
が
そ
こ
に
投
げ
出
さ
れ
て
あ
る
実
定
法
の
世
界
の
中
で
、
そ
れ
に
対
し
て
自
己
の
実
存
を
選
び
と
る
そ
の
仕
方
で
あ
り
結
果
な
の
だ
。
㈹

そ
の
と
き
、
超
越
的
な
自
然
法
の
存
在
の
探
究
は
静
的
な
知
な
ど
で
は
決
し
て
あ
り
え
ず
、
む
し
ろ
ひ
と
つ
の
運
動
－
華
l
ヒ
リ
ズ
ム
に

対
す
る
ノ
ン
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
い
ま
だ
あ
ら
ざ
る
法
の
獲
得
、
実
現
へ
と
向
け
ら
れ
た
今
あ
る
実
定
法
の
の
り
こ
え
と
し
て
、
過
去
と
未

自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス

五
三



自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス

束
の
間
に
宙
吊
り
に
さ
れ
た
運
動
と
し
て
し
か
あ
り
え
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
決
し
て
終
わ
る
こ
と
の
な
い
シ
ジ
フ
ォ
ス
の
連
動
な
の
だ
。
そ

れ
と
い
う
の
も
自
然
法
論
者
に
よ
っ
て
分
泌
さ
れ
る
ノ
ン
は
、
実
定
法
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
と
共
に
、
彼
ら
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
自
然
法

に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
ゆ
え
に
。
仙
自
然
法
は
、
そ
れ
が
認
識
な
い
し
創
造
さ
れ
た
瞬
間
に
た
ち
ま
ち
今
現
に
あ
る
も
の
と

し
て
、
の
り
こ
え
ら
れ
る
べ
き
当
の
対
象
と
化
す
の
で
あ
る
。
自
然
法
論
と
は
　
ー
そ
れ
が
、
超
越
的
法
原
理
の
今
こ
こ
で
の
認
識
で
あ
れ
、

ぁ
る
い
は
、
人
間
の
創
造
的
決
断
に
よ
る
新
た
な
創
造
で
あ
れ
　
ー
更
新
へ
の
意
思
で
あ
り
、
絶
え
ざ
る
生
成
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
（
て
自

然
法
は
常
に
「
い
ま
だ
な
い
」
と
「
も
は
や
な
い
」
と
い
う
二
重
の
無
の
刻
印
を
お
っ
て
い
る
。
「
い
ず
く
の
市
門
の
ほ
と
り
に
あ
っ
て
も
常

に
出
発
す
る
者
」
　
（
ニ
ー
チ
ェ
）
と
し
て
、
自
然
法
論
は
未
来
永
却
決
し
て
終
局
に
達
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
「
の
り
こ
え
不
可

能
な
哲
学
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
到
達
不
可
能
な
哲
学
」
で
も
あ
る
。
旭
「
途
上
に
あ
る
こ
と
」
　
－
そ
れ
が
彼
ら
の
運
命
と
な
る
。
個
し
か

し
「
途
上
に
あ
る
こ
と
」
に
対
し
て
「
意
義
」
を
与
え
る
も
の
は
、
超
時
間
的
な
る
も
の
、
絶
対
的
な
る
も
の
と
し
て
の
「
目
標
」
な
ど
で
は

な
い
。
そ
の
よ
う
な
も
の
が
果
た
し
て
存
在
す
る
か
否
か
彼
ら
は
知
ら
な
い
し
、
ま
た
知
ら
な
い
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
彼
ら
に
と
っ
て
は

存
在
し
な
い
の
も
同
然
な
の
だ
。
永
久
に
途
上
に
あ
る
こ
と
に
彼
ら
を
耐
え
さ
せ
る
も
の
ー
そ
れ
は
約
束
さ
れ
た
至
福
の
地
へ
の
希
望
な
ど

で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
た
だ
「
死
に
対
す
る
憎
悪
」
と
「
生
命
へ
の
情
熱
」
が
、
生
き
る
た
め
に
は
、
自
ら
を
絶
対
的
な
生
成
た
ら

し
め
ざ
る
を
え
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
運
命
を
彼
ら
に
引
き
受
け
さ
せ
、
た
え
ず
人
々
を
「
手
品
」
に
か
け
法
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
従
順
な
下
僕

へ
と
つ
き
お
と
そ
う
と
す
る
実
定
法
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
で
の
終
わ
る
こ
と
の
な
い
営
為
へ
と
彼
ら
を
駆
り
た
て
る
の
で
あ
る
。
不
死
な
る
ミ

ノ
ダ
ウ
ル
ス
の
住
む
そ
の
迷
宮
こ
そ
が
、
永
遠
の
y
ジ
フ
オ
ス
と
化
し
た
新
た
な
自
然
法
論
の
約
束
の
地
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
終
わ
り
の
な
い

努
力
こ
そ
が
、
彼
ら
楽
園
の
追
放
者
の
選
ん
だ
仕
事
な
の
だ
。
彼
ら
は
迷
宮
の
外
に
住
み
、
し
か
る
の
ち
に
そ
の
中
に
入
っ
て
ゆ
く
の
で
は
な

い
。
迷
宮
の
永
遠
の
居
住
者
と
し
て
の
彼
ら
に
外
部
か
ら
道
し
る
べ
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
は
い
な
い
。
彼
ら
は
未
来
永
却
そ
の
生
の
続
く
限

り
、
自
ら
「
批
判
意
識
」
と
「
形
而
上
学
」
と
い
う
二
本
の
糸
に
よ
っ
て
そ
れ
を
紡
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。



そ
う
し
た
永
遠
の
機
職
人
と
な
っ
た
新
た
な
自
然
法
論
者
た
ち
を
待
ち
受
け
て
い
る
の
ほ
、
迷
宮
の
中
で
の
孤
独
と
、
常
に
少
数
者
で
し
か

あ
り
え
な
い
と
い
う
運
命
な
の
だ
。
今
あ
る
実
定
法
に
対
し
て
批
判
的
構
え
を
と
り
、
い
ま
だ
あ
ら
ざ
る
自
然
法
を
求
め
よ
う
と
す
る
限
り
、

さ
ら
に
は
労
苦
の
果
て
に
手
に
さ
れ
た
自
然
法
の
中
に
も
自
ら
の
安
息
の
場
を
求
め
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
限
り
、
絶
対
的
少
数
者
た
る
運
命

は
、
迷
宮
の
機
織
人
と
し
て
の
彼
ら
の
実
存
の
条
件
を
構
成
し
て
い
る
。
㈱

し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
彼
ら
は
自
然
法
論
は
客
観
的
な
る
も
の
の
証
人
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス
な
の
だ
と
告
知
し
、

自
然
法
を
天
上
の
楽
園
か
ら
ひ
き
お
ろ
し
て
、
否
定
と
創
造
の
炎
の
連
環
の
中
に
投
げ
こ
む
勇
気
と
緊
張
を
自
己
の
も
の
と
す
る
。
実
定
法
の

圧
倒
的
な
優
位
に
直
面
し
っ
つ
、
な
お
か
つ
そ
れ
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
己
を
保
ち
、
絶
対
的
少
数
者
た
る
運
命
を
身
に
引
き
受
け
つ
つ
、

今
あ
る
実
定
法
を
、
そ
し
て
ま
た
己
れ
白
身
を
の
り
こ
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
努
力
、
た
と
え
そ
の
努
力
が
超
時
間
的
で
絶
対
的
な
る
背
景
を
も

た
ず
、
ま
た
何
ら
客
観
的
で
普
遍
的
な
る
法
に
永
久
に
到
達
し
え
な
く
と
も
そ
う
し
た
努
力
を
続
け
る
こ
と
1
そ
れ
が
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス

と
化
し
た
新
た
な
自
然
法
論
の
い
と
な
み
で
あ
る
。

だ
が
人
は
い
か
に
し
て
シ
ジ
フ
ォ
ス
と
な
る
の
か
。
不
死
な
る
ミ
ノ
ダ
ウ
ル
ス
の
住
む
迷
宮
の
中
で
、
法
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
ノ
ン
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
、
今
あ
る
法
を
こ
え
己
れ
自
ら
を
も
こ
え
て
ゆ
く
、
坪
遠
の
運
動
で
あ
る
シ
ジ
フ
ォ
ス
の
企
て
は
、
そ
の
源
泉
を
ど
こ
か
ら
獲
得

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
至
り
つ
く
天
を
も
た
ぬ
空
間
と
終
わ
る
べ
き
時
を
も
た
ぬ
時
間
の
中
で
、
永
遠
に
形
而
上
学
と
批
判
意
識
の
間
に
自
ら

を
宙
吊
り
に
し
つ
つ
企
て
ら
れ
る
運
動
は
い
か
な
る
根
拠
か
ら
出
発
す
る
の
か
。
法
の
本
質
と
そ
の
超
実
定
的
な
根
拠
に
つ
い
て
の
探
究
と
し

て
三
の
形
而
上
学
で
あ
る
と
同
時
に
、
実
定
法
の
世
界
の
中
で
、
そ
れ
に
対
し
て
己
れ
の
実
存
を
選
び
と
る
そ
の
仕
方
で
あ
り
結
果
で
あ
る

よ
う
な
自
然
法
論
の
企
て
を
可
能
な
ら
し
め
る
根
拠
と
は
果
た
し
て
何
か
。

㈲
　
新
た
な
自
然
法
論
の
根
拠
　
Ⅰ

新
た
な
自
然
法
論
が
批
判
意
識
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
領
域
的
形
而
上
学
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
基
礎
づ
け
に
お
い
て
、
我
々
は
ま
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五
六

ず
「
形
而
上
学
で
あ
る
こ
と
」
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

と
こ
ろ
で
既
に
の
べ
た
よ
う
に
、
個
形
而
上
学
と
し
て
自
然
法
論
の
固
有
の
問
い
は
「
法
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
問
わ

れ
て
い
る
も
の
は
法
と
い
う
存
在
者
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
し
て
問
い
か
け
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
法
の
本
質
と
、
そ
う
し
た
本
質
を
も
っ
た
法

を
根
拠
づ
け
る
至
高
の
存
在
者
＝
自
然
法
で
あ
っ
た
。
「
形
而
上
学
は
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
を
思
惟
す
る
」
脚
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
い
う
。

そ
れ
と
同
じ
く
領
域
的
形
而
上
学
と
し
て
の
自
然
法
論
も
ま
た
、
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
＝
自
然
法
を
思
惟
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
う
し
た
自
然
法
論
の
形
而
上
学
的
思
惟
は
い
か
な
る
根
拠
に
も
と
づ
い
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
形
而
上
学
と
し
て
の

自
然
法
論
の
根
拠
は
何
か
。
我
々
は
こ
こ
で
ま
ず
、
形
而
上
学
そ
の
も
の
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
明
を
聞
こ
う
。
彼
は
次
の
よ
う
に
い

ぅ
。
す
な
わ
ち
形
而
上
学
に
よ
っ
て
「
存
在
者
が
何
で
あ
る
か
と
問
わ
れ
る
場
合
に
は
、
い
つ
で
も
存
在
者
そ
の
も
の
が
現
前
に
あ
る
（
i
n

d
e
r
S
i
c
h
t
）
。
形
而
上
学
的
表
象
は
こ
の
視
（
S
i
c
h
t
）
を
存
在
の
光
（
L
i
c
h
t
d
e
s
筐
n
s
）
に
負
う
て
い
る
」
脚
と
。
つ
ま
り
形
而
上
学

が
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
を
テ
ー
マ
と
し
、
そ
の
本
質
と
根
拠
に
つ
い
て
思
惟
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
予
め
「
存
在
の
光
」
が
輝
い
て

い
る
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
「
存
在
」
と
は
、
「
存
在
の
光
」
と
は
何
か
。
ま
た
何
故
「
存
在
」
は
形
而
上
学
の
根
拠
と
な
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
注
意
さ
れ
る
べ
き
は
、
こ
の
根
拠
と
し
て
の
「
存
在
」
　
－
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
に
よ
っ
て
　
去
i
c
F
t
s
モ
　
ゝ
ビ
i
c
h
t
u
n
g
モ

d
f
f
e
n
e
≡
よ
き
旨
ミ
ミ
訂
g
e
n
d
≒
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ト
バ
で
お
き
か
え
ら
れ
、
ま
た
フ
ッ
サ
ー
ル
以
後
現
象
学
者
た
ち
が
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
を
含
め
て
「
世
界
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
ー
は
、
我
々
が
日
常
出
会
う
あ
れ
こ
れ
の
存
在
者
と
同
じ
よ

ぅ
な
存
在
者
で
も
な
け
れ
ば
、
個
そ
れ
ら
の
集
合
体
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
個
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
存
在
者
の
よ
う
に
私
と
相
並

ん
で
あ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
私
の
眼
の
前
に
立
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
糾
そ
う
で
は
な
く
て
「
存
在
」
　
「
世
界
」
は
、
「
人
間
存
在
が
人

間
存
在
と
し
て
そ
の
内
に
生
き
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
㈲
つ
ま
り
は
そ
の
内
に
私
が
存
在
し
て
い
る
地
平
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
「
内
に
あ



る
」
と
い
う
こ
と
が
貰
（
存
在
）
と
人
間
と
の
か
か
わ
り
あ
い
を
規
定
し
て
い
る
。
鋤
「
内
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
持
つ
お
り

も
あ
れ
は
持
た
ぬ
お
り
も
あ
る
と
い
っ
た
性
質
で
は
決
し
て
な
い
。
人
は
常
に
既
に
世
界
の
内
に
あ
り
（
－
ロ
・
d
e
r
・
W
e
－
t
・
S
e
i
n
）
、
そ
れ
は
彼

の
本
質
的
性
格
を
な
し
て
い
る
。
還
方
世
界
も
ま
た
、
人
間
に
と
っ
て
の
み
存
在
し
、
そ
も
そ
も
「
世
界
は
私
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
」

