
趣
味
判
断
の
範
倒
的
必
然
性
を
め
ぐ
っ
て

ー
!
カ
ン
ト
趣
味
論
の
一
側
面
ー
ー
ー

ー
カ
ン
ト
は
『
判
断
力
批
判
』
(
一
七
九
O
年
)
に
お
い
て
、
関
知

の
よ
う
に
、
美
し
い
も
の
を
判
定
す
る
趣
叫
判
断
を
四
つ
の
契
機
に
し
た

が
っ
て
分
析
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
賢
」
「
虫
」
「
関
係
」
「
様
相
」
の

各
契
機
に
応
じ
て
、
趣
味
刊
断
の
「
無
関
心
性
」
「
主
観
的
普
通
安
当
性
」

「
主
観
的
合
目
的
世
」
そ
し
て
「
主
観
的
必
然
性
」
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
は
、
趣
味
判
断
の
第
四
契
機
を
止
す
こ
の
特
殊
な
祖
矧

の
必
然
刊
を
、
「
範
例
的
」
(
買
∞
百
M
M

耳目
R
E
)
必
然
M
U
と
も
呼
ん
で
い
る
。

だ
が
、
「
範
例
的
必
然
性
」
と
は
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
「
範
倒
的
」
と

は
、
ど
う
い
う
事
態
を
さ
す
の
か
。
「
範
例
」
と
い
う
経
験
的
な
、
そ
の

意
味
で
偶
然
的
な
も
の
に
対
し
て
、
い
か
に
し
て
必
然
性
が
認
め
ら
れ
る

の
か
。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
範
例
的
必
然
性
の
意
味
と
射
程
を
見
定
め

る
こ
と
に
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
際
、
司
判
断
力
批
判
』
の
彼
に
出
版
さ
れ
た
「
人
倫

の
形
而
上
学
』
(
一
七
九
七
年
)
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
行
止
っ
て
い
る
「
範

例
」
(
何
百
ヨ
』
uE)
と
「
実
例
」
(
回
巴
品
定
}
と
の
区
別
を
揃
申
告
白
糸
と
し

て
、
そ
の
解
釈
を
行
な
う
こ
と
に
し
た
い
。
趣
味
判
断
に
お
い
て
は
、
範

例
と
し
て
の
側
而
と
、
実
例
と
し
て
の
側
而
が
と
も
に
合
ま
れ
て
お
り
、

千

葉

建

そ
の
絡
み
合
い
を
解
き
ほ
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
趣
昧
判
断
の
範
例
的
必

然
性
の
特
殊
性
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

範
例
と
実
例

既
述
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
に
お
い
て
「
範
例
」

と
「
実
例
」
と
の
晶
い
だ
に
区
別
を
認
め
る

t

、、
「
実
例
と
い
う
ド
イ
ツ
語
の
単
語
は
、
た
い
て
い
範
例
の
代
わ
り
に

そ
れ
と
同
義
的
な
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
同
じ

意
味
な
の
で
は
な
い
。
な
に
か
に
範
例
を
と
る
こ
と
と
、
品
る
表
現

が
理
解
で
き
る
よ
う
に
あ
る
実
例
を
品
げ
る
こ
と
と
は
、
ま
っ
た
く

別
の
概
詣
で
品
る
。
範
例
と
は
、
あ
る
行
為
が
実
行
可
能
ま
た
は
実

行
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
ほ
実
践
的
規
則
が
表
象
す
る
か
ぎ
り
で
、
実

践
的
規
則
の
特
殊
な
引
例
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
実
例
と
は
、

精
概
念
に
し
た
が
う
普
通
的
な
も
の
(
州
制
欲
的
な
も
の

島

ω
E
n
E
E
)
の
も
と
に
合
ま
れ
る
と
表
象
さ
れ
た
特
殊
な
も
の

(
具
体
的
な
も
の

B
白
司
m
E
E
)
で
し
か
な
く
、
品
る
概
念
の
も
つ
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ぱ
ら
理
論
的
な
摘
出
な
の
で
品
る
」

(
4
H
色。)。

「
範
例
」
は
「
実
践
的
」
町
立
も
の
に
関
わ
り
、
「
実
例
」
は
「
理
論
的
」

な
も
の
に
関
わ
る
。
さ
し
あ
た
り
そ
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
思
わ
れ
る

G

し
か
し
こ
う
し
た
区
別
は
、
対
象
領
域
の
相
退
と

い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
的
な
相
述
に
基
づ
い
て
い
る
と

言
う
べ
き
で
あ
る

T
「
範
例
」
も
「
実
例
」
も
と
も
に
「
規
則
と
事
例
の

側
係
」

B
a
a
g同
七
月
宮
】
区
ω)
川
に
基
づ
い
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
言

え
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
討
意
す
べ
き
で
品
る
の
は
、
「
事
例
」
(
司
品
}
の

も
つ
二
義
自
で
あ
る
。
「
範
例
」
と
「
実
例
」
が
そ
れ
ぞ
れ
「
事
例
で
畠

る
」
と
言
わ
れ
る
と
き
に
は
、
「
事
例
」
と
い
う
言
葉
の
内
実
が
異
な
っ

て
い
る
の
で
品
る
。

ま
ず
、
理
論
的
な
も
の
に
同
わ
る
「
実
例
」
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果

た
し
、
ま
た
い
か
な
る
事
例
で
あ
る
の
か
会
見
て
み
た
い
。

カ
ン
ト
は
実
例
に
つ
い
て
、
「
品
る
概
念
の
も
っ
ぱ
ら
理
論
的
な
摘
出
」

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
摘
出
」
(
口
問
例
帝
国
日
高
}
と
は
「
感
性

化」

(
S
E自
民

n
F
S也
在
意
味
し
て
い
る
問
。
そ
し
て
、
あ
る
概
念
を

感
性
化
す
る
の
は
、
そ
の
慨
念
に
「
実
在
性
」
(
問
。
俗
図
畦
与
を
与
え
る
た

め
で
品
る
。
つ
ま
り
、
品
る
概
念
が
、
た
ん
に
概
念
的
で
空
虚
な
も
の
な

の
で
は
な
く
、
実
在
的
で
有
意
味
な
ー
も
の
で
品
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
品

