
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
教
授
論
の
展
開

全
国
へ
〃
バ
〃
ト
協
会
結
成
以
前
の
教
授
論
の
特
質

庄
　
司

他
　
人
　
男

　
　
は
じ
め
に

　
前
世
紀
末
ア
メ
リ
カ
に
入
っ
て
来
た
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
教
授
論
は
単
に
一

時
的
に
ア
メ
リ
カ
教
育
界
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の

後
も
い
ろ
い
ろ
の
屈
折
は
あ
っ
た
に
し
て
も
根
強
く
存
続
し
、
そ
の
ア
メ
リ

カ
教
育
へ
の
影
響
に
は
見
の
が
し
得
な
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
今
日
ア
メ
リ
カ
教
育
の
研
究
上
、
最
も
重
要
な
資
料
の
一
つ
と
さ
れ
て

い
る
N
・
S
・
S
・
E
年
報
を
出
し
て
い
る
N
・
S
・
S
・
E
、
つ
ま
り

「
全
国
教
育
研
究
協
会
し
も
そ
の
前
身
は
一
八
九
五
年
に
結
成
さ
れ
た
「
全
国

ヘ
ル
バ
ル
ト
協
会
」
（
峯
壬
8
巴
饒
胃
げ
實
吋
ω
O
〇
一
①
q
）
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
、
進
歩
主
義
教
育
の
推
進
に
貢
献
し
た
「
デ
ュ
ー
イ
協
会
し
は
こ
の
N
・

S
・
S
・
E
か
ら
一
九
三
四
年
に
分
離
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

ま
た
代
表
的
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
リ
ス
ト
の
一
人
と
言
れ
る
モ
リ
ソ
ン
　
（
饒
彗
q

O
．
ζ
o
・
ま
實
）
の
教
授
論
が
き
わ
め
て
ヘ
ル
バ
ル
ト
的
で
あ
る
こ
と
、
な

ど
は
そ
の
よ
う
な
事
実
の
一
端
を
示
す
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
従
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
教
育
を
そ
の
根
底
か
ら
正
し
く
理
解
し
よ
う
と
す
る

な
ら
ば
、
ど
う
し
て
も
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
教
授
論
の
果
し
た
役
割
を
無
視
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国

の
研
究
に
は
こ
の
問
題
を
真
正
面
か
ら
と
り
上
げ
た
も
の
は
殆
ん
ど
な
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
は
か
か
る
観
点
か
ら
、
ま
ず
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
「
全
国
ヘ
ル
バ

ル
ト
協
会
し
が
緒
成
さ
れ
る
以
前
の
ア
メ
リ
カ
・
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
教
授
論

に
つ
い
て
そ
の
特
質
を
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
中
心
と
な
っ
て
活
躍
し

た
の
は
、
ド
ガ
ー
モ
（
O
訂
H
ぼ
ω
］
∪
①
Ω
實
昌
o
H
o
o
亀
－
お
雰
）
と
マ
ク
マ
リ
ー

兄
弟
（
ζ
o
く
竃
q
一
〇
副
良
窮
＞
1
崖
竃
－
畠
8
．
竃
o
ζ
暮
ξ
一
岸
彗
斤
く
ー

H
c
。
竃
－
お
鵠
）
で
あ
っ
た
が
、
彼
等
の
間
に
は
既
に
そ
の
こ
ろ
か
ら
重
要
な

諾
点
に
つ
い
て
か
な
り
の
見
解
の
相
異
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
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の
点
に
特
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
て
行
く
一
」
と
に
す
る
。

　
な
お
マ
ク
マ
リ
ー
兄
弟
と
は
言
っ
て
も
こ
の
時
代
に
特
に
活
躍
し
た
の
は

兄
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
マ
ク
マ
リ
ー
な
の
で
、
本
稿
で
は
特
に
こ
と
わ
ら
な
い

限
り
マ
ク
マ
リ
ー
と
は
彼
を
指
す
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
一
　
ド
イ
ツ
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
受
容
の
概
観

　
本
稿
の
中
心
課
題
に
入
る
前
に
「
全
国
ヘ
ル
バ
ル
ト
協
会
」
結
成
以
前
に

お
け
る
、
つ
ま
り
ド
イ
ツ
・
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
か
ら
の
受
容
期
に
お
け
る
ヘ
ル

バ
ル
ト
派
の
活
動
を
概
観
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
教
授
論
に
関
心
が
も
た
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
実
質
的
に
は
一
八
八
五
年
か
ら
九
〇
年
に
か
け
て
（
1
）
換
言

す
れ
ば
ド
ガ
ー
モ
や
マ
ク
マ
リ
i
兄
弟
な
ど
が
本
場
ド
イ
ツ
で
ヘ
ル
バ
ル
ト

派
教
授
論
を
研
究
し
て
帰
国
し
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
は
せ
い
ぜ
い

一
般
の
教
育
学
書
の
中
で
わ
ず
か
に
言
及
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
ヴ
ァ
ン
リ
ュ
ー
は
「
高
ま
り
つ
つ
あ
る
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
思
想
に
更

に
親
し
も
う
と
す
る
人
々
の
た
め
に
」
と
し
て
、
一
八
九
三
年
ご
ろ
ま
で
に

ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
で
出
版
さ
れ
た
主
な
著
書
、
訳
書
、
論
文
を
示
し
て

い
る
が
（
2
）
そ
れ
を
み
る
と
こ
の
こ
と
が
一
層
は
っ
き
り
す
る
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
一
八
七
四
年
に
ド
ナ
ル
ド
ス
ン
が
、
　
「
プ
ロ
シ
ヤ
・
イ
ギ

リ
ス
教
育
史
講
義
し
の
申
で
「
ツ
イ
ラ
ー
の
著
作
」
に
つ
い
て
好
意
を
も
っ

て
簡
単
に
言
及
し
て
お
り
、
一
八
八
O
年
の
リ
ボ
ッ
ト
著
「
今
日
の
ド
イ
ツ

心
理
学
L
に
は
「
ヘ
ル
バ
ル
ト
心
理
学
の
概
説
が
含
ま
れ
て
い
る
。
」
ま
た
一

八
八
一
年
の
ク
レ
ム
著
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
校
」
及
び
同
じ
こ
ろ
の
プ
リ
ン

ス
著
「
ド
イ
ツ
の
学
校
に
お
け
る
方
法
」
は
そ
れ
ぞ
れ
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
育
学

に
言
及
し
、
若
干
の
批
評
を
加
え
て
い
る
。
一
八
八
五
年
ご
ろ
に
至
る
ま
で

の
状
況
に
つ
い
て
は
こ
れ
に
よ
っ
て
判
断
し
て
も
大
過
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
ろ
か
ら
人
々
の
関
心
が
急
速
に
高
ま
っ
た
こ
と
は
一
八
八
九
年
の

ド
ガ
ー
モ
の
著
書
「
方
法
の
本
質
」
（
厚
ω
窒
註
－
ω
O
｛
峯
①
宇
＆
）
に
続
い
て

翻
訳
書
、
雑
誌
論
文
が
続
々
と
現
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
立
証
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
彼
自
身
そ
の
翌
年
に
翻
訳
し
た
の
が
「
リ
ン
ド
ナ
ー
の
実
験
心
理

学
」
（
■
巳
冒
H
、
ω
〕
冒
旦
斗
8
－
崇
壱
ぎ
一
〇
σ
q
｝
）
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
他
の
人

々
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
も
の
で
重
要
な
も
の
と
し
て
彼
は
つ
ぎ
の
も
の
を

あ
げ
て
い
る
。

　
H
　
曽
凄
げ
彗
け
、
ω
勺
章
庄
〇
一
〇
σ
q
｝
げ
｝
h
ω
冒
｛
庄
一
H
O
O
震
．

　
～
　
　
肉
⑦
甘
、
ω
○
¢
畠
■
①
ω
o
｛
　
H
）
⑦
ら
ρ
σ
q
o
α
q
庁
9
げ
く
　
O
‘
0
1
印
箏
～
　
嵐
印
　
く
ρ
箏

　
　
ピ
庁
オ
一
H
c
o
⑩
巳
o
．

　
ω
　
曽
⑦
昏
費
け
、
ω
O
彗
①
邑
思
針
σ
・
O
σ
・
艮
彗
μ
く
O
邑
寄
色
筆
冒
O
｛

　
　
亭
①
オ
實
罵
二
U
＜
串
①
員
く
罵
．
ρ
目
～
向
B
嘗
庁
句
Φ
岸
庁
一
｝
o
o
竃
．

　
一
方
、
一
八
九
二
年
に
は
ド
ガ
ー
モ
を
中
心
と
し
た
ヘ
ル
バ
ル
ト
・
ク
ラ

ブ
が
結
成
さ
れ
、
人
々
の
関
心
を
ま
す
ま
す
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
、
ク
ラ

ブ
は
「
主
と
し
て
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
教
育
原
理
を
研
究
し
て
き
て
い
る
教

師
達
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
…
・
そ
れ
ら
の
思
想
を
普
及
さ
せ
る
と
共
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に
ア
メ
リ
ガ
と
イ
ギ
リ
ス
の
諾
条
件
の
下
で
そ
れ
ら
を
含
理
的
に
遭
舟
す
る

こ
と
（
、
一
）
L
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
目
的
の
通
り
、
ク
ラ
ブ
の

実
際
的
活
動
は
ド
イ
ツ
・
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
教
授
論
を
翻
訳
す
る
こ
と
か
ら

始
ま
っ
た
。
ま
ず
つ
ぎ
の
二
つ
が
ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
翻
訳
出
版

