
エ
ド
ワ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
　
、

●

　
ノ

ル
ト
マ
ン
と
二
ー
チ
ェ

菅
　
野

孝
彦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
↓

　
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
二
ー
チ
ェ
の
後
期
思
想
に
お
け
る
思
想
的
特
質

を
探
る
に
あ
た
っ
て
、
『
力
へ
の
意
志
』
の
著
作
が
テ
キ
ス
ト
と
し
て
適

切
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
私
は
、
グ
ロ
ー
ス
オ

ク
タ
ー
フ
版
一
9
8
ω
o
ζ
ミ
曽
ω
⑰
。
き
①
）
『
カ
ヘ
の
意
志
』
所
収
の
断
片
と
、

そ
れ
に
対
応
す
る
グ
ロ
イ
タ
ー
版
一
季
旨
ω
ぼ
0
8
§
訂
易
町
。
き
①
）
に
お
け

る
断
片
と
の
異
同
を
比
較
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
彼
の
後
期
思
想

を
研
究
す
る
た
め
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
『
力
へ
の
意
志
』
を
認
め
る
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
）

ち
ゅ
う
ち
ょ
せ
ざ
る
を
得
な
い
幾
っ
か
の
問
題
点
が
生
じ
た
。
そ
れ
ら
の

問
題
点
の
一
つ
が
、
エ
ド
ワ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ト
マ
ン
に
対
す
る

二
ー
チ
ェ
の
言
及
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
力
へ
の
意
志
』

で
は
ハ
ル
ト
マ
ン
に
対
す
る
言
及
が
、
第
七
八
九
断
片
の
み
に
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、
グ
ロ
イ
タ
ー
版
に
基
づ
い
て
『
カ
ヘ
の
意
志
』
に
対
応
す

る
断
片
を
調
べ
る
と
、
そ
の
ほ
か
に
も
三
つ
の
断
片
が
、
本
来
ハ
ル
ト
マ

ン
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
三
つ

の
断
片
に
お
い
て
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
ヘ
の
二
ー
チ
ェ
の
言
及
が
、
『
カ
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
〕

の
意
志
』
の
編
者
に
よ
っ
て
「
削
除
」
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

『
カ
ヘ
の
意
志
』
で
唯
一
ハ
ル
ト
マ
ン
に
言
及
し
て
い
る
第
七
八
九
断
片

　
　
　
　
　
　
　
一
4
〕

に
関
し
て
も
、
「
移
動
」
と
い
う
形
で
、
変
更
が
施
さ
れ
て
い
石
。

　
そ
こ
で
本
稿
は
、
ま
ず
第
一
に
、
ハ
ル
ト
マ
ン
に
対
す
る
二
ー
チ
ェ
の

言
及
に
関
し
て
、
『
力
へ
の
意
志
』
お
い
て
異
同
の
伴
。
っ
て
い
る
個
所
を

明
ら
か
に
し
、
そ
の
本
来
の
形
（
グ
ロ
イ
タ
ー
版
で
の
対
応
す
る
断
片
）
を

提
示
す
る
。
次
い
で
、
こ
う
し
た
資
料
的
確
認
に
基
づ
い
て
、
ハ
ル
ト
マ

ン
に
対
す
る
二
ー
チ
ェ
の
言
及
が
、
ど
の
よ
う
に
為
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
が
、

二
ー
チ
ェ
の
思
想
展
開
に
お
い
て
如
何
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
を
考
察
す

｛
5
〕

る
。
以
上
の
二
点
が
本
稿
の
課
題
と
な
る
が
、
そ
れ
ら
の
考
察
の
前
に
、

ハ
ル
ト
マ
ン
の
哲
学
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
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エ
ド
ワ
ル
ト
・
フ
オ
ン
・
ハ
ル
ト
マ
ン
に
つ
い
て

　
エ
ド
ワ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ト
マ
ン
一
一
八
四
二
～
一
九
〇
六
年
）

は
、
ま
さ
し
く
二
ー
チ
ェ
の
同
時
代
人
と
い
え
る
。
彼
は
、
大
学
に
お
い

て
教
鞭
を
と
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
『
無
意
識
者
の
哲
学
』
（
一
八
六
九

年
）
『
道
徳
意
識
の
現
象
学
』
（
一
八
七
九
年
）
『
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
歴
史
と
基

礎
づ
け
』
（
一
八
八
○
年
一
『
宗
教
哲
学
』
（
一
八
八
一
～
八
二
年
）
等
の
著

作
を
著
し
た
。
特
に
、
『
無
意
識
者
の
哲
学
』
に
よ
っ
て
、
彼
の
名
は
、

一
躍
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
哲
学
は
、
一
九
世
紀
哲
学
思
想

の
流
れ
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
ハ
ル
ト
マ
ン

の
「
無
意
識
者
」
（
註
ω
仁
き
署
易
箒
）
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
白
然
哲
学
以

来
自
ら
の
哲
学
的
核
心
と
み
な
す
無
意
識
の
概
念
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ

し
て
ハ
ル
ト
マ
ン
は
、
こ
の
「
無
意
識
者
」
の
概
念
の
中
に
、
へ
ー
ゲ
ル

の
理
性
哲
学
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ゥ
ア
ー
の
意
志
哲
学
の
総
合
を
試
み
た
と

い
え
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
「
無
意
識
者
」
は
、
深
層
心
理
学
的
な
無
意

識
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
絶
対
者
・
超
越
的
な

　
　
　
　
　
一
6
〕

存
在
者
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
世
紀
中
葉
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
産
み

出
さ
れ
た
体
系
哲
学
に
対
し
て
唱
え
ら
れ
る
様
々
な
異
議
の
も
と
、
ハ
ル

ト
マ
ン
は
、
い
わ
ば
こ
う
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
無
意
識
者
」
1
を
根
底

と
す
る
哲
学
体
系
の
樹
立
を
企
図
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
の

哲
学
に
対
し
て
、
二
ー
チ
ェ
は
批
判
を
行
う
の
で
あ
る
が
、
ハ
ル
ト
マ
ン

哲
学
の
全
貌
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
の

で
、
こ
こ
で
は
ハ
ル
ト
マ
ン
哲
学
に
お
け
る
「
幻
想
（
昌
冨
5
目
）
の
三
段

階
説
」
、
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
「
世
界
過
程
（
幸
①
冨
『
富
8
ω
一
説
」
に
つ

い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
「
幻
想
の
三
段
階
説
」
は
、
人
間
の
幸
福

（
9
烏
鼻
）
と
幻
想
の
関
係
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
「
幻
想
の
第
一
段
階
」

は
、
「
古
代
－
幼
年
期
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
幸
福
が
、
現
在
の
世
界
の

発
展
段
階
に
お
い
て
到
達
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
個
人
に
と
っ
て
そ
れ
は
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
7
〕

岸
に
お
い
て
到
達
さ
れ
る
、
と
い
う
幻
想
が
支
配
的
と
な
る
。
「
幻
想
の

第
二
段
階
」
は
、
「
中
世
－
青
年
期
」
で
あ
り
、
幸
福
は
個
人
に
と
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
呂
一