る
。
と
こ
ろ
で
、
「
わ
れ
わ
れ
の
概
念
の
実
在
住
を
立
証
す
る
た
地
に
は
、

つ
ね
に
直
視
(
旨

R
F
E
E岡
山
が
必
要
と
さ
れ
る
。
概
念
が
経
験
的
概
企

で
あ
る
立
ら
ば
、
直
観
は
実
例
と
呼
ば
れ
る
」
(
〈
h
u
H
)
。
し
た
が
っ
て
、

実
例
と
は
、
あ
る
経
験
的
概
念
の
客
観
的
実
在
性
を
立
証
す
る
感
性
的
底

同
町
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
実
例
を
品
げ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、

わ
れ
わ
れ
は
「
品
る
表
現
が
理
解
で
き
る
」
よ
う
に
止
る
の
で
品
る
。

ま
た
、
そ
う
し
た
事
態
を
判
断
の
包
摂
関
係
に
よ
っ
て
表
現
す
る
な
ら

ば
、
品
る
経
験
的
版
企
に
対
し
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
直
観
が
与
え
ら
れ

る
と
き
、
そ
の
直
観
は
そ
の
慨
志
の
も
と
に
含
ま
れ
る
、
と
一
一
再
わ
れ
る
の

で
品
る
。
上
記
の
引
間
史
、
「
実
例
と
は
、
時
間
概
念
に
し
た
が
う
普
遍
的

な
も
の
(
抽
象
的
な
も
の
島
的
E
n
E
E
)
の
も
と
に
合
ま
れ
る
と
表
皐
さ

れ
た
特
殊
な
も
の
(
具
体
的
な
も
の

B
ロ
q耳
昌
三
で
し
か
な
い
」
と
い

う
文
は
、
「
慨
念
と
直
観
」
の
附
係
を
、
「
M
官
源
的
立
も
の
と
特
殊
な
も
の
」

お
よ
び
「
抽
象
的
一
な
も
の
と
具
体
的
な
も
の
」
の
関
係
で
言
い
表
わ
し
た

も
の
で
品
る
。
こ
れ
は
ま
た
「
規
則
と
事
例
」
の
附
係
で
言
い
換
え
る
と

と
も
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
概
念
が
規
則
と
な
り
、
直
闘
が
事
例
に
あ
た

る
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
事
例
は
規
則
の
も
と
に
合
ま
れ
る
、
と
判
断

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
も
と

に」

(EZユ
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
実
例
と
は
、
「
規
則
の
も

と
に
あ
る
事
例
」

E
耳目
J
F
弘
司
自
信
正
耳
目
。
官
Z
常
時
三
川
な
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
実
践
的
立
も
の
に
関
わ
る
「
範
例
」
と
は
ど
の
よ
う
な
機
能

を
果
た
す
も
の
で
品
旬
、
ま
た
い
か
な
る
事
例
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ン
卜
が
「
範
例
」
を
話
題
に
す
る
の
は
、
「
徳
の
教
育
」
(
虫
色

E
m

E
「
吋
ロ
咽
自
己

)
(
g
h
s
を
論
じ
る
場
而
で
品
る
。
す
な
わ
ち
、
だ
れ
か

の
行
為
を
「
範
例
」
と
す
る
こ
と
が
、
徳
を
教
え
る
う
え
で
ど
の
よ
う
な

役
割
を
果
た
す
の
か
が
、
問
題
に
さ
れ
る
と
き
で
品
る
。
こ
こ
で
カ
ン
ト

は
、
「
他
者
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
も
の
は
、
憾
の
格
率
を
基
礎
づ
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
」
、
ま
た
「
仙
人
の
振
舞
い
で
は
な
く
、
法
則
が
わ
れ

わ
れ
の
動
機
に
問
い
ら
れ
立
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
諮
り
、
「
各
人
の
実
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路
四
牲
の
主
体
的
自
体
」
#
強
調
し
て
い
る

(5bo)
。
徳
の
教
育
に
際

し
て
「
規
制
中
」
(
p
n
F
冒
福
田
)
(
戸
、
広
三
を
与
え
る
の
は
、
「
純
例
」
で
は

立
く
、
あ
く
ま
で
「
法
則
」
で
晶
る
。
そ
れ
で
は
「
範
例
の
力
」
(
問
自
枠

内
同

g
m詰
ヨ
官
]

ω

)

[

当
唱
合
@
)
は
ど
こ
に
存
す
る
の
か
。
そ
れ
に
対
し
て
、

カ
ン
ト
は
「
普
い
範
例
(
範
例
的
態
度
)
は
、
棋
範
(
呂
田
百
吋
)
と
し
て

で
は
な
く
、
義
務
に
適
っ
た
こ
と
が
実
行
可
能
で
品
る
こ
と
の
証
明

白
宮
4
9
m
O
}

と
し
て
の
み
則
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
(
£
h
g
)
と
答
え

る
。
『
実
際
問
性
批
判
』
{
一
七
八
八
)
で
は
よ
り
明
確
に
、
次
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
範
例
は
「
私
に
法
則
を
突
き
つ
け
る
の
で
あ
っ

て
、
私
が
こ
の
法
則
を
自
分
の
阪
鯨
い
と
比
較
す
る
と
、
そ
れ
は
私
の
う

ぬ
ぼ
れ
を
打
ち
の
め
し
、
ま
た
私
は
こ
の
法
則
が
遵
守
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え

、
、
、
、

実
行
可
能
で
品
る
こ
と
が
行
い
(
司
面
持
)
に
よ
っ
て
剖
明
さ
れ
て
い
る
の

を
、
日
の
前
に
み
と
め
る
の
で
品
る
」
宮
司
叶
叶
)
。
範
例
と
し
て
の
「
行
い
」

は
、
守
る
べ
き
法
則
と
、
そ
れ
に
則
っ
た
行
為
の
実
行
可
能
性
の
証
明
在
、

同
時
に
拠
示
す
る
。
両
方
が
同
時
に
同
一
市
さ
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
範

