
一
 
は
じ
め
に
 
 

二
 
残
さ
れ
て
い
る
問
題
点
の
析
出
 
 
 

H
 
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
（
人
格
の
物
象
化
）
と
（
物
象
の
人
格
化
）
と
そ
の
問
題
点
 
 
 

肖
 
宇
野
商
品
所
有
者
想
定
に
残
さ
れ
て
い
る
問
題
点
 
 
 

斡
 
小
括
（
以
上
本
誌
第
十
三
号
）
 
 

三
 
私
的
所
有
と
そ
の
成
立
場
 
 
 

H
 
私
的
所
有
の
意
志
的
側
面
 
 
 

国
 
（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
と
（
物
象
の
人
格
化
）
 
 
 

困
 
商
品
所
有
者
の
抽
象
的
主
体
化
（
以
上
本
号
）
 
 

四
 
端
緒
に
お
け
る
商
品
の
規
定
性
と
商
品
所
有
者
の
規
定
性
 
 

五
 
価
値
形
態
の
発
展
と
商
品
所
有
者
の
規
定
性
の
発
展
の
相
互
媒
介
性
 
 
 

私
的
所
有
と
そ
の
成
立
場
 
 

私
的
所
有
と
そ
の
成
立
場
 
 

－
 
価
値
形
態
論
の
方
法
的
留
意
点
（
Ⅱ
）
 
－
 
 

官
 
署
 
晃
 
臣
 
 
 



四
八
 
 

六
 
価
値
形
態
翰
の
位
相
 
1
結
び
に
か
え
て
1
 
 

三
 
私
的
所
有
と
そ
の
成
立
場
 
 

前
稿
で
析
出
し
た
価
値
形
態
論
の
諸
問
題
の
解
決
の
糸
口
ほ
商
品
所
有
者
の
抽
象
方
法
に
あ
る
。
 
 
 

マ
ル
ク
ス
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
様
式
の
下
で
個
別
化
さ
れ
た
私
的
労
働
の
特
殊
社
会
的
な
現
わ
れ
の
所
産
と
し
て
貨
幣
の
必
然
性
を
 
 

解
明
せ
ん
と
し
た
が
、
か
か
る
位
置
づ
け
の
下
で
は
、
一
般
的
等
価
物
の
成
立
ほ
解
明
し
が
た
い
課
題
と
し
て
残
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
 
 

掴
 
た
。
（
人
格
の
物
象
化
）
に
基
づ
い
て
貨
幣
の
必
然
性
を
解
明
し
、
（
物
象
の
人
格
化
）
に
基
づ
い
て
商
品
所
有
者
を
措
定
せ
ん
と
し
た
 
 

マ
ル
ク
ス
の
価
値
形
態
論
と
交
換
過
程
諭
の
位
相
を
宇
野
ほ
理
解
し
て
い
た
と
は
い
い
が
た
い
が
、
価
値
形
態
論
に
お
い
て
商
品
所
有
者
 
 

を
積
極
的
に
想
定
す
る
と
い
う
、
マ
ル
ク
ス
と
は
対
極
を
な
す
方
法
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
貨
幣
論
証
の
精
緻
化
に
成
功
し
た
と
 
 

い
え
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
宇
野
の
方
法
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
踏
襲
す
る
に
つ
い
て
は
、
端
緒
か
ら
想
定
さ
れ
る
商
品
所
有
 
 

者
の
抽
象
の
方
法
な
ら
び
に
そ
の
抽
象
的
規
定
性
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

「
商
品
形
態
が
労
働
生
産
物
の
一
般
的
な
形
態
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
商
品
所
持
者
と
し
て
の
人
間
の
相
互
の
関
係
が
支
配
的
で
 
 

㈹
 
 

あ
る
社
会
」
の
下
で
は
、
商
品
が
「
経
済
的
細
胞
形
態
」
を
な
し
て
い
る
と
同
様
に
ま
た
そ
の
所
有
者
も
「
近
代
市
民
社
会
を
構
成
す
る
 
 

・
八
川
7
 
血
r
 
 

普
遍
的
要
素
に
な
っ
て
い
る
」
。
マ
ル
ク
ス
は
商
品
の
分
析
が
困
難
を
橡
め
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
商
品
所
有
者
の
分
析
ほ
さ
ら
に
難
問
 
 

だ
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
の
も
対
象
は
「
物
象
」
で
は
な
く
人
間
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
は
商
品
と
い
う
「
物
象
し
を
介
し
た
人
間
の
特
定
 
 

の
社
会
的
な
あ
り
方
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
（
人
格
の
物
象
化
）
が
反
映
さ
れ
た
（
物
象
の
人
格
化
）
と
し
て
商
品
所
有
者
 
 

を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
難
問
に
ひ
と
つ
の
解
答
を
挺
し
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
宇
野
は
商
品
所
有
者
の
抽
象
方
法
を
明
 
 

示
し
て
い
な
い
。
ま
た
彼
の
問
題
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
リ
ン
ネ
ル
が
等
価
形
態
転
上
衣
を
と
る
理
由
を
め
ぐ
っ
て
、
リ
ン
ネ
ル
所
有
者
の
欲
 
 
 



的
 
 

望
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
の
主
張
が
価
値
表
現
の
必
然
性
、
主
観
性
、
相
対
性
を
明
確
に
し
、
価
値
形
態
論
 
 

研
究
を
飛
躍
的
に
発
展
せ
し
め
た
こ
と
の
功
績
は
正
し
く
評
価
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
価
値
表
現
は
そ
の
主
体
と
し
て
、
商
 
 

品
所
有
者
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
無
前
提
に
か
つ
「
常
識
」
的
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
つ
き
つ
め
れ
ば
無
視
 
 

d
q
 
 

句
 
 

し
え
な
い
欠
陥
に
お
ち
い
る
こ
と
と
な
る
。
宇
野
は
価
値
形
態
を
「
価
値
に
よ
る
交
換
の
申
出
」
と
捉
え
て
い
る
。
こ
こ
で
申
出
の
形
式
 
 

は
主
体
と
し
て
の
商
品
所
有
者
を
前
提
正
す
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
的
所
有
と
「
交
換
」
の
関
係
も
、
所
有
が
「
交
換
」
の
 
 

前
提
と
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
常
識
L
的
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
爾
後
の
展
開
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
私
的
所
有
ほ
 
 

「
交
換
」
な
ら
ぬ
売
買
の
形
式
に
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
逆
に
私
的
所
有
が
売
買
の
形
式
を
規
定
す
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
価
 
 

値
形
態
論
に
お
い
て
商
品
所
有
者
を
想
定
す
る
宇
野
の
方
法
は
正
し
か
っ
た
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
『
資
本
論
』
第
一
巻
の
第
二
革
か
ら
 
 

第
二
章
へ
の
展
開
は
、
『
物
』
↓
『
人
』
と
い
え
よ
う
が
、
わ
れ
わ
れ
は
価
値
形
態
の
展
開
を
『
人
』
1
『
物
』
と
い
う
コ
ン
テ
ク
 
 

ス
で
、
貨
幣
の
必
然
性
と
同
時
に
人
間
の
商
品
所
有
者
と
し
て
の
在
り
方
が
簡
明
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
 
 

て
い
る
課
題
は
端
緒
か
ら
想
定
さ
れ
る
商
品
所
有
者
の
抽
象
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 
 

エ
レ
メ
ン
ト
 
 
 

し
か
し
、
こ
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
そ
の
前
捷
と
し
て
、
私
的
所
有
が
い
か
な
る
場
で
、
い
か
に
成
立
す
る
か
、
こ
れ
を
確
定
 
 

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
か
か
る
抽
象
基
盤
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
商
品
所
有
者
の
抽
象
も
不
可
能
で
 
 

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
私
的
所
有
ほ
重
層
的
構
造
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
ほ
経
済
的
関
係
で
も
あ
り
、
意
志
関
係
で
も
あ
る
。
 
 

そ
れ
も
商
品
所
有
者
か
ら
す
る
商
品
へ
の
意
志
の
置
き
入
れ
関
係
で
あ
る
と
同
時
に
商
品
を
介
す
る
商
品
所
有
者
間
の
意
志
関
係
で
も
あ
 
 

る
。
さ
ら
に
私
的
所
有
は
商
品
へ
の
排
他
的
支
配
権
と
し
て
確
立
し
、
か
か
る
も
の
と
し
て
商
品
所
有
者
は
権
利
主
体
も
し
く
は
法
的
主
 
 

体
と
し
て
存
立
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
私
的
所
有
ほ
、
諸
々
の
側
面
の
重
な
り
合
い
と
し
て
存
立
し
て
お
り
、
そ
れ
も
そ
れ
ら
が
一
同
 
 

介
し
て
重
な
り
合
う
場
に
定
位
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
原
点
に
た
ち
帰
っ
て
、
所
有
を
意
志
の
現
存
在
と
し
て
捉
え
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
 
 

私
的
所
有
と
そ
の
成
立
場
 
 
 



五
〇
 
 

所
有
－
－
契
約
論
を
対
象
に
私
的
所
有
の
意
志
的
側
面
を
検
討
し
、
次
に
ヘ
ー
ゲ
ル
所
有
－
－
契
約
論
批
判
の
地
平
の
下
で
、
私
的
所
有
 
 

を
（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
に
基
づ
い
て
捉
え
、
（
物
象
の
人
格
化
）
に
お
い
て
商
品
所
有
者
を
措
定
し
て
い
る
マ
ル
ク
ス
の
方
法
を
吟
 
 

味
し
、
最
後
に
、
商
品
所
有
者
の
抽
象
的
主
体
化
を
簡
明
化
せ
ん
と
試
み
た
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
、
加
古
祐
二
郎
の
法
理
翰
を
跡
づ
け
る
こ
 
 

と
を
と
う
し
て
、
課
題
の
解
決
を
試
み
た
い
。
 
 

鯛
 
拙
稿
「
価
値
形
態
と
交
換
過
程
－
 
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
両
者
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
 
ー
」
（
『
研
究
年
報
』
、
法
政
大
学
短
期
大
学
部
学
 
 

会
、
第
一
六
骨
、
一
九
八
二
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 

鵬
 
K
a
r
l
 
M
a
r
回
．
D
a
s
K
a
p
i
邑
－
E
r
s
t
e
r
B
a
n
d
｝
M
E
声
－
B
d
・
N
∽
｝
S
・
ざ
『
資
本
論
』
昇
一
巻
、
冒
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
（
大
 
 

月
書
店
）
第
二
三
巻
a
、
八
一
頁
。
以
下
、
同
額
か
ら
の
引
用
ほ
、
引
用
直
後
に
（
K
・
l
・
｝
S
・
ざ
八
一
頁
）
と
略
記
す
る
。
 
 

㈹
 
錦
明
秀
「
労
働
市
場
に
お
け
る
法
的
人
格
亭
）
 
－
 
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
の
哲
学
』
に
批
判
的
に
閑
適
し
て
 
ー
L
（
『
立
命
館
法
学
』
第
一
二
号
、
 
 

一
九
五
五
年
）
一
二
一
貫
。
 
 

的
 
向
坂
逸
郎
・
宇
野
弘
蔵
編
『
資
本
論
研
究
上
』
 
（
河
出
番
房
、
一
九
四
八
年
）
一
五
七
頁
。
 
 

細
 
字
野
弘
蔵
『
経
済
学
方
法
論
』
（
東
大
出
版
会
、
一
九
六
二
年
）
二
〇
七
頁
。
 
 

私
的
所
有
の
意
志
的
側
面
 
 

的
 
 
 

こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
法
の
哲
学
』
を
と
り
あ
げ
た
い
。
と
り
あ
げ
る
理
由
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
所
有
を
意
志
関
係
と
し
て
概
念
把
握
し
た
 
 

こ
と
に
着
目
す
る
点
に
の
み
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
ヘ
ー
ゲ
ル
所
有
諭
を
一
八
〇
度
「
ひ
っ
く
り
返
し
」
た
う
え
で
、
私
的
 
 

所
有
を
規
定
し
て
お
り
、
マ
ル
ク
ス
の
私
的
所
有
の
規
定
な
ら
び
に
商
品
所
有
者
の
措
定
を
十
全
に
理
解
す
る
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
 
 

も
と
り
あ
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
体
系
に
お
い
て
『
法
の
哲
学
』
は
「
客
観
的
精
神
」
 
に
位
置
し
て
お
り
（
く
g
－
．
く
O
r
r
e
d
e
）
、
か
か
る
位
置
づ
け
か
 
 

ら
、
法
の
世
界
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
 
 
 



ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
、
、
、
、
、
、
 
 
 
 
「
法
の
地
盤
ほ
紙
じ
て
精
神
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
も
っ
と
も
精
確
な
場
所
と
出
発
点
は
意
志
（
宅
i
〓
e
）
、
自
由
な
る
意
志
で
あ
る
。
 
 

し
た
が
っ
て
自
由
が
法
の
実
体
と
規
定
を
な
す
。
そ
し
て
法
の
体
系
は
、
実
現
さ
れ
た
自
由
の
王
国
で
あ
り
、
精
神
そ
の
も
の
か
ら
産
み
出
さ
れ
 
 

た
、
第
二
の
自
然
と
し
て
の
、
精
神
の
世
界
で
あ
る
」
（
納
告
。
 
 
 

こ
こ
で
、
自
由
と
意
志
と
の
関
連
は
、
重
さ
と
物
体
と
の
関
連
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
追
加
説
明
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
重
さ
が
物
体
を
構
 
 

成
し
、
そ
の
根
本
規
定
で
あ
る
よ
う
に
、
自
由
は
意
志
の
根
本
規
定
で
あ
り
、
自
由
な
し
に
は
意
志
は
空
語
で
あ
る
。
自
由
は
意
志
と
し
 
 

て
現
実
的
で
あ
り
、
意
志
の
実
体
を
な
す
の
で
あ
る
、
と
（
冨
．
N
u
s
．
）
。
自
由
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
リ
ー
デ
ル
が
指
摘
し
て
い
る
 
 

よ
う
に
、
「
あ
る
歴
史
的
な
内
容
」
を
も
っ
た
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
の
、
神
の
前
で
の
平
等
、
さ
ら
に
ほ
フ
ラ
ン
 
 

斡
 
 

ス
革
命
の
政
治
内
容
た
る
「
万
人
の
自
由
と
権
利
能
力
の
承
認
」
を
「
概
念
に
お
い
て
と
ら
え
た
」
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
概
念
に
 
 

お
い
て
捉
え
ら
れ
た
「
自
由
な
る
意
志
」
の
弁
証
法
的
展
開
を
自
ら
の
哲
学
的
方
法
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
実
現
し
て
い
く
実
在
的
諸
形
 
 

態
即
ち
「
概
念
が
実
現
す
る
さ
い
に
、
お
の
れ
に
与
え
る
形
態
化
さ
れ
た
在
り
方
」
（
肋
－
｝
く
箪
吻
持
）
を
系
列
的
に
展
開
し
た
の
が
 
 

『
法
の
哲
学
』
で
あ
り
、
「
客
観
的
精
神
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
法
ほ
、
実
定
法
き
ら
に
ほ
自
然
法
で
 
 

カ
 
 

′
R
Y
 
は
な
く
、
「
概
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
法
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
法
は
「
人
間
に
由
来
す
る
も
の
」
 