死
後
の
超
越
的
生
に
お
い
て
到
達
さ
れ
う
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に

「
近
代
－
壮
年
期
」
で
あ
る
「
幻
想
の
第
三
段
階
」
で
は
幸
福
が
世
界
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

程
の
未
来
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
「
幻
想
の
三
段
階
説
」
は
、

第
一
段
階
が
、
此
岸
へ
の
絶
望
－
古
代
の
悲
劇
的
世
界
、
第
二
段
階
は
、

彼
岸
へ
の
絶
望
－
キ
リ
ス
ト
教
世
界
、
そ
し
て
第
三
段
階
が
、
幸
福
へ
の

絶
対
的
諦
念
ー
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ァ
i
的
世
界
観
と
い
え
よ
う
。
ハ
ル
ト

マ
ン
は
、
実
践
哲
学
の
理
念
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
ペ
シ
ミ
ズ
ム
的
状
況
を

克
服
し
よ
う
と
す
る
。
彼
は
、
次
の
よ
う
に
語
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
無

意
識
の
哲
学
が
実
践
哲
学
の
基
底
を
形
成
す
る
唯
一
の
原
理
を
獲
得
す
る

点
に
到
達
す
る
。
幻
想
の
第
一
段
階
に
関
す
る
真
理
は
、
現
前
す
る
此
岸

に
対
す
る
絶
望
で
あ
り
、
幻
想
の
第
二
段
階
に
関
す
る
真
理
は
、
彼
岸
に

対
す
る
絶
望
で
あ
る
。
そ
し
て
幻
想
の
第
三
段
階
に
関
す
る
真
理
は
、
積

極
的
な
幸
福
に
対
す
る
絶
対
的
諦
念
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
立
場
は
、
み

な
た
ん
に
消
極
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
実
践
哲
学
と
生
は
積
極
的
立
場
を

必
要
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
世
界
過
程
の
目
標
、
普
遍
的
世
界
救
済

の
た
め
に
世
界
過
程
の
人
格
に
対
す
る
完
全
な
帰
依
で
あ
る
一
も
は
や
、

幻
想
の
第
三
段
階
に
お
け
る
よ
う
に
、
世
界
過
程
の
あ
り
方
に
お
い
て
、

積
極
的
に
幸
福
に
与
る
こ
と
を
希
望
す
る
の
で
は
な
い
）
。
型
言
す
れ
ば
、
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実
践
哲
学
の
原
理
は
無
意
識
者
の
目
的
を
自
ら
の
意
識
の
目
的
と
な
す
こ

　
　
　
面
）

と
に
あ
る
。
L
す
な
わ
ち
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
哲
学
は
、
「
幻
想
の
三
段
階
」

に
お
け
る
生
へ
の
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
態
度
ば
か
り
で
な
く
、
「
幻
想

の
第
一
段
階
」
的
な
生
へ
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
を
も
、
世
界
過
程
に
対
す

る
完
全
な
帰
依
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ハ
ル
ト
マ

ン
哲
学
の
特
質
、
特
に
二
ー
チ
ェ
に
よ
る
ハ
ル
ト
マ
ン
ヘ
の
言
及
に
関
違

す
る
そ
の
特
質
は
、
以
上
で
あ
る
。

二
　
『
カ
ヘ
の
意
志
』

に
お
け
る
ハ
ル
ト
マ
ン
批
判
の
整
理

　
次
に
、
本
稿
の
主
題
の
一
つ
で
あ
る
、
グ
ロ
ー
ス
オ
ク
タ
ー
フ
版
『
カ

ベ
の
意
志
』
に
お
け
る
二
－
チ
ェ
の
ハ
ル
ト
マ
ン
に
対
す
る
言
及
を
考
察

す
る
。
グ
ロ
ー
ス
オ
ク
タ
ー
フ
版
『
カ
ヘ
の
意
志
』
で
は
、
第
七
八
九
断

片
の
み
が
ハ
ル
ト
マ
ン
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
グ
ロ
イ
タ
ー
版
と
比
し
そ
こ
に
は
若
干
の
異
同
が
見
ら
れ

る
。
そ
こ
で
、
『
力
へ
の
意
志
』
第
七
八
九
断
片
に
対
応
す
る
グ
ロ
イ
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
行
）

版
の
断
片
N
冒
o
①
］
（
曽
）
に
基
づ
い
て
、
そ
の
異
同
を
指
摘
す
る
。
「
わ
れ

わ
れ
解
放
さ
れ
た
精
神
が
、
感
じ
る
よ
う
に
な
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
わ

れ
わ
れ
は
目
的
の
体
系
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
感
じ
を
も
つ

な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
ど
れ
だ
け
の
自
由
の
感
情
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

同
様
に
、
報
い
と
刑
罰
と
い
う
概
念
は
、
生
存
の
本
質
に
基
づ
い
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
感
情
を
も
っ
な
ら
ば
、
ま
た
、
善
行
も
悪
行
も
、

善
や
悪
と
呼
ば
れ
る
の
は
そ
れ
自
身
か
ら
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
人
聞
の

共
同
体
の
自
己
保
存
の
傾
向
で
あ
る
遠
近
法
に
よ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を

感
じ
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
、
快
と
苦
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
総
計
が
決

し
て
宇
宙
的
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
形
而
上
学
的

な
意
義
な
ど
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
感
じ
る
な
ら
ば
、
そ
こ

に
は
ど
れ
ほ
ど
の
感
情
が
あ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
1
も
し
こ
の
ペ

シ
ミ
ズ
ム
が
、
ベ
ル
リ
ン
の
人
間
の
悪
い
冗
談
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
だ
が
、

生
存
そ
の
も
の
に
伴
う
快
・
不
快
を
秤
量
し
よ
う
と
試
み
る
あ
の
ペ
シ
ミ

ズ
ム
、
前
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
狭
隆
な
視
野
へ
と
意
図
的
に
自
己
を
幽
閉
す

る
あ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
、
時
代
遅
れ
の
退
行
で
あ
る
。
（
エ
ド
ワ
ル
ト
・

フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ト
マ
ン
）
L

　
こ
の
グ
ロ
イ
タ
ー
版
原
文
に
対
し
て
、
『
カ
ヘ
の
意
志
』
で
は
ま
ず

「
わ
れ
わ
れ
の
新
し
い
〈
自
由
〉
」
と
い
う
表
題
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
「
エ
ド
ワ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ト
マ
ン
」
の
語
が
移
動
さ
れ
、
「
生

存
そ
の
も
の
に
伴
う
快
と
不
快
を
秤
量
し
よ
う
と
試
み
る
あ
の
ペ
シ
ミ
ズ

ム
」
と
同
格
の
位
置
に
置
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
生
存
そ
の
も
の
に
伴
う

快
と
不
快
：
・
…
」
以
下
が
括
弧
に
入
れ
ら
れ
て
表
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
異
同
か
ら
の
み
で
結
論
づ
け
る
こ
と
は
、
早
計
に
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う

が
、
『
力
へ
の
意
志
』
の
編
者
が
、
敢
え
て
「
わ
れ
わ
れ
の
新
し
い
〈
自

由
〉
」
と
い
う
表
題
を
与
え
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ま
た
ペ
シ