さ
れ
た
。

　
ゲ
■
竃
σ
・
⑦
、
ω
＞
電
§
⑦
昌
昌
；
冒
O
竃
σ
・
・
岩
ぼ
チ
電
着
ぎ
♂
α
・
ζ
巳

　
　
勺
＆
晶
潟
き
冨
①
ω
．

　
ト
。
．
幕
9
、
ω
H
箏
ぎ
ま
9
冒
ざ
亭
⑦
浮
針
σ
・
O
σ
・
｝
O
｛
籟
⑦
庄
胃
戸
崖
農
‘

　
こ
の
よ
う
な
翻
訳
書
と
共
に
教
授
上
の
種
々
の
問
題
に
関
す
る
論
文
も
い

く
つ
か
の
教
育
雑
誌
に
つ
ぎ
つ
ぎ
と
現
わ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
（
、
、
）
。

　
こ
れ
ら
の
翻
訳
書
や
論
文
が
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
教
授
論
の
普
及
に
貢
献
し
た

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
カ
バ
レ
ー
は
、
何
と
言
っ
て
も
最
大
の
貢
献
を

し
た
の
は
つ
ぎ
の
三
つ
の
著
書
で
あ
る
と
い
う
（
．
、
）
。
　
さ
き
に
あ
げ
た
ド
ガ

ー
モ
の
「
方
法
の
本
質
」
と
マ
ク
マ
リ
ー
の
「
一
般
的
方
法
の
原
理
」
（
H
訂

里
①
嘗
彗
試
O
｛
O
彗
①
轟
｝
冒
9
｝
O
戸
崖
竃
）
、
マ
ク
マ
リ
ー
兄
弟
の
「
反
謂
の

方
法
」
（
弓
訂
寓
③
争
O
｛
O
｛
庄
①
内
Φ
O
‡
ゆ
ぎ
貝
H
O
。
彗
）
の
三
つ
で
あ
る
。

カ
バ
レ
ー
は
、
他
の
い
か
な
る
貢
献
を
総
合
し
て
も
こ
れ
ら
の
著
書
の
貢
献

に
は
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
翻
訳
書
が
圧

倒
的
に
多
い
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
こ
の
三
つ
の
著
書
は
ド
イ
ツ
の
ヘ
ル
バ

ル
ト
派
の
教
授
論
を
単
に
解
説
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
隈
界
内
に
お
い

て
で
は
あ
る
が
、
「
わ
れ
わ
れ
の
学
校
の
教
育
に
適
用
し
よ
う
へ
6
）
」
と
し
た

も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド
ガ
ー
モ
の
「
方
法
の
本
質
」
は

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
試
の
草
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ド
ガ
ー
モ
に
よ

れ
ば
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
教
授
論
の
普
及
に
特
は
貢
献
し
た
の
は
マ
ク
マ
リ
ー

の
「
一
般
的
方
法
の
原
理
」
で
あ
っ
た
（
7
）
。
マ
ク
マ
リ
ー
兄
弟
に
よ
る
「
反

謂
の
方
法
」
は
そ
こ
で
の
一
般
的
原
理
を
更
に
「
教
室
に
お
け
る
原
理
」
に

ま
で
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
「
一
つ
の
著
作
の
一
部
と
二

部
と
杢
言
え
る
」
（
8
）
も
の
な
の
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
を
も
っ
と
具
体
化
し

て
各
教
科
に
つ
い
て
論
じ
た
の
が
「
文
学
と
歴
史
に
お
け
る
具
体
的
方
法
」

（
ω
潟
o
色
く
①
序
3
｛
實
■
岸
⑦
崖
g
8
彗
ω
饒
犀
o
q
一
H
0
o
①
仁
）
以
下
の
一

連
の
各
科
教
授
論
で
あ
る
。

　
以
上
簡
単
な
考
察
で
は
あ
る
が
、
要
す
る
に
こ
の
時
期
に
お
け
る
ヘ
ル
バ

ル
ト
派
の
活
動
は
、
ド
イ
ツ
・
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
教
授
論
を
そ
の
限
界
内
に

お
い
て
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ズ
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
た
も
の

で
あ
っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
根
本
的
な
批
判
を
加
え
よ
う
と

す
る
傾
向
は
ま
だ
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
い
て
あ
げ
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

パ
ー
力
ー
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
と
て
ツ
イ
ラ
ー
の
歴
史
を
中
核
と

す
る
「
中
心
統
合
法
」
の
コ
ア
を
地
理
的
学
習
に
代
え
た
だ
け
で
あ
っ
て
、

「
彼
の
中
心
統
合
の
理
論
は
全
知
識
を
統
一
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
お
い
て

強
く
ツ
イ
ラ
ー
の
理
論
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
（
9
）
」
の
で
あ
る
。
と
す
れ

ば
や
は
り
一
八
九
五
年
の
「
全
国
ヘ
ル
バ
ル
ト
協
会
」
の
結
成
以
前
に
は
へ
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ル
バ
ル
ト
派
を
そ
の
根
底
か
ら
批
判
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
ま
だ
殆
ど
な
か

っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
ヘ
ル
バ
ル
ト
・
ク
ラ
ブ
の
目
的
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
思
想
を

「
普
及
さ
せ
、
適
用
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
の
で
実
際
的
活
動
も
そ
れ
ま
で

既
に
個
人
的
に
は
な
さ
れ
て
い
た
も
の
を
多
少
拡
大
し
、
組
織
的
な
も
の
に

し
た
だ
け
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
活
動
は
質
的
、
内

容
的
に
は
決
し
て
新
し
い
方
向
を
打
ち
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
そ

の
点
で
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
・
ク
ラ
ブ
自
体
に
も
余
り
積
極
的
な
大
き
な
意
義
を

認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
一
八
九
五
年
に
同
じ
く
ド
ガ
ー
モ
を
申
心
と
し
て
新
た
に

緒
成
さ
れ
た
「
全
国
ヘ
ル
バ
ル
ト
協
会
」
の
果
し
た
役
割
は
き
わ
め
て
大
き

く
、
カ
バ
レ
ー
も
こ
れ
を
さ
き
に
あ
げ
た
三
つ
の
著
作
に
つ
ぐ
大
な
る
一
頁
献

と
し
て
い
る
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
人
々
は
こ
こ
に
至
っ
て
初
め
て
デ
ュ
ー
イ

な
ど
反
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
と
冒
さ
れ
る
人
々
と
直
接
に
活
発
な
論
議
を
戦
わ
せ

る
こ
と
に
な
り
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
思
想
も
次
第
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

　
「
全
国
ヘ
ル
バ
ル
ト
協
会
」
は
一
九
〇
一
年
に
改
名
し
、
　
一
九
一
〇
年
に

更
に
若
千
の
変
更
を
し
て
今
日
の
「
全
国
教
育
研
究
協
会
」
（
N
・
S
・
S
・

E
）
に
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
ニ
　
ア
メ
リ
カ
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
教
授
論
の
特
質

　
一
八
九
〇
年
前
後
か
ら
ド
イ
ツ
・
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
教
授
論
の
翻
訳
が
急
激

に
盛
ん
に
な
っ
た
が
、
ド
ガ
ー
モ
や
マ
ク
マ
リ
ー
が
ア
メ
リ
カ
に
適
用
し
よ

う
と
し
た
も
の
は
決
し
て
ド
イ
ツ
・
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
そ
の
ま
ま
の
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
と
す
れ
ば
そ
れ
は
い
か
な
る
特
質
の
も
の
だ
っ
た
の
か
。
こ
れ

が
本
稿
の
申
心
課
題
で
あ
る
。
従
っ
て
当
然
ド
イ
ツ
・
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
と
の

相
異
点
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
深
入
り
す
る
予

裕
が
な
い
の
で
、
ア
メ
リ
カ
・
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
中
心
と
目
さ
れ
る
ド
ガ
ー

モ
と
マ
ク
マ
リ
ー
の
見
解
を
比
較
検
討
し
な
が
ら
教
授
論
の
特
質
を
考
察
す

る
こ
と
に
す
る
。

　
資
料
と
し
て
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
普
通
に
最
も
貢
献
し
た
も
の
と
し
て
さ

き
に
あ
げ
た
三
つ
の
著
書
と
、
そ
の
ほ
か
ド
ガ
ー
モ
の
「
ヘ
ル
バ
ル
ト
と
ヘ

ル
バ
ル
ト
派
」
を
中
心
と
す
る
。
こ
う
あ
げ
れ
ば
数
こ
そ
少
な
い
が
、
「
全

国
ヘ
ル
バ
ル
ト
協
会
」
結
成
以
前
の
中
心
的
思
想
に
直
接
ふ
れ
う
る
主
な
も

の
と
し
て
は
殆
ん
ど
す
べ
て
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

（
一
）
　
教
育
の
最
高
圓
的

　
意
図
的
、
計
両
的
教
育
活
動
に
お
い
て
は
被
教
育
者
を
い
か
な
る
人
間
に

形
成
し
よ
う
と
す
る
の
か
が
教
育
者
に
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け

れ
ぱ
効
果
的
な
教
育
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
独
自
の
教
育
論
を
展
開
し
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よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
自
己
の
教
育
目
的
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
マ
ク
マ
リ
ー
は
過
去
の
偉
大
な
教
育
思
想
の
中
か
ら
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
、

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
、
及
び
プ
ラ
ト
ン
、
ミ
ル
、
ス
ペ
ン
サ
ー
な
ど
の
教
育
目
的

論
を
と
り
あ
げ
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
そ
れ
は
教
育
の
最
高
目
的
に
最
も
近
い

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
は
い
ず
れ
も
不
充
分
で
あ
る
、
と
す
る
。
そ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
人
間
の
真
の
価
値
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
、
従
っ
て
複
雑
な
教

育
活
動
の
指
導
理
念
と
な
る
教
育
の
最
高
目
的
、
及
び
そ
の
目
的
と
二
次
的

目
的
と
の
関
係
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ

る
。
（
珊
）

　
そ
こ
で
彼
は
当
時
の
「
公
立
学
校
に
お
け
る
目
的
や
傾
向
を
分
析
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
」
、
教
育
目
的
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
観
点
か
ら
現
実
の
学
校
教
育
に
目
を
転
ず
る
と
、
そ
こ
で
は
専
ら
知
識
、