こ
の
よ
う
な
私
が
そ
の
内
覧
在
し
て
い
る
世
界
が
、
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
に
つ
い
て
の
思
惟
と
し
て
の
形
而
上
学
の
根
拠
で
あ
る
と

い
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
「
存
在
の
光
」
「
存
在
の
明
る
み
」
す
な
わ
ち
「
明
ら
め
る
も
の
」
鍋
と
し
て
、
存
在
者
に
輝
く
こ
と
を
許
し
、
そ

れ
を
現
わ
れ
へ
と
解
き
放
ち
、
㈹
そ
の
け
っ
か
存
在
者
が
形
而
1
学
的
表
象
に
対
し
て
現
前
す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
芸
々

人
間
が
そ
の
内
に
あ
る
世
界
が
、
形
而
上
学
の
視
に
対
し
て
存
在
者
を
眺
め
る
こ
と
を
保
証
し
、
そ
れ
へ
の
通
路
を
現
写
る
の
で
あ
る
。
幽

か
く
し
て
形
而
上
学
が
存
在
者
を
テ
ー
マ
と
し
、
そ
の
本
質
と
根
拠
に
つ
い
て
思
惟
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
常
に
既
に
我
々
人
間
存
在
が

世
界
の
内
に
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
鈎
「
そ
の
内
に
お
い
て
存
在
者
は
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
に
関
し
て
こ
と
さ
ら
鱒
呈
示
せ
ら
れ
、
ま
た
言
表

せ
ら
れ
う
る
も
の
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
」
㈱

領
域
的
形
而
上
学
と
し
て
の
自
然
法
論
に
つ
い
て
も
そ
の
間
の
事
情
に
変
わ
り
は
な
い
。
「
法
と
は
何
か
」
と
問
わ
れ
、
実
定
法
の
究
極
の

根
拠
と
し
て
の
自
然
法
に
つ
い
て
思
惟
が
登
れ
る
場
合
転
は
、
常
に
既
に
存
在
の
開
け
が
明
ら
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
然
法
論
は
た

だ
我
々
が
そ
の
内
に
あ
る
世
界
を
通
し
て
し
か
、
自
然
法
の
存
在
の
基
礎
づ
け
と
い
う
企
て
を
な
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
覧
い
て

「
世
界
の
内
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
存
在
者
と
し
て
の
自
然
法
を
テ
ー
マ
と
す
る
自
然
法
論
の
形
而
上
学
的
思
惟
の
根
拠
で
あ
る
と
い
え

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
超
越
論
的
根
拠
と
し
て
の
世
界
は
、
当
の
自
然
法
論
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
は
通
常
気
づ
か
れ
る
こ
と
の
な
い
ア
ノ
ニ
ム

な
存
在
地
平
で
し
か
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
存
在
の
光
と
し
て
の
世
界
は
こ
と
さ
ら
旨
己
を
と
り
た
て
て
あ
ら
わ
す
も
の
で
は
な
く
、
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五
八

む
し
ろ
存
在
者
を
明
ら
め
る
こ
と
に
お
い
て
己
れ
自
ら
は
脱
去
し
隠
れ
る
こ
と
を
好
む
が
ゆ
え
に
。
糾
さ
ら
に
ま
た
、
な
る
ほ
ど
我
々
人
間
は

常
に
世
界
の
内
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
通
常
盲
目
的
受
動
的
な
仕
方
で
そ
れ
へ
と
没
入
し
て
い
る
と
い
う
様
に
し
て
で
あ
り
、
㈲
し
か
も
さ
し
あ

た
っ
て
大
慧
「
事
物
へ
と
委
ね
渡
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
麻
痔
さ
せ
ら
れ
占
讐
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
芸
ゆ
え
に
、
世
界
は
受
動
的
確

信
性
の
中
年
与
え
ら
れ
た
信
念
地
盤
と
し
て
糾
常
に
非
テ
ー
マ
的
に
と
ど
ま
る
。
昌
然
法
論
の
企
て
も
、
そ
れ
が
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者

に
つ
い
て
の
思
惟
と
し
て
、
自
然
法
の
存
在
の
基
讐
け
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
限
。
、
そ
れ
は
自
ら
の
企
て
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る

根
拠
そ
の
も
の
を
忘
却
し
、
世
界
の
内
に
あ
る
こ
と
に
さ
え
気
づ
か
な
い
。

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
然
法
論
は
そ
の
歪
か
ら
離
れ
去
る
こ
と
は
な
い
。
根
拠
の
忘
却
は
決
し
て
霊
の
喪
失
と
し
て
と
ら

ぇ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
芸
却
さ
れ
て
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
根
拠
と
し
て
の
世
界
の
命
運
に
他
な
ら
な
い
。
自
然
法
論
自
身
が
気
づ
い
て
い

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
が
自
然
法
に
つ
い
て
思
惟
す
る
箸
に
は
、
そ
う
し
た
テ
ー
マ
的
企
て
の
背
後
に
彼
ら
に
よ
っ
て
そ
れ
と
気
づ

か
れ
て
い
な
い
世
界
が
、
非
テ
ー
マ
的
蓋
（
U
n
－
e
r
g
r
u
n
d
）
と
し
て
前
誉
れ
ひ
か
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
抑
あ
れ
こ
れ
の
自
然
法
論
が
、

自
然
法
の
存
在
の
基
礎
づ
け
を
「
ピ
ユ
ジ
ス
」
の
う
ち
に
、
あ
る
い
は
「
事
物
」
「
理
性
」
「
文
化
」
「
実
存
」
の
う
ち
に
、
そ
れ
と
も
「
神
」

そ
の
も
の
の
う
ち
に
求
め
よ
う
と
、
そ
れ
ら
の
企
て
に
際
し
て
は
、
そ
れ
自
ら
を
秘
苧
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
者
の
思
惟
を
可
能
な
ら
し
め

る
世
界
が
共
に
そ
れ
と
気
づ
か
れ
る
こ
と
な
し
に
振
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
軸

し
か
し
な
が
ら
「
世
界
の
内
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
新
た
な
法
原
理
の
探
究
の
企
て
と
し
て
の
自
然
法
論
の
竺
の
根
拠
だ
と
い
う
わ

け
で
は
決
し
て
な
い
。
結
論
を
先
晋
し
て
い
う
な
ら
は
、
自
然
法
論
が
単
な
る
存
在
者
の
思
惟
と
し
て
で
は
な
く
、
今
あ
る
法
を
超
え
そ
れ

を
批
判
し
て
ゆ
く
い
ま
だ
あ
ら
ざ
る
新
た
な
法
原
理
の
探
究
へ
と
超
出
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
我
々
が
世
界
の
内
に
あ
る
こ
と
と
し

て
同
時
に
「
自
己
自
身
に
先
立
っ
て
可
能
的
に
あ
る
」
㈲
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
可
能
的
に
あ
る
こ
と
と
し
て
今
現
在
の
私
に
は
或
る
何
か
が

欠
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
㈱
こ
の
「
欠
け
て
い
る
こ
と
」
が
、
現
に
あ
る
も
の
を
こ
え
て
い
ま
だ
あ
ら
ざ
る
未
来
を
つ
く
る
よ
う
に
私
を
か
り



た
て
、
ま
た
そ
う
し
た
可
能
性
を
私
に
与
え
る
の
で
あ
る
。
咄

そ
れ
で
は
何
故
、
我
々
人
間
存
在
は
単
に
世
界
の
内
に
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
と
同
時
に
自
己
自
身
に
先
立
っ
て
あ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
私
（
e
g
O
）
の
意
識
、
つ
ま
り
私
自
身
の
存
在
が
、
自
己
自
身
の
も
と
で
の
閉
鎖
的
な
休
ら
い
の
否
定
と
し
て
常
に
自
己
か

ら
の
脱
出
、
つ
ま
り
脱
臼
で
し
か
な
い
㈹
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
の
超
越
こ
そ
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
「
企
投
（
E
n
t
ヨ
ー
r
f
）
」
と

い
う
名
で
呼
ん
だ
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
企
投
は
超
越
と
し
て
、
「
そ
れ
自
身
に
先
立
っ
て
あ
る
こ
と
」
つ
ま
り
オ
リ
ギ
ネ
ー
ル
な
可
能
性
を

自
己
の
前
へ
投
げ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
私
に
対
し
て
「
可
能
性
に
向
っ
て
開
か
れ
て
あ
る
こ
と
」
が
開
示
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
讐
」
う

し
た
「
自
己
自
身
に
先
立
っ
て
あ
る
こ
と
」
は
、
世
界
内
存
在
と
し
て
の
我
々
人
間
存
在
が
持
つ
お
り
も
あ
れ
は
、
持
た
ぬ
お
り
も
あ
る
と
い

っ
た
偶
有
的
性
格
で
は
決
し
て
な
い
。
掴
世
界
の
内
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
自
身
に
先
立
っ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
我

々
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
存
在
様
相
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
私
が
存
在
し
て
い
る
間
は
「
私
は
私
の
終
末
に
至
る
ま
で

私
の
あ
り
う
る
こ
と
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
。
」
的

こ
う
し
た
「
あ
り
う
る
こ
と
」
を
開
示
す
る
企
投
は
、
し
ば
し
は
そ
う
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
決
し
て
こ
と
さ
ら
に
遂
行
さ
れ
る
テ
ー

マ
的
企
て
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
㈹
む
し
ろ
逆
に
、
企
投
は
テ
ー
マ
的
企
て
を
可
能
な
ら
し
め
る
「
自
己
自
身
に
先
立
っ
て
あ

る
こ
と
」
を
開
示
す
る
当
の
も
の
と
し
て
、
そ
の
前
提
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。
我
々
が
世
界
の
内
で
あ
れ
こ
れ
の
企
て
を
な
し
う
る
の
も
、
あ

る
い
は
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
も
、
我
々
人
間
存
在
が
た
え
ざ
る
自
己
自
身
か
ら
の
脱
出
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
け
っ
か
、
予
め
そ
れ
に
先
立

っ
て
常
に
既
に
、
企
て
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
私
自
身
の
未
来
が
企
投
に
よ
〆
て
開
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

「
可
能
性
の
開
け
」
す
な
わ
ち
「
自
由
」
脚
の
う
ち
に
私
が
予
め
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
的
も
し
我
々
人
間
が
脱
臼
で
な
い
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
し
て
道
端
の
石
こ
ろ
の
よ
う
に
「
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
存
在
者
、
つ
ま
り
サ
ル
ト
ル
が
即
日
と
名
づ
け
た
存
在
者
に
し
か
す

ぎ
な
い
と
す
る
な
ら
は
、
我
々
は
い
か
な
る
企
て
も
な
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
も
そ
も
そ
う
す
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
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〇

き
に
は
、
私
に
は
い
か
な
る
欠
如
も
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
が
ゆ
え
に
。

か
く
し
て
自
然
法
論
の
企
て
が
、
単
な
る
形
而
上
学
的
思
惟
と
し
て
で
は
な
く
、
新
た
な
法
原
理
の
存
在
の
探
究
と
し
て
可
能
で
あ
る
の
も
、

我
々
人
間
存
在
が
脱
臼
と
し
て
常
に
既
に
前
も
っ
て
「
世
界
の
内
に
あ
る
こ
と
と
し
て
自
己
自
身
に
先
立
っ
て
あ
る
」
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
う
し
た
自
然
法
論
の
企
て
が
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス
と
し
て
、
決
し
て
終
局
に
達
し
え
な
い
の
も
、
我
々
が
今
あ
る

己
か
ら
の
不
断
の
脱
出
で
し
か
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
我
々
人
間
存
在
が
、
世
界
の
内
に
あ
る
こ
と
と
し
て
自
己
自
身
に
先
立
っ
て

存
在
す
る
の
で
な
い
な
ら
は
、
我
々
か
ら
は
本
源
的
に
、
今
あ
る
法
を
こ
え
て
ゆ
く
新
た
な
法
原
理
に
つ
い
て
思
惟
す
る
可
能
性
は
奪
い
と
ら

れ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
ろ
う
。

㈱
　
歴
史
の
罠
　
あ
る
い
は
自
然
法
論
の
不
可
能
性

右
に
の
べ
た
ご
と
く
、
「
世
界
の
内
に
あ
る
こ
と
と
し
て
自
己
自
身
に
先
立
っ
て
あ
る
」
と
い
う
我
々
人
間
存
在
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
存
在
仕

方
の
う
ち
に
、
今
あ
る
法
を
こ
え
そ
れ
を
批
判
し
て
ゆ
く
新
た
な
自
然
法
の
存
在
の
探
究
と
し
て
の
自
然
法
論
の
超
越
論
的
根
拠
が
あ
る
と
し

て
も
、
か
か
る
企
て
が
、
い
か
な
る
制
約
も
受
け
ず
に
全
き
自
由
の
う
ち
に
な
さ
れ
う
る
と
い
う
も
の
で
は
決
し
て
な
い
し
、
ま
た
常
に
そ
う

し
う
る
と
は
限
ら
な
い
。

何
よ
り
も
ま
ず
注
意
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
我
々
が
そ
の
内
に
あ
る
世
界
が
単
な
る
ニ
ュ
ー
土
フ
ル
な
地
平
な
ど
で
は
な
く
、
一
定
の
刻
印
を

帯
び
分
節
化
さ
れ
た
歴
史
地
平
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
㈹
既
述
の
よ
う
に
、
人
間
は
世
界
の
内
に
あ
り
彼
ら
の
企
て
は
そ
の
内
で

な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
人
間
の
企
て
が
単
な
る
生
理
－
物
理
的
活
動
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
「
精
神
的
形
象
物
を
う
み
出
す

目
的
活
動
的
な
生
」
と
し
て
意
味
産
出
的
活
動
で
あ
る
榊
が
ゆ
え
に
、
そ
の
け
っ
か
企
て
の
地
盤
と
し
て
の
世
界
は
、
人
々
の
、
し
か
も
幾
世