例
は
、
い
わ
ば
具
体
的
な
規
則
と
し
て
役
立
つ
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
鞄
例
と
法
則
と
の
関
係
は
、
実
例
と
概
念
と
の
関
係
と
、
ど

こ
が
相
逃
し
て
い
る
の
か
。
実
例
は
概
念
の
容
観
的
実
在
性
存
立
託
す
る

も
の
で
品
っ
た
が
、
そ
れ
と
同
様
の
仕
方
で
、
範
例
が
法
則
の
客
観
的
実

在
性
幸
一
立
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
、
む
し
ろ
範
例
の
よ
う

な
経
験
的
な
も
の
に
よ
ら
ず
に
、
法
則
が
そ
れ
自
身
だ
け
で
客
観
的
実
在

世
を
提
示
す
る
の
で
あ
る

T
そ
し
て
、
こ
の
法
則
に
も
と
づ
い
て
、
品

る
仔
為
が
胡
甘
い
も
の
と
し
て
可
能
で
あ
り
、
品
る
い
は
惑
い
も
の
と
し
て

不
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
意
味
で

の
行
為
の
可
能
性
な
い
し
不
可
能
性
が
、
法
則
の
も
と
に
す
で
に
含
ま
れ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
さ
て
こ
う
し
て
、
以
前
に
引
用
し
た
「
筒
例
」
の

説
明
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
範
例
と
は
、
あ
る
仔
為
が
実
行
可
能
ま
た
は
実
行
不
可
能
で
品
る
こ
と

を
実
践
的
規
則
が
表
皐
す
る
か
ぎ
り
で
、
実
践
的
規
則
の
特
殊
な
事
例
で

あ
る
」
(
ぜ
H
お
む
)
。
こ
こ
で
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
ゅ
の
る

行
為
が
実
仔
可
能
ま
た
は
実
行
不
可
能
で
晶
る
こ
と
」
を
表
象
す
る
の
は
、

「
範
例
」
で
は
な
く
「
実
践
的
規
則
」
の
は
た
ら
き
で
あ
る
則
。
つ
ま
り
、

あ
る
行
為
の
実
行
可
能
性
立
い
L
不
可
能
性
は
、
す
で
に
実
践
的
規
則
の

も
と
に
含
ま
れ
た
も
の
と
し
て
表
皐
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ

こ
で
は
、
実
践
的
規
則
の
も
と
へ
の
あ
る
行
為
の
包
棋
は
、
品
く
ま
で

「
可
能
性
に
お
い
て
」
な
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
施
例
」
と
は
、
そ

う
し
た
包
摂
が
「
実
際
に
〔
H
行
い
に
お
い
て
〕
」
(
古
品
司

d
M民
)
な
さ

れ
た
こ
と
を
提
示
す
る
も
の
な
の
で
品
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
「
範
例
」

と
は
、
行
為
に
た
い
す
る
規
則
の
適
用
が
実
際
に
「
止
じ
た
場
合
」

qtH)

と
い
う
意
味
で
の
「
事
例
」

Q
晶
)
な
の
で
あ
る
ロ
カ
ン

l
は
己
う
し
た

事
例
を
「
実
践
的
規
制
酢
特
妹
な
事
例
」
と
呼
ぷ
の
で
あ
り
、
「
実
践
的

規
則
の
も
と
に
あ
る
特
殊
な
事
例
」
と
は
昨
ば
な
い
の
で
品
る
。
す
な
わ

ち
範
例
と
は
、
「
規
則
の
事
例
」
宏
司
伊
国
且
耳
目
。
尚
一
色
な
の
で
あ
る
。

以
上
、
「
事
例
と
規
則
の
関
係
」
を
も
と
に
し
て
「
実
例
」
と
「
範
例
」

の
述
い
を
見
て
き
た
。
「
実
例
」
と
は
「
規
則
の
も
と
に
品
る
事
例
」
で

あ
り
、
「
範
例
」
と
は
「
規
則
の
事
例
」
で
品
っ
た
。
こ
れ
を
判
断
の
包

照
関
係
に
よ
っ
て
言
い
か
え
る
主
ら
ば
、
「
実
例
」
と
は
「
細
川
の
も
と

に
包
摂
さ
れ
る
事
例
」
で
あ
り
、
包
摂
さ
れ
る
「
対
印
象
」
争
意
味
す
る
の
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に
対
し
て
、
「
一
範
例
」
と
は
「
規
則
の
も
と
へ
の
包
摂
が
な
さ
れ
た
事
例
」

で
品
り
、
実
際
に
包
棋
が
な
さ
れ
た
「
事
態
」
を
表
現
し
て
い
る
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
事
例
」
に
は
「
包
摂
の
対
象

(
H

実
例
ご
と
「
包
摂
の
事
態

(
H範
例
こ
の
岡
方
在
意
味
し
う
る
と
い
う

ニ
義
甘
が
と
も
な
う
の
で
あ
る
。
「
事
例
」
あ
る
い
は
「
包
摂
」
が
諮
ら

れ
る
と
き
、
ど
ち
ら
の
意
味
で
そ
れ
が
附
い
ら
れ
て
い
る
の
か
に
注
意
し

立
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

趣
味
判
断
の
範
例
的
必
然
性

こ
れ
ま
で
の
分
析
に
も
と
づ
い
て
、
以
下
で
は
『
判
断
力
批
判
』
に
お

い
て
論
じ
ら
れ
る
趣
味
判
断
の
「
範
例
的
必
然
制
」
を
検
討
す
る
こ
と
に

し
た
い
。

カ
ン
ト
が
「
範
例
的
必
然
性
」
に
つ
い
て
諮
る
の
は
、
趣
昧
判
断
の
第

四
契
機
で
品
る
「
椛
相
」
存
分
桁
す
る
山
崎
而
で
晶
る
G

と
こ
ろ
が
、
=
こ

で
カ
ン
ト
が
「
純
例
的
」
(
由
。
自
U
U且
RF)
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の