知
的
訓
練
、
精
神
力
強
化
に
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
た
が
、
真
に
良
心
的
な

教
師
や
善
良
で
賢
明
な
親
は
そ
れ
が
教
育
の
最
高
園
的
で
な
い
こ
と
は
充
分

承
知
し
て
い
る
、
と
彼
は
言
う
。
そ
の
よ
う
な
教
育
が
与
え
う
る
最
高
の
も

の
を
完
全
に
身
に
つ
け
さ
せ
て
も
、
ま
だ
「
人
は
依
然
と
し
て
犯
罪
者
で
あ

り
う
る
」
（
u
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
正
し
い
教
育
の
最
高
の
成
果
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
彼
に
よ

れ
ば
、
そ
れ
は
「
堅
固
な
道
徳
的
晶
性
し
（
弩
○
轟
冒
O
蟹
一
〇
臣
轟
O
冨
。
）
な
の

で
あ
る
。
「
わ
が
国
は
菓
大
た
資
源
と
豊
か
な
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
る
が
万

事
は
結
局
人
々
の
こ
の
遺
徳
的
晶
性
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
弱
め
、
あ

る
い
は
堕
落
さ
せ
て
し
ま
う
な
ら
ば
何
の
望
み
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
L
の

で
あ
る
。
従
っ
て
学
校
教
育
に
お
い
て
は
こ
れ
を
明
確
な
目
的
と
し
て
意
識

し
、
「
教
材
の
選
択
、
配
列
、
教
授
の
方
法
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
を
こ
の

自
的
に
従
属
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
（
”
）
こ
と
に
な
る
。
道
徳
的
目
的
が

最
高
の
価
値
を
も
つ
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
は
い
た
が
、
公
立
の
学
校

に
お
け
る
公
然
た
る
目
的
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
間
題
が
あ

る
、
と
彼
は
言
う
。
公
然
た
る
目
的
と
し
て
教
師
の
断
平
た
る
確
信
に
な
っ

て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
全
力
を
集
中
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
彼
は
学
校
教
育
に
お
い
て
は
道
徳

性
に
直
結
し
や
す
い
歴
史
や
文
学
な
ど
の
教
科
を
中
心
に
お
き
、
白
然
科
学

的
教
科
は
「
遺
徳
的
目
的
を
支
援
す
る
た
め
に
入
っ
て
く
る
」
も
の
と
し
て
、

は
っ
き
り
と
「
第
二
の
地
位
」
（
蝸
）
に
お
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
教
育
の
最
高
目
的
と
し
て
の
道
徳
性
を
こ
の
よ
う
な
も
の
と
み
る
な
ら
ば

わ
れ
わ
れ
は
彼
が
道
徳
性
と
い
う
も
の
を
極
端
な
ま
で
に
前
景
に
押
し
出
し

て
き
て
い
る
こ
と
に
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
彼
の
い
う
「
堅
固
な

道
徳
的
晶
性
」
（
弩
○
潟
冒
O
邑
O
訂
屋
O
誌
。
）
は
用
語
だ
け
を
み
れ
ば
ヘ
ル

バ
ル
ト
の
（
O
訂
轟
犀
①
轟
蔑
亭
①
守
H
ω
宗
↓
H
｛
庄
訂
岸
）
を
単
に
言
い
か
え
た
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
場
合
よ
り
は
る
か
に

狭
く
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
ド
ガ
ー
モ
は
マ
ク
マ
リ
ー
の
こ
の
よ
う
な
主
張
を
も
当
然
念
頭
に
お
い
て
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で
あ
ろ
う
が
、
そ
σ
こ
ろ
σ
ヘ
ル
、
ハ
ル
ト
派
σ
特
徴
に
つ
い
て
っ
ぎ
σ
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
「
最
近
の
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
思
想
の
最
も
著
し
い
特
徴
の

一
つ
は
、
あ
ら
ゆ
る
教
科
が
、
科
学
、
数
学
、
言
語
学
、
世
俗
的
歴
史
、

（
肩
o
庁
罵
崖
黒
◎
q
）
文
学
な
ど
遭
徳
に
は
直
接
関
係
が
な
い
も
の
ま
で
が

宗
教
と
ま
で
は
言
わ
な
い
に
し
て
も
、
遣
徳
的
晶
性
の
形
成
に
直
接
に
向
け

ら
れ
て
い
る
ナ
」
と
で
あ
る
L
（
u
）
と
。
彼
は
マ
ク
マ
リ
ー
の
「
一
般
的
方
法
の

原
理
」
を
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
教
授
論
の
普
及
に
最
も
貢
献
し
た
も
の
と
し
て
高

く
評
価
し
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
り
、
彼
自
身
も
教
育
の
最
高
目
的

を
遭
徳
的
晶
性
に
お
く
こ
と
に
は
何
ら
の
異
論
も
な
い
。
従
っ
て
マ
ク
マ
リ

ー
を
直
接
批
判
し
た
り
は
し
な
い
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
歴
吏
や
文
学
な

ど
に
他
の
教
科
を
す
べ
て
従
属
さ
せ
よ
う
と
は
せ
ず
、
多
方
均
等
の
興
味
が

結
局
は
道
徳
的
品
性
と
い
う
教
育
の
最
高
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
に
な
る
の

だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
遭
徳
性
と
い
う
も
の
を
マ
ク
マ
リ
ー
の

よ
う
に
は
狭
く
解
し
て
い
な
い
一
つ
の
現
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。　

そ
れ
で
は
当
時
の
ア
メ
リ
カ
教
育
界
に
は
こ
の
よ
う
な
道
徳
性
を
教
育
の

最
高
目
的
と
す
る
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
思
想
を
歓
迎
す
る
よ
う
な
事
情
が
は
た

し
て
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
教
授
論
と
い
う
も
の
は
往
々
に
し
て
そ
の
形
式

的
技
術
的
側
面
だ
け
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
こ
の

問
題
を
一
瞥
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

　
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
教
授
論
が
人
々
の
間
に
か
な
り
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

一
八
九
五
年
に
、
ド
ガ
ー
モ
は
「
ヘ
ル
、
八
ル
ト
と
ヘ
ル
、
ハ
ル
ト
派
し
σ
中
で

こ
σ
点
に
関
連
し
て
大
変
興
味
深
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
彼
は
つ
ぎ
に

あ
げ
る
二
つ
の
理
由
か
ら
、
「
わ
れ
わ
れ
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
教
授
論
を
と

り
入
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
（
加
）
と
言
う
の
で
あ
る
。
。
そ
の
一
つ
は
、

当
時
公
立
の
学
校
で
は
宗
教
教
育
が
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で

あ
る
が
、
　
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
理
論
に
よ
れ
ば
宗
教
に
頼
ら
な
く
と
も
教
脊

の
最
高
目
的
と
し
て
の
遭
徳
性
の
酒
養
は
充
分
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
｝
」

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
い
う
道
徳
性
の
内
容
は
「
五
道
念
」

（
ウ
さ
曽
o
邑
則
蟹
ω
）
i
内
的
自
由
（
H
昌
g
岸
o
＆
o
冒
）
、
意
志
の
能
率

（
同
雷
〇
一
彗
2
0
｛
オ
已
）
、
好
意
（
Ω
O
O
甲
ま
e
、
正
義
（
旨
堅
8
）
、
公
正

（
向
君
ξ
）
1
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
あ
ら
ゆ
る
可

能
な
意
志
関
係
（
乏
H
一
邑
註
o
婁
）
を
簡
潔
な
形
に
環
元
し
て
で
き
た
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
実
現
に
は
何
ら
「
宗
教
的
原
理
を
使
用
す
る
し
必
要
は
な

い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
道
徳
性
は
時
代
の
推
移
と
共

に
変
化
す
る
具
体
的
諾
問
題
に
充
分
に
応
ず
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
「
遣
徳
性
に
は
永
久
不
変
の
も
の
は
沢
山
あ
る
が
、
そ
の
強
調

点
は
常
に
変
化
し
て
お
り
、
古
代
で
は
美
的
な
も
の
か
ら
軍
事
的
な
も
の

に
、
中
世
で
は
宗
教
的
な
も
の
に
、
そ
し
て
今
日
で
は
経
済
的
、
杜
会
的
、

市
民
的
な
も
の
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
」
が
、
そ
の
よ
う
な
変
化
に
充
分

に
こ
た
え
得
る
、
と
い
う
の
が
ド
ガ
ー
モ
の
解
釈
で
あ
る
。
古
典
申
心
の
教
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育
が
長
い
缶
統
を
も
っ
て
根
強
く
続
い
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
こ
の
こ
と

も
決
し
て
無
視
で
ぎ
な
い
間
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
一
方
に
お
い
て
遣
徳
教
授
の
基
礎
と
し
て
宗
教
的
原
理
を

用
い
る
こ
と
を
廃
し
、
他
方
に
お
い
て
は
市
民
的
杜
会
的
遭
徳
性
を
強
調
し

て
い
る
。
」
（
珊
）
と
す
れ
ば
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
教
育
界
に
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
派

教
授
論
を
歓
迎
す
る
よ
う
な
事
情
も
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ

の
こ
と
は
教
授
上
の
種
々
の
問
題
を
論
ず
る
場
合
に
も
、
そ
の
背
景
と
し
て

き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
教
育
の
最
高
目
的
は
教
授
を
通
し
て
初
め
て
実
行

で
き
る
、
と
い
う
の
が
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
有
名
な
「
教
育
的
教
授
」
（
卑
渚
プ
馨
－

皆
・
q
g
Φ
邑
o
ζ
）
の
概
念
で
あ
り
、
　
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
に
も
一
貫
し
た
思
想