代
に
も
わ
た
る
無
数
の
人
々
の
諸
活
動
に
よ
っ
て
耕
さ
れ
、
一
定
の
刻
印
を
も
っ
た
文
化
－
歴
史
的
な
共
同
社
会
的
世
界
へ
と
形
成
さ
れ
て
ゆ

く
の
で
あ
る
。
蜘
言
語
、
宗
教
、
政
治
制
度
、
法
制
度
、
道
徳
、
習
俗
、
慣
習
、
さ
ら
に
は
芸
術
、
世
界
親
、
価
値
観
か
ら
服
装
、
料
理
に
至

．
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る
ま
で
、
通
常
我
々
が
「
文
化
」
の
名
で
呼
ぶ
そ
れ
ら
す
べ
て
は
、
当
該
社
会
の
先
行
世
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
の
融
合
、
沈
澱
に
よ
っ
て
う

み
出
さ
れ
て
き
た
「
伝
統
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
文
化
的
・
社
会
的
な
網
の
目
と
し
て
人
々
が
そ
の
内
に
あ
る
世
界
の
上
に
投
げ
ら
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
社
会
、
時
代
に
固
有
の
風
景
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
輯

そ
し
て
ま
た
他
方
、
個
々
の
人
々
は
こ
う
し
た
歴
史
世
界
の
内
覧
ま
れ
お
ち
る
の
で
あ
り
、
我
々
は
そ
の
伝
統
と
観
の
中
で
育
て
ら
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
固
有
の
文
化
・
世
界
像
を
獲
得
し
、
輯
そ
の
け
っ
か
我
々
は
「
純
粋
な
我
」
の
状
態
か
ら
毒
の
思
惟
・
行
動
様
式
を
も

っ
た
社
会
的
、
歴
史
的
人
格
餌
へ
と
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
芸
現
に
世
界
の
内
に
あ
る
我
々
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
歴
史
的
伝
統
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
、
意
識
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
先
行
世
代
の
「
相
続
人
」
榊

と
し
て
自
ら
の
芸
の
伝
統
を
受
け
つ
ぎ
、
担
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
仰
し
た
が
っ
て
、
先
行
世
代
牢
斉
木
さ
れ
彼
ら
の
相
続
人
で
あ
る
我
々

人
楯
に
と
っ
て
、
社
会
の
過
去
性
全
体
は
過
ぎ
去
っ
た
警
乗
の
慧
と
し
て
我
々
の
背
後
に
あ
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
過
去
は
そ

の
字
義
覧
し
て
現
在
的
で
あ
り
、
梱
今
現
在
の
私
の
人
格
の
構
成
要
素
と
し
て
、
そ
の
中
に
そ
れ
と
知
ら
れ
ぬ
ま
に
溶
け
こ
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。
芸
れ
ゆ
え
に
、
歴
史
的
文
化
的
世
界
の
内
に
あ
っ
て
私
は
完
全
な
自
己
自
身
で
は
あ
り
え
ず
、
む
し
ろ
私
と
は
、
今
日
量
る
ま
で

の
世
代
の
連
関
の
内
で
他
者
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
私
と
し
て
常
に
間
主
体
的
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
蜘
メ
ル
ロ
＝
ボ
ン
テ
ィ
の
い
う
よ
う
に
、

世
界
の
内
に
あ
る
我
々
は
「
己
れ
の
絶
対
的
個
体
性
の
周
り
に
、
一
般
性
の
辺
尊
の
よ
う
な
も
の
」
、
す
な
わ
ち
社
会
性
、
歴
史
性
の
ア
主

ス
フ
ェ
ー
ル
を
た
ず
さ
え
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
㈲

こ
の
よ
う
に
我
々
人
間
存
在
が
、
一
定
の
刻
印
を
も
ち
分
節
化
さ
れ
た
歴
史
的
社
会
的
世
界
の
内
に
、
そ
の
歴
史
的
伝
統
に
対
応
す
る
一
定

の
人
格
と
し
て
被
誉
れ
て
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
慧
性
全
体
は
私
の
「
あ
り
う
る
こ
と
」
の
亭
W
u
r
f
と
し
て
フ
ン
ギ
ー
レ
ン
し
、

そ
の
け
っ
か
「
あ
り
う
る
こ
と
」
の
開
示
つ
ま
り
企
投
は
常
に
気
分
づ
け
ら
れ
た
情
態
的
な
被
投
的
企
警
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
解

世
界
を
分
節
化
し
、
我
々
を
人
格
へ
と
形
成
し
た
過
去
性
全
体
が
、
企
窒
体
を
侵
触
し
、
芸
々
の
「
あ
り
う
る
こ
と
」
を
過
去
を
モ
デ
ル

自
然
法
論
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る
い
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六

二

と
し
て
素
描
し
予
示
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
糾
む
ろ
ん
企
投
に
よ
っ
て
た
だ
そ
れ
だ
け
で
も
っ
て
、
我
々
の
未
来
地
平
が
完
全
に
構
成
さ
れ
出

来
上
が
っ
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
素
描
で
あ
り
予
示
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
我

々
の
前
に
は
、
無
限
の
と
は
い
え
な
い
に
せ
よ
、
自
由
な
禾
規
定
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
㈲
し
か
し
た
と
え
そ
う
だ
と
し
て

も
、
我
々
の
「
あ
り
う
る
こ
と
」
は
、
も
は
や
気
ま
ぐ
れ
が
自
由
に
描
く
こ
と
が
で
き
る
↑
a
b
－
a
r
a
s
a
な
ど
で
は
あ
り
え
な
い
。
㈱
あ
れ
こ

れ
の
企
て
に
先
立
っ
て
予
め
自
我
の
直
按
的
関
与
な
し
に
、
受
動
的
に
い
わ
ば
過
去
性
と
い
う
絵
の
具
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
「
下
絵
」
（
E
ロ
ー
・

考
u
r
f
I
く
O
r
N
軋
c
h
n
u
n
g
）
と
し
て
構
成
さ
れ
開
示
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
折

か
く
し
て
自
然
法
論
の
超
越
論
的
根
拠
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
世
界
の
内
に
あ
る
こ
と
と
し
て
自
己
自
身
に
先
立
っ
て
あ
る
こ
と
」
は
、
カ
ン

ト
的
意
味
に
お
け
る
空
虚
な
フ
ォ
ル
ム
な
ど
で
は
な
く
、
「
一
定
の
刻
印
を
も
っ
た
伝
統
文
化
世
界
の
内
に
人
格
と
し
て
被
投
さ
れ
て
あ
る
こ

と
に
お
い
て
一
定
の
歴
史
的
な
予
示
さ
れ
た
未
来
に
向
っ
て
開
示
さ
れ
て
あ
る
こ
と
」
と
し
て
常
に
具
体
的
で
あ
る
。
自
然
法
論
の
企
て
ー

超
越
的
な
自
然
法
の
認
識
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
創
造
で
あ
れ
ー
が
、
我
々
の
他
の
日
常
的
・
学
問
的
企
て
同
様
決
し
て
無
の
空
間
の
内
で
全

き
自
由
の
う
ち
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
ゆ
え
に
他
な
ら
な
い
C
伝
統
世
界
の
内
に
生
き
る
我
々
の
も
と
に
は
、
常
に

ぁ
れ
こ
れ
の
企
て
に
先
立
っ
て
、
一
定
の
歴
史
的
な
「
土
着
の
意
味
」
掛
と
い
っ
た
も
の
が
開
示
さ
れ
て
あ
っ
て
、
こ
れ
が
新
た
な
自
然
法
の

探
究
に
さ
い
し
て
も
「
暗
い
地
平
」
と
し
て
、
そ
の
背
景
、
基
盤
と
な
り
、
㈱
さ
ら
に
は
、
む
ろ
ん
十
全
的
に
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
う
し
た

企
て
を
方
向
づ
け
限
界
づ
け
る
働
ら
き
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
㈹

と
こ
ろ
で
自
然
法
論
が
今
あ
る
法
を
こ
え
い
ま
だ
あ
ら
ざ
る
新
た
な
法
の
探
究
と
実
現
を
め
ざ
す
と
こ
ろ
に
、
自
己
の
存
在
理
由
を
求
め
る

も
の
で
あ
る
以
上
、
か
か
る
企
投
を
通
し
て
我
々
に
先
ま
わ
り
し
新
た
な
企
て
を
方
向
づ
け
よ
う
と
す
る
「
土
着
の
意
味
」
は
、
た
と
え
単
な

る
下
絵
に
す
ぎ
な
い
に
せ
よ
、
自
由
な
企
て
を
制
約
す
る
も
の
と
し
て
、
新
た
な
法
の
探
究
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
や
は
り
や
っ
か
い
な
足
伽

と
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
そ
れ
は
未
来
へ
の
自
由
な
飛
翔
を
抑
制
す
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
ひ
る
が
え
っ
て
考
え



て
み
る
に
、
も
し
歴
史
と
い
う
も
の
が
無
で
あ
る
と
す
る
な
ら
は
、
そ
の
と
き
に
は
人
は
も
は
や
い
か
な
る
企
て
も
、
し
た
が
っ
て
新
た
な
法

原
理
の
存
在
の
探
究
も
な
し
え
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
㈹
そ
れ
と
い
う
の
も
、
「
過
去
は
世
界
の
こ
の
厚
み
で
あ
り
、
た
え
ず
与
え
ら
れ
て
い

る
こ
の
厚
み
の
お
か
げ
で
私
は
私
の
方
向
を
定
め
、
私
の
位
置
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
佃
の
だ
か
ら
。
た
と
え
過
去
の
す
べ
て
が
否
定

さ
れ
の
り
こ
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
場
合
で
も
、
「
過
去
は
変
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
未
来
を
選
択
す
る
の
に

不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
」
、
し
た
が
っ
て
「
い
か
な
る
自
由
な
超
出
も
過
去
か
ら
出
発
し
て
で
な
け
れ
ば
お
こ
な
わ
れ
え
な
い
」
佃
の
で
あ

る
。
過
去
は
我
々
の
自
由
な
飛
翔
を
抑
制
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
、
そ
れ
は
未
来
へ
の
飛
翔
を
支
え
る
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
で

も
あ
る
の
だ
。
㈲
ち
ょ
う
ど
巽
に
と
っ
て
空
気
は
抵
抗
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
飛
翔
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
。

自
然
法
論
が
自
然
法
論
で
あ
ろ
う
と
す
る
限
り
、
そ
れ
は
当
然
こ
れ
ま
で
の
歴
史
に
新
た
な
意
味
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
そ
れ
は
、
歴
史
が
我
々
に
そ
の
意
味
素
材
を
提
供
す
る
こ
と
な
し
に
な
さ
れ
う
る
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
㈹
し
た
が
っ
て
、
新

た
な
法
原
理
の
基
礎
づ
け
は
「
遠
心
的
で
あ
る
と
同
時
に
求
心
的
」
で
も
あ
り
、
㈹
こ
こ
に
は
新
た
な
プ
ラ
ク
シ
ス
と
古
い
伝
統
と
の
ア
マ
ル

ガ
ム
が
存
在
し
て
い
る
の
だ
。
㈹
受
動
的
に
予
示
さ
れ
た
地
平
の
内
で
、
先
行
世
代
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
文
化
・
伝
統
を
受
け
つ
ぎ
、
そ
し

て
そ
れ
ら
の
諸
条
件
を
基
礎
と
し
て
、
今
現
在
、
自
ら
に
固
有
の
能
力
と
自
由
に
も
と
づ
い
て
さ
ら
に
新
た
に
形
成
発
展
し
せ
て
ゆ
く
と
い
う

人
間
の
文
化
活
動
全
般
に
み
ら
れ
る
組
み
立
て
佃
と
い
っ
た
も
の
を
、
人
間
の
文
化
活
動
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
自
然
法
論
も
ま
た
共
有
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
㈹

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
歴
史
世
界
の
内
に
被
投
さ
れ
て
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
過
去
性
全
体
が
常
に
新
た
な
法
原
理
の
搾
究
の
た
め
の
ス
プ
リ

ン
グ
ボ
ー
ド
と
し
て
働
ら
く
か
と
い
え
は
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
さ
し
あ
た
っ
て
た
い
て
い
は
、
そ
れ
は
や
は
り
、
新
た

な
法
の
其
礎
づ
け
を
め
ざ
す
自
然
法
論
に
と
っ
て
蹟
き
の
石
と
し
て
作
用
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
過
去
性
全
体
は
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド

で
あ
る
よ
り
も
、
我
々
か
ら
未
来
を
簑
奪
し
、
我
々
の
企
て
を
偽
装
さ
れ
た
そ
れ
へ
と
変
え
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
一
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六

四

定
の
指
導
形
象
を
も
っ
た
伝
統
－
世
界
に
投
入
し
て
生
き
つ
つ
、
そ
う
し
た
世
界
へ
と
自
己
喪
失
的
に
頚
落
し
て
い
る
と
い
う
の
が
我
々
の
世

界
内
存
在
の
通
常
の
在
り
方
に
他
な
ら
ず
、
0
0
そ
の
け
っ
か
通
常
我
々
は
自
己
の
あ
り
う
る
こ
と
を
そ
こ
か
ら
の
指
図
に
委
ね
わ
た
し
、
そ
う

し
た
も
の
と
し
て
自
己
自
身
を
理
解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
糾
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
に
お
い
て
我
々
は
、
間
主
体
的
な
私
と
い
う

よ
り
も
、
む
し
ろ
無
人
称
の
「
ひ
と
」
（
M
a
n
）
と
な
っ
た
私
を
発
見
す
る
。
㈲
「
ひ
と
」
と
な
っ
た
我
々
の
企
て
は
、
も
は
や
過
去
性
全
体
を