 

（
卓
ロ
r
r
e
d
e
－
N
亡
S
．
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
自
由
な
意
志
を
欲
す
る
自
由
な
意
志
」
に
基
づ
く
も
の
で
、
人
間
の
自
由
を
意
志
す
る
行
為
に
 
 

ゲ
ゼ
ツ
ツ
 
 

よ
り
、
法
の
お
き
て
は
形
づ
く
ら
れ
、
精
神
が
客
観
化
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

で
は
、
意
志
は
ま
ず
、
い
か
な
る
形
態
に
お
い
て
自
己
を
実
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
出
発
点
の
意
志
を
直
接
性
に
お
い
て
捉
え
る
。
直
接
性
に
お
い
て
「
意
志
の
概
念
ほ
抽
象
的
、
即
ち
人
格
性
（
P
e
r
s
許
・
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
－
i
c
h
訂
i
t
）
で
あ
り
、
そ
の
現
存
在
（
D
a
s
e
i
ロ
）
は
一
つ
の
直
接
的
・
外
的
な
物
件
（
S
a
註
e
）
で
あ
る
し
（
冨
豊
。
こ
こ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
 
 

ベ
ル
ゾ
ー
ソ
 
未
だ
他
者
に
媒
介
さ
れ
な
い
個
別
的
な
る
人
格
と
、
人
格
に
と
っ
て
溶
接
的
・
外
的
な
る
物
件
を
定
立
さ
せ
、
所
有
（
E
i
g
e
n
t
u
m
）
を
 
 

私
的
所
有
と
そ
の
成
立
場
 
 
 



五
二
 
 

即
自
的
に
、
前
者
か
ら
す
る
後
者
へ
の
意
志
の
置
き
入
れ
関
係
と
規
定
す
る
。
 
 
 

置
き
入
れ
る
（
訂
粥
e
n
）
関
心
が
「
自
然
的
な
も
ろ
も
ろ
の
欲
求
、
衝
動
、
慈
恵
に
基
づ
」
（
冨
豊
く
場
合
そ
れ
は
占
有
（
謬
s
i
t
且
と
 
 

し
て
、
所
有
と
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
「
真
実
の
立
場
」
 
か
ら
す
れ
ば
、
所
有
ほ
、
こ
れ
ら
欲
求
串
の
主
観
的
意
志
あ
る
い
は
特
殊
的
意
 
 

志
の
充
足
の
た
め
の
手
段
で
ほ
な
く
、
「
自
由
の
最
初
の
現
存
在
と
し
て
、
本
質
的
な
目
的
そ
の
も
の
L
（
e
b
d
し
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
 

と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
所
有
の
理
性
的
な
点
は
、
も
ろ
も
ろ
の
充
足
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
格
性
の
た
ん
な
る
主
観
性
 
 

（
S
u
b
j
e
打
t
i
乳
汁
賢
）
が
止
揚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
L
（
冨
－
｝
N
亡
S
．
）
わ
け
で
あ
る
。
 
 

ヽ
ヽ
 
 
 

し
か
し
、
「
人
格
が
、
あ
る
物
件
の
な
か
へ
自
分
の
意
志
を
驚
き
入
れ
る
と
い
う
の
は
、
や
っ
と
所
有
の
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
の
さ
き
 
 

ヽ
ヽ
 
の
こ
と
ほ
こ
の
概
念
の
実
現
で
（
R
e
a
－
i
∽
a
t
i
O
n
）
あ
る
L
（
助
辞
N
声
）
。
実
現
さ
れ
る
諸
形
態
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
占
有
取
得
（
評
s
i
t
？
 
 

ロ
a
b
m
e
）
」
、
「
使
用
（
G
e
b
r
a
∈
計
）
」
、
「
譲
渡
（
く
e
r
a
監
e
2
n
g
）
」
に
わ
た
っ
て
展
開
す
る
が
、
所
有
の
最
高
規
定
で
あ
る
「
譲
渡
」
 
に
 
 

お
い
て
も
、
そ
れ
自
体
外
的
物
件
に
た
い
す
る
人
格
の
意
志
の
主
観
性
、
特
殊
性
ほ
消
去
し
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
所
有
ほ
、
そ
れ
 
 

が
外
的
な
物
件
と
し
て
一
つ
の
現
存
在
で
あ
る
と
い
う
面
か
ら
い
え
ば
、
他
の
も
ろ
も
ろ
の
外
面
性
に
対
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
こ
 
 

の
必
然
性
と
偶
然
性
の
連
関
の
う
ち
に
あ
る
」
（
ゆ
ご
）
 
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
所
有
の
制
約
性
即
ち
外
的
物
件
に
対
す
る
意
志
の
主
観
 
 

性
、
特
殊
性
、
は
所
有
の
償
域
に
お
い
て
は
消
去
し
え
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
、
こ
の
主
観
性
、
特
殊
性
を
止
揚
す
る
儲
域
と
し
て
「
契
約
 
 

（
＜
e
r
t
r
a
g
）
」
を
導
出
す
る
。
 
 
 

ヽ
ヽ
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

「
所
有
ほ
意
志
の
現
存
在
と
し
て
ほ
、
他
の
も
の
に
対
し
て
、
と
い
っ
て
も
た
だ
他
の
人
格
の
意
志
に
対
し
て
の
み
存
在
す
る
。
意
志
と
意
志
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

と
の
こ
の
関
係
は
、
そ
こ
に
自
由
が
現
存
在
を
も
つ
と
こ
ろ
の
、
独
特
か
つ
真
実
の
地
盤
で
あ
る
。
こ
の
媒
介
、
す
な
わ
ち
、
所
有
を
も
ほ
や
た
 
 

だ
あ
る
物
件
と
私
の
主
観
的
意
志
と
だ
け
介
し
て
も
つ
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
あ
る
他
の
意
志
を
介
し
て
も
、
し
た
が
っ
て
一
つ
の
共
通
な
意
志
 
 

に
お
い
て
も
つ
と
い
う
媒
介
が
契
約
の
領
域
（
S
p
野
e
）
を
な
す
」
（
e
b
d
し
。
 
 
 



ヽ  

「
所
有
」
 
の
領
域
に
お
い
て
そ
の
主
観
性
を
払
拭
し
え
な
い
で
い
た
意
志
は
、
他
者
の
意
志
を
媒
介
し
て
、
「
合
意
（
U
b
e
r
e
i
n
k
u
n
f
t
）
 
 

と
し
て
の
共
通
な
意
志
」
（
幼
謡
）
に
止
揚
さ
れ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
「
普
遍
的
な
意
志
」
（
冨
こ
の
形
式
が
与
え
ら
れ
る
。
「
普
遍
的
な
 
 

意
志
」
が
現
実
に
規
定
さ
れ
る
の
は
次
章
の
「
不
法
」
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
共
通
性
と
い
う
形
と
姿
に
お
い
て
」
（
警
ヂ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

N
u
s
．
）
、
そ
の
形
式
が
 
「
理
性
の
関
心
」
（
e
b
d
．
）
ご
と
と
し
て
昇
化
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
契
約
の
対
象
が
あ
る
個
別
の
外
的
な
物
 
 
 

件
で
あ
る
」
（
幼
讃
）
以
上
、
契
約
を
成
立
せ
し
め
る
う
え
で
、
そ
の
「
所
有
を
手
放
そ
う
と
す
る
意
志
」
（
警
至
 
の
特
殊
性
、
ま
た
そ
 
 

の
「
他
人
の
所
有
を
受
け
取
ろ
う
と
す
る
意
志
」
（
e
b
d
．
）
の
特
殊
性
は
、
各
々
そ
の
意
志
に
相
即
す
れ
ば
残
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
 
 

ヽ
ヽ
 
 

こ
で
は
手
放
そ
う
と
す
る
意
志
ほ
受
け
取
ろ
う
と
す
る
意
志
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
同
意
と
い
う
共
通
な
意
志
」
に
「
統
ご
 
 

さ
れ
、
「
普
遍
的
な
意
志
L
 
の
形
式
を
得
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
契
約
の
前
提
を
な
す
契
機
と
し
て
「
承
認
（
A
ロ
e
r
k
e
ロ
ロ
仁
ロ
g
）
」
を
位
置
づ
け
て
い
る
点
に
注
目
し
て
 
 

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

「
契
約
ほ
、
契
約
に
入
る
人
ど
う
し
が
、
人
格
お
よ
び
所
有
者
と
し
て
承
認
し
合
う
と
い
う
こ
と
を
前
提
す
る
。
契
約
は
客
観
的
栴
神
の
一
つ
 
 

の
関
係
で
あ
る
か
ら
、
承
認
の
契
機
ほ
も
う
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
、
前
提
さ
れ
て
い
る
」
（
納
コ
）
。
 
 
 

さ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
ほ
契
約
を
契
約
当
事
者
間
の
同
意
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
「
贈
与
交
換
（
S
c
訂
n
h
已
n
g
S
諾
r
t
r
a
g
）
」
と
「
交
換
契
約
 
 

（
T
a
亡
賃
h
諾
r
t
r
a
g
）
」
と
に
区
別
す
る
。
同
意
の
契
枚
が
双
方
に
「
割
り
あ
て
ら
れ
る
」
場
合
、
契
約
は
「
形
式
的
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

ヽ
ヽ
 
 

前
者
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
「
契
約
を
結
ぶ
双
方
の
意
志
の
各
々
が
い
ず
れ
も
、
こ
の
媒
介
す
る
両
実
践
の
総
体
」
を
な
し
て
お
り
、
 
 

こ
の
契
約
は
「
実
質
的
」
（
以
上
、
肋
謡
）
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
「
合
意
と
し
て
の
共
通
な
意
志
L
に
お
い
て
、
「
普
遍
的
な
意
志
」
 
の
形
式
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
意
志
の
現
存
在
を
へ
ー
ゲ
 
 

，
ヽ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

ル
は
人
格
の
棒
定
の
意
志
行
為
、
「
す
な
わ
ち
、
い
ろ
い
ろ
の
身
振
り
と
か
そ
の
他
の
象
徴
的
な
諸
行
為
と
い
う
正
式
手
続
に
よ
る
約
定
 
 

私
的
所
有
と
そ
の
成
立
場
 
 
 



五
四
 
 
 

ヽ
ヽ
 
（
S
t
官
l
a
t
i
O
ロ
）
 
の
表
現
に
お
い
て
、
こ
と
に
、
言
語
に
よ
る
確
た
る
言
明
（
E
r
k
詳
仁
n
g
）
と
い
う
、
精
神
的
表
象
に
最
も
ふ
さ
わ
し
 
 

ヽ
ヽ
 
 

い
要
素
に
」
（
讐
望
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
約
定
と
い
う
表
明
ほ
、
表
明
一
般
で
は
な
く
て
、
成
立
し
た
共
通
の
意
志
を
ふ
 
 

レ
ヒ
ト
∴
り
再
′
ヒ
 
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

く
ん
で
」
い
る
か
ら
こ
そ
、
1
契
約
に
お
け
る
意
志
の
面
、
し
た
が
っ
て
契
約
に
お
け
る
法
的
な
も
の
の
実
体
的
な
も
の
を
ふ
く
ん
で
い
 
 

る
L
（
讐
澄
と
同
時
に
、
そ
れ
が
身
振
り
と
か
言
語
の
う
ち
に
も
つ
現
存
在
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
知
性
的
意
志
と
し
て
の
そ
の
意
志
の
 
 

完
壁
な
現
存
在
で
あ
る
」
（
e
b
d
．
）
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
約
定
の
表
明
」
は
、
成
立
し
た
共
通
の
意
志
を
含
ふ
と
同
時
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

に
、
契
約
当
事
者
ど
う
し
が
相
互
に
人
格
お
よ
び
所
有
者
と
し
て
承
認
し
合
う
こ
と
の
結
果
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
契
約
の
「
実
体
的
な
 
 

ヽ
ヽ
 
も
の
」
の
な
か
に
は
、
相
互
承
認
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
に
契
約
に
従
事
す
る
当
事
者
た
ち
が
、
相
互
に
「
承
認
さ
 
 

れ
た
存
在
（
A
n
e
り
粁
a
n
t
s
e
i
n
）
」
と
し
て
、
「
交
換
」
と
い
う
場
に
お
い
て
意
志
を
交
換
し
合
う
と
い
う
、
「
市
民
社
会
」
に
お
け
る
人
間
 
 

像
が
予
想
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
ほ
「
交
換
契
約
」
を
「
交
換
そ
の
も
の
L
、
「
賃
貸
L
、
「
雇
用
契
約
」
に
区
分
し
、
さ
ら
 
 

に
「
交
換
そ
の
も
の
L
を
物
件
の
交
換
と
売
買
と
に
区
別
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
交
換
そ
の
も
の
」
に
焦
点
を
当
て
る
と
、
「
交
換
」
の
 
 

実
体
的
な
も
の
は
物
件
の
「
交
換
」
や
貨
幣
と
の
「
交
換
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
物
件
に
向
け
ら
れ
る
特
殊
的
意
 
 

志
が
統
一
さ
れ
、
「
普
遍
的
な
意
志
」
の
形
式
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
点
に
こ
そ
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
 
 

て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
交
換
と
は
、
単
に
物
件
の
交
換
に
止
ま
る
の
で
は
な
く
、
意
志
を
交
換
し
合
う
点
に
こ
そ
、
そ
の
実
体
を
求
め
て
 
 

い
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
交
換
と
い
う
場
は
、
当
事
主
体
が
相
互
に
人
格
あ
る
い
は
所
有
者
と
し
て
承
認
し
合
う
こ
と
を
前
提
に
、
物
件
 
 

を
介
し
て
自
己
の
意
志
を
他
者
と
の
同
意
に
お
い
て
実
現
し
合
う
場
と
し
て
概
念
把
捉
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
 
 

鯛
 
G
．
W
．
F
．
H
e
g
e
－
V
G
r
u
n
d
詳
i
e
n
d
e
r
P
h
i
訂
O
p
F
i
e
d
琵
R
e
c
h
t
s
｝
。
d
e
r
N
a
t
彗
r
e
C
b
t
仁
n
d
S
t
a
已
w
i
∽
S
e
e
n
S
C
b
a
訂
i
n
G
r
u
n
d
l
i
∽
S
e
－
 
 

S
u
h
r
k
a
m
p
く
e
r
－
a
g
．
藤
野
渉
、
赤
繹
正
訳
『
世
界
の
名
著
彗
 
ヘ
ー
ゲ
ル
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
七
年
）
。
な
お
以
下
、
同
書
か
ら
の
 
 

引
用
は
引
用
直
後
に
（
弼
 
）
 
で
示
す
。
 
 
 

榊
 
マ
ン
ブ
レ
ッ
ド
・
リ
ー
デ
ル
『
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
』
（
池
田
貞
夫
、
平
野
英
一
訳
、
白
水
社
、
一
九
八
五
年
＝
二
頁
。
な
 
 
 



お
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
ヨ
マ
ハ
ム
・
リ
ッ
タ
ー
『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
』
（
出
口
純
人
訳
、
理
想
社
、
一
九
六
五
年
）
 
 