に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
教
材
は
ど
の
よ

う
に
選
択
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
組
織
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
必

然
的
に
わ
れ
わ
れ
を
つ
ぎ
の
カ
り
キ
ュ
ラ
ム
構
成
の
問
題
へ
と
導
く
の
で
あ

る
。

（
二
）
　
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
の
原
理

　
十
九
世
紀
末
の
ア
メ
リ
カ
で
は
小
学
校
に
お
い
て
も
中
等
学
校
に
お
い
て

も
教
科
が
徐
々
に
拡
大
し
始
め
（
蝿
）
、
　
そ
れ
ら
に
は
何
の
相
互
関
連
も
考
慮

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
「
諸
教
科
の
合
理
的
関
連
が
ア
メ
リ
カ
教
育
で
は

緊
急
の
問
題
」
（
”
）
で
あ
っ
た
。

　
一
八
九
四
年
に
は
「
中
等
教
育
に
関
す
る
十
人
委
員
会
」
（
O
o
嘗
艮
箒
⑦

O
｛
弓
9
8
ω
8
8
臣
q
向
臣
8
片
一
8
）
が
こ
の
間
題
に
関
す
る
報
告
書
を

「
国
民
教
育
会
議
」
（
髪
ぎ
墨
H
O
o
昌
o
－
o
｛
向
穿
〇
四
｛
§
）
に
提
出
し
た
。

ま
た
同
じ
こ
ろ
、
N
・
E
・
A
の
「
管
理
部
十
五
人
委
員
会
し
（
O
o
畠
邑
蕃
Φ

O
｛
望
津
①
彗
岸
O
嘗
序
①
U
召
費
↓
冒
竃
け
O
｛
ω
毛
胃
庄
箒
巳
竃
O
⑫
）
が
こ
の

問
題
を
含
む
十
五
項
目
か
ら
な
る
質
問
状
を
何
百
人
も
の
指
導
的
な
教
育
長

や
教
師
に
送
っ
た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
あ
る
（
2
0
）
。
　
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
と
き

に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
の
原
理
に
お
い
て
も
重
要
な
特
徴
を
も
つ
ヘ
ル
バ
ル

ト
派
教
授
論
が
入
っ
て
き
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
時
宜
を
得
た
も
の
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
も
ま
た
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
教
授
論
が
普
及
し
た
原
因
の
一
つ
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
教
科
な
い
し
教
材
の
よ
こ
の
関
係
を
組
織
す
る

原
理
と
な
る
「
中
心
統
合
法
」
と
、
「
相
互
連
関
法
し
及
び
教
材
の
選
択
と
そ

　
、
　
　
、

の
た
て
の
関
係
を
組
織
す
る
原
理
と
な
る
「
開
化
史
段
階
説
」
で
あ
る
。

豆
　
中
心
統
合
法
と
相
互
連
関
法

　
遭
徳
的
品
性
の
形
成
と
い
う
教
育
の
最
高
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
諾

教
科
は
い
か
に
組
織
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
ヘ
ル

バ
ル
ト
派
の
思
想
は
ア
メ
リ
カ
の
教
育
に
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の

の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
至
る
と
ド
ガ
ー
モ
と
マ
ク
マ
リ
ー
の
立
場
の
相

異
も
一
層
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
簡
単
に
言
え
ぱ
、
マ
ク
マ
リ
ー
は
三
つ
の
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歓
科
群
の
う
ち
歴
吏
を
中
心
に
置
き
、
他
の
教
科
を
す
べ
て
そ
れ
に
従
属
さ

せ
る
と
い
う
「
中
心
統
合
法
」
（
O
o
昌
9
募
叶
一
9
）
を
と
る
の
に
対
し
、
ド

ガ
ー
モ
は
別
の
立
場
か
ら
教
科
を
三
つ
の
領
域
に
分
類
す
る
が
、
ど
れ
に
も

特
に
申
心
的
位
置
を
与
え
る
こ
と
を
し
な
い
「
相
互
連
関
法
」
（
O
o
－
o
艮
量
－

弐
o
■
）
を
と
っ
て
い
る
。

　
マ
ク
マ
リ
i
の
教
科
群
と
い
う
の
は
「
第
一
は
、
伝
記
、
歴
吏
、
物
語
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

文
学
の
他
の
部
分
、
な
ど
の
教
材
を
含
む
と
こ
ろ
の
歴
史
（
茅
8
q
）
、
第

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

二
は
自
然
科
学
（
竃
9
邑
艮
彗
8
）
、
第
三
は
、
第
一
と
第
二
の
教
科
群
か

ら
形
式
的
側
面
だ
け
を
と
り
出
し
た
も
の
で
、
文
法
、
書
き
と
り
、
算
術
の

大
部
分
、
そ
れ
に
読
書
に
用
い
ら
れ
る
記
号
（
｛
冒
ざ
一
ω
）
で
あ
る
。
」
（
飢
）
こ

こ
で
わ
れ
わ
れ
は
彼
が
第
一
、
第
二
、
第
三
、
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
て
示

し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
彼
の
場
合
は

こ
の
順
序
が
教
材
を
組
織
す
る
際
に
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
か
ら
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
ま
ず
歴
吏
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
広
義
の
歴
史
は
子
供
の
教
育
の
主

要
な
構
成
要
素
で
あ
る
。
遺
徳
的
文
化
の
ヰ
質
を
発
生
的
な
形
で
包
含
す
る

こ
の
教
材
は
若
人
の
主
要
な
知
的
食
物
（
嘗
竃
邑
｛
o
己
）
と
な
る
に
価
す

る
。
…
普
通
の
学
校
に
お
け
る
最
初
の
問
題
、
つ
ま
り
『
最
も
重
要
な
教

科
は
何
か
』
と
い
う
質
間
に
は
歴
吏
を
リ
ス
ト
の
先
頭
に
置
く
こ
と
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、

て
答
え
ら
れ
る
。
」
（
㎎
）
と
彼
は
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
「
歴
史
と
自
然

科
学
は
そ
れ
（
形
式
教
科
－
筆
者
注
）
と
は
対
照
的
に
最
も
豊
か
な
内
容
を

も
ヶ
て
お
り
、
全
教
育
活
動
の
当
然
の
中
心
と
な
る
。
L
（
鴉
）
と
も
い
ひ
て
は

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

い
る
が
、
こ
れ
は
歴
史
と
自
然
科
学
を
全
く
同
等
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
教
科
群
だ
け
を
み
る
な
ら
ば
、
や
は
り
「
自

、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

然
科
学
は
第
二
の
位
置
を
占
め
る
。
多
く
の
点
で
そ
れ
は
歴
史
と
関
連
す
る
。

対
象
世
界
（
O
ど
①
9
章
O
・
崖
）
、
そ
れ
は
大
変
興
味
あ
る
も
の
で
あ
り
、
豊
か

な
知
識
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
要
求
、
労
働
、
進
歩
に
緊
密
に
結

び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
子
供
の
教
育
の
第
二
の
大
き
な

構
成
要
素
と
な
る
。
」
（
眺
）
の
で
あ
る
。

　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
歴
史
と
自
然
科
学
と
い
う
「
あ
ら
ゆ
る
教
育
活
動
の
中
心
と
な
る
」
二
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
教
科
群
に
対
し
て
、
「
形
式
教
科
は
有
益
な
訓
練
的
知
識
の
不
可
欠
の
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

分
を
な
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
科
学
の
内
容
よ
り
も
む
し
ろ
形
式

を
扱
う
も
の
で
あ
る
か
ら
教
科
課
程
の
申
で
は
二
次
的
な
位
置
を
占
め
る
べ

き
で
あ
る
。
」
（
踊
）
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
よ
う
な
形
式
教
科
が
全
教
育

活
動
の
申
心
に
お
か
れ
、
全
努
力
が
そ
こ
に
注
が
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題

が
あ
り
、
こ
れ
で
は
教
育
の
最
高
目
的
は
達
成
で
き
る
は
ず
が
な
い
、
と
当

時
の
教
育
を
厳
し
く
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
諸
教
科
を
個
々
ば
ら
ば

ら
に
教
授
す
る
の
で
な
く
、
歴
吏
を
中
心
に
し
て
、
「
種
々
の
教
科
の
相
互

の
関
係
」
を
密
接
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
教
育
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す

る
の
が
マ
ク
マ
リ
ー
の
「
中
心
統
合
法
」
な
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
ド
ガ
ー
モ
も
教
科
を
三
つ
の
領
域
に
分
け
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

分
け
方
は
マ
ク
マ
リ
ー
の
場
合
と
は
か
な
り
異
っ
て
い
る
。
「
人
文
科
」
（
臣
－
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も

嘗
竃
｛
艮
o
8
旨
）
と
「
科
学
科
」
（
色
8
叶
畠
o
8
轟
）
は
マ
ク
マ
リ
ー
の
歴

、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

吏
と
自
然
科
学
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
か
ら
形
式
面
だ
け
を
と

り
出
し
て
独
立
さ
せ
、
そ
れ
を
第
三
の
領
域
に
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
は
そ
れ
ぞ
れ
内
容
面
と
形
式
面
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
第
三
の
領
域
と
し

て
は
新
た
に
「
経
済
科
」
（
8
實
O
邑
0
8
諸
）
を
あ
げ
る
。
し
か
し
新
た
に

と
は
言
っ
て
も
そ
こ
に
含
ま
れ
る
教
科
は
従
来
の
も
の
と
大
差
な
い
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
「
相
互
作
用
を
せ
る
人
間
と
自
然
と
の
二
つ
の
要
因
に
か
か
わ

る
」
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
二
重
の
性
格
を
も
っ
て
お
り
、
教
授
一

般
の
原
理
で
あ
る
と
共
に
特
殊
の
領
域
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
あ
ら