基
礎
と
し
て
自
己
の
自
由
な
決
断
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
幽
む
し
ろ
、
企
投
に
よ
っ
て
前
も
っ
て
開
示
さ
れ
た
「
下

絵
」
を
い
わ
ば
な
ぞ
る
よ
う
に
し
て
、
つ
ま
り
は
こ
う
し
た
「
暗
い
下
地
」
に
よ
っ
て
舵
を
と
ら
れ
つ
つ
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
糾

こ
う
し
た
事
態
は
、
自
然
法
論
の
企
て
が
今
あ
る
実
定
法
－
そ
れ
ら
は
当
該
社
会
の
過
去
性
全
体
の
具
体
的
あ
ら
わ
れ
な
の
で
あ
る
が

－
の
の
り
こ
え
で
あ
ろ
う
と
す
る
以
上
、
き
わ
め
て
や
っ
か
い
な
事
態
に
他
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。
自
然
法
論
の
保
守
性
が
云
々
さ
れ
、

自
然
法
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
法
原
理
の
多
く
が
、
論
者
の
意
図
は
と
も
か
く
と
し
て
、
伝
統
的
規
範
の
焼
き
な
お
し
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
も
ま
た
、
所
詮
は
、
自
然
法
論
が
伝
統
世
界
の
内
に
お
い
て
受
動
的
に
構
成
さ
れ
た
「
土
着
の
意
味
」
の
引
力
圏
を
脱
し
き
れ
ず
、
む
し

ろ
そ
れ
に
支
配
さ
れ
の
み
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
過
去
性
全
体
が
企
投
を
通
し
て
今
現
に
あ
る
我
々
に
先
ま
わ
り
さ

ぇ
し
て
く
る
よ
う
な
こ
の
伝
統
世
界
の
内
に
あ
っ
て
、
そ
れ
へ
と
頚
落
し
、
過
去
性
全
体
へ
と
忘
却
し
っ
つ
櫓
自
己
を
委
ね
わ
た
し
、
そ
れ
と

知
ら
ぬ
ま
に
「
暗
い
下
地
」
に
よ
っ
て
舵
を
と
ら
れ
て
い
る
限
り
、
た
と
え
論
者
自
身
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
い
よ
う
と
も
、
自

然
法
論
の
企
て
は
常
に
欺
瞞
的
で
あ
り
、
根
本
的
に
伝
統
に
よ
っ
て
偽
造
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
ろ
う
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
過
去
性
に
も

と
づ
い
て
描
か
れ
予
示
さ
れ
て
も
い
な
い
も
の
を
な
す
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
め
ざ
そ
う
と
欲
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
㈱
そ
こ
で
は
過
去
の

の
n
⊥
こ
え
と
し
て
あ
る
べ
き
未
来
が
、
逆
に
そ
の
つ
ど
既
に
過
去
性
全
体
に
も
と
づ
い
て
つ
く
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
抑
そ
の
と

き
自
然
法
論
は
、
「
形
而
上
学
」
で
あ
り
え
た
と
し
て
も
、
も
は
や
決
し
て
「
批
判
意
識
の
表
徴
」
で
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
、

自
然
法
論
の
根
拠
と
し
て
の
世
界
が
常
に
伝
統
世
界
で
あ
り
、
そ
し
て
我
々
が
人
格
と
し
て
そ
う
し
た
世
界
の
内
に
し
か
存
在
し
え
な
い
に
せ



よ
、
我
々
が
世
界
へ
と
自
己
喪
失
的
に
頚
落
し
、
そ
の
け
っ
か
過
去
性
全
体
が
、
我
々
の
自
由
が
利
用
し
う
る
ス
プ
り
ノ
ン
グ
ボ
ー
ド
と
し
て
で

は
な
く
、
我
々
の
自
由
を
溶
解
し
っ
く
す
蜘
妹
の
巣
と
化
す
そ
の
と
き
に
は
、
確
実
に
自
然
法
論
は
「
自
然
法
論
」
た
り
え
な
く
な
る
で
あ
ろ

う
0㈲

　
新
た
な
自
然
法
論
の
根
拠
　
Ⅰ

そ
れ
で
は
、
奇
妙
な
手
品
に
よ
っ
て
自
然
法
論
の
企
て
を
、
伝
統
と
い
う
回
転
木
馬
に
の
せ
て
し
ま
う
こ
の
歴
史
世
界
の
内
に
あ
っ
て
、
自

然
法
論
は
い
か
に
し
て
そ
れ
に
頚
落
す
る
こ
と
な
く
「
批
判
意
識
の
表
徴
」
と
し
て
の
自
然
法
論
と
な
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

結
論
を
先
取
り
し
て
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
た
だ
「
今
日
も
な
お
過
去
性
と
し
て
働
き
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
に
反
対
し
て
、
そ
の
も
の
の

破
棄
を
宣
告
す
る
こ
と
」
餌
に
よ
っ
て
で
し
か
な
い
。
先
に
の
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
伝
統
－
世
界
の
内
に
お
い
て
我
々
の
自
由
な
企
て
が
欺
瞞

と
な
る
の
も
、
「
自
己
自
身
に
先
立
っ
て
あ
る
こ
と
」
が
予
め
過
去
性
全
体
に
よ
っ
て
先
取
り
さ
れ
、
し
か
も
我
々
と
し
て
は
自
己
喪
失
的
に

た
だ
そ
れ
に
よ
っ
て
予
示
さ
れ
た
可
能
性
の
あ
と
を
つ
い
て
い
く
だ
け
と
い
う
状
態
に
お
ち
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
か

っ
た
が
ゆ
え
に
、
我
々
が
今
あ
る
法
を
．
こ
え
そ
れ
を
批
判
し
て
ゆ
く
自
然
法
の
探
究
を
め
ざ
そ
う
と
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
過
去
性

全
体
、
す
な
わ
ち
企
世
を
通
し
て
我
々
に
先
ま
わ
り
し
我
々
の
自
由
を
の
み
つ
く
そ
う
と
す
る
過
去
性
全
体
に
対
し
て
、
前
も
っ
て
「
無
化
的

断
絶
」
を
お
こ
な
い
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
自
己
自
身
を
引
き
は
な
し
て
お
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
だ
。
㈱
そ
れ
は
過
去
性

全
体
と
の
間
で
、
当
人
の
知
ら
な
い
間
に
か
わ
さ
れ
た
契
約
の
解
除
と
し
て
、
い
わ
ば
実
存
的
世
界
の
中
で
遂
行
さ
れ
る
現
象
学
的
遼
元
で
あ

る
。
む
ろ
ん
こ
う
し
た
「
無
化
（
n
か
a
邑
s
a
t
i
O
n
）
」
は
、
過
去
性
全
体
の
抹
穀
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
は
そ

も
そ
も
我
々
人
間
存
在
に
と
っ
て
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
無
化
的
断
絶
と
は
、
我
々
の
人
格
を
構
成
し
そ
の
中
に

積
分
さ
れ
、
そ
の
け
っ
か
さ
し
あ
た
っ
て
た
い
て
い
我
々
の
気
づ
か
な
い
う
ち
に
、
我
々
の
あ
り
う
る
こ
と
を
支
配
し
て
し
ま
う
に
至
る
過
去

性
の
働
ら
き
を
括
孤
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
今
現
在
の
我
々
の
観
点
か
ら
も
う
一
度
あ
ら
た
め
て
取
り
あ
げ
な
お
し
う
る
よ
う
に
、
過
去
性
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全
体
と
連
帯
的
で
あ
ら
ぬ
こ
と
の
た
め
に
、
通
常
さ
し
あ
た
っ
て
た
い
て
い
は
忘
却
し
て
し
ま
っ
て
い
る
そ
れ
を
、
我
々
の
眼
差
の
対
象
と
し

て
立
て
る
こ
と
な
の
だ
。
㈱
メ
ル
ロ
＝
ボ
ン
テ
ィ
が
現
象
学
的
還
元
に
つ
い
て
か
た
っ
た
コ
ト
バ
を
借
り
る
な
ら
ば
、
糾
そ
れ
は
「
負
わ
さ
れ

た
条
件
づ
け
」
を
「
意
識
さ
れ
た
条
件
づ
け
」
に
変
え
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
た
な
法
原
理
の
存
在
の
基
礎
づ
け
を
行

な
お
う
と
す
る
我
々
の
前
に
は
、
か
つ
て
と
同
様
前
も
っ
て
受
動
的
に
構
成
さ
れ
た
「
土
着
の
意
味
」
が
開
示
さ
れ
て
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
。
た
だ
変
わ
っ
た
こ
と
と
い
え
は
、
我
々
は
も
は
や
「
土
着
の
意
味
」
を
盲
目
的
に
受
け
入
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ

し
て
ま
た
予
示
さ
れ
た
可
能
性
の
あ
と
を
盲
目
的
に
つ
い
て
い
き
は
し
な
い
鋤
と
い
う
こ
と
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、

「
土
着
の
意
味
」
の
否
定
を
意
味
し
は
し
な
い
。
先
に
「
無
化
」
は
過
去
性
の
抹
殺
で
は
な
か
っ
た
が
、
さ
ら
に
ま
た
そ
の
否
定
で
も
な
い
の

だ
。
そ
れ
は
伝
統
に
対
す
る
諸
で
も
な
け
れ
ば
否
で
も
な
く
、
さ
し
あ
た
り
そ
う
し
た
諸
と
否
と
を
宙
吊
り
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
過
去
へ
の
諸
と
否
と
の
間
に
宙
吊
り
に
さ
れ
て
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
既
に
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、
た
だ
ち
に
「
批
判
的
で
あ
る
こ

と
」
を
意
味
し
は
し
な
い
。
そ
れ
は
「
批
判
的
で
あ
る
こ
と
」
を
可
能
な
ら
し
め
る
根
拠
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
無
化
に
よ
っ
て
古
い
過
去
の
覇

権
が
崩
れ
去
る
嘉
で
、
新
た
な
未
来
の
構
築
は
い
ま
だ
始
ま
っ
て
は
い
な
い
。
醐
無
化
は
、
今
あ
る
法
を
こ
え
そ
れ
を
批
判
し
て
ゆ
く
自
然

法
の
構
築
へ
と
向
け
ら
れ
た
自
然
法
－
運
動
の
終
着
点
で
も
な
け
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
始
ま
り
で
も
な
い
。
そ
れ
は
そ
う
し
た
「
始
ま
り
」
を
支

え
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
「
始
ま
り
」
の
さ
ら
に
手
前
に
あ
る
も
の
な
の
だ
。

か
か
る
無
化
は
決
し
て
所
与
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
過
去
性
全
体
と
私
と
の
間
に
張
り
わ
た
さ
れ
、
私
の
孤
独
な
努
力
に
よ
っ
て
維
持

さ
れ
て
ゆ
く
緊
張
で
あ
り
、
そ
の
緊
張
の
中
で
は
じ
め
て
我
々
は
過
去
性
全
体
に
対
し
て
観
点
を
設
定
し
え
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
′
て
過
去

性
全
体
を
、
今
現
在
の
立
場
か
ら
検
討
し
評
価
し
、
さ
ら
に
は
批
判
し
て
ゆ
く
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
伽
過
去
性
全
体
は
も
は
や
そ
れ
と
気

つ
か
れ
ぬ
う
ち
に
我
々
の
自
由
を
溶
解
し
っ
く
す
蜘
妹
の
巣
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
そ
れ
を
、
未
来
へ
の
自
由
な
飛
翔
の
た
め
の
ス
プ
リ
ン

グ
ボ
ー
ド
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
過
去
の
生
産
的
な
摂
取
同
化
」
個
と
い
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
宙
吊
り
と
な
っ



た
我
々
に
と
っ
て
、
伝
統
が
提
供
す
る
「
土
着
の
意
味
」
は
あ
く
ま
で
も
単
な
る
、
新
た
な
法
原
理
構
築
の
た
め
の
意
味
素
材
に
す
ぎ
な
い
の

だ
。
伝
統
に
よ
っ
て
予
め
「
あ
り
う
る
こ
と
」
が
の
り
こ
え
ら
れ
決
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
逆
に
、
過
去
性
全
体
を
検
討

し
批
判
し
、
未
来
へ
打
新
た
な
飛
翔
の
た
め
の
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
と
し
て
利
用
し
て
ゆ
く
に
充
分
な
ほ
ど
そ
れ
に
対
し
て
開
か
れ
て
あ
る
こ

と
1
－
－
我
々
が
「
実
存
」
と
よ
ぶ
の
は
、
か
か
る
状
態
に
あ
る
人
間
存
在
の
こ
と
で
あ
る
　
－
、
そ
こ
に
伝
統
世
界
の
内
に
あ
っ
て
、
な
お
そ

れ
を
の
り
こ
え
て
ゆ
く
批
判
意
識
の
表
徴
で
あ
る
よ
う
な
自
然
法
論
の
究
極
の
根
拠
が
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
さ
ら
に
ま
た
、
自
然
法
論
が
単
に

実
定
法
の
の
り
こ
え
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
己
れ
自
身
の
の
り
こ
え
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス
で
あ
ろ
う
と
す
る
限
り
、
無

化
的
断
絶
は
実
定
法
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
既
に
獲
得
さ
れ
た
自
然
法
に
対
し
て
も
、
つ
ま
り
は
己
れ
自
身
に
対
し
て
も
常
に
向
け
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス
た
ろ
う
と
す
る
自
然
法
論
に
と
っ
て
、
無
化
は
際
限
な
く
お
こ
な
わ
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な

い
終
わ
る
こ
と
な
き
作
業
な
の
だ
。

我
々
は
今
や
新
た
な
自
然
法
論
の
根
拠
が
何
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
。
不
死
な
る
ミ
ノ
ダ
ウ
ル
ス
の
住
む
実
定
法
の
迷
宮
の
中
で
、
絶
対
的