は
、
わ
ず
か
二
簡
所
だ
け
で
品
る
。
ま
ず
、
第
四
契
機
の
最
初
の
節
で
品

る
「
第
一
八
節
趣
味
判
断
の
様
相
と
は
何
か
」
に
お
い
て
、
趣
林
判
断

の
必
伊
川
慌
が
、
理
論
的
必
然
性
で
も
実
践
的
必
然
刊
で
も
な
い
こ
と
を
表

明
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
こ
の
必
然
性
は
、
直
感
的
判
断
の
う
ち
で
考
え
ら
れ
る
必
然
性
と

し
て
、
た
ん
に
範
例
的
と
し
か
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
そ

れ
は
、
陳
述
で
き
な
い
あ
る
静
週
的
規
則
の
一
例
と
み
な
さ
れ
る
判

断
に
対
し
て
、
す
べ
て
の
ひ
と
が
賛
同
す
る
こ
と
の
必
然
性
な
の
で

あ
る
」

{
F
8
3
。

も
う
一
つ
の
簡
所
は
、
様
相
会
論
じ
る
最
後
の
節
、
す
な
わ
ち
「
第
二

二
郎
組
昧
判
断
の
う
ち
で
考
え
ら
れ
る
詩
遍
的
賛
同
の
必
然
性
は

1一般

的
な
必
然
性
で
品
る
が
、
そ
れ
が
共
通
感
の
前
提
の
も
と
で
は
容
観
的
と

表
皐
さ
れ
る
」
と
い
う
節
に
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
趣
味
判
断
の
条
件

で
あ
る
「
共
通
感
」
(
日
露
語
E臼

B}
に
つ
い
て
論
じ
つ
つ
、
次
の
よ
う

に
述
べ
る

G

「
私
は
こ
と
で
私
の
趣
昧
判
断
を
こ
の
共
通
感
の
判
断
の
一
例
と
し

て
陳
述
し
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
私
の
却
川
町
判
断
に
範
例
的
妥
当
官
を

付
与
す
る

i
:」(〈
h
u
g
e

つ
ま
り
、
最
初
に
趣
味
判
断
の
範
例
的
必
然
性
を
テ
ー
ゼ
と
し
て
立
て

て
お
昔
、
そ
こ
で
「
陳
述
で
き
な
い
晶
る
普
調
的
規
則
」
と
咋
ば
れ
た
も

の
が
結
局
「
共
通
感
」
で
品
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
最
初
の

テ
1
ゼ
を
裏
づ
け
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
品
る
。
し
た
が
っ
て
、

途
中
の
論
粧
を
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
趣
叫
判
断
の
範
例

的
必
然
性
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
第
一
八
節
で
は
、
美
し
い
も
の
に
つ
い
て
「
そ
れ
は
湘
足
と
の
必

然
的
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
」
(
戸
回
忌
と
組
定
さ
れ
る
と
と
か
ら
、
こ

う
し
た
必
然
性
の
特
殊
性
が
考
察
さ
れ
る
。
こ
の
必
然
世
は
直
感
的
判
断

の
う
ち
で
考
え
ら
れ
る
必
然
性
で
晶
る
た
め
、
規
定
さ
れ
た
概
念
に
恭
づ

く
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
「
理
論
的
必
然
日
」

2
h
u
g
で
も
「
実

践
的
必
然
性
」
(
〈
h
u
a
で
も
な
い
。
ま
し
て
、
判
断
が
晶
ま
ね
く
一
致

す
る
と
い
う
「
経
験
の
普
遍
性
」
(
〆
お
叶
)
か
ら
湖
特
出
さ
れ
た
必
然
世
で

は
あ
り
え
な
い
。
経
験
的
判
断
が
必
然
牲
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
立
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い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
そ
の
特
殊
な
必
然
刊
は
、
上
述
の
よ
う
に
、

「
範
例
的
」
必
然
性
と
し
て
提
言
さ
れ
る
。

次
の
第
一
九
節
の
標
題
は
「
わ
れ
わ
れ
が
趣
味
判
断
に
付
与
す
る
主
観

的
必
然
性
は
条
件
つ
置
で
品
る
」
と
い
う
も
の
で
品
品
。
こ
こ
で
は
趣
味

判
断
の
必
然
性
が
判
断
の
包
摂
関
係
か
ら
考
察
さ
れ
て
お
り
、
許
制
な
検

討
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
節
は
ま
ず
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

「
〕
趣
味
判
断
は
、
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
に
賛
同
を
要
望
す
る
も
の
で
品
る
。

そ
れ
な
の
に
(
百
色
、
あ
る
も
の
を
美
し
い
と
言
明
す
る
ひ
と
は
、

品
ら
ゆ
る
ひ
と
が
眼
前
の
対
象
に
賛
意
を
与
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ

の
対
象
を
岡
般
に
奨
し
い
と
言
明
す
べ
き
で
あ
る
、
と
欲
し
て
い
る
」

(〈
hω
叶
)
。

こ
の
箇
所
で
は
、
趣
味
判
断
自
体
が
も
っ
製
求
と
、
趣
味
判
断
を
下
す

判
断
者
が
も
っ
要
求
と
の
聞
に
品
る
ズ
レ
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る

T
カ
ン
ト
は
そ
れ
以
前
に
雌
昧
判
断
の
量
の
契
機
、
す
な
わ
ち

満
足
の

t規
的
普
遍
妥
当
牲
を
論
じ
た
簡
所
で
、
趣
味
判
断
自
体
の
要
求

を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
魁
昧
判
断
そ
の
も
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
ひ

と
の
同
意
を
要
請
す
る
の
で
は
な
く
i
・4
の
ら
ゆ
る
ひ
と
に
、
規
則
の
一

事
例
と
し
て
、
こ
う
し
た
岡
患
を
要
盟
す
る
同
だ
け
で
あ
る
」
(
〈
仁
旧
民
)
。

つ
ま
り
「
趨
叫
判
断
の
う
ち
で
要
請
さ
れ
る
の
は
、
訪
概
念
を
介
し
な
い

満
足
に
関
す
る
こ
う
し
た
普
遍
的
賛
成
に
ほ
か
止
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、