ゆ
る
教
授
を
そ
れ
ぞ
れ
の
目
ざ
す
実
際
的
目
的
に
焦
点
づ
け
よ
う
と
す
る
一

原
理
で
あ
る
と
共
に
、
手
工
、
工
芸
、
製
図
、
商
業
地
理
な
ど
の
教
科
に
み

ら
れ
る
特
定
の
領
域
を
も
形
成
す
る
の
で
あ
る
（
珊
）
。

　
彼
の
主
張
す
る
「
相
互
連
関
法
」
は
こ
れ
ら
三
っ
の
教
科
群
の
う
ち
、
ど

れ
か
一
つ
を
申
心
に
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
三
領
域
を
有
機
的
に
結
合

し
て
相
互
の
連
関
を
密
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て

こ
そ
教
育
の
最
高
目
的
は
達
成
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
は
ツ
ィ
ラ

ー
、
パ
ー
カ
ー
、
フ
リ
ッ
ク
の
三
人
の
立
場
を
比
較
検
討
し
た
結
果
、
ヘ
ル

バ
ル
ト
の
理
論
を
中
等
教
育
に
適
用
す
る
こ
と
に
責
献
し
た
と
言
れ
る
フ
リ

ッ
ク
を
支
持
し
、
彼
の
思
想
を
根
底
に
し
て
「
相
互
連
関
法
し
を
構
成
し
た

の
で
あ
る
。

　
彼
は
「
（
ツ
イ
ラ
ー
の
よ
う
に
－
筆
者
注
）
人
文
科
を
中
核
に
し
よ
う
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
㌔

（
パ
ー
カ
ー
の
よ
う
に
ー
筆
者
注
）
自
然
科
を
中
核
に
し
よ
う
と
申
心
統

、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

合
法
よ
り
は
相
互
連
関
法
が
は
る
か
に
勝
れ
て
い
る
と
い
う
結
論
に
必
然
的

に
到
達
L
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
長
所
と
し
て
つ
ぎ
の
二
点
を
あ
げ
て
い

る
（
η
）
。

　
そ
の
一
つ
は
「
相
互
連
関
法
は
そ
れ
ぞ
れ
の
重
要
な
教
科
な
い
し
教
科
群

に
そ
れ
自
体
の
展
開
原
理
に
従
わ
せ
る
こ
と
を
許
し
、
低
学
年
に
お
い
て
は

自
然
な
、
容
易
な
連
合
（
竃
8
q
茎
竃
）
に
満
足
し
」
発
達
段
階
に
達
す
る

ま
で
は
㍗
知
識
の
高
度
な
統
一
体
を
理
論
的
に
把
握
さ
せ
」
よ
う
と
は
し
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
「
一
時
に
一
教
科
を
提
示
す
る
こ
と

を
可
能
に
し
、
重
要
な
教
科
を
気
ま
ぐ
れ
な
偶
然
的
取
り
扱
い
に
委
ね
る
こ

と
の
な
い
よ
う
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
中
心
統
合
法
」
な
い
し
「
相
互
連
関
法
」
の
問
題
は
後
の
コ
ア
・
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
に
ま
で
発
展
す
呑
の
で
あ
り
、
教
育
上
き
わ
め
て
重
要
な
根
本
問
題

な
の
で
あ
る
。

　
　
2
　
闘
化
吏
段
階
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
前
節
で
の
問
題
は
教
材
の
よ
こ
の
関
係
、
つ
ま
り
教
科
相
互
の
関
係
に
関

す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
そ
れ
ら
の
教
材
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

の
か
、
ま
た
学
年
に
よ
る
た
て
の
関
係
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
こ
の
間
題

の
基
礎
に
な
る
の
が
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
に
お
い
て
は
開
化
史
段
階
（
O
巳
け
暮
⑦

娼
8
荻
）
で
あ
る
。
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マ
ク
マ
り
ー
に
よ
る
と
開
化
史
段
階
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
は
「
民
族

の
道
徳
的
、
世
俗
的
思
考
の
成
長
は
子
供
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
成
長
と
同
じ

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
代
表
的
な
歴
史
の
諸
段
階
の
中
に
は
遭
徳
的
、
知
的

栄
養
の
た
め
の
す
ぐ
れ
た
材
料
、
及
び
現
代
杜
会
の
理
解
に
至
る
自
然
の
遣

が
兄
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
」
（
鴉
）
で
あ
る
。
し
か
し
教
材
の
選
択
と
学
年
に

よ
る
配
列
の
原
理
を
こ
こ
に
求
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
開
化
史
段
階
が
子
供

の
発
達
段
階
に
完
全
に
一
致
す
る
か
ら
と
か
、
そ
の
原
理
の
妥
当
性
が
実
証

的
に
証
明
で
き
る
か
ら
と
か
い
う
た
め
で
は
な
い
。
彼
に
よ
る
と
、
「
こ
れ

は
む
し
ろ
多
く
の
偉
大
な
る
作
家
達
に
よ
っ
て
感
得
（
㎞
⑦
δ
さ
れ
、
表
現
さ

れ
て
き
た
本
能
（
庄
堅
9
↓
）
」
な
の
で
あ
つ
、
従
っ
て
そ
の
価
値
も
、
「
子
供

の
た
め
に
遭
切
な
歴
史
的
教
材
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
教
師
の
努
力
に
、
正

確
な
順
序
に
お
い
て
で
は
な
く
、
大
体
の
す
が
た
で
、
示
唆
を
与
え
る
こ

と
」
（
鴉
）
に
あ
る
の
で
あ
る
。
「
開
化
史
段
階
は
す
べ
て
の
投
階
に
お
い
て
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

識
の
二
大
領
域
で
あ
る
歴
史
と
自
然
科
学
の
間
の
緊
密
な
統
合
（
冒
一
婁
）

を
含
ん
で
い
る
。
…
…
人
間
は
い
つ
の
時
代
も
物
理
的
自
然
（
㌻
豆
S
H

冨
g
尾
）
を
そ
の
身
辺
に
も
っ
て
い
る
。
す
べ
て
の
子
供
は
歴
史
的
要
素
と

物
理
的
要
秦
（
自
然
科
学
）
と
の
密
接
な
る
融
合
（
雪
彗
裂
温
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

開
化
史
段
階
は
結
含
し
調
和
せ
る
（
そ
れ
ら
の
対
立
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
歴

、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

史
と
貞
然
科
学
と
の
絶
え
ざ
る
変
化
と
拡
大
を
示
し
て
い
る
。
」
（
3
0
）
開
化
史

段
階
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
「
読
書
、
言
語
、
地

理
、
図
頂
、
音
楽
、
算
術
な
ど
は
す
べ
て
こ
の
歴
吏
酌
中
心
か
ら
生
じ
、
そ

れ
に
依
存
す
る
。
L
と
い
う
彼
の
中
心
統
合
法
の
前
提
も
こ
の
よ
う
に
し
て

戒
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
主
要
諸
段
階
（
一
蟹
串
晶
召
O
O
釘
）
に
お
い
て
は
い
か
な
る
も

の
が
教
材
と
し
て
選
択
さ
れ
る
べ
き
か
、
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

に
対
し
て
は
彼
は
「
歴
史
の
開
化
史
段
階
は
有
能
な
作
家
に
よ
っ
て
適
切
に

記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
学
校
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
に
は
役
立
ち
得

な
い
。
」
（
班
）
と
言
う
。
こ
う
し
て
才
デ
ッ
セ
ー
、
　
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ

ー
、
リ
ン
カ
ー
ン
伝
な
ど
、
主
要
な
時
代
の
代
表
的
な
作
品
が
中
心
の
教
材

と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
自
国
だ
け
で
古
代
か
ら
の
完
全
な
歴
史
を
も
っ
て
い
る
国
は
非
常

に
少
な
い
。
勿
論
ア
メ
リ
カ
も
そ
の
よ
う
な
歴
史
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
従
っ
て
「
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
に
は
四
年
生
、
つ
ま
り
十
才
に
な
る
ま

で
の
子
供
に
強
く
訴
え
る
よ
う
な
も
の
は
殆
ん
ど
な
い
。
し
か
し
そ
れ
以
上

の
学
年
の
生
徒
に
と
っ
て
は
ア
メ
リ
カ
史
は
最
も
す
ぐ
れ
た
、
子
供
に
適
す

る
道
徳
的
、
教
育
的
教
材
に
富
ん
で
い
る
。
」
一
湖
）
の
で
あ
る
。
亨
」
う
し
て
彼

は
ア
メ
リ
カ
吏
を
、
パ
イ
オ
ニ
ア
の
時
代
、
移
民
の
時
代
、
革
命
の
時
代
、

連
邦
自
治
の
時
代
、
に
分
け
、
そ
こ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
中
心
と
な
る
教
材
を
選

択
す
る
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
マ
ク
マ
リ
i
は
開
化
吏
段
階
を
理
屈
と
し
て
で
は
な
く
、
偉
大

な
教
師
達
が
本
能
と
し
て
感
得
し
た
実
際
的
原
理
と
し
て
か
な
り
忠
実
に
実

践
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
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一
方
ド
ガ
ー
モ
は
そ
ん
な
に
開
化
史
段
階
に
は
こ
だ
わ
ろ
う
と
は
し
な

い
。
こ
れ
は
彼
の
相
互
連
関
法
と
も
密
接
に
関
連
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
そ
れ
は
マ
ク
マ
リ
ー
の
中
心
統
合
法
の
よ
う
に
、
歴
史
な
ど
の
人
文
科
を

特
に
中
核
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
す
べ
て
を
歴
史
的
発
展

の
順
序
で
あ
る
開
化
吏
殺
階
に
従
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
ナ
ン
セ
ン
ス
に
な

る
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
η
歴
史
的
系
列
の
原
理
は
疑
い
得
な
い
価
値
を