ミ
ズ
ム
に
対
す
る
言
及
部
分
を
括
弧
に
入
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、
断
片
に
対
す
る
編
者
の
力
点
は
、
少
な
く
と
も
ハ
ル
ト
マ
ン
の
ペ

シ
ミ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
ペ
シ
ミ
ズ
ム
一
般
の
問
題
に
は
置
か
れ
て
い
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
次
に
、
本
来
な
さ
れ
て
い
る
ハ
ル
ト
マ
ン
の
言
及
が
『
カ
ヘ
の
意
志
』

で
は
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
例
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
そ
れ
ら
は
、
『
力
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へ
の
意
志
』
の
断
片
第
九
一
番
、
第
四
二
二
番
、
第
七
〇
一
番
の
三
片
で

あ
る
。
断
片
第
九
一
番
に
対
応
す
る
グ
ロ
イ
タ
ー
版
の
断
片
は
、
ω
①
［
亀
］

；
一
で
あ
る
。
「
ド
イ
ツ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
つ
い
て
　
－
暗
鐙
化
が
、
ペ

シ
ミ
ズ
ム
的
傾
向
が
、
啓
蒙
の
結
果
と
し
て
必
然
的
に
到
来
す
る
。
一
七

七
〇
年
頃
、
す
で
に
快
活
さ
の
減
少
が
み
ら
れ
た
。
婦
人
は
、
常
に
特
に

味
方
す
る
あ
の
女
の
本
能
で
、
不
道
徳
に
責
任
が
あ
る
と
考
え
た
。
ガ
リ

ア
ー
二
は
、
は
っ
き
り
と
い
っ
た
。
彼
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
詩
句
を
引

用
し
て
い
る
。
　
ー
と
こ
ろ
で
私
が
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や
1
彼
よ
り
深
い

人
間
で
あ
っ
た
ー
ガ
リ
ア
ー
二
よ
り
も
啓
蒙
に
先
ん
じ
て
い
る
と
す
れ

ば
、
私
は
暗
欝
化
に
お
い
て
き
わ
め
て
先
行
し
て
い
る
こ
と
も
当
然
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
私
は
、
一
種
の
遺
憾
の
意
を
こ
め
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ウ
ァ
ー
的
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
、
レ
オ
パ
ル
デ
ィ
的
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
も
つ
ド
イ

ツ
的
狭
隆
さ
と
非
一
貫
性
に
対
し
て
、
そ
の
最
も
原
理
的
な
形
式
を
探
し

求
め
た
（
ー
ア
ジ
ア
ー
一
。
私
は
エ
ド
ワ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ト
マ
ン
を

ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
先
の
先
ま
で
考
え
た
者
と
み
な
さ
な
い
。
彼
は
、
む
し
ろ

好
ま
し
い
作
家
等
々
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
（
私
の
『
悲
劇
の
誕

生
』
の
か
し
こ
か
ら
響
い
て
く
る
よ
う
な
）
〈
神
も
道
徳
も
な
し
に
〉
一
人

で
生
き
る
と
い
う
、
極
端
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
耐
え
る
た
め
に
は
、
私
は
、

そ
れ
と
正
反
対
の
も
の
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
人
間
だ
け
が

笑
う
の
か
を
最
も
よ
く
知
っ
て
い
る
の
は
私
で
あ
ろ
う
。
人
間
だ
け
が
、

笑
い
を
作
り
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
に
深
く
苦
し
む
の
で
あ
る
。
こ
の
不

幸
で
憂
鐙
な
動
物
こ
そ
が
、
、
当
然
最
も
快
活
な
動
物
な
の
で
あ
る
。
」

　
『
力
へ
の
意
志
』
で
は
、
第
一
に
こ
の
断
片
の
表
題
で
あ
る
「
ド
イ
ツ

の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
つ
い
て
」
が
、
削
除
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
『
力
へ

の
意
志
』
で
は
「
彼
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
詩
句
を
引
用
し
て
い
る
。
」
の

後
に
ヴ
ォ
ル
テ
ー
一
ル
の
詩
句
と
し
て
、
「
陽
気
な
怪
物
は
、
退
屈
な
感
傷

家
よ
り
も
ま
し
」
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
異
同
の
第
三
は
、
『
力
へ
の
意

志
』
の
編
者
が
、
。
「
私
は
エ
ド
ワ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ト
マ
ン
を
ペ
シ

ミ
ズ
ム
を
先
の
先
ま
で
考
え
た
者
と
み
な
さ
な
い
。
彼
は
、
む
し
ろ
好
ま

し
い
作
家
等
々
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
と
い
う
ハ
ル
ト
マ
ン
ヘ
の
二
ー

チ
ェ
の
言
及
を
削
除
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
『
力
へ
の
意
志
』
に
お
け
る

同
様
な
削
除
の
例
を
他
の
二
片
の
中
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
力
へ
の
意
志
』
第
四
二
二
断
片
に
は
、
グ
ロ
イ
タ
ー
版
σ
ω
㎝
［
宣
］
一
≦
）

が
対
応
す
る
。
「
哲
学
者
に
関
す
る
迷
信
、
科
学
的
な
人
問
の
取
り
違
え
。

価
値
と
い
う
も
の
が
、
事
物
の
中
に
潜
み
、
そ
れ
を
確
認
す
れ
ば
い
い
か

の
よ
う
で
あ
る
。
ど
れ
ほ
ど
彼
ら
が
、
既
存
の
価
値
の
支
配
の
も
と
で
研

究
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
一
仮
象
、
肉
体
等
に
対
す
る
憎
悪
）
。
道
徳
に
関
し

て
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ァ
ー
（
功
利
主
義
に
対
す
る
潮
笑
）
結
局
こ
の
取

り
違
え
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
を
哲
学
と
み
な
す
ま
で
進
ん
で
い
く
。
今

や
科
学
的
人
間
が
支
配
す
る
。
テ
ー
ヌ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
人
も
、
価
値

の
尺
度
を
持
つ
こ
と
な
く
探
求
し
、
あ
る
い
は
探
求
し
た
い
と
思
っ
て
い

る
。
事
実
へ
の
屈
服
が
、
一
種
の
礼
拝
と
な
る
。
実
際
、
彼
ら
は
、
現
存

す
る
価
値
評
価
を
絶
滅
さ
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
誤
解
の
説
明
。
命
令
者

は
、
稀
で
あ
り
、
自
ら
を
誤
解
す
る
。
人
々
は
権
威
を
拒
否
し
、
状
況
の

内
に
自
ら
を
置
こ
う
と
す
る
。
ー
ド
イ
ツ
で
は
、
批
判
者
の
評
価
は
覚
醒

し
た
男
性
的
な
も
の
の
歴
史
に
属
し
て
い
る
。
レ
ッ
シ
ン
グ
そ
の
他
一
ゲ
ー

テ
に
関
す
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
）
。
実
際
に
は
こ
の
運
動
は
、
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン

主
義
に
よ
っ
て
再
び
後
退
し
た
。
そ
し
て
、
あ
た
か
も
ロ
マ
ン
派
に
よ
っ
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て
懐
疑
の
危
険
が
取
り
除
か
れ
、
信
仰
が
証
明
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
、
ド

イ
ツ
哲
学
の
名
声
が
、
ロ
マ
ン
派
に
負
う
の
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い

て
二
つ
の
傾
向
が
頂
点
に
達
す
る
。
基
本
的
に
へ
ー
ゲ
ル
は
、
ド
イ
ツ
的

批
判
主
義
の
事
実
と
、
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
主
義
の
事
実
と
を
普
遍
化
し
た
の

で
あ
る
。
1
一
種
の
弁
証
法
的
宿
命
論
だ
が
、
精
神
を
讃
え
つ
つ
、
実
際

に
は
哲
学
者
の
現
実
へ
の
屈
服
を
伴
っ
て
。
－
批
判
者
は
、
準
備
す
る
の

み
で
、
そ
れ
以
上
で
は
な
い
。
相
変
わ
ら
ず
幸
福
主
義
の
支
配
の
も
と
で

だ
が
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ァ
ー
と
と
も
に
、
問
題
は
価
値
の
決
定
に
あ
る

と
い
う
哲
学
者
の
課
題
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
一
ハ
ル
ト
マ
ン
ヘ
の
潮

笑
一
。
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
理
想
。
L

　
『
力
へ
の
意
志
』
で
は
、
ω
㎝
［
忘
］
一
≦
一
の
末
尾
に
あ
る
「
ハ
ル
ト
マ
ン

ヘ
の
潮
笑
」
の
語
が
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、

削
除
部
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
幸
福
主
義
一
冒
3
竃
o
實
一
旨
易
）
や
そ
の

後
に
続
く
ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
、
ハ
ル
ト
マ
ン
と
の
結
び
付
き
が
隠
さ
れ
て
し

ま
う
。

　
本
来
、
二
ー
チ
ェ
の
ハ
ル
ト
マ
ン
に
対
す
至
言
及
と
な
る
『
カ
ヘ
の
意

志
』
第
七
〇
一
断
片
に
は
、
グ
ロ
イ
タ
ー
版
H
H
［
實
］
一
自
が
対
応
し
て
い

る
。
「
〈
不
快
の
総
計
は
、
快
の
総
計
を
凌
い
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
世

界
は
、
存
在
す
る
よ
り
も
存
在
し
な
い
ほ
う
が
い
い
。
V
〈
世
界
は
、
合
理

的
に
は
存
在
し
な
い
は
ず
の
何
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
世
界
は
、
感
覚

の
主
体
に
と
っ
て
は
快
よ
り
も
不
快
を
引
き
起
こ
す
か
ら
で
あ
る
。
〉
こ

う
し
た
饒
舌
が
、
今
日
ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
。
快
と
不
快
は
、
副
次

的
で
あ
っ
て
原
因
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
る
支
配
的
価
値
か
ら
導
出
さ

れ
る
に
す
ぎ
な
い
第
二
級
の
価
値
判
断
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
感
情
の
形

式
に
よ
っ
て
語
る
〈
有
用
〉
〈
有
害
〉
で
あ
り
、
徹
底
的
に
つ
か
の
ま
の

従
属
的
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
全
て
の
く
有
用
V
〈
有
害
〉
に
お

い
て
は
、
相
変
わ
ら
ず
非
常
に
多
く
の
何
の
た
め
に
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
感
受
性
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
軽
蔑

す
る
。
こ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
、
そ
れ
自
体
生
が
貧
困
化
し
て
い
る
徴
侯
で

あ
る
。
私
は
ハ
ル
ト
マ
ン
の
よ
う
な
痩
せ
た
猿
が
く
哲
学
的
ペ
シ
ミ
ズ

ム
V
に
つ
い
て
語
る
の
を
け
っ
し
て
許
さ
な
い
。
L

　
『
力
へ
の
意
志
』
で
は
、
こ
の
H
H
［
雪
］
一
≦
一
断
片
か
ら
、
末
尾
に
あ
る
、

ハ
ル
ト
マ
ン
ヘ
の
批
判
「
私
は
ハ
ル
ト
マ
ン
の
よ
う
な
痩
せ
た
猿
が
く
哲

学
的
ペ
シ
ミ
ズ
ム
V
に
つ
い
て
語
る
の
を
け
っ
し
て
許
さ
な
い
。
」
が
、

削
除
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
指
摘
に
よ
っ
て
、
二
ー
チ
ェ
と
ハ
ル
ト
マ
ン

と
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
『
カ
ヘ
の
意
志
』
の
著
作
に
基
、
づ

い
て
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
そ
こ
で
、

次
に
、
本
稿
の
第
二
の
主
題
で
あ
る
、
ハ
ル
ト
マ
ン
ヘ
の
二
ー
チ
ェ
の
言

及
と
二
ー
チ
ェ
自
身
の
思
想
展
開
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ

う
。

三
　
ハ
ル
ト
マ
ン
に
対
す
る
二
ー
チ
ェ
の
言
及

　
二
ー
チ
ェ
に
よ
る
ハ
ル
ト
マ
ン
ヘ
の
言
及
は
、
け
っ
し
て
数
多
く
な
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
ハ
ル
ト
マ
ン
に
対
す
る
二
ー
チ
ェ
の
言
及
に
お
い
て
ま

ず
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
『
反
時
代
的
考
察
』
「
第
二
編
生
に
対

す
る
歴
史
の
利
害
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
を
歴

史
主
義
の
急
先
鋒
と
み
な
す
二
ー
チ
ェ
の
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
、
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通
常
理
解
さ
れ
て
い
る
。
次
に
ハ
ル
ト
マ
ン
ヘ
の
言
及
が
み
ら
れ
る
の
は
、

『
悦
ば
し
き
知
識
』
「
第
五
書
わ
れ
ら
怖
れ
を
知
ら
ぬ
者
」
に
お
い
て
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
第
五
書
は
、
二
ー
チ
ェ
思
想
の
中
期
の
著
作
『
悦
ば
し

き
知
識
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
『
恭
劇
の
誕
生
』
に
「
自
己

批
判
の
試
み
」
を
、
『
人
問
的
な
、
あ
ま
り
に
人
間
的
な
』
に
は
新
し
い

序
文
を
付
け
、
版
を
改
め
て
い
た
時
期
一
八
八
六
年
に
書
き
上
げ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
二
ー
チ
ェ
後
期
に
属
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
他
の
著

作
で
は
、
『
善
悪
の
彼
岸
』
、
『
偶
像
の
黄
昏
』
に
ハ
ル
ト
マ
ン
に
対
す
る

言
及
が
み
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
も
ち
ろ
ん
先
の
『
力
へ
の
意

志
』
の
断
片
に
対
応
す
る
グ
ロ
イ
タ
ー
版
断
片
に
も
同
様
の
言
及
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
以
上
が
、
二
ー
チ
ェ
の
著
作
に
お
け
る
ハ
ル
ト
マ
ン
ヘ

の
言
及
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
『
反
時
代
的
考
察
』
「
第
二
編
生
に