孤
独
の
内
に
「
批
判
意
識
」
と
「
形
而
上
学
」
と
い
う
二
本
の
糸
に
よ
〆
て
、
人
類
の
終
末
に
至
る
ま
で
永
遠
に
織
り
あ
げ
ら
れ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
自
然
法
論
の
テ
ク
ス
ト
1
－
そ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
の
生
成
を
支
え
る
も
の
は
、
「
世
界
の
内
に
あ
る
こ
と
に
お
い
て
自
己
自
身

に
先
立
っ
て
あ
る
こ
と
」
と
い
う
人
間
存
在
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
体
制
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
歴
史
世
界
の
内
に
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
「
自
己
自

身
に
先
立
っ
て
あ
る
こ
と
」
を
文
字
通
り
そ
の
も
の
と
し
て
維
持
し
、
実
現
し
て
ゆ
く
た
め
に
遂
行
さ
れ
る
「
無
化
」
に
よ
る
過
去
性
全
体
へ

の
「
開
け
」
な
の
だ
。

（1）

な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
対
照
的
な
ア
ウ
エ
ル
の
見
解
を
引
用
し
て
お
く
の
も
無
駄
で
は
な
か
ろ
う
。

「
敵
は
ま
さ
し
く
自
然
法
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
論
者
た
ち
で
あ
る
。
た
と
え
は
エ
リ
ッ
ク
・
ヴ
ォ
ル
フ
が
そ
う
で
あ
る
。
彼
は
い
う
、
自
然
法
は
多
義
的

自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス



自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス

で
あ
る
が
、
し
か
し
自
然
法
思
想
の
機
能
は
一
義
的
で
あ
る
、
と
。
ス
コ
ラ
の
見
解
は
そ
れ
と
正
反
対
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
自
然
法
は
実
存
的
な
態
度
決

定
に
依
存
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
本
質
的
に
機
能
的
で
も
な
い
。
そ
れ
は
存
在
の
根
本
的
問
い
に
対
す
る
答
え
な
の
で
あ
る
。
」
（
E
－
ぎ
e
n
【
e
a
仁
ゆ
d
e
m

m
O
d
e
r
n
e
n
N
a
t
u
r
r
邑
t
冒
d
i
e
d
e
m
O
k
↑
a
｛
i
s
c
訂
G
邑
－
s
c
h
a
－
g
r
d
n
u
n
g
古
‥
D
a
s
N
a
t
亡
r
蚤
－
i
n
d
e
r
p
O
－
i
t
i
邑
e
n
T
F
彗
i
e
．
S
．
筈
。

も
っ
と
も
ア
ウ
エ
ル
の
上
の
指
摘
は
、
た
だ
ち
に
彼
が
「
中
立
的
無
関
心
」
の
態
度
で
も
っ
て
、
自
然
法
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て

る
と
は
い
い
え
な
い
。
彼
は
占
e
r
M
e
n
s
c
≡
a
－
R
邑
－
こ
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
嘉
し
て
い
る
、
「
『
自
然
法
』
と
い
う
コ
ト
バ
の
究
極
的
関
心
事

は
、
次
の
こ
と
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
人
間
が
経
済
と
権
力
の
単
な
る
構
成
要
素
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
時
代
に
お
い
て
、
人
間
の
本
質
を
と
り
か
こ
ん
で
精
神

的
に
保
護
す
る
ア
ト
モ
ス
フ
ェ
ー
ル
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
」
　
（
S
．
登
と
。

㈲
も
っ
と
も
典
型
的
な
例
と
し
て
、
－
宍
道
・
N
・
－
↓
の
連
邦
最
高
裁
刑
事
大
部
の
決
定
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
B
G
H
S
t
這
d
．
こ
．
S
．
余
f
f

戦
争
未
亡
人
で
あ
る
被
告
は
、
長
女
が
既
婚
の
二
九
才
の
商
人
と
関
係
を
も
ち
妊
娠
し
た
こ
と
を
知
り
、
彼
と
の
交
際
に
反
対
す
る
も
、
牧
師
か
ら
結
婚
可

能
と
の
言
質
を
え
て
そ
れ
を
承
諾
し
た
。
た
だ
、
当
初
、
商
人
が
娘
の
室
に
泊
ま
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
が
法
律
上
の
離
婚
が
認
め
ら
れ
た
後
に
、
そ
れ
を

許
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
淫
行
勧
誘
罪
に
あ
た
る
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
婚
約
者
間
の
性
交
が
淫
行
で
あ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
の

従
来
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
婚
約
者
間
の
性
交
が
淫
行
勧
誘
罪
の
構
成
要
件
に
い
う
淫
行
に
あ
た
る
と
し
て
き
た
が
、
そ
の
さ
い
そ
れ
を
禁
ず
る
規
範
の
内

容
、
根
拠
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
刑
事
大
部
は
「
裁
判
所
の
決
定
が
『
原
則
と
し
て
』
い
か
な
る
倫
理
的
評
価
を
も
基
礎
に
し
て
お
こ
な
わ

れ
て
ほ
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
は
、
な
げ
か
わ
し
い
あ
や
ま
り
で
あ
る
。
法
の
内
的
拘
束
力
は
ま
さ
し
く
人
倫
の
命
令
と
の
表
に
も
と
づ
い
て
い
る
」
と
の

べ
た
後
（
S
・
∽
N
）
、
先
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
人
倫
の
秩
序
は
、
両
性
間
の
交
渉
が
原
則
と
し
て
美
一
婦
制
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ

と
を
欲
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
性
交
の
意
味
と
結
果
は
、
子
供
の
誕
生
だ
か
ら
で
あ
る
。
子
供
の
た
め
に
も
、
ま
た
相
手
方
の
人
格
的
尊
厳
と
、
相
手
方
に

対
す
る
責
任
の
た
め
に
も
、
人
間
に
対
し
て
美
一
婦
制
が
生
活
の
形
式
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
婚
姻
と
い
う
秩
序
に
お
い
て
の
み
、
ま
た
家

族
と
い
う
共
同
体
に
お
い
て
の
み
、
子
供
は
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
人
間
と
し
て
の
規
定
に
従
っ
て
発
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
秩
序
、

こ
の
共
同
体
に
お
い
て
の
み
、
両
親
は
、
彼
ら
が
い
か
に
子
供
に
対
し
て
責
任
を
負
う
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
ま
じ
め
に
引
き
う
け
る
の
で
あ
る
。
ま
さ

し
く
男
女
間
の
交
渉
と
い
っ
た
も
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
し
責
任
の
重
い
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
た
だ
相
互
に
尊
重
し
あ
い
、
終

生
の
誠
実
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
二
人
の
婚
姻
共
同
体
の
中
で
の
み
有
意
味
に
実
現
さ
れ
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
人
倫
の
法
則
は
、
人
間
に
一
夫
一
婦
制
と
家



族
を
拘
束
力
あ
る
生
括
形
式
と
し
て
定
立
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
こ
の
秩
序
を
民
族
と
国
家
の
生
活
の
基
礎
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
時
に
、
そ
れ
は
次
の

よ
う
に
い
う
、
す
な
わ
ち
、
性
交
は
原
則
と
し
て
た
だ
婚
姻
に
お
い
て
の
み
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
侵
害
は
性
風
紀
の
基
本
的
命
令
を

侵
す
も
の
で
あ
る
、
と
。
こ
の
命
令
は
婚
約
者
た
ち
に
と
っ
て
も
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。
」
　
（
S
・
望
）

こ
う
し
た
戦
後
の
自
然
法
に
も
と
づ
く
判
決
へ
の
批
判
的
見
解
と
し
て
ほ
、
た
と
え
ば
、
H
・
U
・
E
く
e
↑
㌘
N
u
m
u
n
k
r
i
t
i
s
c
h
e
n
N
a
t
u
r
r
釆
h
訂
g
w
u
s
・

t
s
e
i
n
i
n
d
e
r
R
臣
訂
p
r
e
c
F
n
g
d
e
r
G
感
の
n
W
a
↑
二
m
‥
l
u
r
i
s
旨
乱
－
u
n
g
二
品
d
・
ト
岩
垂
r
∽
・
冨
f
f
”
W
・
M
a
i
h
O
f
e
r
L
d
邑
O
g
訂
u
n
d
N
a
・

t
u
r
諸
C
h
t
L
n
‥
－
d
8
－
0
g
i
e
u
n
d
R
R
h
t
I
 
S
●
【
N
｝
f
f
参
照
。

マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
は
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
自
然
法
」
に
お
い
て
、
B
・
G
・
H
・
の
判
決
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た
後
で
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
自
然
法
観
を
一

方
で
は
、
我
々
の
日
常
世
界
の
彼
方
に
超
現
実
的
な
世
界
の
実
在
を
想
定
す
る
思
惟
方
法
に
も
と
づ
く
と
こ
ろ
の
「
神
話
と
し
て
の
自
然
法
」
と
規
定
し
、
他

方
で
、
そ
う
し
た
自
然
法
が
時
代
お
く
れ
に
な
っ
た
世
界
観
の
表
現
と
し
て
機
能
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
自
然
法
」
と
規
定
し
て
い

る
（
S
．
－
N
∽
f
f
）
。

㈱
　
こ
の
点
に
関
し
て
エ
リ
ッ
ク
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
次
の
指
摘
を
是
非
参
照
さ
れ
た
い
。
「
自
然
法
の
問
題
の
理
解
に
と
っ
て
、
学
問
的
方
法
論
に
助
け
を
求
め
る

こ
と
は
十
分
で
は
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
非
合
理
的
に
、
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
ひ
と
つ
の
「
世
界
観
」
と
い
っ
た
も
の
か
ら
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。

自
然
法
の
問
題
は
、
人
間
存
在
の
全
体
に
対
す
る
呼
び
か
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
人
間
存
在
の
現
存
在
の
全
体
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
全
体
か
ら

提
出
さ
れ
人
間
存
在
全
体
に
対
し
て
の
そ
の
克
服
を
促
す
が
ゆ
え
に
、
自
然
法
思
想
の
学
問
化
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
許
容
し
が
た
い
ほ
ど
せ
ば

め
、
か
つ
ゆ
が
め
、
そ
し
て
そ
れ
へ
の
現
実
的
接
近
を
妨
げ
な
い
か
ど
う
か
が
十
分
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
思
想
に
関
し
て
、
．
も
っ
と
も
考

慮
を
要
す
る
こ
と
、
ま
た
他
の
何
も
の
に
も
ま
し
て
常
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
自
然
法
思
想
は
、
前
あ
る
い
は
外
－
学
問
的
領
域
に
属
す

る
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
　
（
a
・
a
・
〇
・
S
・
∽
）

㈲
　
M
．
M
＝
P
O
n
t
y
㌫
i
g
n
訪
二
木
田
訳
「
シ
ー
ニ
ュ
」
第
二
分
冊
、
九
頁
）

㈲
　
こ
う
し
た
危
険
性
は
、
テ
ク
ス
ト
の
読
者
の
側
に
も
生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
に
は
、
自
然
法
論
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
も
つ
あ
の
二
重
性
が
消
滅

し
、
あ
と
に
は
形
骸
化
し
た
コ
ー
バ
が
、
そ
し
・
て
字
義
通
り
の
読
解
だ
け
が
残
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
も
は
や
テ
ク
ス
ト
の
徴
候
的
読
解
は
不
可
能
と
な
る
。
山

下
正
男
、
「
言
語
表
現
の
多
義
性
に
つ
い
て
」
、
思
想
N
9
3
一
八
六
頁
参
照
。

（6）

R
．
B
a
r
t
F
β
O
p
．
C
i
t
．
．
p
．
【
志
e
t
s
．
（
七
二
貢
以
下
）

パ
ル
十
自
身
は
「
ゼ
ロ
度
」
と
い
う
シ
ー
ニ
ュ
を
、
言
語
学
者
た
ち
が
、
接
続
法
と
命
令
法
、
過
去
と
現
在
と
い
っ
た
極
性
の
二
つ
の
項
の
間
に
設
定
し
た

自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス

六
九



自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス

七
〇

「
ゼ
ロ
項
」
な
る
も
の
か
ら
借
用
し
て
い
る
。

m
 
E
．
W
O
－
f
．
a
．
a
．
0
．
S
．
N
か

㈱
　
A
・
旨
n
d
t
：
・
a
・
〇
・
S
・
∽
”
の
・
R
a
d
b
r
u
c
F
D
i
e
E
r
n
e
u
e
r
u
n
g
d
灰
R
釆
F
ざ
i
n
‥
N
a
t
u
r
r
釆
b
t
O
d
e
r
R
e
c
F
t
s
p
O
S
i
t
i
ま
s
m
∈
こ
／
∽
．
N
∵
嵩
．

絆
F
e
－
a
u
s
k
e
：
・
a
・
〇
・
S
∴
G
f
遠
●
M
i
t
【
e
i
s
I
苧
環
d
a
s
冨
t
u
r
r
e
c
ぎ
S
．
u
O
（
五
三
頁
）
…
A
．
R
a
u
f
m
a
n
n
．
夢
t
u
r
e
c
h
t
u
n
d
G
e
∽
C
E
c
h
t
t

－
i
c
h
k
e
i
t
．
S
．
↓
（
四
貢
）

㈱
　
A
・
弼
a
u
f
m
a
n
n
－
D
i
e
O
n
E
O
g
i
s
c
F
e
S
t
r
u
k
t
u
r
d
灰
R
籍
F
F
 
i
n
‥
D
i
e
O
n
t
0
－
0
g
i
s
c
h
e
B
e
g
r
旨
d
u
n
g
d
訪
R
宍
首
窟
㌻
∽
．
小
暮
（
三
二
〇
貢
）