を
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 

郎
 
G
●
宅
・
F
●
H
e
g
e
l
｝
E
n
N
y
粁
－
O
p
監
i
e
 
d
e
r
 
p
h
i
－
O
S
O
p
E
∽
C
訂
n
宅
i
s
給
n
S
C
h
a
f
t
e
ロ
｝
F
e
l
i
舛
M
e
i
n
e
r
く
e
ユ
a
g
－
弼
∽
O
N
．
船
山
信
一
訳
『
輪
神
 
 

智
学
、
下
』
（
岩
波
文
庫
肋
－
N
豊
。
 
 

国
 
人
間
が
「
人
格
」
と
し
て
抽
象
化
さ
れ
て
い
る
「
抽
象
法
（
A
b
s
t
r
a
k
t
s
r
e
c
F
t
）
」
に
お
い
て
は
、
意
志
行
為
も
意
志
の
現
存
在
と
し
て
抽
象
 
 

化
さ
れ
て
い
る
。
意
志
行
為
が
具
体
化
さ
れ
る
の
は
、
人
間
が
「
市
民
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
「
市
民
社
会
」
（
く
g
－
．
脚
－
箋
）
を
ま
た
ね
ば
 
 

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
抽
象
法
」
と
「
市
民
社
会
」
の
相
関
は
、
既
に
梯
が
明
ら
か
に
し
た
（
梯
前
掲
、
〓
ハ
○
貫
）
よ
う
に
、
所
 
 

有
と
契
約
の
媒
介
関
係
に
基
づ
く
も
の
と
い
え
よ
う
。
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
レ
ヒ
ト
ゲ
ゼ
γ
ツ
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
レ
 
 
 
 
 
 
「
市
民
社
会
」
に
お
い
て
ほ
、
即
自
助
な
法
が
法
律
と
な
る
よ
う
に
、
以
前
に
直
接
的
か
つ
抽
象
的
な
現
存
在
で
あ
っ
た
私
の
個
別
的
権
 
 

ヒ
ト
 
 

利
も
ま
た
、
承
認
さ
れ
た
存
在
と
し
て
の
意
義
を
、
実
在
す
る
普
通
的
な
意
志
お
よ
び
知
の
う
ち
に
現
存
在
す
る
も
の
と
し
て
、
得
る
よ
う
に
 
 

ヽ
ヽ
 
 
 
 
 
な
る
。
だ
か
ら
所
有
に
関
す
る
取
得
と
行
為
は
各
々
に
各
々
の
現
存
在
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
形
式
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
 
 

ヽ
ヽ
 

ヽ
ヽ
 
 

ぅ
い
う
形
式
を
賦
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
や
所
有
は
、
契
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
所
有
を
証
拠
能
力
あ
る
も
の
に
し
、
ま
 
 

た
法
的
に
効
力
あ
る
も
の
に
す
る
形
式
的
手
統
き
に
基
づ
く
の
で
あ
る
」
（
抑
N
－
3
。
 
 

「
市
民
社
会
」
で
ほ
「
抽
象
法
」
と
ほ
反
対
に
、
所
有
が
契
約
に
媒
介
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
構
図
で
は
、
契
約
が
 
 

所
有
に
媒
介
さ
れ
る
ば
あ
い
に
「
抽
象
法
」
が
、
所
有
が
契
約
に
媒
介
さ
れ
る
ば
あ
い
に
「
市
民
社
会
」
が
成
立
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
 
 

い
え
よ
う
。
 
 

ヽ
J
 
 

こ
 
（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
と
（
物
象
の
人
格
化
）
 
 

′
し
 
 
 

マ
ル
ク
ス
の
私
的
所
有
者
想
定
が
ヘ
ー
ゲ
ル
所
有
－
－
ふ
警
珂
諭
の
い
か
な
る
批
判
の
地
平
で
、
い
か
に
可
能
と
な
っ
た
か
。
ま
ず
第
二
 
 

章
首
段
落
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
 
 

「
諸
商
品
ほ
自
分
で
市
場
に
行
く
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
自
分
で
自
分
た
ち
を
交
換
し
合
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
ほ
諸
商
 
 

私
的
所
有
と
そ
の
成
立
場
 
 
 



五
六
 
 

デ
イ
ソ
グ
 
 

晶
の
番
人
（
ロ
巴
e
r
）
た
ち
、
商
品
所
持
者
（
尋
a
r
巾
n
b
e
賢
嵩
r
）
た
ち
を
捜
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
諸
商
品
は
物
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
 
 

人
間
に
た
い
し
て
無
抵
抗
で
あ
る
。
も
し
諸
商
品
が
従
順
で
な
け
れ
ば
、
人
間
は
暴
力
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
無
理
に
 
 

従
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
諸
物
を
諸
商
品
と
し
て
互
い
に
閑
適
さ
せ
る
た
め
に
は
、
商
品
の
番
人
た
ち
ほ
、
自
分
た
ち
の
意
志
を
こ
 
 

ベ
ル
ゾ
ー
ン
 
 
 
 
れ
ら
諸
物
に
や
ど
す
（
訂
亡
蒜
n
）
諸
人
格
と
し
て
相
互
に
振
る
舞
わ
ね
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
一
方
の
人
格
ほ
た
だ
他
方
の
人
格
の
同
意
 
 

（
宅
i
－
1
e
）
を
も
っ
て
の
み
、
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
も
た
だ
両
者
に
共
通
な
一
つ
の
意
志
行
為
を
媒
介
し
て
の
み
、
自
分
の
商
品
を
譲
渡
す
る
こ
と
 
 

に
よ
っ
て
、
他
人
の
商
品
を
自
分
の
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
ほ
相
互
に
私
的
所
有
者
（
P
H
i
毒
t
e
i
g
昌
t
鰐
m
e
r
）
と
し
て
承
認
 
 

レ
ヒ
ト
リ
ツ
ヒ
レ
ガ
ー
ル
 
 

し
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
契
約
を
そ
の
形
態
と
す
る
こ
の
法
的
関
係
は
、
法
律
的
に
発
展
し
て
い
な
く
と
も
、
経
済
的
関
係
が
そ
こ
に
反
映
し
て
 
 

い
る
一
つ
の
意
志
関
係
で
あ
る
。
こ
の
法
的
関
係
、
ま
た
は
意
志
関
係
の
内
実
は
、
経
済
的
関
係
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
 
 

で
ほ
諸
人
格
は
相
互
に
商
品
の
代
表
者
と
し
て
の
み
、
し
た
が
っ
て
商
品
所
持
者
と
し
て
の
み
、
存
在
す
る
。
総
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
展
開
が
進
 
 

む
に
つ
れ
て
、
諸
人
格
の
経
済
的
扮
装
は
た
だ
経
済
的
諸
関
係
の
人
格
化
（
P
e
記
O
n
i
f
i
訂
t
i
O
n
）
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
諸
人
格
は
こ
の
 
 

経
済
的
諸
関
係
の
相
い
手
（
T
r
茸
e
r
）
と
し
て
相
対
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
見
い
だ
す
で
あ
ろ
う
。
」
 
 

ま
ず
、
こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
諸
範
噂
か
ら
し
て
、
先
に
み
た
『
法
の
哲
学
』
か
ら
継
承
さ
れ
た
も
の
が
多
々
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
 
 

き
よ
う
。
か
ぞ
え
あ
げ
れ
ば
、
「
意
志
」
、
「
意
志
を
や
ど
す
」
 
－
 
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
「
置
き
入
れ
る
」
L
 
「
意
志
関
係
」
、
「
共
通
な
意
 
 

志
行
為
」
、
「
承
認
」
、
「
譲
渡
」
、
「
私
的
所
有
者
」
、
「
契
約
」
等
、
ど
れ
も
そ
れ
を
欠
い
て
ほ
所
有
が
規
定
し
え
な
い
諸
範
噂
が
『
法
の
哲
 
 

学
』
か
ら
援
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
じ
諸
範
疇
が
用
い
ら
れ
て
い
て
も
、
マ
ル
ク
ス
の
所
有
規
定
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
を
ま
さ
に
 
 

一
八
〇
度
「
ひ
っ
く
り
返
」
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
の
所
有
規
定
を
十
全
に
理
解
す
る
に
ほ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
と
の
系
 
 

統
だ
っ
た
比
論
考
察
が
不
可
欠
の
作
業
と
な
ろ
う
。
 
 
 

そ
こ
で
ま
ず
、
マ
ル
ク
ス
も
所
有
を
「
法
的
関
係
あ
る
い
は
意
志
関
係
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
に
着
日
し
て
お
き
た
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
 
 
 



の
場
合
、
意
志
関
係
は
所
有
と
契
約
の
南
関
係
に
わ
た
っ
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
先
に
梯
論
文
か
ら
学
ん
だ
も
の
と
し
て
注
記
し
て
お
い
た
 
 

よ
う
に
契
約
が
所
有
に
媒
介
さ
れ
る
ば
あ
い
に
「
抽
象
法
」
が
、
逆
に
所
有
が
契
約
に
媒
介
さ
れ
る
ば
あ
い
に
r
市
民
社
会
」
が
定
位
す
 
 

る
構
図
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
ほ
所
有
と
し
て
町
意
志
関
係
、
即
ち
人
格
が
物
件
に
意
志
を
置
き
入
れ
る
関
係
を
自
由
の
理
 
 

念
と
し
て
の
直
接
態
あ
る
い
は
「
自
由
の
最
初
の
現
存
在
」
と
し
て
、
独
自
的
な
る
存
在
規
定
性
を
与
え
て
い
た
。
マ
ル
ク
ス
が
所
有
を
 
 

意
志
関
係
と
し
て
捉
え
る
ば
あ
い
、
こ
の
人
格
か
ら
す
る
物
件
へ
の
意
志
の
置
き
入
れ
関
係
を
独
自
な
る
存
在
規
定
性
に
お
い
て
捉
え
て
 
 

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
二
重
に
媒
介
さ
れ
て
存
在
す
る
関
係
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
 
 

の
意
志
の
置
き
入
れ
関
係
は
契
約
と
い
う
人
格
間
の
関
係
に
媒
介
さ
れ
て
存
在
す
る
関
係
で
あ
り
な
が
ら
、
人
格
間
の
意
志
関
係
自
体
も
 
 

ま
た
「
経
済
的
関
係
」
 
に
媒
介
さ
れ
た
関
係
に
す
ぎ
な
い
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
格
が
物
件
に
意
志
を
置
き
入
 
 

れ
る
の
ほ
、
彼
ら
が
「
経
済
的
諸
関
係
の
相
い
手
」
と
し
て
「
振
る
舞
う
」
 
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
彼
ら
が
商
品
に
意
志
を
置
 
 

き
入
れ
る
の
も
、
商
品
の
あ
り
方
に
規
制
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
し
て
契
約
と
い
う
人
格
問
の
意
志
関
係
に
つ
い
て
詳
し
く
み
て
お
け
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
契
約
の
実
体
を
「
合
意
と
し
て
の
共
通
な
意
 
 

志
」
 
に
求
め
、
そ
れ
は
所
有
の
儲
城
で
は
払
拭
し
え
な
い
で
い
た
特
殊
的
意
志
を
普
遍
的
意
志
の
形
式
に
ま
で
高
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 

し
た
が
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
人
格
間
の
意
志
関
係
を
「
自
由
な
る
意
志
L
が
「
他
の
人
格
の
意
志
」
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
 

「
自
由
が
現
存
在
を
も
つ
と
こ
ろ
の
独
特
か
つ
真
実
の
地
盤
」
で
あ
る
と
契
約
を
意
味
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
れ
に
対
 
 

し
て
、
そ
れ
が
自
由
の
地
盤
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
そ
れ
は
「
経
済
的
清
閑
係
が
そ
こ
に
反
映
し
て
い
る
鵬
つ
の
意
志
関
係
」
 
で
あ
 
 

り
、
そ
の
内
棄
も
「
経
済
的
関
係
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
」
に
す
ぎ
な
い
と
暴
き
出
す
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
に
、
マ
ル
ク
ス
は
所
有
を
「
経
済
的
関
係
」
、
即
ち
商
品
関
係
が
人
格
間
の
意
志
関
係
に
反
映
し
た
関
係
と
し
て
捉
え
、
か
か
る
 
 

「
経
済
的
諸
関
係
の
人
格
北
」
の
一
分
子
を
成
す
も
の
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
「
商
品
の
代
表
者
」
と
し
て
「
私
的
所
有
者
」
を
措
定
し
 
 

私
的
所
有
と
そ
の
成
立
場
 
 
 



五
入
 
 

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
多
く
の
諸
範
噂
を
援
用
し
て
い
る
と
は
い
え
、
私
的
所
有
の
規
定
は
正
反
対
な
の
で
あ
る
。
「
自
 
 

ず
ツ
ヘ
 

ザ
ッ
ハ
 
 

由
な
る
意
志
」
が
自
ら
の
外
に
自
ら
の
現
存
在
と
し
て
、
物
件
を
見
い
出
す
の
で
は
な
く
、
物
象
が
自
ら
の
本
質
を
実
現
さ
せ
て
い
く
た
 
 

め
に
意
志
を
、
商
品
所
有
者
を
見
い
出
す
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
と
し
て
所
有
を
、
（
物
象
の
人
格
化
）
と
 
 

し
て
商
品
所
有
者
を
、
こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
語
と
述
語
を
転
倒
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
規
定
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

で
は
な
ぜ
、
人
格
間
の
意
志
関
係
が
「
経
済
的
関
係
」
 
の
反
映
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
人
格
が
商
品
に
意
志
を
置
き
入
れ
る
の
も
商
品
の
あ
 
 

り
方
に
規
制
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
マ
ル
ク
ス
ほ
、
こ
の
両
者
を
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
棟
式
」
 
に
内
在
す
る
二
重
の
転
倒
構
 
 

造
を
根
拠
に
解
明
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
に
俊
れ
ほ
、
「
プ
ル
ジ
ョ
7
的
生
産
様
式
」
 
の
転
倒
性
を
根
底
に
お
い
て
規
定
し
て
い
る
の
は
 
 

（
人
格
関
係
の
物
象
化
）
、
即
ち
労
働
に
お
い
て
と
り
結
ば
れ
る
人
格
と
人
格
と
の
関
係
が
物
象
と
物
象
と
の
社
会
的
関
係
と
し
て
現
わ
れ
 
 

る
と
い
う
社
会
的
関
係
規
定
性
の
下
で
把
握
さ
れ
た
転
倒
構
造
で
あ
る
。
そ
し
て
価
値
と
は
こ
の
転
倒
せ
る
関
係
構
造
に
定
位
す
る
も
の
 
 

で
あ
り
な
が
ら
、
さ
ら
に
範
倒
し
、
価
値
が
か
か
る
関
係
構
造
か
ら
遊
離
し
、
「
物
」
 
の
対
象
的
性
格
、
あ
る
い
は
自
然
属
性
の
如
く
「
物
」
 
 

d
q
 
 

良
V
 
そ
の
も
の
に
内
在
し
、
商
品
の
形
態
的
特
性
を
消
去
せ
し
め
る
（
物
象
の
物
化
）
が
（
人
格
関
係
の
物
象
化
）
に
ひ
き
続
き
現
わ
れ
る
。
 
 

そ
し
て
マ
ル
ク
ス
は
先
の
人
格
間
の
意
志
関
係
が
「
経
済
的
関
係
L
 
の
反
映
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
ほ
（
人
格
関
 
 