も
っ
て
は
い
る
が
、
盲
目
的
に
従
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
を
予
供
の

発
達
殺
階
に
適
用
す
る
こ
と
は
彼
等
の
理
解
や
興
味
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
様
に
子
供
の
環
境
も
ま
た
大
き
な
影
響
カ
を
も
つ

の
で
あ
る
。
L
一
珊
）
も
っ
と
具
体
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
群
に
つ
い
て
み
て
み

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

る
と
、
人
文
科
に
お
い
て
は
大
変
重
要
な
原
理
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ど
も
科
学
科
と
経
済
科
に
は
殆
ん
ど
適
用
さ
れ
得
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

る
。
し
か
も
人
文
科
で
重
要
で
あ
る
と
は
言
っ
て
も
そ
れ
は
決
し
て
無
条
件

で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
「
現
代
の
諾
条
件
下
に
お
け
る
経
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

を
適
当
に
考
慮
し
て
」
な
の
で
あ
る
。
科
学
科
は
「
大
部
分
が
今
世
紀
に
な

っ
て
か
ら
発
達
し
た
」
教
材
な
の
で
、
こ
れ
ら
は
当
然
開
化
史
撰
階
に
従
う

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
と
は
で
き
な
い
。
経
済
科
に
お
い
て
も
「
系
列
の
原
理
は
大
部
分
は
心
理

的
基
礎
と
実
践
的
基
礎
に
基
く
、
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
質
的
に
は
殆
ん
ど

そ
れ
に
従
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
少
な
く
と
も
こ
の
問
題
に
関
す
る
限
り
マ
ク
マ
リ
ー
は
ツ

ィ
ラ
ー
の
思
想
に
か
な
り
忠
実
で
開
化
史
殺
階
を
き
わ
め
て
重
要
な
原
理
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ド
ガ
ー
モ
は
か
な
り
柔
軟
性
を
も
っ
て
お
り
、
時

代
の
実
際
的
要
求
を
で
き
る
だ
け
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

三
　
教
授
に
お
け
る
基
礎
原
理

豆
　
教
授
の
目
的
と
し
て
の
興
味

　
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
お
い
て
は
言
う
に
及
ば
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
ヘ
ル
バ
ル
ト
派

に
お
い
て
も
興
味
を
単
な
る
教
授
の
手
段
と
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
は
適
当

で
は
な
い
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
そ
れ
ま
で
常
識
と
さ
れ
て
い
た
教
授
の
手
段
と

し
て
の
興
味
を
百
へ
十
度
転
換
さ
せ
て
、
教
授
目
的
と
し
て
の
性
格
を
与
え

た
こ
と
は
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
基
本
的
に
は
ア
メ
リ
カ
の

ヘ
ル
バ
ル
ト
派
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
受
け

と
り
方
は
ド
ガ
ー
モ
と
マ
ク
マ
リ
ー
で
は
か
な
り
異
っ
て
い
る
。
両
者
と
も

興
味
を
主
要
な
目
的
の
一
つ
と
し
て
い
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
が
、
そ
れ

と
教
育
の
最
高
目
的
と
し
て
の
道
徳
性
と
の
関
連
に
な
る
と
両
者
の
見
解
の

相
異
は
か
な
り
は
っ
き
り
し
て
く
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
ド
ガ
ー
モ
は
興
味
を
つ
ぎ
の
二
つ
に
区
別
す
る
。
そ
の
一
つ
は
「
興
味
が

消
え
去
っ
た
後
に
も
知
識
が
残
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
学
習
に
対
す
る
注
意

を
確
保
す
る
た
め
の
手
段
」
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
「
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
、

時
に
最
良
の
方
法
で
適
量
の
知
識
を
う
ま
く
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
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“識
が
頭
の
中
か
ら
消
え
去
っ
た
後
で
さ
え
も
持
続
す
る
よ
う
な
興
味
し
（
雛
）
で

あ
る
。
彼
は
両
方
に
あ
る
種
の
妥
当
性
を
認
め
な
が
ら
も
、
後
者
を
一
層
重

視
し
、
「
教
授
が
達
成
す
べ
き
永
続
的
な
成
果
の
一
つ
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
更
に
「
多
方
均
等
の
興
味
」
（
訂
。
昌
O
庄
O
婁
ぐ
皆
亮
一
〇
潟
～
一
冒
弩
㌣

昆
＆
ぎ
奪
霞
）
は
一
方
で
は
教
師
の
努
力
を
測
定
す
る
尺
度
で
あ
る
と
同

’

跨
に
、
他
方
で
は
「
遭
徳
的
晶
性
の
形
成
に
お
け
る
最
初
の
大
き
な
段
階
」

と
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
道
徳
的
晶
性
の
形
成
に
お
い
て
は
、
ま
ず
「
徳

の
観
念
し
（
｛
宗
竃
艮
く
艮
鳥
）
が
「
行
為
の
理
想
」
（
氏
9
｝
ω
O
｛
8
昆
9
叶
）

へ
と
発
展
し
、
そ
の
行
為
の
「
理
想
の
発
展
か
ら
道
徳
的
性
向
（
讐
者
邑
ぎ
目
）

の
育
成
、
遣
徳
的
習
慣
の
獲
得
へ
と
進
ん
で
」
（
腕
）
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
多
方
均
等
の
興
味
は
「
徳
の
観
念
」
を
形
成
す
る
と
い
う
最

初
の
大
き
な
段
階
に
直
接
か
か
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
実
際

的
内
容
で
具
体
的
に
示
す
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う

な
ケ
ル
ン
の
こ
と
ば
を
引
用
し
て
い
る
。

　
「
多
方
興
味
の
中
に
、
生
徒
は
欲
望
と
激
情
へ
の
盲
従
に
対
す
る
遭
徳
的
保

護
と
支
柱
を
屍
出
す
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
怠
惰
の
結
果
と
し
て
起
こ
る
誤
か

ら
彼
を
救
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
運
命
の
気
ま
ぐ
れ
な
い
た
ず
ら
に
対

し
て
彼
を
武
装
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
残
酷
な
運
命
が
彼
の
生
活

か
ら
そ
の
最
も
大
切
に
し
て
い
る
対
象
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
で
さ
え
も

彼
の
生
活
を
再
び
価
値
の
あ
る
望
ま
し
い
も
の
に
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
…

…
。
し
（
鋼
）

　
多
方
均
等
の
興
味
は
こ
の
よ
う
に
し
て
教
育
の
最
高
目
的
で
あ
る
遺
徳
的

晶
性
の
形
成
へ
と
進
む
の
で
あ
る
。

　
ま
た
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
ド
ガ
ー
モ
の
目
ざ
す
遭
徳
性
は
非
常
に
広
い

概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
を
み
て
も
明
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
と
こ
ろ
で
マ
ク
マ
リ
ー
の
場
合
も
多
方
均
等
で
直
接
的
な
興
味
を
教
授
の

主
要
な
目
的
の
一
つ
と
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
「
多
く
の
場
合
、
滴
が
き

れ
て
軋
る
車
軸
に
注
ぎ
込
ま
れ
る
潤
活
油
の
よ
う
な
も
の
」
（
W
）
と
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

る
。
こ
れ
は
興
昧
を
単
な
る
手
段
と
み
る
見
方
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
ド

ガ
ー
モ
の
場
合
と
は
大
部
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
れ
で
彼
の
論
述
を
更
に
た
ど
っ
て
み
る
と
っ
ぎ
の
よ
う
な
こ
ば
に
出

合
う
の
で
あ
る
。
「
厳
し
い
活
動
と
努
力
は
必
ら
ず
教
授
に
は
必
要
な
も
の

だ
が
、
そ
の
教
科
に
対
す
る
適
切
な
興
味
さ
え
も
っ
て
い
れ
ば
、
不
愉
快

な
課
題
に
直
面
し
た
と
き
で
も
よ
り
精
力
的
に
そ
れ
に
専
心
す
る
も
の
で
あ

る
。
…
…
ほ
か
の
よ
り
魅
力
的
な
と
こ
ろ
で
喚
起
さ
れ
た
興
味
と
エ
ネ
ル
ギ

ー
が
あ
る
な
ら
ば
、
子
供
は
そ
の
ぬ
か
る
み
や
困
難
か
ら
一
層
速
や
か
に
脱

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
」
（
醜
）
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の

い
う
教
授
の
目
的
と
し
て
の
興
味
と
は
こ
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
な
の
で
あ

る
。

　
ま
た
彼
は
「
適
切
な
興
味
は
静
か
な
、
持
続
せ
る
意
志
の
努
力
を
目
ざ
す
」

と
も
言
っ
て
い
る
が
、
彼
の
い
う
そ
れ
は
ド
ガ
ー
モ
の
興
味
の
よ
う
に
道
徳

的
晶
性
の
形
成
に
直
接
発
展
し
て
い
く
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
学
習
に
つ
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き
吏
と
う
諸
．
困
難
を
乗
り
切
る
た
め
に
学
習
者
の
後
押
し
を
す
る
と
い
ラ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

う
な
消
極
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
ド
ガ
ー
モ
の
場
合
は
知
識

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

が
消
え
去
っ
た
後
で
も
な
お
持
続
す
る
興
味
で
あ
っ
て
、
遭
徳
的
晶
の
形
成

に
直
接
貢
献
す
る
積
極
的
、
発
動
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
マ
ク
マ
リ

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

ー
の
場
合
は
知
識
が
定
着
し
た
後
も
そ
れ
に
結
び
つ
い
て
い
る
興
味
で
あ
っ

て
、
そ
れ
に
関
連
す
る
「
知
識
が
将
来
獲
得
さ
れ
る
と
き
に
、
そ
れ
に
エ
ネ

ル
ギ
ー
と
活
動
を
与
え
る
。
」
と
い
う
消
極
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
少