対
す
る
歴
史
の
利
害
に
つ
い
て
」
一
一
八
七
四
年
一
か
ら
、
次
に
ハ
ル
ト
マ

ン
ヘ
の
言
及
が
み
ら
れ
る
『
善
悪
の
彼
岸
』
の
出
版
一
一
八
八
六
年
）
ま
で

は
、
ほ
ぼ
十
余
年
の
空
白
が
あ
る
。
こ
の
空
白
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、
ハ

ル
ト
マ
ン
に
対
す
る
二
ー
チ
ェ
の
言
及
は
変
化
を
蒙
る
の
で
あ
ろ
う
か
、

あ
る
い
は
ま
た
、
二
ー
チ
ェ
の
言
及
に
変
化
が
見
ら
れ
る
と
し
た
な
ら
ば
、

そ
こ
に
二
ー
チ
ェ
自
身
の
思
想
上
の
変
化
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
明
確
な
二
ー
チ
ェ
の
思
想
的
変
貌
を
捉
え
る
に
は

不
十
分
で
あ
ろ
う
が
、
以
下
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
考
察
を
進
め
た
い
。

H
『
反
時
代
的
考
察
』
、
「
第
二
編
生
に
対
す
る
歴
史
の
利
害
に
つ
い

　
　
　
て
」
に
お
い
て

二
ー
チ
ェ
に
よ
る
ハ
ル
ト
マ
ン
ヘ
の
言
及
は
、
こ
の
「
第
二
編
生
に
対

す
る
歴
史
の
利
害
に
つ
い
て
L
の
第
九
節
を
中
心
に
し
て
み
ら
れ
る
。
そ

こ
に
は
、
二
つ
の
点
か
ら
の
ハ
ル
ト
マ
ン
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
の
批
判
の
第
一
の
点
は
、
「
世
界
過
程
説
」
や
「
幻
想
の

三
段
階
説
」
に
み
ら
れ
る
一
種
の
発
展
史
観
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
2
）

ら
の
時
代
を
「
壮
年
期
」
と
呼
ぶ
ハ
ル
ト
マ
ン
に
対
し
、
「
卑
俗
さ
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
3
）

発
展
を
、
壮
年
期
へ
の
発
展
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
と
語
り
、
二
ー

チ
ェ
は
ハ
ル
ト
マ
ン
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
こ
で
二
ー
チ
ェ
は
、
ハ
ル
ト

マ
ン
の
「
幻
想
の
三
段
階
説
」
を
批
判
す
る
。
「
幻
想
」
と
は
、
未
知
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
4
〕

事
柄
に
つ
い
て
の
表
現
に
す
ぎ
な
い
、
と
語
り
つ
つ
、
「
わ
れ
わ
れ
の
説

は
、
意
識
は
よ
り
高
い
幻
想
に
よ
っ
て
の
み
、
促
進
さ
れ
発
展
す
る
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
は
、
（
例
え
ば
、

ギ
リ
シ
ア
人
と
比
較
す
る
な
ら
ば
）
き
わ
め
て
低
次
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
わ
れ
わ
れ
の
幻
想
そ
の
も
の
が
ギ
リ
シ
ア
人
の
幻
想
よ
り
も
低
次
に

　
　
　
　
一
1
5
）

あ
る
か
ら
。
」
と
続
け
る
。
「
幻
想
」
の
語
に
対
す
る
ハ
ル
ト
マ
ン
の
消

極
的
な
姿
勢
と
、
二
ー
チ
ェ
に
お
け
る
そ
れ
へ
の
積
極
的
な
意
味
づ
け
と

の
差
こ
そ
あ
れ
、
ま
た
「
幻
想
」
に
対
す
る
そ
の
相
違
こ
そ
が
重
要
な
の

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
「
自
ら
の
時
代
」
を
発
展
と
は
み
な
さ
な
い
二
ー

チ
ェ
の
視
点
を
如
実
に
見
る
こ
と
が
で
・
き
よ
う
。
と
は
い
え
、
こ
の
二
ー

チ
ェ
の
視
点
を
た
ん
に
ギ
リ
シ
ア
ヘ
の
回
■
帰
と
み
な
す
こ
と
も
早
急
で
あ

ろ
う
。
言
い
得
る
の
は
、
自
ら
の
時
代
・
現
在
を
歴
史
の
頂
点
と
考
え
る

発
展
史
観
へ
の
二
ー
チ
ェ
の
異
議
で
あ
る
。
二
ー
チ
ェ
は
、
こ
う
し
た
発

展
史
観
に
対
し
て
、
「
へ
ー
ゲ
ル
の
世
界
過
程
は
、
大
き
な
警
察
力
を
持
っ

た
プ
ロ
シ
ア
国
家
に
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
偽
装
さ
れ
た
神

学
で
あ
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
一
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
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始
め
や
終
わ
り
を
考
え
る
能
力
を
持
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
蝸
〕

し
た
発
展
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
こ
う
。
L
と
否
定
的
に
語
っ
て
い
る
。

ま
た
「
歴
史
を
青
年
期
・
壮
年
期
・
老
年
期
と
平
行
関
係
に
あ
る
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
η
）

考
え
に
反
対
す
る
。
こ
れ
に
は
、
一
片
の
真
理
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。
」

と
語
る
。
そ
し
て
、
自
ら
の
時
代
を
歴
史
の
頂
点
と
み
な
す
発
展
史
観
の

展
開
に
、
二
ー
チ
ェ
は
近
代
人
の
侶
傲
を
見
る
の
で
あ
る
。
「
近
代
人
は
、

世
界
過
程
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
頂
上
に
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
認
識
の
要
石

を
置
い
て
、
耳
を
そ
ば
立
て
て
い
る
周
囲
の
自
然
に
向
か
っ
て
こ
う
叫
ん

で
い
る
か
の
よ
う
だ
。
－
わ
れ
わ
れ
は
、
自
然
に
到
達
し
た
。
わ
れ
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
8
）

が
、
目
標
そ
の
も
の
で
あ
り
、
完
成
さ
れ
た
自
然
で
あ
る
。
」
自
然
を
支

配
し
よ
う
と
す
る
近
代
人
の
こ
う
し
た
侶
傲
は
、
歴
史
に
お
け
る
、
よ
り

正
確
に
は
歴
史
哲
学
に
お
け
る
歴
史
の
制
御
の
試
み
と
な
る
。
「
無
制
限

の
歴
史
感
覚
を
制
御
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
確
か
に
、
実
際
あ
る
種

の
制
御
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
必
要
で
な
い
も
の
、
す

な
わ
ち
至
る
と
こ
ろ
に
自
已
を
求
め
そ
し
て
こ
れ
を
発
見
す
る
と
信
じ
、

歴
史
を
自
分
の
寸
法
に
合
わ
せ
て
卑
小
化
す
る
と
こ
ろ
の
無
味
乾
燥
で
画

一
化
し
た
時
代
精
神
に
よ
る
制
御
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
卑
小
化
が
、
キ