係
の
物
象
化
）
を
根
拠
に
、
そ
し
て
人
格
が
商
品
に
意
志
を
宿
す
関
係
が
商
品
の
あ
り
方
に
規
制
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
（
物
 
 

印
 
 

象
の
人
格
化
）
 
は
（
物
象
の
物
化
）
を
根
拠
に
必
然
と
な
る
と
把
握
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
関
連
を
詳
し
く
み
て
 
 

お
こ
う
。
 
 
 

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
様
式
」
 
の
転
倒
性
の
基
底
を
な
す
（
人
格
関
係
の
物
象
化
）
は
、
な
に
よ
り
も
「
商
品
を
生
産
す
る
労
働
の
特
 
 

有
な
社
会
的
性
格
」
（
K
．
Ⅰ
．
｝
S
．
笥
｝
九
八
頁
）
即
ち
「
互
い
に
独
立
に
営
ま
れ
る
私
的
労
働
」
（
e
b
d
．
）
と
い
う
性
格
か
ら
生
ず
る
も
の
 
 

幽
 
 

と
さ
れ
、
私
的
労
働
は
他
方
で
社
会
的
総
労
働
に
「
対
立
し
て
対
象
化
さ
れ
る
」
が
故
に
、
等
価
形
態
物
神
と
相
侯
っ
て
、
（
物
象
の
物
 
 
 



⑤  

く人格関係の物象化〉－→く物象関係の人格化〉   

1㊥   ④   ↓㊥  
く物象の物化〉 －－す く物象の人格化〉  

制
的
な
自
然
法
則
と
し
て
強
力
的
に
貫
か
れ
る
」
（
K
．
Ⅰ
．
｝
S
．
∞
汐
一
〇
一
貫
）
。
と
い
う
の
も
「
価
値
畳
の
ほ
う
は
、
交
換
者
た
ち
の
意
 
 

志
や
予
知
や
行
為
に
は
か
か
わ
り
な
く
、
絶
え
ず
変
動
す
る
。
交
換
者
た
ち
自
身
の
社
会
的
運
動
が
彼
ら
に
と
っ
て
ほ
諸
物
の
運
動
の
形
 
 

態
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
ほ
こ
の
運
動
を
制
御
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
に
ょ
っ
て
制
御
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
（
e
已
・
）
と
考
え
て
い
 
 

る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
交
換
当
事
者
が
、
相
互
に
私
的
所
有
者
と
し
て
承
認
す
る
の
も
、
交
換
が
価
値
を
基
準
と
す
る
こ
と
を
そ
の
 
 

一
案
磯
と
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
商
品
所
有
者
た
ち
の
意
志
関
係
が
商
品
関
係
に
律
せ
ら
れ
る
転
倒
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
が
（
人
格
関
係
の
物
象
化
）
を
根
拠
に
（
交
換
）
と
い
う
場
に
現
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
（
交
 
 

換
）
の
当
事
主
体
を
物
象
関
係
に
反
映
さ
れ
た
人
格
間
の
関
係
構
造
の
単
な
る
一
分
子
と
し
て
捉
え
、
（
物
象
の
人
格
化
）
を
導
い
て
 
 

私
的
所
有
と
そ
の
成
立
場
 
 
 

化
）
を
生
じ
せ
し
め
る
、
こ
れ
が
④
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
が
い
か
に
（
人
格
関
係
の
物
象
化
）
を
根
拠
に
発
生
す
る
か
、
⑥
の
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
を
み
 
 

て
お
く
と
、
ま
ず
、
諸
人
格
が
彼
ら
の
商
品
を
「
商
品
と
し
て
相
互
に
関
係
さ
せ
る
」
行
為
自
体
が
彼
ら
が
「
考
え
る
ま
 
 

餉
 
 

え
に
」
、
「
商
品
の
本
性
の
諸
法
則
」
に
反
映
さ
れ
て
「
行
う
」
と
い
う
没
主
体
的
行
為
で
あ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
 
 

る
。
そ
し
て
第
二
に
、
マ
ル
ク
ス
は
人
格
間
の
意
志
関
係
の
実
体
で
あ
る
同
意
の
量
的
側
面
を
な
す
交
換
比
率
が
、
交
換
 
 

当
事
者
間
の
意
志
行
為
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
商
品
の
生
産
に
必
要
な
労
働
量
に
よ
っ
て
、
超
越
的
に
決
定
さ
 
 

れ
る
点
に
求
め
る
。
こ
れ
を
マ
ル
ク
ス
は
、
共
同
体
間
の
接
触
で
始
ま
る
商
品
交
換
の
「
最
初
」
と
「
交
換
の
歴
史
的
な
 
 

広
が
り
と
深
ま
り
」
（
K
．
Ⅰ
．
｝
S
L
O
N
一
二
七
頁
）
を
経
た
全
面
的
交
換
と
に
区
別
す
る
。
前
者
の
場
合
、
「
諸
物
の
量
的
 
 

な
交
換
割
合
ほ
、
最
初
は
ま
っ
た
く
偶
然
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
物
が
交
換
さ
れ
る
の
ほ
、
そ
れ
ら
の
物
を
互
い
に
手
放
し
 
 

あ
う
と
い
う
そ
れ
ら
物
の
占
有
者
た
ち
の
意
志
行
為
に
よ
っ
て
で
あ
る
し
（
K
．
i
．
｝
S
●
－
昂
二
一
八
京
）
の
に
対
し
て
、
 
 

後
者
の
場
合
に
ほ
、
価
値
量
に
ょ
る
決
定
が
「
だ
れ
か
の
頭
上
に
家
が
倒
れ
て
く
る
と
き
の
重
力
の
法
則
の
よ
う
に
、
規
 
 



六
〇
 
 

い
る
。
以
上
が
（
人
格
関
係
の
物
象
化
）
1
（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
↓
（
物
象
の
人
格
化
）
と
い
う
論
理
構
成
で
あ
り
、
か
か
る
 
 

構
成
の
下
で
「
商
品
の
代
表
者
」
、
私
的
所
有
者
を
措
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
㊥
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
問
題
は
残
ら
ざ
る
を
え
 
 

な
い
。
（
物
象
の
人
格
化
）
は
か
か
る
機
械
的
抽
象
で
は
解
明
尽
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
物
象
の
人
格
化
）
は
か
 
 

か
る
論
理
構
成
に
あ
っ
て
も
、
物
象
関
係
に
反
映
さ
れ
た
転
倒
せ
る
人
格
間
の
関
係
構
造
か
ら
い
か
に
し
て
人
間
が
商
品
所
有
者
と
し
て
 
 

個
別
化
、
抽
象
化
さ
れ
て
、
人
格
と
商
品
と
の
直
接
的
関
係
と
し
て
私
的
所
有
が
成
立
す
る
の
か
、
か
か
る
必
然
性
を
簡
明
に
し
な
け
れ
 
 

ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
商
品
価
値
が
物
象
化
さ
れ
た
社
会
的
関
係
構
造
に
お
い
て
定
位
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
転
倒
し
て
物
の
自
然
属
性
 
 

と
し
て
商
品
に
内
在
す
る
（
㊨
）
こ
と
を
、
（
人
格
関
係
の
物
象
化
）
か
ら
（
物
象
の
物
化
）
が
発
生
す
る
論
理
構
造
と
し
て
解
明
し
な
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
私
的
所
有
と
は
あ
く
ま
で
物
象
を
介
す
る
人
格
間
の
一
定
の
社
会
関
係
で
あ
り
な
が
ら
、
さ
ら
に
 
 

転
倒
し
て
、
人
格
の
商
品
へ
の
直
接
的
支
配
関
係
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
を
、
（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
か
ら
（
物
象
の
人
格
化
）
が
成
 
 

立
す
る
論
理
構
造
と
し
て
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
課
題
ほ
本
章
三
節
で
論
及
す
る
こ
と
に
し
て
、
次
に
も
う
ひ
と
 
 

つ
の
論
理
構
成
を
み
て
お
こ
う
。
 
 
 

先
に
跡
づ
け
た
よ
う
に
、
商
品
価
値
が
、
自
ら
を
定
位
づ
け
、
規
定
づ
け
て
い
る
物
象
化
さ
れ
た
関
係
構
造
か
ら
遊
離
し
、
「
物
」
そ
 
 

の
も
の
の
対
象
的
性
格
、
自
然
属
性
と
し
て
商
品
に
内
在
す
る
（
④
）
と
、
商
品
所
有
者
に
と
っ
て
商
品
は
ま
ず
価
値
で
あ
り
、
し
た
が
 
 

っ
て
そ
の
使
用
価
値
が
「
他
人
の
た
め
の
使
用
価
値
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
使
用
価
値
が
他
者
に
「
実
証
」
さ
れ
、
価
値
を
実
現
し
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
所
有
す
る
こ
と
が
虫
制
さ
れ
る
。
所
有
者
は
持
っ
て
い
る
商
品
を
た
ま
た
ま
交
換
し
て
み
せ
る
と
い
う
 
 

の
で
は
な
く
、
（
交
換
）
に
出
す
こ
と
を
強
制
さ
れ
て
商
品
な
所
有
し
て
お
り
、
か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
意
志
を
商
品
に
「
宿
」
し
て
 
 

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
マ
ル
ク
ス
に
即
し
て
考
え
て
み
れ
ば
、
人
格
は
商
品
の
あ
り
方
に
規
制
さ
れ
て
「
意
志
を
宿
」
し
て
お
り
、
 
 

そ
れ
は
商
品
の
二
要
因
の
う
ち
い
づ
れ
か
に
宿
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
か
と
い
う
問
庵
を
設
け
れ
ば
、
そ
れ
ほ
明
ら
か
に
価
値
で
あ
る
。
 
 
 



商
品
の
所
有
者
は
直
接
的
使
用
の
た
め
に
意
志
を
宿
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
（
交
換
）
を
強
制
さ
れ
て
意
志
を
宿
し
て
い
る
と
み
る
べ
 
 

き
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
「
商
品
ほ
物
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
人
間
に
対
し
て
無
位
抗
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
 
 

が
「
物
件
に
は
主
体
性
が
欠
け
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
に
近
い
が
、
こ
こ
ま
で
比
論
が
進
め
ば
、
両
者
の
主
客
図
式
が
正
反
対
で
あ
る
こ
 
 

と
に
は
多
言
を
用
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
主
体
は
あ
く
ま
で
「
自
由
な
る
意
志
」
で
あ
り
、
物
件
は
そ
の
現
存
在
と
し
 
 

て
客
体
の
ま
ま
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
マ
ル
ク
ス
の
場
合
、
行
為
主
体
は
人
格
で
あ
り
な
が
ら
、
行
為
内
容
が
客
体
の
商
品
の
あ
り
方
に
規
 
 

制
・
支
配
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
様
式
」
の
下
で
の
彼
ら
の
存
在
ほ
「
商
品
の
代
表
者
L
で
 
 

し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
（
人
格
関
係
の
物
象
化
）
↓
（
物
象
の
物
化
）
1
（
物
象
の
人
格
化
）
と
い
う
論
理
構
 
 

成
の
下
で
、
「
商
品
の
代
表
者
」
と
し
て
私
的
所
有
者
を
措
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

以
上
、
マ
ル
ク
ス
は
（
人
格
関
係
の
物
象
化
）
か
ら
（
物
象
の
人
格
化
）
ま
で
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
生
産
様
式
L
の
転
倒
構
造
の
解
明
と
い
 
 

ぅ
問
題
校
制
の
下
で
商
品
所
有
者
を
措
定
し
た
こ
と
、
そ
の
際
、
（
物
象
の
人
格
化
）
ほ
（
人
格
関
係
の
物
象
化
）
・
↓
（
物
象
関
係
の
 
 

人
格
化
）
↓
（
物
象
の
人
格
化
）
と
い
う
論
理
構
成
と
（
人
格
関
係
の
物
象
化
）
1
（
物
象
の
物
化
）
↓
（
物
象
の
人
格
化
）
と
 
 

い
う
論
理
構
成
の
合
流
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

次
に
、
マ
ル
ク
ス
が
（
人
格
関
係
の
物
象
化
）
を
根
拠
に
（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
が
、
さ
ら
に
そ
の
分
子
化
と
し
て
（
物
象
の
人
格
 
 

化
）
が
現
わ
れ
、
ま
た
（
物
象
の
物
化
）
を
根
拠
に
（
物
象
の
人
格
化
）
が
現
わ
れ
、
そ
れ
が
認
識
主
体
に
と
っ
て
実
証
さ
れ
る
場
を
 
 

（
交
換
）
に
求
め
て
い
た
こ
と
の
正
否
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

わ
れ
わ
れ
ほ
『
資
本
論
』
飴
〓
巻
の
第
鵬
牽
と
舘
二
草
の
位
相
を
（
人
格
関
係
の
物
象
化
）
・
（
物
象
の
物
化
）
の
解
明
と
（
物
象
関
 
 

係
の
人
格
化
）
・
（
物
象
の
人
格
化
）
の
解
明
と
の
襲
表
関
係
と
し
て
把
捉
し
て
い
る
。
第
一
牽
で
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
様
式
」
の
 
 

下
で
個
別
化
さ
れ
た
私
的
労
働
の
特
殊
社
会
的
な
現
わ
れ
の
所
産
と
し
て
貨
幣
の
必
然
性
を
「
示
す
」
こ
と
を
も
っ
て
（
人
格
関
係
の
物
 
 

私
的
所
有
と
そ
の
成
立
場
 
 
 



六
二
 
 

象
化
）
・
（
物
象
の
物
化
）
を
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
様
式
」
の
転
倒
性
と
し
て
暴
露
し
、
琴
一
章
で
は
第
一
章
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
 
 

主
客
転
到
に
基
づ
く
（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
・
（
物
象
の
人
格
化
）
と
し
て
私
的
所
有
者
を
措
定
す
る
こ
と
を
通
し
て
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
 
 

的
生
産
様
式
」
の
下
で
の
人
間
の
存
在
様
式
を
暴
露
せ
ん
と
す
る
問
題
磯
制
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

事
実
マ
ル
ク
ス
の
展
開
で
は
、
商
品
所
有
者
が
登
場
す
る
の
は
基
本
的
に
は
「
交
換
過
程
」
章
で
あ
る
。
（
交
換
過
程
）
に
お
い
て
（
物
 
 

象
関
係
の
人
格
化
）
・
（
物
象
の
人
格
化
）
が
現
わ
れ
、
そ
れ
が
実
証
さ
れ
る
と
い
う
の
も
、
諸
人
格
間
の
意
志
関
係
が
物
象
関
係
に
、
 
 

諸
人
格
間
の
意
志
関
係
を
ア
ト
ム
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
構
成
す
る
諸
人
格
の
意
志
行
為
が
物
象
の
あ
り
方
に
一
方
的
に
規
定
さ
れ
、
同
化
さ
 
 

れ
、
二
冗
化
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
諸
人
格
の
意
志
行
為
が
物
象
の
あ
り
方
に
同
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
 
 

は
個
々
人
の
生
き
た
能
動
的
主
体
性
な
り
具
体
性
が
消
去
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
か
つ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
志
行
為
が
商
品
 
 

の
あ
り
方
に
一
方
的
か
つ
一
元
的
に
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
が
生
じ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
 
 

う
。
こ
れ
ら
条
件
が
「
交
換
過
程
」
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