同
時
に
品
ら
ゆ
る
ひ
と
に
対
し
て
妥
当
一
す
る
と
み
な
さ
れ
う
る
よ
う
な
、

あ
る
直
感
的
判
断
の
可
能
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

9
6
5
)
の
で
品
る
。

趣
昧
判
断
自
体
は
、
品
ら
ゆ
る
ひ
と
の
賛
同
を
実
際
に
要
求
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
そ
の
可
能
性
だ
け
を
要
求
す
る
も
の
で
晶
品
。
そ
れ
仁
対
L

て
、
実
際
の
趣
味
判
断
古
は
、
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
に
賛
同
の
可
能
性
を
求
め

る
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
の
賛
同
を
、
し
か
も
必
然
的
に
賛
同
す

べ
き
も
の
と
し
て
求
め
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
ズ
レ
の
可
能
妊
の
条
円

を
め
ぐ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

「
そ
れ
ゆ
え
、

M
感
的
判
断
に
お
け
る
こ
の
べ
き
は
、
判
定
に
必
要

と
さ
れ
る
与
円
が
す
べ
て
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
た
だ
条
刊
つ
き

で
し
か
表
明
さ
れ
な
い
の
で
品
る
。
ひ
と
が
、
他
の
晶
ら
ゆ
る
ひ
と

の
賛
倒
を
求
め
る
の
は
、
そ
れ
に
対
す
る
す
べ
て
の
ひ
と
に
共
通
立

恨
拠
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
品
り
、
実
際
、
そ
の
事
例
が
賛
意
の
規

則
と
し
て
の
こ
う
し
た
恨
拠
の
も
と
に
正
し
〈
包
回
訓
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
つ
ね
に
確
か
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
賛
同
を
当
て
に

す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
」
(
メ
8
3
0

最
初
白
文
、
「
そ
れ
ゆ
え
、
直
感
的
判
断
に
お
け
る
こ
の
べ
き
は
、
判

定
に
必
要
と
さ
れ
る
与
件
が
す
べ
て
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
た
だ
条
刊

つ
き
で
し
か
表
明
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
文
は
、
ズ
レ
の
服
凶
を

一
言
で
結
論
づ
け
た
も
の
で
品
り
、
そ
の
十
全
な
意
味
は
、
次
の
文
と
組

み
合
わ
せ
て
は
じ
め
て
理
解
可
能
に
な
る
。

ま
ず
「
判
定
に
必
要
と
さ
れ
る
与
件
」
と
は
、
そ
れ
ま
で
「
美
し
い
も

の
の
分
析
論
」
の
「
質
」
「
量
」
「
関
係
」
の
契
機
で
分
析
さ
れ
た
「
品
る

対
象
を
美
し
い
と
呼
ぶ
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
」
(
〈
h
o
g
を
指
す

と
考
え
ら
れ
る
唱
す
な
わ
ち
、
関
心
や
概
意
に
よ
ら
一
立
い
満
足
や
、
対

象
の
主
観
的
合
目
的
世
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
必
嬰
な
認
識
諸
力
の
調
和
な

ど
の
こ
と
で
あ
る
ロ

だ
が
、
こ
う
し
た
も
の
が
す
べ
て
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
班
感
的
判
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断
の
「
ベ
き
」
は
「
た
だ
条
刊
つ
き
で
し
か
表
明
さ
れ
な
い
」
と
カ
ン
ト

は
述
べ
る
。
こ
こ
で
問
題
と

ι

な
る
の
は
「
晶
刊
っ
き
」
と
訳
し
た

d
m
島
担
、
の
意
味
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
ア
リ
ソ
ン
の
解
釈
を
何
時

則
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ト
イ
ソ
語
の

d
E吉
岡
件
ョ
は
「
条

件
っ
き
」

r
o
D
島
宮
口
弘
)
と
色
「
条
件
づ
け
ら
れ
た
」
(
門

g
p
E
z
a
)

と
も
翻
訳
す
る
こ
と
が
で
き
る
L
、
ま
た
「
カ
ン
ト
は
純
粋
な
般
昧
判
断

で
主
張
さ
れ
る
必
然
性
の
た
め
に
阿
方
と
も
要
求
し
よ
う
と
す
る
」
明
日

「
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
文
脈
で
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
必
然
明

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

が
適
切
な
包
摂
に
よ
る
と
い
う
品
件
っ
き
苛

E
庄
内
甘

E
H
石
自
)
で
あ
る

こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
立
ん
ら
か
の
原
理
に
よ
っ
て
条
刊
づ
け
ら
れ

て
い
る

(8ロ
nrc。
5
己
『
三
こ
と
で
は
な
い
。
後
者
の
意
味
で
は
、
す
べ

て
の
必
然
世
が
(
無
条
刊
的
な
稲
績
で
さ
え
も
}
長
代
つ
け
ら
れ
て
い
る

の
で
品
る
」
叫

O

そ
れ
喰
え
、
わ
れ
わ
れ
は
趣
昧
判
断
に
お
け
る
包
摂
が
成

功
し
て
は
じ
め
て
、
そ
の
判
断
に
品
ら
ゆ
る
ひ
と
が
賛
同
す
べ
き
で
品
る

と
い
う
必
然
性
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
が
「
わ
れ
わ
れ
が
趣
味

判
断
に
付
与
す
る

t観
的
必
然
甘
は
条
什
つ
き
で
品
る
」
と
い
う
表
題
の

意
峠
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
包
摂
と
は
ど
の
よ
う
立
包
摂
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
っ

た
い
何
が
、
何
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
の
か
。
カ
ン
ト
は
先
ほ
ど
の
引
用

で
、
「
そ
の
事
例
が
賛
識
の
規
則
と
し
て
の
と
う
し
た
根
拠
の
も
と
に
正

し
く
包
摂
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
つ
ね
に
確
か
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
」
と

諮
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
首
わ
れ
て
い
る
「
そ
の
事
例
」
や