な
く
と
も
ド
ガ
i
モ
の
場
合
の
よ
う
に
道
徳
性
に
導
く
も
の
を
自
ら
求
め
て

い
く
と
い
う
意
昧
で
の
積
極
性
は
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
マ
ク
マ
リ
ー
は
ま
た
「
直
接
的
興
味
」
（
堅
・
3
二
艮
撃
g
叶
）
と
　
「
間
接
的

興
味
」
（
甘
氏
。
9
二
艮
蟹
撃
）
と
を
区
別
し
、
前
者
を
真
の
興
味
と
し
て
教

育
に
お
け
る
そ
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
一
3
9
）
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
後
者
を
否
と
す
る
理
由
で
あ
る
。
彼
は
間
接
的
興
味
が
賞
罰
や

種
々
の
欲
望
な
ど
非
教
育
的
な
も
の
と
結
び
つ
き
易
い
か
ら
不
適
当
だ
と
し

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
が
な
け
れ
ば
特
に
そ
れ
を
否
定
し
な
け
れ
ば

な
・
ら
な
い
理
由
は
な
い
、
と
し
て
い
る
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
｝
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

れ
は
興
味
を
単
な
る
手
段
と
考
え
る
立
場
と
殆
ん
ど
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
い
、

教
授
の
目
的
と
し
て
の
性
格
は
非
常
に
薄
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
れ
は
興
味
を
真
に
教
授
の
目
的
と
し
て
と
ら
え
、
道
徳
性
へ
の
第

一
歩
と
す
る
ド
ガ
i
モ
な
ど
に
は
初
め
か
ら
問
題
に
な
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
が
こ
の
問
題
に
言
及
し
て
い
な
い
の
は
単
に
著
書

の
ぺ
ー
ジ
数
の
関
係
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
σ
で
あ
る
ぴ

2
　
掌
習
理
論
と
し
て
の
類
化

　
簡
単
に
言
え
ば
類
化
（
卿
電
費
8
呂
暮
）
と
い
う
の
は
「
既
に
も
っ
て
い

る
概
念
の
助
け
を
借
り
て
新
し
い
概
念
を
習
得
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
類
化

と
い
う
用
語
自
体
は
決
し
て
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
独
自
の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ

れ
を
あ
ら
ゆ
る
学
習
の
出
発
点
と
し
た
と
こ
ろ
に
彼
等
の
特
色
が
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。

　
こ
の
類
化
に
関
し
て
は
ド
ガ
ー
そ
と
マ
ク
マ
リ
i
の
間
に
基
本
的
見
解
の

相
異
は
殆
ん
ど
み
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
両
者
と
も
原
理
的
に
は

類
化
を
教
授
遇
程
に
お
け
る
出
発
点
と
す
る
の
で
あ
る
。
新
し
い
も
の
を
学

習
す
る
際
に
は
既
知
の
も
の
を
利
用
し
、
そ
れ
と
何
ら
か
の
関
連
を
も
た
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
学
習
が
よ
り
容
易
に
、
か
つ
速
や
か
に
な
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
逆
に
既
習
の
内
容
と
何
の
関
連
も
な
い
全
く
新
し
い
こ

と
を
学
習
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
多
言
を
要
し
な
い

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
マ
ク
マ
リ
ー
が
「
類
化
を
あ
ら
ゆ
る
教
授
原
理
の
申
で

最
も
重
要
な
も
の
」
（
刎
）
と
し
て
い
る
の
も
強
ち
誇
張
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
単
に
記
憶
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
れ
ば
と
に
か
く
、
完
全
な
理
解

に
基
．
、
つ
く
学
習
を
間
題
に
す
る
場
合
は
こ
れ
に
異
論
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
こ
こ
で
類
化
の
意
味
を
も
っ
と
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ

う
o
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マ
ク
マ
リ
ー
は
そ
れ
を
ラ
ン
ゲ
の
こ
と
ば
を
借
り
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義

す
る
。
「
類
化
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
箇
々
の
概
念
、
観
念
、
観
念
群
が
わ

れ
わ
れ
の
以
前
の
知
的
、
情
緒
的
生
活
と
関
連
さ
せ
ら
れ
、
同
化
さ
れ
、
か

く
し
て
一
層
の
明
瞭
、
活
動
、
意
味
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
よ
う
な
心
理
的
活

動
で
あ
る
。
」
（
4
1
）
と
。

　
ま
た
ド
ガ
ー
そ
の
定
義
に
よ
る
と
、
㍗
類
化
と
は
普
通
新
し
く
与
え
ら
れ

る
多
少
な
り
と
も
箇
別
的
な
概
念
を
、
内
容
と
範
囲
に
お
い
て
、
よ
り
完
全

な
、
よ
り
古
い
、
よ
り
親
し
ま
れ
て
い
る
述
語
の
も
と
に
包
摂
（
ω
事
竃
冒
マ

弐
g
）
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
（
塊
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
両
者
の
表
現
に
は
か
な
り
の
相
異
は
あ
る
が
、
既
知
の
も
の
の
助
け
に
よ

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

っ
て
未
知
の
も
の
を
学
習
す
る
と
い
う
基
本
的
な
と
こ
ろ
で
は
完
全
に
一
致

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ぎ
に
述
べ
る
教
授
段
階
と
不
可
分
の
問
題

な
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
ぐ
ら
い
に
し
て
、
そ
の
教
育
的
意
義
に
つ
い
て
考

え
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
類
化
が
あ
ら
ゆ
る
教
授
原
理
の
う
ち
で
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
教
授
の
実
際
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
マ
ク

マ
リ
ー
に
よ
れ
ば
結
論
的
に
言
っ
て
つ
ぎ
の
四
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
（
蜴
）

　
そ
の
第
一
は
「
以
前
の
知
識
の
価
値
」
を
重
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
度

獲
得
さ
れ
た
知
識
は
そ
の
後
の
学
習
の
助
け
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
知
識

の
獲
得
は
一
侍
的
な
叱
の
で
は
な
く
永
続
性
の
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
習
得
さ
れ
た
知
識
が
日
常
生
活
に
応

用
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
後
の
学
習
そ
の
も
の
に
も
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
注

目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

ば
、
実
質
陶
冶
か
形
式
陶
冶
か
と
い
う
古
典
的
問
題
に
関
し
て
は
、
「
い
か

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

に
学
習
す
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
何
を
学
習
す
る
か
と
い
う
こ
と
の
方
が

は
る
か
に
重
要
」
（
傍
点
筆
者
）
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
ま
た
子
供
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

既
習
の
学
習
内
容
を
含
め
た
児
童
理
解
が
、
教
授
に
は
不
可
欠
の
条
件
で
あ

る
と
い
う
こ
と
も
こ
こ
か
ら
推
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
既
に
習
得
し
た
諸
概
念
の
蓄
積
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

古
い
概
念
を
絶
え
ず
「
や
り
な
お
す
」
（
峯
○
象
潟
婁
9
）
こ
と
を
意
味
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
や
り
な
お
し
」
の
遇
程
は
単
に
遇
去
の
知

識
を
復
習
し
、
強
化
し
て
忘
却
を
防
ぐ
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
新
し
い
光
を

な
げ
か
け
、
多
方
面
か
ら
の
批
判
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ

る
。
既
知
の
概
念
は
新
し
い
概
念
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
関
係
に

お
い
て
み
な
お
さ
れ
、
再
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
一
層
強
力
な
生
気
あ

ふ
れ
る
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
、
知
識
を
ね
む
ら

せ
て
お
か
な
い
で
常
に
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で

あ
る
。

　
第
三
は
新
旧
の
両
概
念
を
関
連
さ
せ
、
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ

れ
の
全
知
識
の
緊
祭
な
融
合
と
連
合
、
つ
ま
り
そ
の
統
一
を
つ
く
り
あ
げ
る

よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
類
化
の
目
ざ
す
も
の
は
結
局
は
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教
授
そ
の
も
の
の
目
ざ
す
も
の
と
一
致
す
る
の
で
あ
っ
て
、
生
徒
の
全
経
験

の
中
心
統
合
を
は
か
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
第
四
は
生
徒
が
各
白
の
知
識
を
う
ま
く
利
用
す
る
一
」
と
に
よ
っ
て
白
分
の

力
に
気
づ
く
よ
う
に
な
り
、
ま
す
ま
す
学
習
へ
の
励
み
が
出
て
く
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
こ
う
み
る
と
類
化
の
原
理
は
教
授
に
お
い
て
は
い
ろ
い
ろ
の
面
で
活
い
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
教
授
方
法
の
面
で
特
に
直
接
的
に
関
係
す
る
の
は
教
授

の
出
発
点
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
あ
る
新
し
い
教
材
の
教
授
に
あ
た
っ
て
最
初
に
問
題
に
な
る
の

は
、
生
徒
の
既
習
内
容
の
う
ち
の
ど
の
点
を
利
用
す
る
か
、
そ
れ
と
新
教
材

を
ど
う
関
連
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
も
早
や
教

授
段
階
に
お
け
る
第
一
段
階
の
予
備
（
串
毫
實
き
富
）
に
完
全
に
入
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
3
　
教
授
過
程
と
し
て
の
帰
納
演
緯
の
思
考
運
動

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
ド
ガ
ー
モ
と
マ
ク
マ
リ
ー
の
間
に
本
質
的
な
見
解

の
相
異
は
み
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
マ
ク
マ
リ
i
は
「
一
般
的
方
法
の
原
理
」
の
申
で
は
教
授
過
程
の
間
題
を

「
帰
納
法
」
（
学
ま
9
§
）
と
い
う
表
題
の
も
と
に
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
か
ら
だ
け
で
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
教
授
遇
程
の
全
体
を

帰
納
法
の
過
程
と
し
て
と
ら
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
「
帰
納
法
の
遇
程
は