そ
も
そ
も
価
値
形
態
論
の
展
開
を
了
え
、
貨
幣
の
必
然
性
が
「
示
さ
れ
」
、
（
交
換
）
が
（
交
換
）
と
し
て
実
現
さ
れ
ず
、
そ
れ
が
販
 
 

売
と
購
買
に
分
離
さ
れ
る
こ
と
が
帰
結
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
「
交
換
過
程
」
と
い
う
場
を
設
定
し
、
そ
こ
で
（
物
象
関
係
の
人
格
 
 

化
）
・
（
物
象
の
人
格
化
）
が
実
証
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
が
あ
ま
り
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
仮
に
「
交
換
」
が
実
現
さ
 
 

れ
る
と
仮
定
し
て
も
、
（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
な
ら
び
に
（
物
象
の
人
格
化
）
の
条
件
が
そ
こ
に
見
い
出
せ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
 
 

商
品
所
有
者
た
ち
に
と
っ
て
交
換
対
象
と
な
る
商
品
は
、
各
々
そ
の
使
用
価
値
が
自
己
の
直
接
的
欲
望
を
充
足
す
る
も
の
で
あ
り
、
選
定
 
 

を
め
ぐ
っ
て
、
多
種
多
用
な
欲
望
は
重
要
な
実
検
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
「
交
換
」
は
相
互
に
他
者
の
商
品
の
使
用
価
値
を
求
め
合
う
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
ほ
諸
商
品
の
生
活
手
段
と
し
て
の
有
用
 
 

連
関
な
ら
び
に
当
事
者
間
で
の
人
的
依
存
関
係
の
痕
跡
を
残
す
。
「
交
換
」
が
そ
の
生
産
者
ど
う
し
で
行
な
わ
れ
る
場
合
に
は
、
具
体
的
 
 
 



有
用
労
働
の
依
存
関
係
の
痕
跡
も
、
し
た
が
っ
て
相
互
に
相
手
の
労
働
へ
の
感
謝
を
含
み
な
が
ら
人
的
依
存
関
係
の
痕
跡
は
一
層
色
濃
く
 
 

見
い
だ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

さ
ら
に
「
交
換
」
の
割
合
の
決
定
に
つ
い
て
も
、
商
品
「
交
換
」
で
あ
る
以
上
、
互
酬
的
側
面
は
有
利
・
不
利
の
判
断
に
よ
っ
て
制
約
 
 

さ
れ
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
そ
れ
が
な
ん
ら
か
の
基
準
を
目
安
と
し
な
が
ら
も
直
感
的
使
用
価
値
ど
う
し
の
交
換
で
あ
る
点
で
、
目
安
 
 

も
リ
ジ
ッ
ト
な
も
の
で
な
く
、
当
事
者
間
の
マ
イ
ル
ド
な
談
に
依
存
す
る
こ
と
も
全
面
的
に
否
定
で
き
な
い
。
交
換
ほ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
意
 
 

味
づ
け
た
よ
う
に
、
意
志
の
交
換
を
不
可
欠
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
、
（
交
換
）
に
お
い
て
は
、
特
定
の
使
用
価
値
に
向
け
ら
れ
る
欲
望
が
あ
っ
て
、
特
定
の
商
品
を
選
択
す
る
点
で
、
人
間
と
L
て
 
 

の
生
き
た
具
体
的
行
為
、
能
動
的
主
体
性
は
発
揮
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
生
活
手
段
と
し
て
の
直
接
的
有
用
連
関
の
痕
跡
と
同
時
に
人
的
依
 
 

存
関
係
の
痕
跡
も
残
し
て
お
り
、
人
間
相
互
の
生
き
た
具
体
的
意
志
の
交
流
も
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
未
だ
人
間
の
 
 

意
志
行
為
が
物
象
の
あ
り
方
に
一
方
的
に
規
定
さ
れ
、
そ
れ
に
同
化
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
彼
ら
の
意
 
 

志
行
為
も
ー
元
化
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
、
（
交
換
過
程
）
に
お
い
て
（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
、
（
物
象
の
人
格
化
）
を
見
い
出
す
こ
と
 
 

は
で
き
な
い
。
 
 
 

わ
れ
わ
れ
も
私
的
所
有
は
、
人
間
の
生
き
た
具
体
的
行
為
、
能
動
的
主
体
性
が
一
定
の
場
で
消
去
さ
れ
、
彼
ら
の
意
志
が
物
象
の
あ
り
 
 

方
に
規
定
さ
れ
、
こ
れ
と
同
化
し
、
か
つ
同
化
し
た
意
志
行
為
が
社
会
的
に
一
元
化
さ
れ
る
こ
と
に
そ
の
成
立
の
根
拠
を
見
い
出
す
べ
き
 
 

と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
処
所
か
。
（
交
換
）
が
販
売
と
購
買
に
分
離
す
る
市
場
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
項
を
改
め
て
こ
の
点
を
考
察
す
る
前
に
、
マ
ル
ク
ス
の
E
i
g
e
n
t
仁
m
と
好
s
i
t
N
の
区
別
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
マ
ル
ク
ス
 
 

ほ
第
一
巻
第
叫
篇
で
所
有
者
（
E
i
g
e
n
t
旨
e
r
）
を
禁
欲
し
て
用
い
て
お
り
所
持
者
（
謬
s
i
什
彗
）
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
の
問
 
 

題
擬
制
か
ら
す
れ
ば
、
人
格
間
の
関
係
は
E
i
g
e
n
t
鈴
ヨ
e
r
の
関
係
に
せ
よ
、
評
s
i
t
指
r
の
関
係
に
せ
よ
、
ど
の
み
ち
「
経
済
的
諸
関
係
 
 

私
的
所
有
と
そ
の
成
立
場
 
 
 



六
四
 
 

の
人
格
化
」
 
乾
す
ぎ
な
い
の
で
、
E
i
g
e
n
t
β
m
と
軒
s
i
t
N
の
区
別
は
ト
リ
ダ
イ
ア
ル
な
問
題
で
あ
り
、
（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
を
解
 
 

明
す
る
こ
と
が
其
の
対
象
認
識
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
か
も
L
れ
な
い
。
し
か
し
資
本
主
義
的
商
品
経
済
を
対
象
と
す
る
限
り
、
所
有
 
 

は
「
こ
れ
は
私
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
「
物
件
」
に
対
す
る
排
他
的
支
配
権
と
し
て
確
立
し
て
お
り
、
物
象
関
係
に
反
映
さ
れ
た
人
 
 

格
関
係
か
ら
い
か
に
人
間
が
個
別
化
・
抽
象
化
さ
れ
、
相
互
に
個
別
的
な
る
人
格
と
商
品
と
の
直
接
的
関
係
と
し
て
私
的
所
有
が
成
立
し
 
 

て
い
る
の
か
、
つ
ま
り
、
人
間
の
商
品
所
有
者
と
し
て
の
抽
象
的
・
主
体
化
を
簡
明
に
す
べ
き
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
（
物
象
関
係
の
人
 
 

格
化
）
か
ら
（
物
象
の
人
格
化
）
が
い
か
に
成
立
す
る
か
、
と
い
う
問
題
を
分
子
化
と
い
う
機
械
的
抽
象
に
よ
っ
て
片
付
け
て
し
ま
っ
た
 
 

た
め
、
物
象
を
介
す
る
人
格
間
の
意
志
関
係
と
人
格
か
ら
す
る
物
象
へ
の
意
志
関
係
と
の
関
連
が
明
瞭
に
打
ち
出
さ
れ
ず
に
終
っ
た
。
そ
 
 

れ
は
私
的
所
有
の
成
立
場
を
（
交
換
過
程
）
に
求
め
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
 
 
 

（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
か
ら
（
物
象
の
人
格
化
）
が
い
か
に
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

幽
 
か
か
る
マ
ル
ク
ス
二
重
の
転
倒
構
造
に
い
て
ほ
前
稿
で
解
介
し
て
お
い
た
よ
う
に
平
子
友
長
「
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
批
判
と
形
態
規
定
の
弁
証
 
 

法
」
を
、
そ
の
間
魔
点
に
つ
い
て
は
前
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 
 

朗
 
前
稿
に
お
い
て
は
、
（
人
格
の
物
象
化
）
に
お
い
て
貨
幣
の
必
然
性
を
、
（
物
象
の
人
格
化
）
に
お
い
て
商
品
所
有
を
指
定
し
て
い
る
と
整
理
 
 

し
た
。
そ
れ
は
「
物
象
の
人
格
化
と
人
格
の
物
象
化
」
（
K
・
H
■
－
S
●
－
寧
一
五
〇
頁
）
に
い
う
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
に
即
し
て
整
理
し
た
も
の
で
 
 

あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
商
品
所
有
者
の
措
定
を
詳
し
く
み
る
た
め
、
「
物
象
の
人
格
化
」
を
（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
と
（
物
象
の
人
格
化
）
 
 

と
に
区
別
し
、
両
者
の
閑
適
を
見
極
め
た
い
。
 
 

鱒
 
K
a
r
】
M
a
r
メ
D
a
0
0
K
a
p
i
邑
－
E
r
s
t
¢
r
 
B
a
n
d
、
E
r
s
t
e
 
A
亡
叫
㌻
g
e
∴
青
木
童
店
復
刻
版
〕
、
S
．
h
芦
『
資
本
論
簾
∴
巻
初
版
』
（
大
月
文
庫
）
、
 
 

八
六
貫
。
 
 

餉
 
く
g
】
．
声
Ⅰ
．
．
S
．
－
0
－
Y
 
鵬
一
六
貢
参
照
。
な
ら
び
に
前
稿
三
七
～
八
頁
参
照
。
 
 
 



）
 
 

三
 
商
品
所
有
者
の
抽
象
的
主
体
化
 
 

（
 
 
 

先
に
記
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
私
的
所
有
と
ほ
物
象
関
係
に
規
定
さ
れ
た
人
格
問
の
一
定
の
社
会
的
関
係
で
あ
り
な
が
ら
、
か
か
る
関
 
 

係
か
ら
商
品
が
生
活
手
段
と
し
て
の
社
会
的
有
用
物
連
関
か
ら
切
断
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遊
離
し
、
個
別
化
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
と
相
 
 

互
に
媒
介
し
合
っ
て
、
人
間
が
個
別
＝
私
人
化
す
る
こ
と
を
と
う
し
て
、
個
別
化
さ
れ
た
人
間
の
、
個
別
化
さ
れ
た
商
品
に
対
す
る
排
他
 
 

的
支
配
権
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
こ
に
商
品
所
有
者
は
権
利
主
体
、
あ
る
い
は
法
的
主
体
と
し
て
存
在
す
る
所
以
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
 
 

（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
か
ら
（
物
象
化
の
人
格
化
）
が
成
立
す
る
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
商
品
所
有
者
が
権
利
主
体
あ
る
 
 

d
り
 
，
6
1
 
 

い
は
法
的
主
体
と
し
て
存
立
す
る
構
造
を
そ
の
解
明
の
射
程
に
お
さ
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
法
的
主
体
を
「
市
場
」
 
に
求
め
る
の
は
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
を
噸
矢
と
す
る
。
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
の
試
み
は
「
法
の
形
態
と
 
 

d
q
 
 

た
V
 
 

商
品
の
形
態
を
接
近
さ
せ
る
」
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
試
み
は
「
マ
ル
ク
ス
自
身
の
著
作
の
な
か
に
み
い
だ
さ
れ
る
」
（
パ
、
三
七
京
）
 
 

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
特
徴
ほ
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
二
革
第
四
節
に
主
に
依
拠
し
な
が
ら
、
商
品
物
神
に
ア
ナ
ロ
ジ
ー
さ
せ
て
 
 

法
物
神
を
導
出
し
、
両
者
の
相
互
補
完
上
に
法
的
主
体
す
な
わ
ち
商
品
所
有
者
を
見
い
出
そ
う
と
試
み
る
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

そ
こ
で
、
ま
ず
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
の
（
人
格
関
係
の
物
象
化
）
理
解
か
ら
跡
付
け
て
お
こ
う
。
 
 
 

「
資
本
主
義
社
会
は
な
に
ょ
り
も
商
品
所
有
者
の
社
会
」
で
あ
り
、
「
生
産
過
程
に
お
け
る
人
々
の
関
係
は
こ
こ
で
は
労
働
生
産
物
の
な
 
 

か
に
お
け
る
物
的
形
態
を
と
り
、
相
互
に
価
値
と
し
て
関
係
し
あ
う
こ
と
」
 
に
な
る
。
 
 
 

マ
ル
ク
ス
に
即
し
た
理
解
と
い
え
よ
う
っ
次
に
（
物
象
の
物
化
）
に
つ
い
て
は
こ
う
で
あ
る
。
 
 
 

「
価
値
ほ
、
商
品
の
有
用
的
本
性
が
具
体
的
に
い
ろ
い
ろ
と
ち
が
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
ら
が
一
定
の
比
率
で
た
が
い
に
交
換
さ
れ
る
 
 

能
力
を
し
め
し
て
」
 
い
る
が
、
「
価
値
と
い
う
本
性
は
、
人
々
の
意
志
に
ま
っ
た
く
関
係
な
く
人
々
の
背
後
で
作
用
す
る
独
特
な
自
然
法
 
 

則
の
た
め
に
、
物
自
体
に
そ
な
わ
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
㌔
 
 

私
的
所
有
と
そ
の
成
立
場
 
 
 



六
六
 
 
 

そ
こ
で
か
か
る
「
生
産
過
程
に
お
け
る
人
々
の
社
会
的
つ
な
が
り
は
、
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
生
産
物
の
処
分
者
と
し
て
の
、
 
 

『
そ
の
意
志
を
物
の
な
か
に
や
ど
し
て
い
る
』
主
体
と
し
て
の
人
々
の
特
殊
な
関
係
を
必
要
と
す
る
L
（
以
上
パ
、
〓
六
頁
）
。
み
ら
れ
 
 

る
よ
う
に
（
人
格
関
係
の
物
象
化
）
の
素
朴
反
映
と
し
て
（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
パ
シ
ュ
カ
 
 

ー
ニ
ス
は
（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
と
い
う
転
倒
せ
る
関
係
構
造
か
ら
い
か
に
個
別
化
、
す
な
わ
ち
（
物
象
の
人
格
化
）
が
生
ず
る
か
、
 
 

こ
れ
を
「
商
品
の
物
神
性
」
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
導
出
し
た
「
法
の
物
神
性
」
に
基
づ
い
て
解
明
す
る
。
 
 
 

「
経
済
的
な
主
体
は
、
価
値
法
則
の
か
た
ち
で
自
分
の
背
後
に
形
成
さ
れ
る
経
済
関
係
に
奴
隷
の
よ
う
に
従
属
す
る
が
、
あ
た
か
も
そ
 
 

の
代
彼
の
よ
う
に
、
法
律
的
主
体
と
し
て
、
め
ず
ら
し
い
贈
物
、
す
な
わ
ち
法
禅
的
に
推
定
さ
れ
た
意
志
を
う
け
と
る
。
そ
れ
は
そ
の
主
 
 

体
を
自
分
と
お
な
じ
他
の
商
品
所
有
者
の
な
か
に
お
い
て
抽
象
的
に
自
由
、
平
等
な
も
と
す
る
意
志
で
あ
る
」
（
パ
、
一
一
九
頁
）
。
だ
か
 