「
賛
意
の
規
則
と
し
て
の
こ
う
し
た
収
拠
」
が
何
を
指
す
の
か
を
さ
し
あ

た
り
考
察
す
る
必
要
が
品
る

m

た
ろ
う
。

ま
ず
、
「
そ
の
事
例
」
(
骨
門
司
島
)
と
は
何
か
の
わ
れ
わ
れ
が
先
に
論
じ

た
と
こ
ろ
で
は
、
事
例
に
は
「
掛
川
の
も
と
に
品
る
事
例
(
川
実
例
}
」

と
「
規
則
の
事
例

(
H範
例
)
」
の
二
つ
の
意
味
が
品
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
筒
所
で
の
「
そ
の
事
例
」
は
、
規
則
の
「
も
と
に
」
包
県
さ
れ

る
も
の
で
品
る
か
ら
.
そ
れ
は
「
実
例
」
と
し
て
の
事
例
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
包
保
さ
れ
る
「
そ
の
事
例
」
と
は
「
包
照
の
対
象
」

在
意
味
す
る
も
の
な
の
で
品
品
。
第
十
九
節
か
ら
そ
れ
に
相
当
す
る
言
葉

を
傑
す
止
ら
ば
、
「
そ
の
事
例
」
と
は
、
「
品
る
も
の
」
官
官
一
日
)
3
.
h
ω
叶)

お
よ
び
「
眼
前
の
対
象
」

2
3
5邑
品
E
骨
ロ
の
品
自

m
E
E
(〈
h
g

存
指
し
て
い
る
と
首
え
る
印
。

つ
ぎ
に
、
「
賛
意
の
規
則
と
し
て
の
こ
う
し
た
根
拠
」
と
は
何
か
。
そ

れ
は
、
第
二

O
節
以
降
で
論
述
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
共
通
感
の
理
念
」

(〈
h
u叶
}
で
品
る
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
に
「
共
通
の
感
情
」
(
巴
口

町
O
B
O
E
R
E憧
箆
括
ω
〔

o
o
p
E
]
(〈
h
印
申
)
と
い
う
「
た
ん
な
る
埋
念
的

規
範
」

(22σ
古
田

O
E
E
宮
Z
Z。
ヨ
)
(
ぜ
U
N
S
)

な
い
し
「
主
倒
的
原

理」

(
m
B
E
Z
R耳
目
司
乱
闘
討
省
)
(
〈
h
u品
)
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
抽
出
川
町
判
断
に
お
け
る
包
摂
と
は
、
「
眼
前
の
対
象
」
が
「
共
通
感
」

の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
な
さ
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
う
し
た
包
棋
が
正
し
く
な
さ
れ
た
と
い
う
条
件
を
満
た
し
た

と
き
に
は
じ
め
て
、
風
味
判
断
に
は
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
の
賛
同
に
対
す
る
必

然
甘
が
与
え
ら
れ
る
の
で
品
っ
た
。
こ
れ
を
逆
に
言
う
な
ら
ば
、
品
ら
ゆ

る
ひ
と
が
賛
嗣
す
べ
し
と
要
求
す
る
趣
味
判
断
は
、
対
象
が
共
通
感
の
も

と
に
実
際
に
包
出
帆
さ
れ
た
喝
合
の
趣
叫
判
断
で
晶
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
「
事
例
」
の
二
つ
の
意
味
が
と
も
に
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
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つ
ま
り
、
一
方
で
「
包
摂
の
対
象

(
H実
例
こ
と
し
て
の
事
例
が
、
他

方
で
「
旬
摂
の
事
態

(
H範
例
)
」
と
し
て
の
事
例
が
認
め
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
両
者
が
あ
い
ま
っ
て
、
趣
味
判
断
に
特
有
の
範
例
的
必
然
性

が
形
成
さ
れ
る
と
と
に
在
る
の
で
あ
る
。

理
論
の
阻
吋
耐
で
は
、
実
例
が
慨
企
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
と
さ
れ
た
が
、

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
趣
味
の
場
開
で
は
、
対
卑
が
共
通
感
の
も
と
に
包

摂
さ
れ
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
。
実
践
の
場
而
で
は
、
品
品
行
為
が
、

実
際
に
規
則
の
適
附
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
立
ら
ば
、
範
例
と
さ
れ
た
の
と

同
じ
よ
う
に
、
趣
味
の
渇
而
で
は
、
あ
る
趣
味
判
断
が
、
実
際
に
共
通
感

の
適
則
さ
れ
た
場
合
で
品
る
立
ら
ば
、
範
例
と
な
る
の
で
品
る
。
こ
こ
で

泊
目
す
べ
き
な
の
は
、
範
例
と
な
る
の
が
、
包
摂
さ
れ
る
対
象
や
行
為
で

は
な
く
、
趣
味
判
断
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
品
品
。
そ
れ
は
、

共
通
惑
が
ま
さ
に
判
断
の
原
風
で
晶
り
、
そ
の
原
理
が
正
し
く
適
用
さ
れ

た
事
態
も
、
判
断
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
晶
る
。
こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
、

「
私
は
こ
こ
で
私
の
般
叫
判
断
を
こ
の
共
通
感
の
判
断
の
一
例
と
し
て
陳

述
し
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
私
の
趣
味
判
断
に
範
例
的
妥
当
世
を
付
与
す

る
」
(
〈
・
N
U
S

と
述
べ
る
の
で
あ
る
刷
。
私
恥
趣
味
判
断
、
す
立
わ
ち
私

が
実
際
に
経
験
的
に
下
す
趣
味
判
断
は
、
ぞ
れ
が
共
通
感
の
も
と
に
正
し

く
匂
供
さ
れ
た
、
共
通
路
に
よ
る
判
断
で
品
る
と
い
う
確
信
を
も
と
に
し

て
、
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
の
賛
同
を
求
め
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

確
信
と
確
証

共
通
感
に
よ
る
判
断
は
、
対
象
が
共
通
感
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
と
い