「
自
然
法
は
決
し
て
静
的
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
徹
頭
徹
尾
動
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
本
来
の
も
の
に
至
る
た
め
に
、
常
に
新
た
に
実
現
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
二
紆
記
・
－
N
a
t
u
r
r
釆
g
u
n
d
G
巽
h
i
c
g
i
c
茅
e
i
t
㌫
・
N
¢
（
≡
頁
）
「
そ
れ
ら
の
事
物
〔
非
精
神
的
現
実
、
つ
ま
乃
植
物
や

動
物
〕
は
、
そ
の
本
質
を
自
ら
実
現
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
ひ
と
た
び
実
存
す
れ
ば
、
い
か
な
る
と
き
に
も
そ
れ
ら
が
存
在
し
う
る
と
こ
ろ
の
も
の
で

ぁ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
と
か
人
間
の
文
化
作
品
に
お
い
て
は
、
そ
れ
と
違
っ
た
関
係
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
本
質
の
実
現
は
、
自
然
因
果
的
必
然
性

に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
精
神
的
自
由
の
行
為
の
中
で
行
な
わ
れ
る
。
」
…
W
寧
朽
k
e
r
も
．
a
．
0
．
S
．
｝
N
N
「
自
然
法
を
所
与
性
と
し
て
で
は
な
く
、
課
題

性
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
」
”
E
・
F
釆
F
n
e
r
，
R
R
h
g
h
i
－
○
㊥
O
p
b
i
e
読
．
N
｝
伽
．
N
芦
「
正
し
く
理
解
せ
ら
れ
た
自
然
法
は
、
内
容
を
も
っ
た
法
命
題
に

対
す
る
硬
直
し
た
絶
対
性
の
要
求
を
そ
の
本
質
と
す
る
の
で
は
な
く
、
一
個
の
客
観
性
、
す
な
わ
ち
人
間
の
窒
息
か
ら
独
立
し
た
妥
当
性
の
意
識
の
中
に
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
客
観
性
は
課
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
疑
い
も
な
く
可
視
的
で
も
与
え
ら
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
発
見
さ
れ
、
見
つ

け
出
さ
れ
、
冒
険
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
」
”
T
●
H
e
r
r
，
P
e
r
s
p
e
k
t
i
扁
n
、
女
n
訪
d
y
n
a
m
i
s
c
F
g
碧
h
i
c
g
i
c
h
e
n
．
b
i
b
－
i
胃
h
．
乎

C
h
a
t
0
－
0
g
i
s
c
F
e
n
N
a
t
u
r
r
R
g
s
－
i
n
こ
a
F
r
b
u
c
F
f
箸
c
h
r
i
s
t
－
訂
h
e
S
O
乳
a
【
w
i
琵
n
S
C
F
f
t
e
n
L
笥
N
．
S
．
【
N
N
L
N
∽
「
自
然
法
（
n
e
u
t
邑
a
m
？

邑
i
c
h
鎗
N
a
t
u
r
r
釆
h
t
）
は
、
創
造
の
委
託
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
贈
り
も
の
で
あ
り
課
題
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る
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創
造
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を
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れ
に
よ
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て
志

向
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れ
た
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標
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こ
と
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創
造
の
中
に
お
か
れ
た
可
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性
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し
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化
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こ
と
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造
の
委
託
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れ
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。
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㈹
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の
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い
る
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自
然
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の
問
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．
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．
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自
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を
与
え
、
そ
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て
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自
然
法
の
最
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と
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え
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。
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が
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あ
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我
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問
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『
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。
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あ
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。
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あ
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【
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〇
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も
し
我
々
が
世
界
を
存
在
者
の
全
体
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
我
々
は
世
界
を
と
ら
え
そ
こ
ね
る
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∽
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．
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∽
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J
I
J
′

U
r
h
e
i
m
s
t
a
t
t
e
，

H
e
i
m
a
t
b
o
d
e
n
，

A
r
c
h
e
刃

皆
等

′

中
点
曇
戒
trt昼

時
朝
JJ糖

種
粛
凧
▲
戻
時
人
HJ吋

e「
中
世
将
革
華
」
㌣
戒
将
JJユ

爪
（
A．

Diemer，
a．

a．
0．

S．
172）

0

雷
　
E．

Husserl，
Mskr．

KⅡ
3．

S．
61（

zit．
beiA．

Diemer，
a．

a．
0．

S．
277f．

Anm．
141）

忘
　
E．

打
usserl，

Mskr．
BI15／

Ⅰ
．
S．

3（
zit．

bei A．
Diemer，

a．
a．

0．
S．

283，
Anm．

157）
「
醸
樽
e＜

匝
曇
蝋
堪
宜
定
量
〉
梁
撃
的
長

足
房

咤
目

上
舟

D′
寒

空
皿

tDe甘
夏

凰
堪

宝
iP慮

南
東

ユ
…

…
0」

，
BI6／

Ⅰ
．

S．
16（

zit．
beiA．

Diemer，
a．

a．
0．

S．
28，

Anm．
50）

雷
　
G・

Brand，
a
．
a．

0
．
S．

1
01
「
肇
朝
雲
朝
と
将
梶
点
呼
播
植
e貿

計
刃
Jゝ

ノ
′
朴
e甘

足
1鹿

足
適
時
O」

，
102；

H．
Hohl，

a．
a．

0．
S．

65；

J．
P．

Sartre，
Op．

Cit．
，

P．
57ケ

（
矧
1俺

僅
1周

1凧
）
；
E．

Husserl，
Husserliana，

Bd．
1Ⅹ

，
S．

414，
475

雷
　

E・
Husserl，

Husserliana，
Bd・

Vl，
・

S・
488「

掛
的

酎
班

旺
甥

匝
亜

ぐ
項

酎
錮

瞑
消

臓
慢

小
姑

払
い

∬
化

は
～

′
鼻

J吋
藩

牡
的

長
足

壁

安
富

噸
咄

刃
Jlノ

ト
だ

長
府

朴
播

植
壮

樺
JtJユ

将
く

軽
舟

能
登

JtJ二
時

へ
＝

川
e肇

雅
史

刃
Jソ

も
て

Ve群
樽

e甘
夏

軍
摺

り
寮

長
ソ

二
時

。
」

；
J・

P・
Sartre・

OP・
Cit・

，
p・

187（
妹

1奄
窪

川
1柳

瀬
）

「
璽

湖
曇

′
尋

簑
尋

舟
1＜

e＜
建

刃
JtJ剥

れ
将

量
れ

i＞
逗

童
ユ

リ
′

り
e酵

皿
東

早
成

将
0」

；
G．

Brand，
a．

a．
0．

S．
101ff

墨
　

E・
Husserl・

Mskr・
BI15／

IS・
7（

zit・
beiA・

Diemer，
a・

a・
0・

S・
306）

，
C2Ⅱ

S・
5（

zit・
beiA．

Diemer，
a．

a．
0．

S．
41，

Anm・
83）

；
ders・

，
Husserliana，

Bd・
Ⅰ
，
S・

182（
金
華
拓
「
て
ト
只
ミ
ー
霊
神
嫌
」
郵
酎
錮
珊
掴
1湘

軽
さ
川
屑
‖
軒
）
；
ders．

，
Husserli＿

ana・
Bd・

Vl・
S・

314；
M・

M＝
Ponty，

Op・
Cit・

，
p・

415（
輔

1博
壁

用
111匪

）
，

p．
515（

蝶
1俺

EEllllく
く

粍
）

「
酵

刃
璧

1寧
e晋

回
′

用
轟

宝
華

恕
早
成
将
0」

；
H．

Hohl，
a．

a．
0．

S．
57，

60f，
67，

69f

酵
簑
「
載
匠
克
朝
だ
姉
貞
il＃

」
（
A・

Diemer，
a・

a・
0・

S・
258）

㌣
適
時
簑
魯
▲
戻
足
′
判
定
「
1軍

e留
＜
量
感
足
や
足
刃
ぐ
｝
壁
e尋

ilβ
皿
東



P戒
rO」

（
M．

M＝
Ponty，

Signes，
（
重
圧
拓
「
ゝ
pIJH」

轄
l重

臣
1＜

○
匪
）
）
刃
ユ
An月

AET巳
i3時

0

富
　
M．

M＝
Ponty，

Phenomenologiedelaperception，
p．

511ets．
（

輔
71重

臣
冊

く
川
匪
）
，
418（

味
11重

臣
川
1冊

畔
）

雷
　

M．
Heidegger，

a．
a．

0．
S．

276（
川

1＜
峠

）
；

H．
Drtie，

a．
Ja．

0．
S．

255

雷
　

G．
Brand，

a．
a．

0．
S，

23

富
　
E．

Husserl，
Husserliana，

Bd．
1Ⅹ

，
S．

70「
＃
ヤ
聖
二
御
足
璽
根
的
忌
リ
ム
ijユ

朕
楳
e単

味
舟
′
照
瑚
e単

瞭
el張

宝
r（

軋
ヽ
ミ
足
窮
ユ
リ
4j

粟
小
樽
り

刃
ヨ

式
e匡

4小
樽

り
刃

簑
㌣

れ
ifユ

0」
；
ders．

，
Husserliana，

Bd．
Xl，

1966，
S．

211，
215；

ders．
，

Mskr・
C13工

　
S・

11（
zit・

beiG．
Brand，

a．
a．

0．
S．

127f）
「
ヰ
QtO昼

時
湛
楳
e軒

1翫
鰻
掴
虻
畑
射
号
僧
服
札
か
左
川
0」

，
KⅡ

13S・
6（

zit・
beiA・

Diemer，
a・

a
．
0
．
S
．
3
7
）
，
K
Ⅱ
9
　
S
．
9
（
z
i
t
．
b
e
i
A
．
D
i
e
m
e
r
，
a
．
a
．
0
．
S
．
2
8
8
，
A
n
m
．
1
7
1
）
〝
D
i
e
V
e
r
g
a
n
g
e
n
e
a
l
s
 
V
o
r
b
i
l
d
e
r
〝
；
G
・
B
r
a
n
d
，

a．
a．

0．
S．

127；
J．

P．
Sartre，

Op．
Cit．

，
p．

580（
輔
111重

臣
1屑

く
粍
）
「
卦
酢
か
“
斗
竹
⑧
隙
酎
叫
緑
唱
灘
」

雷
　
E．

Husserl，
Husserliana，

Bd．
Ⅰ
，
S．

83（
1川

4］
峠
）
；
ders．

，
Husserliana，

Bd．
Xl，

S・
211f；

derS・
，
Mskr・

C13工
　
S・

3（
Zit・

beiG．
Brand，

a．
a．

0．
S．

132）
；
M．

M＝
Ponty，

Op．
Cit．

，
p．

517（
輔
11重

臣
川
中
1畔

）
；
G．

Brand，
a．

a．
0．

S・
128「

朝
土
樽
播
植

曇
嘉

J
I
J
王

恍
1
簑

ぐ
吏

ぜ
e
刃

J
I
J
l
今

時
0
㌢

空
々

二
〇

線
馴

酎
栂

地
代

仲
虻

叫
料

研
削

姉
川

喘
′

J
量

J
嘉

J
t
ノ

媒
朝

足
刃

ユ
爪

名
士

や
曇

吏
二

〇
」

「
1婁

霊
足

堪
鹿

砦
ゼ

′
＜

淀
e堅

S＞
単

暗
雲

証
量

長
足

梶
長

逝
e君

計
舟

梗
Jゝ

ノ
二

時
」

（
E．

Husserl，
Husserliana，

Bd・
lV，

S・
379）

eP

戒
S＞

′
・
J吏

簑
ぐ
ソ
「
単
味
e堆

埋
空
軍
屈
剋
JJ朕

廣
剋
e世

相
㌣
適
時
」
刃
ニ
」
い
か
や
（
E．

Husserl．
ErfahrungundUrteil，

S・
33）

0

塁
　
E．

Husserl，
Husserliana，

Bd．
lV，

S．
255；

ders．
，
Mskr．

KⅡ
12S．

39（
zit．

beiA・
Diemer，

S・
69・

Anm・
33）

「
蛋
甘
曇
邸
単
量

付
足
J爪

将
月
爪
吏
監
量
貞
吏
冒
轟
剋
早
雲
if二

〇
」
；
G．

Brand，
a．

a．
0．

S．
10；

M．
Heidegger，

a・
a・

0・
S・

144（
1ギ

EI粍
）

宣
　

E．
Husserl，

Husserliana，
Bd．

Ⅰ
，

S．
82（

1川
中

畔
）

「
蛋

周
一

空
車

1柊
的

長
足

匠
轟

剋
㌣

戒
将

0」
；

ders・
，

Husserliana，
Bd・

Ⅹ
1，

S・
211

；
ders．

，
Mskr．

K｝
12S．

39（
zit．

beiA．
Diemer，

a．
a．

0．
S．

69，
Anm．

33）
「
営
計
璧
卜
策
1ト

ヽ
へ
lト

ヽ
h Hだ

卜
堂
㌣
適
時
0」

；
L・

L
a
n
d
g
r
e
b
，

P
h
a
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
u
n
d
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
，