 

ら
、
「
労
働
生
産
物
が
商
品
の
本
性
を
獲
得
し
、
価
値
の
相
い
手
に
な
る
と
同
時
に
、
人
間
は
法
律
的
主
体
の
本
性
を
獲
得
し
、
権
利
の
 
 

相
い
手
に
な
る
」
（
パ
、
二
七
頁
）
と
商
品
所
有
者
の
権
利
主
体
と
し
て
の
存
立
を
説
く
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
ほ
こ
の
「
権
利
の
主
体
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
市
場
に
お
け
る
交
換
の
行
為
か
ら
抽
象
さ
れ
た
も
の
で
 
 

あ
る
」
（
パ
、
四
三
頁
）
と
断
っ
て
い
る
よ
う
に
、
（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
な
ら
び
に
（
物
象
の
人
格
化
）
の
場
を
「
市
場
」
に
求
め
 
 

て
お
り
、
所
有
を
「
市
場
L
に
即
し
て
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
 
 

「
所
有
が
き
わ
め
て
単
純
な
、
ま
た
晋
遍
的
な
私
的
所
有
の
形
態
を
と
る
の
は
、
特
定
の
社
会
構
成
の
内
部
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
社
 
 

会
構
成
の
な
か
で
、
所
有
は
W
－
G
（
商
品
－
貨
幣
）
、
G
－
W
（
貨
幣
－
商
品
）
、
と
い
う
定
式
を
と
る
価
値
の
不
断
の
循
環
の
単
純
な
条
件
 
 

と
し
て
規
定
さ
れ
る
」
（
同
上
）
、
と
。
 
 
 

さ
ら
に
、
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
は
宅
－
G
－
W
、
の
下
で
は
「
有
機
的
な
も
の
の
あ
ら
ゆ
る
痕
跡
が
排
除
さ
れ
て
、
法
律
的
な
主
体
は
、
 
 

も
っ
と
も
完
成
さ
れ
た
形
態
で
、
商
品
に
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
ま
た
商
品
が
避
け
う
る
こ
と
が
で
き
な
い
補
足
物
と
し
て
あ
ら
わ
 
 
 



・
9
．
 
 

た
V
 
 

れ
る
」
（
パ
、
四
〇
貢
）
と
商
品
所
有
者
を
商
品
の
 
「
補
足
物
」
、
山
中
康
雄
流
に
云
え
ば
、
商
品
の
 
「
魂
た
り
手
足
た
る
存
在
」
 
に
す
ぎ
 
 

な
い
も
の
と
捉
え
、
所
有
の
具
体
的
規
定
を
「
市
場
に
お
け
る
処
分
の
自
由
」
（
パ
、
一
一
四
頁
）
 
に
見
い
出
す
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
跡
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
の
立
論
ほ
（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
な
ら
び
に
（
物
象
の
人
格
化
）
の
場
を
 
 

「
市
場
」
 
に
求
め
て
い
る
点
、
注
目
さ
れ
る
が
、
前
者
か
ら
後
者
が
成
立
す
る
論
理
構
造
、
即
ち
、
商
品
所
有
者
の
抽
象
的
主
体
化
が
十
 
 

全
に
展
開
さ
れ
た
も
の
と
は
い
い
が
た
い
。
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
ほ
価
値
が
 
「
物
自
体
に
そ
な
わ
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
」
と
い
う
 
 

「
商
品
の
物
神
性
」
－
－
免
疫
わ
れ
わ
れ
が
整
理
し
た
と
こ
ろ
の
（
物
象
の
物
化
）
 
－
 
の
単
な
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
「
法
の
物
神
性
」
 
 

を
権
利
が
い
わ
ば
天
賦
の
人
権
と
し
て
個
人
に
帰
属
し
て
い
る
も
の
と
し
て
挙
げ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
前
摘
で
高
橋
洋
児
か
ら
学
ん
だ
 
 

も
の
と
し
て
記
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
「
商
品
の
物
神
性
L
 
は
、
「
人
格
の
『
対
象
認
識
の
倒
錯
性
』
」
 
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
 

餉
 
 

（
物
象
の
物
化
）
を
、
社
会
的
に
了
解
さ
れ
た
も
の
と
し
て
帰
結
す
る
の
と
同
様
に
、
「
法
の
物
神
性
」
 
は
か
か
る
人
格
の
「
対
象
認
識
 
 

の
倒
錯
性
」
、
即
ち
虚
偽
意
識
に
媒
介
さ
れ
て
、
商
品
所
有
者
の
権
利
主
体
も
し
く
は
法
的
主
体
と
し
て
の
存
立
を
帰
結
さ
せ
る
も
の
と
 
 

考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
的
所
有
は
単
に
物
象
化
さ
れ
た
経
済
構
造
の
み
に
そ
の
存
立
根
拠
が
あ
る
の
で
ほ
な
く
、
そ
こ
か
ら
 
 

発
生
し
、
こ
れ
を
補
完
す
る
諸
人
格
の
虚
偽
意
識
、
そ
れ
に
基
づ
く
意
志
行
為
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
「
正
義
」
 
に
お
い
て
保
障
す
る
法
的
 
 

枠
組
が
あ
っ
て
存
立
す
る
以
上
、
「
市
場
」
に
お
い
て
、
な
ぜ
か
か
る
虚
偽
意
識
が
発
生
す
る
の
か
、
か
か
る
構
造
の
解
明
が
残
さ
れ
て
 
 

い
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

こ
の
解
明
を
試
み
て
い
る
の
が
、
加
古
祐
二
郎
で
あ
る
。
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

「
云
は
ゞ
人
と
人
と
の
関
係
の
物
化
性
と
之
れ
と
不
可
分
離
な
連
関
に
在
る
物
と
物
と
の
関
係
の
主
体
化
の
二
爽
機
を
内
含
す
る
物
神
性
こ
そ
 
 

ほ
、
正
し
く
現
代
資
本
主
義
的
社
会
の
裡
に
存
す
る
一
切
の
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
規
定
す
る
所
の
根
源
で
あ
り
、
而
か
も
之
は
単
な
る
経
済
 
 

学
の
儀
域
の
み
に
要
せ
ら
る
べ
き
特
殊
問
題
で
ほ
な
く
、
却
て
現
代
社
会
機
構
兵
者
に
お
け
る
全
般
的
且
基
礎
的
形
腰
を
成
す
も
の
で
あ
り
、
云
 
 

私
的
所
有
と
そ
の
成
立
場
 
 
 



六
八
 
 

は
ゞ
上
述
せ
る
社
会
の
上
部
構
造
の
有
つ
イ
デ
オ
P
ギ
ー
の
一
般
的
性
格
並
に
特
殊
的
性
格
を
生
み
出
す
根
底
に
外
な
ら
な
い
。
巳
に
述
ぶ
る
が
 
 

如
く
、
イ
デ
オ
ロ
ゼ
ー
と
し
て
の
意
識
は
太
れ
が
存
在
軋
よ
る
被
規
定
性
と
い
う
点
に
の
み
存
す
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
の
被
規
定
性
を
忘
却
 
 

し
、
従
っ
て
存
在
を
辞
離
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
れ
る
か
の
虚
偽
性
（
句
P
訂
c
F
訂
訂
）
に
本
質
的
意
味
を
有
つ
の
で
あ
り
、
物
神
他
の
意
義
も
亦
 
 

ヽ
ヽ
 
 

之
れ
と
の
連
関
に
お
い
て
の
み
撮
め
て
本
質
的
で
あ
り
う
る
。
従
っ
て
商
品
形
態
の
構
造
は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
一
切
の
存
在
の
物
神
的
対
象
 
 

他
の
形
態
の
原
型
（
U
r
b
i
r
d
）
 
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
対
象
性
の
形
態
に
照
応
す
る
主
体
化
性
（
S
を
j
e
粁
什
i
5
．
t
誉
）
の
諮
変
態
の
原
型
を
も
 
 

カ
一
 
 

′
駅
Y
 
 
 
 
亦
包
含
す
る
と
考
え
ら
れ
る
」
。
 
 
 

一
九
三
三
年
の
諭
稿
「
社
会
定
型
と
し
て
の
法
的
主
体
に
就
い
て
」
ほ
、
か
か
る
意
識
の
「
虚
偽
性
」
を
睨
み
な
が
ら
、
人
格
が
「
如
 
 

何
に
歴
史
定
型
的
に
現
わ
れ
、
今
日
で
ほ
乗
れ
が
『
人
格
の
物
神
性
』
な
る
現
代
社
会
特
有
の
本
質
的
性
格
忙
お
い
て
い
か
に
法
的
主
体
 
 

に
転
化
し
た
か
」
（
加
古
、
七
〇
京
）
を
課
題
に
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

人
格
者
の
法
的
主
体
へ
の
転
化
ほ
以
下
の
如
く
、
意
識
の
型
態
変
化
を
根
拠
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

即
ち
、
「
全
人
的
な
具
体
的
意
識
」
が
「
『
人
格
の
物
化
』
並
に
そ
れ
に
必
然
す
る
『
物
の
人
格
化
又
は
主
体
化
』
に
よ
っ
て
、
『
意
識
 
 

の
埋
没
』
（
U
n
t
e
r
宅
0
諷
e
n
w
e
r
d
e
n
d
e
s
憎
訂
名
臣
S
t
S
e
i
ロ
S
）
又
ほ
『
意
思
喪
失
』
（
．
琶
i
u
e
ロ
S
訂
s
i
g
k
e
i
t
）
を
必
然
的
に
き
た
し
て
、
か
か
 
 

る
主
体
の
意
識
の
埋
没
又
は
喪
失
な
る
歴
史
的
型
態
が
、
法
的
範
疇
の
最
も
重
要
な
る
法
的
主
体
の
社
会
定
型
性
の
原
型
と
な
り
ゐ
る
」
 
 

（
加
古
、
．
九
二
見
）
、
と
。
 
 
 

こ
れ
を
具
体
的
に
跡
づ
け
る
と
、
「
法
則
主
体
は
…
…
商
品
の
物
神
性
の
第
二
の
契
機
た
る
『
物
の
人
格
化
』
の
現
象
に
お
い
て
必
然
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

的
に
現
わ
れ
」
（
加
古
、
一
〇
二
束
）
 
る
が
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
「
私
的
具
体
的
な
労
働
が
一
定
の
社
会
的
抽
象
的
人
間
労
働
一
般
に
転
 
 

化
せ
ら
れ
ざ
る
を
え
ぬ
と
云
つ
た
そ
れ
と
同
じ
理
由
に
よ
る
歴
史
的
必
然
性
に
照
応
し
て
、
物
に
対
す
る
人
の
関
係
の
具
体
的
多
様
性
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

も
亦
物
化
さ
れ
た
商
品
主
体
の
抽
象
的
意
志
と
し
て
主
体
化
さ
れ
且
抽
象
化
さ
れ
る
」
 
（
同
上
）
 
－
 
と
い
う
の
は
、
商
品
に
 
「
宿
す
意
 
 
 



志
」
も
、
「
相
互
承
認
の
意
志
」
も
そ
れ
ほ
「
物
化
に
基
く
抽
象
的
意
志
」
（
加
古
、
一
〇
一
貫
）
に
す
ぎ
ず
、
「
何
等
具
体
的
意
志
で
は
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

あ
り
え
ぬ
」
（
同
上
）
か
ら
！
こ
と
に
ょ
っ
て
、
「
凡
ゆ
る
具
体
的
な
豊
か
な
全
人
的
内
容
は
奪
は
れ
た
形
式
的
抽
象
的
人
格
者
一
般
 
 

（
h
O
m
O
 
i
u
訃
）
の
映
像
と
し
て
現
れ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
」
 
（
鵬
〇
二
京
）
、
と
。
 
 
 

そ
し
て
、
「
『
法
の
前
に
お
け
る
各
人
の
平
等
』
な
る
命
題
も
、
正
に
こ
の
原
理
的
根
拠
か
ら
し
て
の
み
基
礎
的
な
解
明
を
な
し
能
ふ
と
 
 

云
え
る
。
こ
の
商
品
の
物
化
を
基
礎
と
す
る
第
二
の
主
体
化
の
歴
史
的
必
然
に
照
応
す
る
法
的
主
体
の
抽
象
的
主
体
化
は
、
従
っ
て
商
品
 
 

の
物
神
性
の
第
二
の
契
機
又
は
側
面
（
S
e
i
t
e
）
た
る
『
人
格
化
』
と
結
び
付
い
て
法
的
物
神
性
な
る
形
態
変
化
（
M
e
t
a
m
。
r
p
h
。
S
e
）
と
 
 

し
て
現
象
す
る
」
（
加
古
、
一
〇
二
～
三
頁
）
と
『
法
的
物
神
性
』
を
意
味
づ
け
る
。
加
古
の
『
法
的
物
神
性
』
は
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
よ
 
 

り
含
蓄
が
あ
り
、
そ
れ
は
後
に
ふ
れ
る
「
法
的
平
等
性
の
自
己
矛
盾
L
に
結
実
す
る
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

さ
て
、
「
法
的
主
体
の
抽
象
的
主
体
化
」
を
意
志
の
抽
象
化
に
求
め
る
串
れ
た
視
角
を
示
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
素
朴
に
「
物
化
に
基
づ
 
 

く
」
も
の
と
片
付
け
ら
れ
て
い
る
。
「
物
に
対
す
る
人
間
の
関
係
の
具
体
的
多
用
性
」
が
い
か
に
し
て
「
物
化
さ
れ
た
商
品
主
体
の
抽
象
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
的
意
志
と
し
て
主
体
化
さ
れ
且
抽
象
化
さ
れ
る
の
か
L
、
あ
る
い
は
何
故
「
凡
ゆ
る
具
体
的
な
豊
か
な
全
人
的
内
容
（
が
）
奪
は
れ
」
る
 
 

の
か
、
そ
の
場
を
確
定
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
理
論
的
陥
穿
を
埋
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

加
古
は
翌
三
四
年
の
論
稿
「
近
代
法
の
形
態
性
に
就
て
」
に
お
い
て
、
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
の
「
理
論
的
功
績
の
中
心
点
」
が
「
法
形
態
 
 

を
、
近
代
的
市
民
社
会
（
資
本
主
義
社
会
）
の
構
成
的
範
噂
た
る
資
本
家
的
商
品
の
有
す
る
等
価
形
態
で
あ
る
か
の
W
－
G
－
竜
の
商
 
 

品
流
通
過
程
の
反
映
の
裡
に
お
い
て
、
求
め
ん
と
し
た
点
に
在
っ
た
」
（
加
古
、
一
四
六
頁
）
と
評
価
し
な
が
ら
も
、
彼
が
「
か
の
W
－
 
 

G
－
宅
、
の
第
一
の
流
通
過
程
を
云
は
ゞ
抽
象
的
に
且
無
媒
介
に
孤
立
せ
し
め
て
取
扱
つ
た
L
（
加
古
、
一
四
七
貫
）
が
た
め
に
、
「
形
式
 
 

主
義
」
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
そ
の
功
罪
を
指
摘
し
て
い
る
。
加
古
の
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
批
判
は
叡
上
の
よ
う
に
萄
－
G
l
竜
 
 