ケ
ロ
（
モ
ム
ゼ
ン
に
よ
る
）
、
セ
ネ
カ
（
ハ
ウ
ス
ラ
ー
ト
に
よ
る
）
、
ル
タ
ー

（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
協
会
に
よ
る
）
等
に
み
ら
れ
る
。
別
の
仕
方
で
歴
史
を

制
御
し
打
の
め
す
の
が
、
へ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
、
歴
史

的
発
展
の
最
高
最
終
の
段
階
に
立
っ
て
い
る
と
信
じ
、
自
分
こ
そ
時
代
を

秩
序
づ
け
る
精
神
で
あ
り
、
一
切
の
過
去
を
所
有
し
て
い
る
と
感
じ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
現
在
を
最
高
の
も
の
と
把
握
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
、

す
べ
て
現
在
を
荒
廃
さ
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
の
も
つ
規
範
と
し
て
の

意
義
を
否
定
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
の
最
も
恐
る
べ
き
定
式
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
）

ハ
ル
ト
マ
ン
の
い
う
世
界
過
程
へ
の
帰
依
で
あ
る
。
L

　
第
二
の
批
判
点
も
、
以
上
の
よ
う
な
発
展
史
観
に
立
つ
ハ
ル
ト
マ
ン
ヘ

の
批
判
と
、
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
二
ー
チ
ェ
は
、
生
の
無
味
乾
燥
性
・

画
一
化
・
現
在
の
荒
廃
の
哲
学
的
展
開
を
ハ
ル
ト
マ
ン
の
中
に
見
る
。

二
i
チ
ェ
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
次
の
よ
う
な
一
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。
「
生

へ
の
意
志
の
肯
定
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
唯
一
正
当
な
も
の
と
し
て
宣
言
さ

れ
る
。
け
だ
し
、
臆
病
な
個
人
的
諦
念
や
退
却
の
う
ち
に
で
は
な
く
、
生
．

及
び
生
の
苦
痛
に
対
す
る
完
全
な
帰
依
に
よ
っ
て
の
み
、
世
界
過
程
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

め
に
何
ら
か
の
寄
与
を
な
し
う
る
の
で
あ
る
。
」
　
ハ
ル
ト
マ
ン
の
哲
学

は
、
「
個
人
的
な
意
志
否
定
へ
の
努
力
は
、
自
殺
と
同
様
に
愚
か
な
こ
と

　
　
　
一
2
1
〕

で
あ
る
。
」
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
た
し
か
に
生
へ
の
意
志
を
肯
定
し

て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
二
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
「
倦
怠
（
里
邑
『
庄
睾
）

の
哲
学
」
に
他
な
ら
な
い
。
「
人
類
を
倦
怠
に
導
く
こ
と
が
、
ハ
ル
ト
マ

ン
の
目
的
で
あ
る
。
次
の
目
標
は
、
白
殺
、
し
か
も
多
く
の
人
間
に
よ
る

自
殺
で
あ
る
。
そ
し
て
世
界
は
、
転
倒
し
、
再
び
虚
無
の
海
に
沈
没
す
る
。

そ
れ
に
続
く
世
代
の
使
命
は
、
世
界
過
程
に
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

生
へ
の
意
志
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
倦
怠
を
導
入
す
る
こ
と
に
な

　
菱
一

る
。
」

　
ハ
ル
ト
マ
ン
哲
学
の
生
の
肯
定
は
、
二
ー
チ
ェ
の
生
の
肯
定
と
、
い
わ

ば
対
極
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
「
世
界
は
、
前
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
の
理
想
状
態
は
、
夢
想
し
て
い
る
だ
け
で
は
獲
得
さ
れ
な
い
。
闘
い
、

勝
ち
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
救
済
へ
の
道
、
人
を
あ
や
ま
ら
す

フ
ク
ロ
ウ
の
生
真
面
目
さ
か
ら
の
あ
の
救
済
の
道
は
、
晴
朗
さ
を
通
じ
て
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の
み
至
り
う
る
。
そ
れ
は
、
人
が
世
界
過
程
や
あ
る
い
は
人
類
の
歴
史
の

す
べ
て
の
構
想
を
賢
明
に
も
拒
む
時
代
、
も
は
や
大
衆
は
顧
み
ら
れ
ず
、

生
成
の
荒
涼
た
る
流
れ
の
上
に
橋
を
架
け
る
個
人
が
再
び
顧
み
ら
れ
る
時

代
と
な
ろ
う
。
生
成
を
越
え
た
共
同
作
業
を
許
す
歴
史
の
お
か
げ
で
、
個

人
は
、
過
程
な
ど
と
い
う
も
の
を
継
続
す
る
の
で
は
な
く
、
無
時
聞
的
・

　
　
　
　
　
　
　
　
冤
』

同
時
代
的
に
生
き
る
。
L

　
二
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
生
へ
の
意
志
の
肯
定
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
粛
）

「
堅
実
な
中
産
階
級
的
凡
庸
性
」
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
自
ら
の

没
落
を
も
辞
さ
な
い
強
い
意
志
の
表
れ
と
な
る
。
「
個
人
が
、
何
の
た
め

に
存
在
す
る
の
か
。
こ
れ
を
自
ら
問
う
て
み
よ
。
そ
し
て
、
他
の
誰
も
答

え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
自
ら
一
つ
の
目
的
を
、
目
標
を
、
一
つ
の

〈
そ
の
た
め
に
〉
を
、
一
つ
の
高
貴
な
〈
そ
の
た
め
に
〉
を
立
て
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
ら
の
生
存
の
意
味
を
い
わ
ば
後
天
的
に
正
当
化
す
る
よ
う

に
、
一
度
で
も
試
み
た
ま
え
。
そ
の
目
的
の
た
め
に
没
落
し
た
ま
え
、

1
偉
大
で
不
可
能
な
も
の
の
た
め
に
、
偉
大
な
魂
を
惜
し
ま
ず
に
没
落
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
肪
）

る
こ
と
以
上
に
す
ば
ら
し
い
生
の
目
的
を
知
ら
な
い
。
」
こ
の
こ
と
か
ら

明
ら
か
な
よ
う
に
、
二
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
生
存
の
意
味
を
与
え
る
の
は
自

分
自
身
で
あ
り
、
「
世
界
過
程
へ
の
人
格
の
完
全
な
帰
依
」
に
よ
っ
て
獲

得
さ
れ
は
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ハ
ル
ト
マ
ン
に
対
す
る
二
ー
チ
ニ
の
第

二
の
批
判
点
は
、
と
も
に
生
へ
の
意
志
を
肯
定
し
は
す
る
が
、
そ
の
肯
定

の
あ
り
方
の
根
本
的
な
相
違
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
○
二
ー
チ
ェ
思
想
後
期
お
け
る
ハ
ル
ト
マ
ン
ヘ
の
言
及

二
ー
チ
ェ
の
後
期
思
想
に
お
け
る
ハ
ル
ト
マ
ン
ヘ
の
言
及
は
、

『
力
へ

の
意
志
』
で
異
同
を
問
題
に
し
た
、
先
の
諸
断
片
に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
哲
学
を
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
哲
学
と
関
連
づ