う
か
た
ち
で
止
さ
れ
る
は
ず
で
晶
る
。
し
か
し
、
規
定
さ
れ
た
慨
念
に

、
、
、
、

よ
っ
て
で
は
な
く
、
共
通
感
と
い
う
無
規
定
な
感
情
な
い
し
「
無
規
定
立

規
範
」

(
E
Z島
百
回

HmzcS)(メ
一
自
由
)
に
よ
っ
て
対
象
を
規
定
し
よ
う

と
す
る
こ
と
に
は
、
原
理
的
な
国
難
が
有
す
る
。
前
者
の
弱
音
、
包
摂
の

正
し
さ
を
概
念
が
客
観
的
に
保
議
し
て
く
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
嚇

台
、
包
摂
の
正
し
さ
事
感
情
が
容
鋭
的
に
保
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

感
情
は
、
主
限
的
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
か
ら
で
品
る
制
。
そ
れ
で

は
い
っ
た
い
、
趣
味
判
断
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
包
棋
の
正
し
さ
が
確
認

さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

認
識
判
断
の
場
合
、
「
認
識
お
よ
び
判
断
は
、
そ
れ
ら
に
と
も
な
う
確

信
と
と
も
に
、
普
遍
的
に
伝
述
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
一
な
ら
な
い
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
認
誠
お
よ
び
判
断
に
客
視
と
の
合
致
は
帰
せ
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
」

2
h
u
g
。
正
し
い
認
識
判
断
で
は
、
対
象
の
側

に
確
実
性
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
主
観
の
側
に
「
険
信
」

(
口
耳
目

2
羽
目
伺
)
が
と
も
な
う
。
「
恥
情
」
と
は
、
私
的
安
当
怪
し
か
も

た
立
い
「
信
念
」
(
口

Z
2昔
話
}
S皆
∞
¥
出

S
S
と
は
興
止
り
、
理
川
口

を
有
す
る
人
間
す
べ
て
に
置
当
す
る
と
い
う
意
識
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
高
い
か
え
れ
ば
、
認
識
判
断
で
は
、
確
筒
の
「
伝
述
可
能
刊
」
が
、

そ
れ
を
的
念
と
区
別
す
る
外
附
的
な
試
金
石
と
な
っ
て
い
る
の
で
品
る
向
。

趣
味
判
断
の
阻
窓
口
、
「
わ
れ
わ
れ
が
品
る
も
の
存
美
し
い
と
言
明
す
る
す

べ
て
の
判
断
の
う
ち
で
、
わ
れ
わ
れ
は
だ
れ
に
も
迷
っ
た
意
見
で
あ
る
の

を
容
認
し
な
い
」

2
h
u
S
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
そ
こ
に
も
確
信
め

い
た
も
の
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
こ

ろ
か
ら
す
れ
ば
、
共
通
感
の
も
と
に
正
し
く
包
摂
し
た
と
い
う
確
信
で
晶
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る
だ
ろ
う
。
実
際
カ
シ
ト
は
、
「
そ
の
事
例
が
賛
意
の
規
則
と
し
て
の
こ

う
し
た
恨
拠
の
も
と
に
正
し
く
包
摂
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
つ
ね
に
確
か

(
盟
各
問
)
で
晶
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
賛
同
を
当
て
に
す
る
こ
と
も

で
き
る
だ
ろ
う
」
宅
h
U
3
と
言
い
、
ま
た
「
そ
の
原
瑚
の
も
と
に
正
し

く
包
摂
し
た
こ
と
が
確
か
(
路
島
司
)
で
品
り
さ
え
す
れ
ば
、
客
観
的
原

理
と
同
報
に
、
普
週
的
賛
同
を
要
求
し
う
る
で
あ
ろ
う
」

q
h
u
S
と
述

べ
て
お
り
、
あ
る
樋
の
般
信
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
問
題
な

の
は
、
そ
う
し
た
確
信
が
ど
こ
ま
で
確
実
な
も
の
で
品
り
う
る
の
か
と
い

う
こ
と
で
晶
る
問
。
ま
た
そ
れ
は
結
局
、
品
る
趣
味
判
断
が
範
例
的
で
品

る
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
な
の
で
品
る
。

品
ら
ゆ
る
ひ
と
の
賛
同
を
求
め
る
磁
昧
判
断
は
、
対
象
が
共
通
感
の
・
も

と
に
包
摂
さ
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
共
通
感
と
は

「
わ
れ
わ
れ
の
認
識
諸
力
の
自
由
な
戯
れ
か
ら
生
じ
る
結
山
市
」
ヌ
一
回
ω
∞)

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
趣
味
判
断
は
結
局
、
対
象
を
機
縁
と
し
て

自
由
な
構
惣
力
が
合
法
則
的
な
情
相
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
、
と
い
う
か

た
ち
を
と
る
こ
と
に
主
品
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
両
能
力
の
調
和
の
感
情

を
也
と
に
包
摂
が
な
さ
れ
る
場
合
、
「
包
Mmは
容
易
に
誤
る
こ
と
が
あ
り
う

る
」
(
〈
h
由
己
と
す
れ
ば
、
実
際
の
趣
昧
判
断
は
、
そ
の
匂
摂
の
正
し
さ

を
ど
の
よ
う
に
し
て
確
信
し
う
る
の
だ
ろ
う
か

T

こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
糸
口
に
な
る
と
思
わ
れ
る
見
解
を
、
カ
ン

ト
は
趣
味
判
断
の
主
観
的
普
遍
妥
当
世
を
論
じ
た
第
八
節
に
お
い
て
展
開

し
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
立
・
も
の
で
品
る
。

「
趣
臥
判
断
そ
の
も
の
は
品
ら
ゆ
る
ひ
と
に
、
規
則
の
一
事
例
と
し

て
、
こ
う
し
た
同
意
を
要
望
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
規
則
の
一
事