S
・

2
5
；

L
・

E
l
e
y
，

D
i
e
K
r
i
s
e
d
e
s
A
p
r
i
o
r
i
，

1
9
6
2
，

S
・

1
2
2
；

G
・

B
r
a
n
d
，

a
・

a
・

0
・

S
・

1
3
3

「
ト

堂
」

e
粧

領
空

′
凰

払
糾

軋
パ

パ
封

叫
緑

持
場

甘
偶

や
′

J
ヰ

罠
ぐ

｝
中

点
曇

′
り

項
机

沌
爛

肥
札

か
師

鴫
や

慾
私

ハ
ノ

ゼ
二

〇
中

点
曇

「
戒

tD合
吋
根
羽
e肝

橿
足
場
将
寵
車
」
（
E．

Husserl，
Husser】

iana，
Bd．

lV，
S．

22）
刃
J｝

′
ト
ト
キ
い
り
ミ
簑
「
嚇
裔
宝
金
車
」
（
Husserliana，

Bd．
Ⅰ
，
S．

29，
113（

1日
く
EI軒

）
；
Husserliana，

Bd．
1Ⅹ

，
S．

98，
99）

刃
昏
々
墨
AJAJ一

Oe「
ポ
rl紺

⊥
宝
玉
楳
冊
」
（
H・

Drtie，
a・

a・
0・

S．
275）

足
毒

兄
上

ト
だ

二
〇

皿
掛

捌
檻

　
腐

緑
号

ゼ
結

妙
計

＝
い

い
叫

中
や



自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス

七
八

㈱
　
M
●
M
＝
P
O
n
t
y
－
O
p
．
C
i
t
．
．
p
．
誓
∽
（
第
二
分
冊
三
五
二
頁
）

蜘
　
「
土
着
の
意
味
」
は
、
い
わ
ば
「
文
化
的
企
て
の
た
め
の
ヒ
ユ
レ
ー
」
　
（
A
・
D
i
ぎ
e
r
．
a
●
a
．
0
．
S
．
N
登
で
あ
り
、
「
こ
の
ヒ
ユ
レ
ー
は
、
皆
b
j
m
k
一

【
i
く
e
H
a
耳
と
し
て
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
自
己
構
成
に
お
け
る
自
我
の
活
動
の
た
め
の
志
向
的
根
拠
で
あ
る
」
　
（
A
．
D
i
e
m
e
r
．
a
．
a
．
0
．
S
．
N
｝
麻
．
N
∽
0
0
）
と

い
わ
れ
る
。

㈹
　
E
・
H
u
鷲
r
r
H
仁
莞
r
－
i
a
n
a
I
B
d
・
－
〆
S
・
N
声
∽
N
¢
”
L
・
L
a
n
d
g
r
各
e
，
a
●
a
，
0
，
S
●
N
↓
「
地
平
の
予
示
の
総
体
と
し
て
の
世
界
は
、
我
々
の
経

験
を
限
界
づ
け
る
地
平
で
あ
る
。
」
こ
e
r
∽
・
，
宮
1
W
e
m
d
e
↑
P
F
g
O
ヨ
e
n
0
－
O
g
i
e
㌫
●
声
－
監
こ
E
．
F
i
n
k
．
S
t
u
d
i
e
n
 
N
u
r
 
P
F
g
O
m
e
n
0
－
O
g
i
e

【
器
？
｝
欝
や
－
S
・
N
N
ご
A
・
D
i
昏
－
e
r
－
a
・
a
・
〇
・
S
・
｝
き
f
「
予
示
さ
れ
た
地
平
の
内
で
現
実
の
体
験
は
始
ま
る
が
、
…
…
そ
の
さ
い
、
そ
こ
で
は
常
に
既

に
類
型
的
な
可
能
性
を
と
も
な
っ
た
行
為
刺
激
が
先
行
し
て
い
る
。
」
N
【
貨
M
●
M
＝
P
O
n
t
y
．
O
p
．
C
i
t
．
も
．
き
∽
（
第
二
分
冊
二
三
二
頁
）

な
お
か
か
る
背
景
・
基
盤
と
し
て
の
「
土
着
の
意
味
」
は
「
暗
い
地
平
」
　
（
E
●
H
u
s
s
e
r
r
 
H
u
s
s
e
ユ
i
a
n
a
、
B
d
．
－
く
．
S
．
【
0
0
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

そ
れ
ら
の
存
在
及
び
、
そ
の
働
ら
き
は
企
て
の
主
体
と
し
て
の
当
の
我
々
自
身
に
よ
っ
て
は
通
常
気
づ
か
れ
る
こ
と
は
な
い
　
（
E
．
H
u
s
s
巴
．
a
．
a
．
0
．
S
．

N
N
N
f
－
N
M
吾
d
e
r
s
・
，
H
亡
加
わ
e
r
H
a
n
a
－
B
d
・
≦
・
S
・
｝
∽
N
　
（
二
一
〇
貢
）
”
G
●
B
r
a
ロ
d
－
a
．
a
．
0
．
S
．
－
U
O
）
。
な
お
デ
ィ
ー
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た

「
受
動
的
動
機
づ
け
は
、
我
々
が
信
じ
、
ま
た
信
じ
よ
う
と
欲
す
る
よ
り
以
上
に
広
く
深
く
我
々
の
能
動
的
な
態
度
決
定
や
自
由
な
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
る
」
と
い
う
（
A
．
D
i
e
m
e
r
．
a
．
a
．
0
．
S
．
N
悪
）
。

㈹
　
l
・
P
・
S
a
r
t
r
e
I
O
p
・
C
i
t
・
，
p
・
笥
↓
　
（
第
三
分
冊
一
五
一
貫
）
　
「
自
由
は
過
去
な
し
に
自
分
で
自
分
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
」

佃
　
l
●
P
●
S
a
r
t
r
e
，
O
p
●
C
i
t
■
－
p
．
【
笥
（
第
一
分
冊
三
五
二
頁
）

個
　
l
●
P
●
S
a
r
t
r
e
－
O
p
●
C
i
t
こ
p
●
笥
記
（
第
三
分
冊
一
五
一
貫
以
下
）

伽
　
l
，
P
●
S
a
r
t
r
e
．
O
p
．
C
i
t
．
I
p
．
－
笥
（
第
一
分
冊
三
五
二
頁
）

佃
　
M
●
M
＝
P
O
n
t
y
．
O
p
●
C
i
t
．
，
p
．
∽
｝
∽
（
第
二
分
冊
三
六
五
頁
）

㈹
　
M
●
M
＝
P
O
n
t
y
－
O
p
●
C
i
t
，
，
p
●
誓
【
（
第
二
分
冊
三
四
九
貢
）
…
E
．
H
u
鷲
ユ
．
H
n
彷
e
ユ
i
a
n
a
，
B
d
．
く
Ⅰ
．
S
．
㌫
N
（
二
一
〇
頁
）
‥
d
e
r
s
．
．
H
u
s
s
e
「
・

ー
i
a
n
a
－
B
d
・
≦
〓
，
S
・
N
金
「
あ
ら
ゆ
る
認
識
は
受
動
的
並
び
に
能
動
的
主
体
性
の
能
作
で
あ
る
。
」
　
き
N
…
d
e
r
肋
．
．
H
u
捨
e
r
【
i
a
n
a
．
b
d
．
－
〆
S
．
N
【
○
‥

A
・
D
i
e
m
e
r
も
・
a
・
〇
・
S
・
N
【
党
‥
H
・
D
r
紆
－
a
・
a
●
○
●
S
●
N
謡
f
f
…
G
，
F
u
n
k
e
，
G
e
w
O
h
u
h
e
i
t
、
N
．
A
u
f
－
．
二
第
｝
嶋
　
S
．
∽
∽
∽
”
M
．
H
e
i
d
感
g
e
r
嶋

a
・
a
・
〇
・
S
・
∽
切
や
（
四
一
八
頁
）
　
「
配
慮
し
っ
つ
世
界
の
内
に
あ
る
こ
と
は
、
方
向
を
定
め
ら
れ
て
あ
り
　
ー
　
そ
れ
自
身
の
方
向
を
定
め
つ
つ
あ
る
。
」

㈹
　
E
・
H
u
拐
e
r
r
H
u
彷
e
ユ
i
a
n
a
，
B
d
●
－
メ
∽
●
N
∽
∽
「
そ
こ
で
は
習
慣
と
自
由
な
動
拶
づ
け
が
あ
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
」
．
∽
∽
ご
d
e
r
s
．
H
u
s
s
e
ユ
i
a
n
a
－



㈹
E
●
H
u
s
s
e
ユ
盲
邑
i
a
n
a
哀
－
芸
睾
d
e
r
s
・
盲
k
r
・
昌
S
・
三
賢
b
e
i
A
・
D
i
e
m
e
r
も
・
a
・
〇
・
S
・
N
声
A
ロ
m
L
き
B
＝
∽

＼
l
S
．
芸
t
・
b
e
i
A
・
冒
e
r
も
・
a
・
〇
・
S
・
N
夢
A
n
m
・
－
S
「
現
在
の
人
間
は
歴
史
的
に
か
く
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
自
ら
の
中
に

歴
史
的
伝
統
を
担
い
…
彼
ら
は
そ
れ
に
基
礎
を
お
嘉
た
な
文
化
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
そ
れ
に
働
ら
き
か
け
る
。
」
…
L
・
L
a
n
d
g
邑
e
－
冒
W
惑

d
e
r
P
h
旨
m
邑
O
g
i
e
，
S
・
∽
：
人
は
よ
り
以
前
の
世
代
の
経
験
を
自
ら
に
引
き
受
け
消
化
し
、
そ
れ
を
地
警
し
て
彼
の
「
同
時
代
人
」
と
の
共
同
社

会
に
お
い
て
、
新
た
な
経
験
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
こ
の
世
界
像
の
更
な
る
形
成
に
貢
献
す
る
の
で
あ
る
。
」

㈲
我
々
は
こ
こ
に
お
い
て
「
自
然
法
論
」
及
び
「
自
然
法
」
の
歴
史
性
に
つ
い
て
語
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

自
然
法
論
は
常
に
、
つ
ま
り
た
と
え
そ
れ
を
否
掌
る
た
め
に
で
は
あ
っ
て
も
、
過
去
性
全
体
を
前
提
と
し
て
そ
こ
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ぎ

り
、
そ
れ
は
論
者
の
欲
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
然
的
に
歴
史
的
な
制
約
性
と
い
う
も
の
を
身
た
こ
う
む
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
た
と
え
自
然
法
論
が
そ
の
自
然
法
命
題
の
客
観
性
、
超
歴
史
性
を
主
張
す
る
著
で
あ
っ
て
も
、
我
々
は
そ
の
中
に
現
在
の
人
々
の
存
在
と
世
界
を
貫
通

し
、
彼
ら
の
未
来
を
規
定
し
て
い
る
「
沈
澱
し
た
歴
史
」
の
影
を
兄
い
出
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
（
季
M
・
M
＝
P
喜
毒
C
i
－
・
ら
畏
（
第
二
分
冊

二
八
二
頁
以
下
）
）
童
H
u
邑
盲
邑
i
a
n
a
哀
≦
声
望
「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
文
化
的
形
象
は
、
そ
の
歴
史
性
を
も
っ
て
お
り
、
G
e
w
O
r
d
e
ロ
・

h
e
i
t
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。
」
盲
三
m
a
－
e
u
ロ
d
－
r
a
n
s
邑
e
邑
e
l
O
g
i
k
I
S
・
－
警
G
・
B
r
a
n
d
も
・
a
・
〇
・
S
・
S

㈱
　
「
ひ
と
」
に
つ
い
て
は
、
M
・
H
e
i
d
e
g
軍
a
・
a
・
〇
・
S
・
｝
彗
（
一
五
買
以
下
）
を
参
照
。

㈱
M
●
H
e
i
d
零
も
・
a
・
〇
・
S
・
㌍
（
三
八
頁
）
「
現
存
在
〔
人
間
存
在
〕
は
、
彼
の
世
界
へ
琶
す
る
こ
と
と
－
に
お
い
て
、
彼
は
彼
の
伝
統
に
琶
す

る
。
伝
統
は
現
存
在
か
ら
自
主
的
な
態
度
や
問
う
こ
と
や
選
択
す
る
こ
と
を
う
は
い
去
る
。
」
N
雲
二
〇
九
頁
）
毎
（
三
四
四
頁
）
；
・
D
i
琵
r
・
a
・
a
・

糾
M
・
H
e
i
d
e
撃
a
・
a
・
O
S
・
｝
竺
三
〇
頁
）
盲
（
四
四
二
頁
）
盲
D
r
誉
・
a
・
〇
・
S
・
苧
A
・
D
i
e
m
e
r
も
・
a
・
〇
・
S
・
写
し
・
L
a
n
・

幽㈱

M
．
H
e
i
d
e
g
g
e
r
－
a
，
a
●
〇
・
S
・
－
還
f
（
二
〇
九
頁
以
下
）

M
．
家
d
e
g
g
e
r
も
●
a
・
〇
・
S
・
－
三
一
七
妄
）
こ
琵
（
二
三
〇
頁
）
壷
f
（
二
七
八
頁
）
毎
f
（
三
六
七
頁
）
態
（
三
九
六
頁
）

㈱
我
々
を
「
人
格
」
へ
と
形
成
し
た
過
去
性
は
、
我
々
の
人
格
の
構
成
要
素
と
し
て
我
昌
身
の
中
に
積
分
さ
れ
、

象
と
な
る
の
で
は
な
く
、
さ
し
あ
た
っ
て
た
い
て
い
我
々
は
「
私
が
過
去
性
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
ず
、

自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス

そ
れ
ゆ
え
通
常
そ
れ
は
我
々
の
眼
差
の
対

忘
却
し
て
し
ま
っ
て
い
る
（
l
・
P
・
S
a
r
・

七
九



自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス

t
r
e
毒
C
i
t
・
二
言
㌫
（
第
三
分
冊
八
九
頁
）
毎
（
第
三
分
冊
＝
五
二
頁
）
‥
G
・
B
r
a
n
d
も
・
a
・
〇
・
S
・
｝
雪
奇
妙
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
う
し
た
忘
却
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
、
過
去
性
は
我
々
の
あ
り
う
る
こ
と
を
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
り
（
M
・
H
e
i
d
辱
r
一
a
．
a
．
0
．
S
．
∽
∽
¢

（
三
八
貢
）
）
、
我
々
が
過
去
性
を
忘
却
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
逆
に
、
そ
れ
に
よ
る
我
々
の
未
来
の
薯
、
支
配
は
決
定
的
と
な
る
。

㈱
E
・
H
仁
旦
M
s
k
↑
・
B
＝
芸
S
・
…
i
－
・
b
e
i
A
・
D
i
e
m
e
r
・
a
・
a
・
〇
・
S
・
苧
1
・
P
・
S
a
↑
t
r
e
毒
C
i
言
彗
（
第
三
分
冊
妄
）