け
て
い
る
点
で
あ
る
。
後
期
思
想
で
の
ハ
ル
ト
マ
ン
批
判
の
特
徴
は
、
明

白
に
自
覚
化
さ
れ
て
き
た
こ
の
観
点
に
基
づ
く
こ
と
に
あ
る
。
な
お
、
こ

の
観
点
は
、
、
本
稿
第
二
節
に
お
け
る
よ
う
な
グ
ロ
ー
ス
オ
ク
タ
ー
フ
版

『
力
へ
の
意
志
』
の
断
片
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
グ
ロ
イ
タ
ー
版
断
片
の

異
同
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
。
二
ー
チ
ェ
は
、

ω
㎝
［
忘
］
（
自
）
で
、
「
相
変
わ
ら
ず
幸
福
主
義
の
支
配
の
も
と
で
だ
が
、

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ァ
ー
と
と
も
に
、
問
題
は
価
値
の
決
定
に
あ
る
と
い
う

哲
学
者
の
課
題
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
（
ハ
ル
ト
マ
ン
ヘ
の
潮
笑
）
。
ペ

シ
ミ
ズ
ム
の
理
想
。
」
と
語
り
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ァ
ー
と
と
も
に
ハ
ル

ト
マ
ン
の
哲
学
を
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
問
題
圏
で
考
え
て
い
る
。
N
［
N
富
］
一
彗
）

で
は
、
「
生
存
そ
の
も
の
に
伴
う
快
・
不
快
を
秤
量
し
よ
う
と
試
み
る
あ

の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
、
前
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
狭
隆
な
視
野
へ
と
意
図
的
に
自
己

を
幽
閉
す
る
あ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
、
時
代
遅
れ
の
退
行
で
あ
る
。
」
と
、

ハ
ル
ト
マ
ン
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
痛
烈
に
批
判
す
る
。
さ
ら
に
、
二
ー
チ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
聾

は
、
「
世
界
は
、
存
在
す
る
よ
り
も
存
在
し
な
い
方
が
ま
し
だ
。
」
と
す

る
ハ
ル
ト
マ
ン
に
、
生
の
貧
困
化
へ
の
道
を
見
て
い
る
。
「
私
は
、
こ
の

よ
う
な
感
受
性
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
軽
蔑
す
る
。
こ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
、
そ

れ
自
体
生
が
貧
困
化
し
て
い
る
徴
候
で
あ
る
。
私
は
ハ
ル
ト
マ
ン
の
よ
う

な
痩
せ
た
猿
が
〈
哲
学
的
ペ
シ
ミ
ズ
ム
〉
に
つ
い
て
語
る
の
を
け
っ
し
て

許
さ
な
い
。
」

　
だ
が
、
後
期
思
想
に
お
け
る
ハ
ル
ト
マ
ン
批
判
に
お
い
て
は
、
ハ
ル
ト

マ
ン
ヘ
の
批
判
の
舌
鋒
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
に
は
二
ー
チ
ェ
自
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身
の
哲
学
が
ほ
の
め
い
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
窒
［
お
］
；
）
の
断
片

に
お
い
て
二
ー
チ
ェ
は
、
「
私
は
、
エ
ド
ワ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ト
マ

ン
を
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
先
の
先
ま
で
考
え
た
者
と
み
な
さ
な
い
。
」
と
語
る

が
、
そ
こ
に
二
ー
チ
ェ
自
身
の
哲
学
の
対
象
、
す
な
わ
ち
「
先
の
先
ま
で

考
え
ら
れ
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
の
問
題
が
浮
か
び
上
が
る
。
二
ー
チ
ェ
は
、

こ
れ
に
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。
「
（
私
の
『
悲
劇
の
誕
生
』
の
至
る
と

こ
ろ
か
ら
響
い
て
く
る
よ
う
な
）
〈
神
も
道
徳
も
な
し
に
〉
一
人
で
生
き

る
と
い
う
、
極
端
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
耐
え
る
た
め
に
は
、
私
は
、
そ
れ
と

正
反
対
の
も
の
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
」

　
こ
こ
で
二
ー
チ
ェ
は
、
い
み
じ
く
も
「
極
端
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
」

一
賀
幕
昌
賢
思
邑
邑
竃
易
）
の
語
を
あ
げ
て
い
る
が
、
神
も
道
徳
も
な
し

で
一
人
生
き
る
と
い
う
こ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
、
け
っ
し
て
ハ
ル
ト
マ
ン
的

な
「
世
界
過
程
へ
の
人
格
の
完
全
な
帰
依
」
に
よ
っ
て
は
、
解
決
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
。
二
ー
チ
ェ
自
身
自
ら
の
視
圏
下
に
お
い
て
す
で
に
捉
え
て

い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
間
題
と
し

て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
二
ー
チ
ェ
が
『
反
時
代
的
考
察
』
に
お
い

て
ふ
れ
た
、
「
虚
無
の
海
や
現
在
の
荒
廃
」
は
、
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
的
問
題
状
況
下
に
お
い
て
明
確
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
四
　
ま
と
め

　
以
上
、
ハ
ル
ト
マ
ン
に
対
す
る
二
i
チ
ェ
の
言
及
を
、
『
反
時
代
的
考

察
』
　
を
中
心
と
す
る
前
期
思
想
と
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
以
降
の
後

期
思
想
と
の
間
で
比
較
を
試
み
た
。
確
か
に
、
考
察
の
対
象
を
ハ
ル
ト
マ

ン
に
対
す
る
二
ー
チ
ェ
の
言
及
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
ー
チ
ェ
自
身

の
思
想
を
捉
え
る
に
は
不
十
分
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
前

期
思
想
に
見
出
し
た
ハ
ル
ト
マ
ン
批
判
が
、
後
期
思
想
に
お
い
て
は
、
ペ

シ
ミ
ズ
ム
の
問
題
と
し
て
二
ー
チ
ェ
自
身
の
視
圏
下
で
自
覚
化
さ
れ
、
捉

え
直
さ
れ
た
、
と
言
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。
特
に
、
そ
れ
は
、
前
期
思
想

に
お
い
て
示
し
た
ハ
ル
ト
マ
ン
批
判
の
第
二
の
点
に
つ
い
て
言
う
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
二
ー
チ
ェ
は
、
前
期
思
想
に
お
い
て
「
生
へ
の
意

志
の
肯
定
の
あ
り
方
」
の
相
違
を
批
判
し
た
が
、
後
期
思
想
に
お
い
て
は
、

ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
さ
ら
に
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
の
萌
．

芽
を
そ
こ
に
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
で
は
、
前
期
思
想
に
お
け
る
ハ
ル
ト
マ
ン
批
判
の
第
一
の
点
－
発
展
史

観
へ
の
批
判
は
、
後
期
思
想
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
後
期
思
想
の
中
に
ハ
ル
ト
マ
ン
ヘ
の
言

及
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン

ヘ
の
言
及
と
い
う
資
料
的
限
界
を
越
え
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な

ら
、
発
展
史
観
に
対
す
る
循
環
史
観
と
い
う
図
式
に
お
い
て
、
後
期
思
想

に
お
け
る
「
永
遠
回
帰
」
思
想
の
位
置
づ
け
が
明
確
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
前
期
思
想
に
お
け
る
発
展
史
観
批
判
が
、