あ
ら
ゆ
る
方
面
の
学
習
に
お
い
て
、
人
間
の
思
考
に
お
け
る
自
然
の
公
遣

（
冒
叶
胃
巴
弐
α
q
プ
慧
＜
）
で
あ
り
、
人
間
の
全
知
力
を
秩
序
正
し
く
継
続
的

に
、
健
全
に
活
動
さ
せ
る
。
L
（
姐
）
の
で
あ
る
。
し
か
し
帰
納
法
の
遇
程
に
は

演
緯
の
過
程
が
表
裏
一
体
と
な
っ
て
伴
わ
れ
て
い
る
の
で
、
実
際
の
教
授
過

程
は
「
帰
納
演
緯
の
思
考
運
動
」
（
H
己
9
芽
⑦
－
皆
臣
O
茅
㈹
庄
O
品
軍
冒
O
－

き
冒
9
叫
）
（
獅
）
と
し
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
方
法
の
本
質
」

に
お
け
る
ド
ガ
ー
モ
の
思
想
も
基
本
的
に
は
全
く
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
と
言

っ
て
よ
い
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
「
帰
納
演
緯
の
思
考
運
動
」
は
い
か
な
る
プ
ロ
セ
ス
を
と

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
等
の
場
合
は
こ
れ
が
教
授
段
階
の
基
盤
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
段
階
が
あ
る
。
そ
の
第
一

は
類
化
の
原
理
に
基
づ
き
、
「
直
観
」
や
「
観
察
」
に
よ
っ
て
具
体
的
な
も
の

箇
別
的
な
も
の
を
し
っ
か
り
つ
か
む
こ
と
、
つ
ま
り
「
箇
の
概
念
」
（
甘
宇

ま
讐
巴
g
叶
一
8
）
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ぎ
は
「
推
敵
」
（
乱
筆
o
・
苧

朴
｛
§
）
や
「
抽
象
化
」
（
・
敦
↓
蟹
ま
暑
）
に
よ
っ
て
「
箇
の
概
念
」
を
「
一
般

の
概
念
」
（
α
・
9
Φ
邑
9
叶
一
昌
）
（
蝸
）
に
ま
で
高
め
、
最
後
に
そ
れ
を
再
び
新
た

な
箇
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
に
そ
れ
を
自
分
自
身
の
も
の
と
し
て
習

得
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
大
き
な
三
段
階
は
さ
ら
に
実
践
の
場
に
ま
で
具
体
化
さ
れ
る
と
き
そ

こ
に
教
授
の
五
段
階
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
類
化
の
原
理
に
基
づ
い
て
「
箇
の
概
念
」
を
確
立
す
る
た
め
に
は
生
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徒
が
新
教
材
に
関
連
す
る
よ
う
な
こ
と
を

ど
の
程
度
学
習
し
て
い
る
の
か
を
教
師
は

予
め
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
た
め
に
な
さ
れ
る
の
が
「
予
備
」

（
掌
召
弩
註
8
）
で
あ
り
こ
れ
は
生
徒
の

側
で
は
新
教
材
に
関
連
す
る
既
習
内
容
を

意
識
の
前
面
に
押
し
出
す
と
い
う
効
果
を

も
つ
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
生
徒
の
既
習
の

知
識
と
の
何
ら
か
の
関
連
に
お
い
て
新
教

材
を
「
提
示
」
（
掌
黎
雪
葦
一
實
）
す
る
こ

と
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
「
箇
の
概
念
」
を

「
一
般
の
概
念
し
に
ま
で
高
め
る
た
め
に

は
新
旧
の
概
念
を
「
比
較
」
（
O
o
昌
寝
ま
ー

9
）
し
た
り
、
「
抽
象
し
（
＞
げ
弩
暮
氏
竃
）

し
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て

さ
ら
に
こ
れ
を
「
公
式
化
」
（
句
o
H
8
庄
苧

江
O
目
し
、
「
定
義
」
（
O
＄
庄
¢
O
箏
）
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
て
最
後
に
こ
の
「
一
般
の
概
念
」

は
新
し
い
貝
一
体
物
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
新
し
い
知
識
が
ほ
ん
と
う
に
そ
の
人
に
と
っ
て
生
き
て
働
く
も
の
と
な

る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
教
授
過
程
と
教
授
段
階
と
の
関
係
は
上
に
示
し
た

よ
う
に
な
る
。

　
こ
こ
に
示
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
教
授
の
五
段
階
だ
け
を
み
る
と
、
そ
れ
は

ラ
十
ン
の
五
段
階
を
英
訳
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
わ

れ
わ
れ
が
特
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
教
授
過

程
の
全
体
を
初
め
に
「
明
確
に
帰
納
演
緯
の
思
考
運
」
と
し
て
と
ら
え
、
そ

こ
か
ら
教
授
段
階
を
導
き
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

過
程
論
の
根
底
に
あ
る
の
は
専
心
と
致
思
の
思
想
で
あ
り
、
教
授
の
進
行
と
　
　
一

　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
2

し
て
分
析
的
教
授
と
綜
合
的
教
授
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
彼
の
後
　
1
0

継
者
達
が
か
か
齢
か
に
始
ま
る
教
授
段
階
を
つ
く
り
上
げ
た
こ
と
も
周
知
の
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、

と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
教
授
の
過
程
を
全
体
と
し
て
帰
納
・
演

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

緯
の
過
程
と
し
て
明
確
に
と
ら
え
た
こ
と
は
、
や
は
り
ア
メ
リ
カ
・
ヘ
ル
バ

ル
ト
派
の
一
つ
の
貢
献
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
教
授
過
程
論
は
当
時
の
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
科
学
尊
重
の
思
潮
か
ら
、

帰
納
・
演
緯
の
プ
ロ
セ
ス
に
ド
イ
ツ
・
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
五
段
階
を
吸
収
し

て
で
き
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
全
く
ド
イ
ツ
・
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
思
想
か
ら

そ
の
統
一
的
原
理
と
し
て
「
帰
納
・
演
緯
の
思
考
運
動
」
を
導
き
出
し
た
の

か
、
こ
の
点
は
ま
だ
筆
者
に
は
既
断
で
き
な
い
。
が
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の

よ
う
な
教
授
－
過
程
論
は
当
梼
の
教
育
界
全
体
の
科
学
へ
の
関
心
と
も
合
致



す
る
教
育
方
法
の
科
学
化
と
し
て
、
や
は
り
ア
メ
リ
カ
に
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
授

論
が
普
及
す
る
一
つ
の
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。　

と
こ
ろ
で
教
授
段
階
と
言
え
ば
、
そ
れ
が
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
教
授
論
の
す
べ

て
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
傾
向
が
な
い
で
も
な
い
。
実
際
ア
メ
リ

カ
で
初
め
て
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
教
授
論
を
適
用
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
言
わ
れ

る
ド
ガ
ー
モ
の
「
方
法
の
本
質
」
も
そ
の
序
文
に
示
山
、
C
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
教
授
の
形
式
的
側
面
」
つ
ま
り
教
授
段
階
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
彼
の
六
年
後
の
著
書
で
あ
る
「
ヘ
ル
バ
ル
ト
と
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
」
の
中

で
は
、
当
時
ア
メ
リ
カ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
て
、
「
中
心
統
合

法
」
な
い
し
「
相
互
連
関
法
」
が
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
み
て
も
少
な
く
と
も
当
時
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
教
授
論
と
言
っ
て

も
決
し
て
教
授
段
階
だ
け
が
問
題
に
さ
れ
て
い
た
の
で
な
い
こ
と
は
明
か
で

あ
ろ
う
。

　
　
む
　
す
　
び

　
粗
雑
で
は
あ
っ
た
が
本
稿
の
中
心
課
題
で
あ
る
「
全
国
ヘ
ル
バ
ル
ト
協
会
」

結
成
以
前
の
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
教
授
論
の
特
質
は
以
上
に
よ
っ
て
お
お
よ
そ
明

か
に
し
得
た
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
通
じ
て
わ
れ
わ
れ
が
強
く
印
象
づ
け

ら
れ
る
こ
と
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
教
授
論
が
ア
メ
リ
カ
で
普
及
し
た
の
は
決
し

て
単
な
る
偶
然
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
既
に
本
稿
の

中
で
折
に
ふ
れ
て
指
摘
し
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
最
後
に
も
う
一
度
そ

の
点
に
注
目
し
て
む
す
び
と
す
る
。

　
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
教
授
論
に
よ
れ
ば
教
育
の
最
高
目
的
で
あ
る
「
道
徳
的
晶

性
」
は
、
当
跨
や
か
ま
し
く
間
題
と
さ
れ
て
い
た
宗
教
的
原
理
へ
の
依
存
を

必
要
と
し
．
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
申
心
統
合
法
」
や
「
相
互

連
関
法
」
は
当
時
増
大
し
つ
つ
あ
っ
た
諾
教
科
を
、
組
織
的
な
も
の
に
し
て

教
育
の
効
果
を
一
層
高
め
よ
う
と
す
る
動
き
に
一
づ
の
手
が
か
り
を
与
え
る

も
の
と
な
っ
た
。
そ
し
て
「
帰
納
・
演
緯
の
思
考
運
動
し
に
基
づ
く
教
授
過

程
論
は
当
時
の
教
育
界
全
体
の
科
学
尊
重
の
思
潮
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
前
世
紀
末
の
ア
メ
リ
カ
教
育
界
に
は
、
教
育
の

目
的
、
内
容
、
方
法
の
い
ず
れ
に
関
し
て
も
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
教
授
論
を
歓
迎

で
き
る
よ
う
な
側
面
を
も
っ
て
い
た
、
と
結
論
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　
こ
の
小
論
文
を
一
つ
の
足
が
か
り
と
し
て
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ヘ
ル
バ

ル
ト
派
教
授
論
」
に
関
す
る
研
究
を
一
層
お
し
進
め
て
い
き
た
い
。
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