即
J
・
P
・
S
a
r
t
r
e
毒
－
i
q
仁
e
d
e
－
a
r
a
i
s
呂
d
i
a
－
e
c
－
i
q
u
e
p
・
崇
応
（
竹
内
・
矢
内
原
訳
「
弁
証
法
的
理
性
批
判
竺
巻
」
二
八
〇
、
二
八
妄
）

㈱
M
・
H
e
i
d
盛
e
r
も
・
a
・
〇
・
S
・
∽
宗
（
四
三
ハ
頁
）

㈱
－
・
P
・
S
a
↑
ぎ
1
蜜
e
e
＝
e
n
野
皐
も
＝
巴
（
第
三
分
冊
二
〇
貢
）
這
e
t
∽
・
（
第
一
分
冊
一
〇
六
頁
以
下
）

こ
う
し
た
「
無
化
」
が
可
能
で
あ
る
の
も
、
結
局
我
々
人
間
存
在
が
原
理
的
に
己
れ
自
身
か
ら
の
脱
出
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

鯛
J
・
P
・
S
a
r
－
↑
e
盲
・
C
i
－
・
ら
芸
（
第
三
分
冊
八
九
貢
）
・
双
苗
（
第
三
分
冊
〓
ハ
八
貢
）

我
々
が
通
常
忘
却
し
、
ま
た
忘
却
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
我
々
を
支
配
す
る
過
去
性
を
対
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
働
ら
き
を
か
っ
こ
に
入
れ
る
こ
う

し
た
操
作
は
、
ち
ょ
う
ど
フ
ロ
イ
デ
ィ
ア
ン
の
治
療
法
、
す
な
わ
ち
患
者
自
身
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
無
姦
化
さ
れ
た
過
去
の
精
神
的
外
傷
を
、
彼
自
身
に
想

起
さ
せ
「
嘉
化
」
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
患
者
を
過
去
の
支
配
か
ら
解
放
し
治
療
し
よ
う
と
す
る
「
カ
タ
ル
言
法
」
に
類
似
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

伽
M
・
M
＝
P
豊
嶋
訂
s
c
i
e
n
c
芝
e
－
ぎ
m
m
e
e
＝
a
p
h
か
n
呂
か
n
量
e
皇
（
滝
滞
、
木
田
訳
「
眼
と
精
神
」
㌻
享
頁
）

㈲
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
か
か
る
状
警
「
自
由
」
の
名
で
呼
ん
で
い
る
。
H
u
邑
i
a
n
a
重
き
∽
・
悪
道
「
理
性
の
自
律
、
人
彗
体
の
自
由
は
、
私
が
受

動
的
に
他
か
ら
の
諸
馨
に
屈
す
る
と
い
う
こ
と
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
私
自
身
か
ら
私
を
決
掌
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
」
同
様
の
見
解
と
し
て
ほ
、

M
・
M
＝
P
邑
y
竜
h
か
n
O
m
e
邑
O
g
i
e
d
e
｝
a
p
讐
e
p
－
i
き
匂
√
全
山
（
第
二
分
冊
二
二
八
頁
）

㈲
時
の
流
れ
に
加
え
ら
れ
た
か
か
る
「
裂
け
目
」
が
「
雷
」
と
呼
ば
れ
る
静
止
せ
る
時
に
他
な
ら
な
い
。
1
・
P
・
S
a
r
－
r
e
毒
C
i
吉
富
（
第
三
分
冊

八
六
頁
）
菖
M
＝
P
g
古
壷
C
i
－
・
ら
誓
（
第
二
分
冊
三
四
妄
）
差
H
e
i
d
e
g
軍
a
・
a
・
〇
・
S
・
∽
竺
二
八
四
頁
）

醐
J
・
P
・
S
a
r
－
r
e
、
O
p
・
C
i
－
・
ら
芸
（
第
三
分
冊
八
九
貢
）

そ
れ
ゆ
え
、
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
窪
論
者
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
さ
し
あ
た
っ
て
た
い
て
い
は
、
人
は
伝
統
世
界
の
内
に
あ

っ
て
そ
れ
と
は
反
対
の
位
置
に
立
っ
て
い
る
。
「
労
苦
の
果
て
に
」
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
一
つ
の
「
回
心
」
に
よ
っ
て
人
は
自
然
法
論
者
と
な
る
の
で
あ

●

　

　

●

る
。

㈲
　
M
・
H
e
i
d
慮
g
e
r
も
・
a
・
〇
・
S
・
誓
（
三
八
頁
）



む
す
び
　
あ
る
い
は
新
た
な
始
ま
り

我
々
は
最
後
に
、
自
然
法
論
の
「
限
界
」
に
つ
い
て
若
干
の
指
摘
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
批
判
」
的
論
述
を
終
え
る
こ
と
に

し
た
い
。
む
ろ
ん
、
こ
こ
で
「
限
界
」
と
は
、
か
つ
て
み
ら
れ
た
法
の
倒
錯
現
象
の
回
帰
の
防
止
と
い
う
課
題
に
対
し
て
「
批
判
憩
織
を
軸
と

し
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
つ
つ
企
て
ら
れ
る
新
た
な
法
原
理
の
基
礎
づ
け
」
と
し
て
規
定
さ
れ
た
自
然
法
論
が
有
す
る
と
こ
ろ
の
限
界
で
あ
る
。

自
然
法
論
が
た
と
え
忠
実
に
「
批
判
意
識
」
を
自
ら
の
内
な
る
炎
と
し
て
燃
や
し
つ
づ
け
、
そ
の
こ
と
に
も
と
づ
い
て
、
今
あ
る
法
を
こ
え

そ
れ
を
批
判
し
て
ゆ
く
自
然
法
を
獲
得
し
え
た
に
せ
よ
、
自
然
法
－
論
が
た
だ
そ
れ
だ
け
で
も
っ
て
課
題
を
完
全
に
実
現
し
う
る
と
い
う
わ
け

の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
や
フ
ー
コ
ー
の
い
う
よ
う
に
、
仙
理
論
と
は
「
さ
さ
や
か
な
ひ
と
つ
の
道
具

箱
」
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
れ
を
活
用
す
る
人
が
い
な
け
れ
ば
道
具
箱
だ
け
で
は
何
も
で
き
は
し
な
い
。
自
然
法
論
の
テ
ク
ス
ト
は
、
た

と
え
ど
れ
ほ
ど
批
判
意
識
に
よ
っ
て
織
り
あ
げ
ら
れ
て
い
よ
う
と
も
、
図
書
館
の
片
隅
で
嘆
に
ま
み
れ
た
ま
ま
読
ま
ず
に
す
ま
さ
れ
て
し
ま
う

そ
の
と
き
に
は
、
課
題
に
対
し
て
い
か
な
る
寄
与
も
な
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
「
理
論
」
は
全
き
無
と
化
す
こ
と
に
な
る
。
②
あ
れ

こ
れ
の
テ
ク
ス
十
に
お
い
て
そ
の
存
在
が
基
礎
づ
け
ら
れ
た
自
然
法
が
現
実
に
「
導
き
の
星
」
と
な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
悪
し
き
実
定
法
を

ぅ
ち
破
る
も
の
と
し
て
機
能
し
う
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
実
定
法
に
今
直
面
し
て
い
る
法
仲
間
が
そ
れ
を
実
現
さ
る
べ
き
理
念
と
し
て
引
き
う

け
、
実
定
法
の
前
に
そ
の
内
容
が
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
は
か
ら
れ
る
べ
き
「
批
判
の
鏡
」
と
し
て
立
て
、
そ
し
て
今
現
に
彼
自
ら
が
そ
れ
に
て

ら
し
て
実
定
法
に
対
す
る
批
判
を
行
な
う
限
り
に
お
い
て
で
し
か
な
い
。
そ
の
と
き
は
じ
め
て
自
然
法
は
立
法
者
に
対
す
る
制
限
と
し
て
は
た

ら
く
で
あ
ろ
う
。
自
然
法
の
批
判
的
機
能
は
、
し
ば
し
は
そ
う
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
存
在
そ
れ
自
体
の
内
在
的
意
味
で
は
決
し
て

な
く
、
そ
の
批
判
性
は
構
成
さ
れ
た
意
味
作
用
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。

か
く
し
て
法
：
と
リ
ズ
ム
の
回
帰
の
防
止
と
克
服
と
い
う
我
々
の
時
代
に
与
え
ら
れ
た
課
題
の
実
現
は
、
自
然
法
論
者
か
ら
今
現
に
実
定
法

自
然
法
論
　
あ
る
い
は
永
遠
の
シ
ジ
フ
ォ
ス



自

然

法
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あ

る
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八

二

の
世
界
の
内
で
生
活
し
て
い
る
法
仲
間
へ
と
委
ね
わ
た
さ
れ
、
彼
ら
に
よ
っ
て
引
き
つ
が
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
㈱
課
題
の
解

決
そ
の
も
の
は
た
だ
彼
ら
の
意
識
的
な
行
動
の
結
果
と
し
て
の
み
達
成
せ
ら
れ
う
る
。
今
や
我
々
は
新
た
な
始
ま
り
の
前
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。

赤
い
断
涯
の
足
も
と
に
静
ま
り
か
え
っ
た
海
の
上
方
に
立
ち
、
右
と
左
で
明
る
い
水
の
中
に
浸
る
二
つ
の
巨
大
な
岬
か

ら
等
距
離
の
地
点
に
、
正
し
く
均
衡
を
保
っ
て
身
を
お
く
だ
け
で
充
分
な
の
だ
。
輝
く
光
線
に
ひ
た
さ
れ
て
、
沖
の
水
上

を
簡
っ
て
い
る
壷
の
巡
視
船
の
喘
ぎ
の
う
ち
に
、
そ
の
と
き
人
は
非
人
間
的
な
き
ら
め
く
力
の
こ
も
る
押
し
潰
さ
れ
た

呼
び
声
を
は
っ
き
り
と
耳
に
す
る
。
そ
れ
は
ミ
ノ
ダ
ウ
ル
ス
の
別
れ
の
声
だ
。

正
午
だ
。
昼
の
光
そ
れ
自
体
も
釣
合
い
を
保
っ
て
い
る
。
儀
式
を
果
た
し
た
旅
人
は
、
解
放
の
褒
美
を
う
け
と
る
。
し

ゃ
ぐ
ま
ゆ
り
の
よ
う
に
乾
い
て
や
さ
し
い
小
さ
な
石
を
断
涯
の
上
で
拾
う
の
だ
。
…
…
そ
れ
が
い
っ
さ
い
の
始
ま
り
だ
。

…
…
丘
の
高
み
か
ら
燕
た
ち
は
、
大
気
の
泡
立
つ
巨
大
な
水
槽
の
中
に
飛
び
こ
ん
で
ゆ
く
。
海
岸
線
全
体
が
出
立
の
準
備

を
完
了
し
、
冒
険
の
戦
懐
が
あ
た
り
を
か
け
め
ぐ
る
。
明
日
、
我
々
は
と
も
に
出
発
す
る
だ
ろ
う
。

A
●
C
a
ヨ
仁
S
、
し
、
E
t
か
．

侶
　
現
代
思
想
｝
笥
∽
●
　
㍗
四
五
百
∵
∵
み
す
ず
｝
澄
六
〇
頁

㈲
し
た
が
っ
て
「
す
べ
て
の
人
が
、
平
等
原
則
や
存
在
の
秩
序
を
理
解
し
え
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
そ
れ
が
偽
り
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
は

な
い
。
数
学
的
命
題
は
、
そ
れ
を
理
解
し
え
な
い
劣
っ
た
数
学
者
が
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
妥
当
し
な
く
な
る
の
で
も
な
い
し
、
ま
た
高
級
な
音
楽
と
低
級
な

音
楽
と
の
相
異
は
、
そ
れ
を
理
解
し
な
い
人
が
い
る
か
ら
と
い
っ
て
な
く
な
る
も
の
で
も
な
い
」
と
い
っ
た
主
張
（
H
●
W
e
i
n
k
a
u
f
f
L
旨
勇
d
g
W
i
d
e
r
一

S
t
a
n
d
等
邑
二
m
‥
W
i
d
e
r
s
t
a
邑
S
↑
邑
P
S
・
墓
誌
・
夢
↑
C
i
c
も
m
e
i
n
e
G
r
u
邑
留
n
g
d
疲
∴
苧
汚
空
車
S
・
∽
皆
；
・
謬
u
f
B
a
n
n
も
e
r

S
c
ぎ
ー
d
p
↑
i
n
蚤
S
・
琵
）
は
、
現
実
の
場
で
の
不
法
の
克
服
、
正
義
の
実
現
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
傍
観
者
的
な
自
然
法
論
者
の
自
慰
に
す
ぎ
な
い
。

㈱
E
・
W
景
a
・
a
・
〇
・
S
・
∽
「
自
然
法
の
問
題
は
す
べ
て
の
人
々
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
単
に
法
律
家
の
専
門
的
な
問
題
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
」

簑
・
S
監
t
m
已
－
β
a
・
a
・
〇
・
S
・
悪
這
・
C
O
i
n
g
も
r
u
n
d
是
e
d
雫
R
邑
－
昏
i
－
O
S
阜
i
e
㌫
・
｝
霊
「
自
然
法
的
に
正
し
い
秩
序
の
維
持
に
対
す

る
責
任
は
、
す
べ
て
の
人
々
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。
」
二
許
声
㍉
E
e
O
有
縁
n
G
r
u
n
d
箆
N
e
二
㌢
用
品
「
す
べ
て
の
市
民
が
自
然
法
の
直
接
的
な
名
宛
人
で

ぁ
る
。
す
べ
て
の
人
が
そ
の
要
求
を
現
実
化
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
、
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
。
」
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