後
期
思
想
に
お
け
る
「
永
遠
回
帰
」
思
想
の
提
示
と
し
て
白
覚
化
さ
れ
る

こ
と
は
、
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
こ
の

問
題
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
と
二
ー
チ
ェ
の
問
題
で
は
な
く
、
二
ー
チ
ェ
に
お

け
る
思
想
発
展
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
ハ
ル
ト
マ
ン
と
い
う
一
一
人
の
哲
学
者
に

対
す
る
二
ー
チ
ェ
の
批
判
を
考
察
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
批
判
は
、
は

た
し
て
ハ
ル
ト
マ
ン
個
人
の
固
有
性
に
対
す
る
批
判
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
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で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
同
時
代
の
哲
学
的
思
想
的
状
況
へ
の
二
ー
チ
ェ

の
批
判
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
批
判
は
、
歴
史
主
義
哲
学
よ
り

も
全
近
代
の
知
へ
の
、
ハ
ル
ト
マ
ン
個
人
よ
り
も
全
同
時
代
人
へ
の
批
判

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
註

　
本
稿
で
用
い
る
二
ー
チ
ェ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
峯
“
§
き
§
き
一
奉
一
－

迂
亀
“
“
Q
§
s
§
†
昌
篶
夷
s
｝
“
（
内
O
ミ
）
一
｝
『
ω
O
q
1
く
．
O
μ
o
『
血
目
｛
◎
O
o
＝
｛
■
目
O
竃
印
N
注
目
o

竃
o
昌
冨
｝
思
『
豪
H
塞
薫
．
で
あ
る
。
引
用
個
所
は
、
＞
g
巴
昌
①
・
と

霊
巨
を
そ
れ
ぞ
れ
ロ
ー
マ
数
字
と
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
表
し
、
そ
の
後
に

頁
数
を
示
す
。
な
お
引
用
文
中
の
強
調
文
字
は
、
原
文
に
お
け
る
ゲ
シ
ュ

ペ
ル
ト
の
部
分
を
示
し
て
い
る
。
［
］
は
、
引
用
者
の
補
足
で
あ
る
。

（
1
）
穴
．
－
o
⑦
ま
員
き
爵
ま
“
↑
ま
き
↑
患
ぎ
ミ
向
§
曾
§
｛
“
き
き
ミ
註

　
9
“
§
§
ω
㎝
｛
．
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
以
降
の
時
期
に
公
刊
さ
れ

　
た
著
作
、
及
び
遺
稿
群
に
見
出
さ
れ
る
思
想
で
あ
る
。

（
2
）
グ
ロ
ー
ス
オ
ク
タ
ー
フ
版
『
カ
ヘ
の
意
志
』
所
収
の
断
片
の
多
く

　
　
に
、
削
除
・
付
加
・
移
動
・
置
換
・
分
割
の
事
例
を
指
摘
す
る
こ
と

　
　
が
で
き
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
論
を
参
照
し
て
い

　
　
た
だ
き
た
い
。
「
『
力
へ
の
意
志
』
の
構
成
に
つ
い
て
H
」
『
倫
理
学
』

　
　
第
四
号
　
一
九
八
六
年
　
四
九
～
五
八
頁
。

（
3
）
「
削
除
」
と
は
、
グ
ロ
イ
タ
ー
版
の
断
片
に
み
ら
れ
る
言
葉
が
、
グ

　
　
ロ
ー
ス
オ
ク
タ
ー
フ
版
『
力
へ
の
意
志
』
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
こ

　
　
と
を
意
味
す
る
。

（
4
）
「
移
動
」
は
、
グ
ロ
イ
タ
ー
版
と
グ
ロ
ー
ス
オ
ク
タ
ー
フ
版
と
で
は
、

　
　
言
葉
の
う
え
で
変
化
は
な
い
が
、
そ
の
並
び
に
変
更
が
あ
る
こ
と
を

　
　
示
し
て
い
る
。

（
5
一
二
ー
チ
ェ
の
思
想
的
特
質
を
探
る
と
き
、
歴
史
上
実
在
す
る
人
物
に

　
対
す
る
彼
の
言
及
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
。

　
と
い
う
の
も
、
い
わ
ば
そ
の
言
及
を
鏡
と
し
て
二
ー
チ
ェ
自
身
の
思

　
想
展
開
の
一
端
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
参
照
拙
論
「
二
ー
チ
ェ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
」
『
筑
波
大
学
哲
学
・
思

　
想
論
叢
』
第
三
号
　
一
九
八
五
年
　
七
三
～
八
四
頁
。

一
6
一
く
σ
・
一
』
．
く
ー
震
ユ
§
昌
、
ミ
。
喜
ぎ
豪
S
ぎ
§
§
黒
・
ヨ
冨
。
。
N

　
望
1
H
ω
．
×
×
戸
ω
」
O
h
望
』
ω
1
昌
ω
’
ω
．
昌
ρ
ω
1
亀
胃

一
7
）
塁
P
ω
．
轟
㎝
1

（
8
）
里
P
ω
．
ω
串

一
9
）
望
P
ω
1
ω
賢

（
1
0
）
同
巨
－
ω
一
ε
串

（
ー
ユ
）
N
［
昌
①
］
（
自
）
の
標
記
は
、
グ
ロ
イ
タ
ー
版
第
八
巻
の
第
二
群
第
二
〇

　
　
六
番
目
の
断
片
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

（
1
2
）
穴
Ω
峯
．
目
■
ω
－
曽
o
o

（
1
3
）
N
㊤
［
㎝
N
］
（
目
）

（
1
4
）
同
巨
－

一
1
5
一
厚
P

（
1
6
）
N
Φ
［
㎝
呂
（
目
）

（
1
7
）
墨
［
ト
o
。
］
一
目
）
・
な
お
ハ
ル
ト
マ
ン
は
、
歴
史
を
幼
年
期
・
青
年
期
・
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壮
年
期
と
区
別
し
、
引
用
個
所
と
異
な
る
が
、
二
ー
チ
ェ
が
ハ
ル
ト

　
　
　
マ
ン
の
「
幻
想
の
三
段
階
説
」
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
は
い
う

　
　
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
1
8
）
内
O
老
．
目
－
ω
．
ω
o
⑩
1

（
”
）
N
㊤
［
㎝
H
］
（
目
）

（
2
0
）
｝
凹
『
け
昌
ρ
目
目
一
p
p
○
．
ω
．
杜
o
ω
．

（
肛
）
向
σ
p
ω
．
ω
㊤
㊤
．

（
朋
）
N
㊤
［
㎝
N
］
（
目
）

（
鵬
）
｝
凹
『
け
昌
｝
自
目
一
p
p
○
．
ω
一
ω
o
o
ρ

（
2
4
）
内
O
奉
－
目
H
ω
．
ω
H
㎝
．

（
妬
）
H
H
［
①
］
．
］
（
4
目
）

（
2
6
一
厚
α
1

（
か
ん
の
・
た
か
ひ
こ
　
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
一
思
想
研
究
科
在
学
中
一
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