を
「
抽
象
的
且
無
媒
介
に
孤
立
せ
し
め
て
取
り
扱
っ
た
し
点
に
集
中
し
て
お
り
、
そ
れ
が
た
め
に
、
第
一
に
彼
の
分
析
は
「
『
思
惟
に
お
 
 

私
的
所
有
と
そ
の
成
立
場
 
 
 



七
〇
 
 
 

い
て
捨
象
せ
ら
れ
た
単
純
商
品
生
産
者
の
社
会
』
の
法
的
形
態
の
特
質
の
解
明
に
終
ら
ぎ
る
を
え
し
（
加
古
、
一
五
二
見
）
ず
、
そ
の
結
 
 

果
、
第
二
に
「
彼
の
云
う
所
の
所
謂
『
法
的
物
神
性
』
（
R
e
c
h
t
s
訂
t
i
s
c
b
k
a
r
a
k
t
e
r
）
の
根
拠
並
び
に
そ
の
具
体
性
を
積
極
的
に
展
開
せ
 
 

し
め
能
ほ
な
か
つ
た
」
（
加
古
、
一
五
二
京
）
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
三
に
は
彼
は
「
近
代
法
の
今
日
で
は
巳
に
古
き
特
質
た
る
権
利
 
 

主
体
性
、
若
く
は
形
式
的
抽
象
性
の
原
則
を
説
明
し
え
た
に
止
ま
」
（
加
古
、
一
五
三
賞
）
り
、
「
法
的
平
等
性
の
自
己
矛
盾
」
（
同
上
）
 
 

が
等
閑
に
ふ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
指
摘
す
る
。
 
 
 

加
古
に
よ
れ
ば
、
近
代
法
の
基
礎
を
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
の
よ
う
に
無
操
作
に
宅
－
G
－
宅
、
に
求
め
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
蓋
し
、
 
 

「
近
代
資
本
主
義
は
正
に
こ
の
W
I
G
－
W
、
と
G
－
宅
－
G
、
と
の
統
一
過
程
に
外
な
ら
」
（
加
古
、
一
四
八
京
）
ず
、
両
者
は
「
弁
証
 
 

法
的
な
統
一
過
程
を
形
成
し
て
ゐ
る
」
（
加
古
、
一
四
七
京
）
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
近
代
市
民
法
の
法
形
態
の
基
礎
は
こ
の
意
 
 

味
で
は
、
辟
密
に
云
つ
て
宅
－
G
－
J
司
、
夫
自
体
に
基
く
も
の
で
は
な
く
、
同
時
的
に
、
G
－
ふ
彗
－
G
、
の
過
程
を
も
常
に
予
想
し
て
ゐ
 
 

る
と
こ
ろ
に
今
日
の
近
代
法
の
特
に
重
要
性
と
意
味
が
あ
る
」
（
加
古
、
一
四
七
京
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

だ
か
ら
と
い
っ
て
加
古
は
近
代
法
の
基
礎
、
し
た
が
っ
て
私
的
所
有
の
成
立
場
を
「
G
－
萄
－
G
、
」
 
に
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
 
 

そ
れ
ほ
次
の
引
用
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
 
 

「
近
代
法
形
態
の
特
質
、
従
っ
て
、
そ
の
基
底
を
か
の
尋
－
G
卜
尋
、
（
G
l
宅
－
G
、
と
印
刷
さ
れ
て
い
る
が
明
ら
か
に
誤
植
）
 
に
お
い
て
求
 
 

む
る
こ
と
は
理
論
的
に
も
全
く
正
し
い
。
し
か
し
巳
に
上
述
せ
る
如
く
、
そ
れ
ほ
飽
迄
G
－
⊥
司
－
G
、
を
背
後
に
予
定
し
、
換
言
す
れ
ば
、
現
実
 
 

的
歴
史
的
に
は
、
こ
の
二
つ
の
過
程
の
云
は
ゞ
弁
一
躍
法
的
な
具
体
的
な
統
一
過
程
を
思
惟
の
抽
象
に
と
つ
て
分
化
し
、
『
叙
述
の
順
序
』
と
し
て
 
 

第
二
過
程
を
一
応
捨
象
し
て
と
り
上
げ
た
意
味
で
の
か
ゝ
る
第
一
の
過
程
に
お
い
て
、
今
日
の
近
代
法
の
基
底
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
（
加
 
 

古
、
一
五
一
貫
、
括
弧
内
引
用
者
）
。
 
 

相
 
 
 

加
古
の
立
論
に
ほ
い
く
つ
か
の
独
創
的
か
つ
傍
若
無
人
と
い
え
る
ほ
ど
の
『
資
本
論
』
理
解
が
散
在
し
て
お
り
、
引
用
中
の
W
－
G
－
 
 
 



竜
と
G
卜
宅
－
G
、
の
「
二
つ
の
過
程
の
所
謂
ば
弁
証
法
的
な
具
体
的
な
統
一
過
程
」
と
い
う
の
も
、
解
釈
を
施
し
て
お
く
必
要
が
あ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
る
。
加
古
ほ
宅
卜
G
－
竜
を
価
値
形
成
過
程
程
、
G
－
宅
－
G
、
を
「
労
働
力
の
商
品
化
を
内
在
せ
し
め
る
」
価
値
増
殖
過
程
と
み
る
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

無
理
な
シ
ュ
ー
マ
だ
て
を
L
て
お
り
、
労
働
力
の
売
買
は
「
表
面
的
に
は
第
一
の
過
程
と
し
て
、
所
謂
形
式
的
に
は
自
由
契
約
で
あ
り
な
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
が
ら
、
実
質
的
に
ほ
そ
れ
ほ
第
二
の
過
程
の
内
部
に
お
い
て
…
…
資
本
家
に
ょ
る
直
接
的
人
格
的
支
配
管
理
の
下
に
在
る
と
い
ふ
や
う
な
 
 

所
謂
労
働
法
上
の
『
労
働
の
従
属
性
』
（
A
p
h
ぎ
g
i
g
粁
e
i
t
d
e
r
A
r
b
e
i
t
）
」
を
必
然
と
す
る
。
「
正
に
舷
に
平
等
な
る
商
品
室
体
の
実
質
 
 

的
不
平
等
が
見
ら
れ
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
反
映
と
し
て
『
法
的
主
体
の
平
等
性
』
『
権
利
主
体
性
の
形
式
的
抽
象
性
』
、
即
ち
実
質
的
 
 

不
平
等
の
関
係
を
含
む
と
い
う
矛
盾
を
内
在
せ
し
め
」
（
加
古
、
一
五
四
頁
）
て
い
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

加
古
は
か
か
る
矛
盾
、
即
ち
労
働
力
商
品
の
価
値
実
現
と
使
用
価
値
実
現
を
め
ぐ
る
「
法
的
平
等
性
の
自
己
矛
盾
」
を
簡
明
化
す
る
と
 
 

い
う
課
題
を
設
定
し
て
い
た
が
故
に
、
先
に
み
た
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
批
判
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
G
－
宅
－
G
、
に
媒
介
さ
れ
た
宅
－
 
 

G
－
竜
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
か
ら
G
I
W
－
G
、
を
「
一
応
捨
象
し
て
」
、
近
代
法
の
基
底
と
し
て
W
－
G
－
竜
を
措
定
す
る
と
い
う
 
 

方
法
が
打
ち
た
て
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

最
後
に
、
加
古
が
G
！
W
－
G
、
を
「
労
働
力
の
商
品
化
を
内
在
せ
し
め
る
」
価
値
増
殖
過
程
と
し
て
み
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
価
値
 
 

の
姿
態
変
換
過
程
を
事
実
上
産
業
資
本
と
み
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
と
す
る
と
、
〒
G
－
竜
と
G
－
宅
－
G
、
と
の
「
統
ご
 
 

と
は
産
業
資
本
に
ょ
っ
て
編
成
さ
れ
て
い
る
宅
－
G
－
宅
、
の
社
会
的
連
鎖
、
即
ち
全
席
化
さ
れ
た
商
品
流
通
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
か
 
 

ら
加
音
は
事
実
上
全
面
化
さ
れ
た
商
品
流
通
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
か
ら
産
業
資
本
を
捨
象
し
て
得
ら
れ
た
宅
－
G
－
竜
に
近
代
法
の
基
 
 

礎
を
求
め
て
い
る
と
同
時
に
、
近
代
法
の
絶
対
的
基
礎
が
「
労
働
力
の
商
品
化
」
に
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

加
古
の
立
論
は
、
第
一
に
私
的
所
有
の
成
立
場
を
、
叡
上
の
方
法
を
示
し
た
う
え
で
、
感
†
－
G
－
宅
、
に
求
め
て
い
る
点
で
、
第
二
に
 
 

法
的
主
体
の
抽
象
的
主
体
化
を
十
全
に
示
し
た
と
は
い
い
が
た
い
も
の
の
、
そ
れ
が
主
体
の
『
意
志
の
埋
没
』
を
媒
介
と
す
る
も
の
で
あ
 
 

私
的
所
有
と
そ
の
成
立
場
 
 
 



七
二
 
 

る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
点
で
、
第
三
に
私
的
所
有
と
労
働
力
商
品
化
の
関
連
を
暗
示
し
て
い
る
点
で
、
極
め
て
唆
示
に
富
む
も
の
で
あ
 
 

る
。
以
上
、
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
加
古
ま
で
の
立
論
を
踏
ま
え
、
わ
れ
わ
れ
の
積
極
的
展
開
を
示
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

問
題
解
決
の
鍵
は
、
（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
か
ら
（
物
象
の
人
格
化
）
が
成
立
す
る
構
造
の
解
明
が
振
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
私
的
所
 
 

有
と
は
あ
く
ま
で
物
象
関
係
に
規
定
さ
れ
た
人
格
間
の
社
会
関
係
で
あ
り
な
が
ら
、
か
か
る
関
係
か
ら
人
間
が
い
か
に
商
品
所
有
者
と
し
 
 

て
個
別
化
さ
れ
、
人
格
の
物
象
に
対
す
る
排
他
的
支
配
権
と
し
て
私
的
所
有
が
成
立
す
る
か
、
か
か
る
関
係
か
ら
の
個
別
化
が
緊
要
の
解
 
 

明
課
題
と
な
ろ
う
。
事
案
マ
ル
ク
ス
に
せ
よ
、
パ
シ
ー
カ
ー
ニ
ス
に
せ
よ
、
加
古
に
せ
よ
、
こ
の
点
は
十
全
に
説
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
 
 

こ
の
個
別
化
は
加
古
が
卓
れ
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
人
格
の
『
意
識
の
埋
没
』
を
伴
う
こ
と
を
と
お
し
て
、
人
格
が
権
利
主
体
も
し
く
は
 
 

法
的
主
体
と
し
て
存
立
す
る
所
以
を
説
明
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

先
に
（
物
象
関
係
の
人
格
化
）
、
（
物
象
の
人
格
化
）
の
場
を
「
交
換
過
程
」
 
に
求
め
る
正
否
に
言
及
し
た
折
に
ふ
れ
て
お
い
た
よ
う
 
 

に
、
「
交
換
過
程
」
に
お
い
て
ほ
、
交
換
の
対
象
と
す
る
商
品
を
適
意
す
る
う
え
で
、
そ
の
使
用
価
値
に
向
け
ら
れ
る
具
体
的
欲
望
は
そ
 
 

の
重
要
な
契
枚
を
な
し
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
人
間
の
生
き
た
具
体
的
・
能
動
的
主
体
性
は
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
交
換
過
程
」
 
 

に
お
い
て
は
、
商
品
の
生
活
手
段
と
し
て
の
直
接
的
有
用
連
関
の
痕
跡
ほ
残
さ
れ
て
お
り
、
同
時
に
人
間
相
互
の
依
存
関
係
の
痕
跡
も
残
 
 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
人
間
の
生
き
た
具
体
的
・
能
動
的
主
体
性
が
消
去
さ
れ
、
「
凡
ゆ
る
具
体
的
な
豊
か
な
全
人
的
内
容
 
 

が
奪
ほ
れ
」
、
人
的
依
存
関
係
の
痕
跡
を
蔽
い
隠
す
場
こ
そ
、
私
的
所
有
の
成
立
場
で
あ
る
と
推
察
で
き
よ
う
。
 
 
 

交
換
対
象
と
な
る
商
品
を
選
定
す
る
う
え
で
、
人
間
の
具
体
的
・
能
動
的
主
体
性
が
消
去
さ
れ
る
条
件
は
、
そ
の
使
用
価
値
に
向
け
ら
 
 

れ
る
直
接
的
欲
望
の
消
去
で
あ
る
。
そ
れ
が
消
去
さ
れ
る
場
は
、
価
値
形
態
論
で
云
え
ば
貨
幣
形
態
で
あ
る
。
一
般
的
価
値
形
態
で
は
、
共
 
 

通
等
価
物
で
価
値
表
現
す
る
動
因
が
、
そ
れ
を
媒
体
に
し
て
直
接
的
欲
望
対
象
た
る
商
品
を
入
手
す
る
目
的
に
あ
る
点
で
人
間
の
具
体
的
・
 
 

能
動
的
主
体
性
ほ
ま
だ
生
き
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
商
品
所
有
者
が
打
っ
て
一
丸
と
な
っ
て
抱
く
貨
幣
志
向
に
ょ
っ
て
成
立
す
る
貨
幣
形
態
 
 
 



で
は
、
価
値
表
現
の
動
因
は
そ
れ
自
体
価
値
の
化
身
と
し
て
私
念
さ
れ
る
貨
幣
商
品
・
金
の
獲
得
に
一
元
化
さ
れ
、
所
有
商
品
の
で
き
る
 
 

d
q
 
と
p
 
 

だ
け
多
く
の
換
金
が
問
題
事
と
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
所
有
「
商
品
の
使
用
価
値
の
単
位
量
に
よ
っ
て
そ
の
価
値
を
表
現
す
る
」
 
こ
と
に
 
 

朗
 
 

な
る
わ
け
で
あ
る
。
貨
幣
形
態
の
成
立
に
よ
っ
て
、
商
品
形
態
に
よ
っ
て
蔽
わ
れ
な
が
ら
も
、
価
値
表
現
の
動
因
を
交
換
対
象
の
使
用
価
 
 

値
に
向
け
る
点
で
未
だ
具
体
的
・
能
動
的
主
体
性
が
消
去
さ
れ
な
い
で
い
る
具
体
的
・
特
殊
的
人
間
か
ら
、
価
値
表
現
の
動
因
が
価
値
に
 
 

向
け
ら
れ
る
抽
象
的
・
普
遍
的
人
間
に
一
元
的
に
転
化
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
貨
幣
形
態
の
成
立
は
、
生
活
手
段
の
直
接
社
会
的
有
用
連
関
を
断
ち
切
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
商
品
ほ
貨
幣
を
介
す
る
こ
と
 
 

な
く
し
て
直
接
に
他
の
商
品
と
関
連
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
す
べ
て
の
生
活
手
段
ほ
商
品
と
し
て
お
し
な
べ
て
貨
 
 

幣
に
の
み
窓
を
開
け
、
相
互
に
孤
立
し
て
市
場
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

人
間
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
生
活
手
段
が
商
品
と
し
て
売
買
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
彼
ら
の
経
済
生
活
は
「
対
面
す
る
人
格
を
問
題
 
 

ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
 
 

縛
 
 

梱
 
 

と
し
な
い
物
象
的
関
連
に
お
い
て
維
持
さ
れ
る
」
。
な
ぜ
な
ら
「
貨
幣
は
全
能
な
存
在
と
し
て
通
用
」
し
て
お
り
、
「
貨
幣
ほ
人
間
の
欲
求
 
 

帥
 
 

と
対
象
と
の
あ
い
だ
の
、
人
間
の
生
活
と
生
活
手
段
と
の
あ
い
だ
の
取
り
も
ち
役
」
 
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
商
品
所
有
者
た
ち
に
 
 

と
っ
て
、
自
ら
の
生
活
を
媒
介
し
て
く
れ
る
の
は
、
他
の
人
間
と
は
自
覚
さ
れ
ず
、
そ
れ
は
貨
幣
で
あ
る
と
看
取
さ
れ
る
点
で
、
換
金
し
 
 

う
る
商
品
を
所
有
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
彼
ら
が
人
的
依
存
関
係
か
ら
解
き
放
た
れ
、
自
由
な
る
独
立
し
た
存
在
を
受
け
と
る
。
蓋
 
 

し
、
商
品
売
買
は
「
そ
れ
自
身
の
本
性
か
ら
生
ず
る
も
の
以
外
に
は
絶
対
に
何
ら
の
依
存
関
係
も
含
ん
で
い
な
い
」
（
声
Ⅰ
．
〉
S
．
－
讐
f
．
二
一
 
 

一
九
貫
）
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の
自
由
・
独
立
な
る
存
在
は
か
か
る
市
場
構
造
に
根
拠
を
置
く
も
の
で
、
そ
れ
は
ま
さ
に
 
 

「
全
面
的
に
物
象
依
存
の
体
制
に
禰
わ
れ
て
い
る
」
（
K
．
Ⅰ
．
｝
S
」
帖
帖
〉
一
四
三
賞
）
か
ら
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
、
相
互
に
貨
幣
に
の
み
 
 

窓
を
開
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
手
段
と
し
て
の
直
接
社
会
的
有
用
連
関
か
ら
切
断
さ
れ
、
相
互
に
、
孤
立
し
た
商
品
の
存
在
に
規
定
 
 

さ
れ
、
か
か
る
商
品
を
所
有
し
て
い
る
所
有
者
と
し
て
、
つ
ま
り
（
物
象
の
人
格
化
）
と
し
て
人
間
は
人
的
依
存
関
係
か
ら
解
き
放
た
れ
 
 

私
的
所
有
と
そ
の
成
立
場
 
 
 



七
四
 
 

た
、
・
相
互
疇
独
立
せ
る
私
人
と
し
て
ア
ト
ム
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
叙
上
め
商
品
の
孤
立
化
ほ
、
商
品
所
有
者
の
貨
幣
へ
の
役
立
 
 

体
的
の
め
り
こ
み
に
基
づ
い
て
貫
徹
す
る
売
買
行
為
を
と
う
し
て
実
現
さ
れ
、
お
し
す
す
め
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
が
′
、
彼
ら
の
私
人
 
 

化
を
帰
結
・
拡
大
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
商
品
所
有
者
に
と
っ
て
、
市
場
で
対
面
す
る
人
格
は
、
己
れ
の
商
品
の
価
値
を
実
現
し
 
 

ヤ
ハ
ト
 
 

て
く
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
誰
で
も
よ
く
、
ま
た
「
商
品
市
場
で
は
…
…
諸
人
格
が
相
互
に
及
ば
し
合
う
カ
ほ
た
だ
彼
ら
の
商
品
の
カ
だ
 
 

け
で
あ
る
」
（
K
．
Ⅰ
．
一
S
．
－
謡
二
一
〇
九
頁
）
 
こ
と
に
基
づ
い
て
、
諸
人
格
間
の
平
等
が
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

し
か
し
、
商
品
所
有
者
た
ち
に
と
っ
て
、
貨
幣
へ
の
没
主
体
的
の
め
り
こ
み
も
十
意
識
の
埋
没
」
と
は
受
け
と
ら
れ
ず
、
ま
た
彼
ら
の
 
 

自
由
・
平
等
な
る
存
在
も
市
場
構
造
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
彼
ら
に
は
、
逆
に
、
1
彼
ら
町
自
由
h
車
尊
な
意
志
行
為
 
 

が
自
由
・
平
等
な
市
場
を
創
り
上
げ
、
維
持
さ
せ
る
と
感
得
き
れ
る
。
虚
偽
意
識
ほ
ま
だ
尽
き
な
い
。
彼
ら
の
所
有
路
市
場
構
造
鱒
規
定
 
 

さ
れ
、
し
た
が
っ
て
市
場
構
造
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
所
有
、
つ
ま
り
全
面
的
な
物
象
依
存
の
体
鮒
の
下
で
ほ
、
換
金
す
べ
・
く
商
品
を
所
 
 

有
す
る
こ
と
が
強
制
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
逆
に
所
有
が
自
己
の
自
由
を
実
現
す
る
天
賦
の
不
可
侵
の
権
利
と
し
て
与
え
ら
れ
 
 

て
い
る
か
ら
、
売
買
と
い
う
「
意
志
行
為
L
を
と
う
し
て
自
由
を
実
現
す
る
の
だ
と
看
取
す
る
。
ま
さ
に
加
古
が
卓
れ
て
指
摘
し
た
よ
う
 
 

に
、
「
イ
デ
オ
P
ギ
ー
と
し
て
の
意
識
は
夫
れ
が
存
在
に
よ
る
被
規
定
性
と
い
う
点
に
の
み
存
す
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
の
被
規
定
性
を
 
 

忘
却
し
、
従
っ
て
存
在
を
渉
離
す
る
こ
と
に
ま
つ
て
生
ず
る
か
の
虚
偽
性
（
F
a
訂
c
F
F
e
i
t
）
に
本
質
的
意
味
が
」
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
 
 

こ
に
商
品
所
有
者
が
法
的
主
体
と
し
て
存
立
す
る
イ
デ
オ
P
ギ
一
基
盤
が
あ
る
。
商
品
所
有
者
が
市
場
か
ら
の
 
「
被
規
定
性
を
忘
却
L
す
 
 

る
の
は
、
彼
ら
の
貨
幣
へ
の
投
主
体
的
の
め
り
こ
み
に
基
づ
く
行
為
自
体
、
市
場
構
造
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
行
 
 

為
自
体
が
自
ら
の
自
由
を
実
現
す
る
行
為
と
し
て
君
取
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
ま
た
、
商
品
な
ら
び
に
巳
れ
の
ア
ト
ム
化
を
 
 

促
進
し
、
こ
こ
に
彼
ら
が
貨
幣
物
神
を
抱
く
か
ぎ
り
、
市
場
な
ら
び
に
自
ら
の
ア
ト
ム
化
を
自
由
・
平
等
と
し
て
了
解
す
る
贋
造
が
維
持
 
 

さ
れ
る
。
 
 
 



し
た
が
っ
て
、
次
の
よ
う
に
本
稿
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
商
品
所
有
者
た
ち
の
貨
幣
物
神
に
基
づ
い
て
貫
徹
さ
れ
る
売
買
と
い
う
 
 

意
志
行
為
を
と
う
し
て
、
商
品
が
生
活
手
段
と
し
て
の
直
接
社
会
的
有
用
連
関
か
ら
切
断
さ
れ
、
ま
た
人
間
も
商
品
所
有
者
と
し
て
人
的
 
 

依
存
関
係
か
ら
解
放
さ
れ
、
双
方
ア
ト
ム
化
さ
れ
る
。
こ
こ
に
ア
ト
ム
化
さ
れ
た
商
品
と
商
品
所
有
者
と
の
関
係
に
基
づ
い
て
、
私
的
所
 
 

有
が
人
格
に
よ
る
商
品
に
対
す
る
排
他
的
支
配
権
と
し
て
成
立
し
、
商
品
所
有
者
は
権
利
主
体
も
L
く
は
法
的
主
体
と
し
て
存
立
す
る
こ
 
 

と
に
な
る
の
で
・
あ
る
。
故
に
私
的
所
有
が
成
立
す
る
場
は
、
貨
幣
物
神
を
根
拠
に
「
交
換
」
が
販
売
と
購
買
に
分
離
す
る
市
場
構
造
に
求
 
 

餉
 
 

め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
 

d
q
 
■
択
Y
 
 
 

そ
こ
で
価
値
形
態
蘭
の
展
開
は
、
既
に
清
水
、
青
木
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
人
か
ら
物
・
へ
」
と
い
う
展
開
に
な
る
で
 
 

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
商
品
を
所
持
し
な
が
ら
最
大
限
残
る
人
間
の
具
体
的
・
能
動
的
意
志
行
為
が
「
交
換
の
形
式
」
を
お
い
求
め
る
過
程
 
 

で
、
い
か
に
そ
れ
が
消
去
さ
れ
、
物
象
の
あ
り
方
に
規
定
さ
れ
た
抽
象
的
・
普
遍
的
意
志
行
為
に
転
変
し
て
い
く
か
、
そ
れ
を
追
跡
す
る
 
 

も
の
と
な
ろ
う
。
 
 
 

そ
の
前
に
、
解
決
す
べ
き
課
題
が
あ
る
。
私
的
所
有
は
市
場
に
お
い
て
成
立
す
る
と
結
論
づ
け
た
。
し
た
が
っ
て
、
商
品
所
有
者
ほ
 
 

d
可
 
か
h
Y
 
 

「
市
場
聴
造
を
静
態
と
し
て
つ
む
ぎ
だ
」
さ
れ
た
貨
幣
形
態
に
お
い
て
は
じ
め
て
措
定
さ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
端
緒
か
ら
商
品
所
 
 

有
は
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
第
一
の
課
題
は
、
価
格
形
態
か
ら
い
か
な
る
抽
象
手
続
を
踏
み
、
端
緒
に
い
か
な
 
 

る
抽
象
的
規
定
性
を
も
っ
て
、
・
い
か
に
商
品
所
有
者
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
か
か
る
問
鴇
の
解
明
に
据
え
ら
れ
な
け
れ
ば
 
 

な
ら
な
い
。
 
 

納
 
所
有
権
の
直
接
的
な
端
初
を
「
外
界
的
白
熱
に
対
す
る
支
配
」
に
置
き
、
所
有
権
を
「
生
産
関
係
の
基
礎
的
な
構
造
の
一
つ
の
側
面
」
と
し
て
 
 

扱
え
る
川
島
武
宜
の
見
解
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
見
解
ほ
対
極
上
に
位
置
し
て
い
る
。
 
 

鱒
 
イ
ェ
・
ベ
・
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
『
法
の
一
般
理
翰
と
マ
ル
ク
ス
主
轟
』
（
稲
子
恒
夫
訳
、
日
本
評
諭
社
、
一
九
五
八
年
）
 
〓
六
貢
。
以
下
、
 
 

私
的
所
有
と
そ
の
成
立
場
 
 
 



、
q
7
 
 

′
暫
 
 

租  餌串専宙4¢章毎弓  租¢㊥餉  

七
六
 
 

同
書
か
ら
の
引
用
ほ
引
用
直
後
に
（
パ
、
二
六
頁
）
と
略
記
す
る
。
 
 

山
中
康
雄
『
市
民
社
会
と
民
法
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九
四
年
）
九
二
貢
。
 
 

前
稿
、
三
九
～
四
〇
頁
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 

加
古
祐
二
郎
『
近
代
法
の
基
礎
構
造
』
（
恒
藤
恭
、
沼
田
稲
次
郎
稀
、
日
本
評
論
社
、
一
九
六
四
年
）
九
〇
貫
。
以
下
、
同
番
か
ら
の
引
用
は
 
 

引
用
直
後
に
（
加
古
、
九
〇
京
）
と
略
記
す
る
。
 
 

森
英
樹
「
加
古
祐
二
郎
の
法
理
翰
に
つ
い
て
」
（
『
法
律
時
報
』
四
一
－
二
、
一
九
六
五
年
）
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 

宇
野
弘
蔵
『
経
済
原
論
』
（
岩
波
全
書
。
一
九
六
四
年
）
 
二
八
頁
。
 
 

前
掲
拙
稿
「
価
値
形
態
と
交
換
過
程
」
五
二
～
五
四
京
な
ら
び
に
前
璃
五
一
貫
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 

浅
見
克
彦
「
所
有
諭
に
お
け
る
ホ
ッ
プ
ス
と
ロ
ッ
ク
」
（
『
人
間
社
会
の
論
理
』
、
菅
弓
社
、
一
九
八
五
年
、
所
収
）
五
八
頁
。
 
 

K
a
r
－
M
a
H
回
“
欝
O
n
O
m
i
胃
首
邑
O
S
O
音
胃
b
e
許
n
宏
k
r
i
p
t
e
－
M
E
G
A
・
L
－
N
｝
S
・
日
伊
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
（
岩
波
文
庫
）
一
七
 
 

九
貫
。
 
 

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
産
業
資
本
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
て
い
る
全
面
的
商
品
流
通
か
ら
産
業
資
本
を
捨
象
し
て
与
え
ら
れ
た
市
場
構
造
を
考
え
て
 
 

い
る
。
先
に
加
古
の
尋
1
G
－
索
、
の
措
定
方
法
を
評
価
し
た
所
以
で
あ
る
。
私
的
所
有
は
「
社
会
の
物
質
的
な
質
量
編
成
が
す
べ
て
あ
ま
ね
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

く
売
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
買
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
」
 
（
石
井
英
郎
「
商
品
経
済
と
私
有
性
に
つ
い
 
 

て
」
、
『
思
想
』
一
九
六
四
年
十
一
月
号
、
五
六
貢
）
場
に
お
い
て
ほ
じ
め
て
成
立
す
る
。
そ
し
て
そ
の
絶
対
的
基
礎
は
こ
れ
を
可
能
転
す
る
労
 
 

働
力
の
商
品
化
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
石
井
や
青
木
孝
平
（
『
資
本
論
と
法
原
理
』
、
第
一
章
、
諭
創
社
、
一
九
八
四
年
）
の
よ
う
に
私
 
 

的
所
有
の
成
立
を
労
働
力
の
商
品
化
に
求
め
る
の
ほ
い
き
す
ぎ
で
あ
る
。
私
的
所
有
は
労
働
力
の
商
品
化
に
そ
の
絶
対
的
基
礎
を
置
き
な
が
 
 

ら
、
あ
く
ま
で
市
場
と
い
ぅ
場
に
お
い
て
成
立
す
る
。
こ
の
点
を
凝
視
す
れ
ば
、
本
稿
で
示
し
た
私
的
所
有
成
立
に
占
め
る
貨
幣
物
神
の
意
味
 
 

が
形
骸
化
さ
れ
る
と
同
時
に
、
私
的
所
有
の
法
的
イ
デ
オ
P
ギ
一
位
が
等
閑
に
ふ
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
 
 

清
水
正
徳
『
人
間
疎
外
諭
』
（
紀
伊
図
書
店
、
一
九
七
一
年
）
な
ら
び
に
青
木
前
掲
番
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 

前
掲
拙
稿
「
価
値
形
態
と
交
換
過
程
」
五
五
貫
。
 
 

（
つ
づ
く
）
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