例
に
関
し
て
、
臨
味
判
断
は
、
確
紙
(
田
昌
母
H

仲
間
ロ
ロ
也
を
諦
概
念
か

ら
期
待
す
る
の
で
は
在
く
、
他
の
ひ
と
び
と
の
賛
意
か
ら
期
待
す
る

の
で
品
品
。
そ
れ
ゆ
え
、
普
遍
的
賛
成
は
‘
一
つ
の
理
念
に
す
ぎ
立

い
(
こ
の
別
念
が
な
に
に
基
づ
く
の
か
は
、
こ
こ
で
は
ま
だ
岡
山
究
さ

れ
な
い
}
。
品
る
判
断
を
下
す
と
僑
じ
て
い
る
ひ
と
が
、
実
際
に
こ

の
理
念
に
し
た
が
っ
て
判
断
し
て
い
る
こ
と
は
不
一
確
実

(E阻
ま
民
)

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
彼
が
そ
の
判
断
を
こ
の
瑚
念

に
関
係
司
つ
け
て
い
る
=
と
は
、
し
た
が
っ
て
こ
の
判
断
が
趣
味
判
断

で
品
る
は
ず
だ
と
い
う
ご
と
は
、
微
が
美
と
い
う
表
現
仁
ょ
っ

τ告

げ
て
い
る
の
で
晶
る
。
し
か
し
彼
自
身
と
し
て
は
、
快
適
な
も
の
と

普
い
也
の
に
属
す
る
す
べ
て
の
色
の
が
、
彼
に
な
お
残
る
満
足
か
ら

分
離
さ
れ
て
い
る
と
た
ん
に
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と

は
確
実
だ
(
向
。
呈
出
)
と
お
も
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と

が
、
彼
が
晶
ら
ゆ
る
ひ
と
か
ら
賛
同
を
期
待
す
る
す
べ
て
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
一
つ
の
要
求
(
旨

d
4
E
a乙
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
う
し

た
甜
案
件
に
し
ば
し
ば
違
反
し
て
、
そ
の
た
め
に
誤
っ
た
町
昧
判
断

を
下
す
こ
と
さ
え
な
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
諸
条
件
の
も
と
で
彼
は
そ

の
嬰
求
の
た
め
の
椴
限
を
も
つ
で
品
ろ
う
」
{
〈
-
一
白
色
。

ま
ず
と
こ
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
、
制
官
溺
的
賛
成
の
理
念
が
基
づ
く
も
の

と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
見
て
き
た
「
共
通
感
」
で
あ
る
と
言
え
る
。
さ
て
こ

の
簡
所
で
は
確
実
性
を
め
ぐ
っ
て
、
二
つ
の
視
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と

解
釈
で
き
る
。
一
つ
は
、
他
者
の
視
点
で
品
る
。
他
者
か
ら
す
れ
ば
、
趣

味
の
判
断
者
が
実
際
に
普
通
的
賛
成
の
思
意
に
し
た
が
っ
て
判
断
し
て
い

る
の
か
は
「
不
確
実
」
で
品
る
。
し
か
し
仙
宵
は
、
判
断
者
が
美
し
い
と
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表
現
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
判
断
在
理
念
に
関
係
づ
け
て
い
る
、
そ
れ
ゆ
え

普
遍
的
賛
成
が
目
指
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
も
う
一
つ
の
視
点
は
、
判
断
者
自
身
の
視
点
で
あ
る
。
彼
か
ち
す
れ

ば
、
「
実
際
に
こ
の
理
念
に
し
た
が
っ
て
判
断
し
て
い
る
こ
と
」
は
「
確

実
」
だ
と
お
も
わ
れ
る
曹
そ
れ
は
、
無
関
心
性
の
意
識
に
支
え
ら
れ
た

確
信
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
自
己
と
他
者
、
そ
れ
ぞ
れ
の
確
実
性
が

桐
迫
す
る
た
め
に
、
自
分
が
実
際
に
普
遍
的
賛
成
の
瑚
念
に
し
た
が
っ
て

判
断
し
て
い
る
こ
と
は
、
自
己
か
ら
他
者
へ
の
「
要
求
」
と
な
ら
ざ
る
を

え
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
分
は
実
際
に
普
通
的
賛
成
の
理
念
に
し

た
が
っ
て
判
断
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
規
則
の
一
事
例
と
し
て
賛
成

し
て
ほ
し
い
と
他
者
に
要
望
す
る
わ
け
で
晶
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
こ
の

規
則
の
一
事
例
に
関
し
て
、
趣
味
判
断
は
、
確
証
を
諸
概
念
か
ら
期
待
す

る
の
で
は
な
く
、
他
の
ひ
と
び
と
の
賛
意
か
ら
期
待
す
る
」
こ
と
に
止
る
。

百
い
か
え
れ
ば
、
要
求
さ
れ
た
普
通
的
賛
成
の
「
確
祇
」
は
、
実
際
の
他

者
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
晶
る
。
し
か
も
そ
の
他
者
と
は
、
前
述
の

よ
う
に
、
判
断
者
の
附
く
陳
情
を
さ
し
あ
た
り
共
有
し
て
い
な
い
ひ
と
び

と
で
も
あ
る
。
趣
味
判
断
者
は
、
自
己
の
確
信
に
つ
い
て
不
確
実
で
あ
る

そ
う
し
た
ひ
と
び
と
が
賛
同
し
て
く
れ
る
こ
と
で
は
じ
め

τ、
自
己
の
臨
時

間
が
椛
祉
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
品
る
。

こ
う
し
た
事
情
は
、
趣
味
判
断
の
満
足
の
必
然
性
を
問
題
に
す
る
場
而

で
も
、
基
ー
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
も
は
や

た
ん
に
表
間
的
立
同
意
が
要
望
さ
れ
て
い
る
の
で
は
立
く
、
共
通
感
と
い

う
恨
拠
か
ら
の
必
然
的
な
賛
同
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、
要
求
の
度
合
が
強

ま
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
共
通
磁
の
司
も
と
に
正
し
く
包
摂
し
た
の
か
は
、

認
識
諸
力
の
調
和
の
感
情
だ
け
を
頼
り
に
し
た
ー
も
の
で
品
る
た
め
、
判
断

者
以
外
の
他
者
に
と
っ
て
は
原
理
的
に
不
確
実
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ

え
、
そ
の
よ
う
な
他
者
か
ら
の
賛
同
は
、
趣
味
判
断
者
の
必
然
性
へ
の
要

求
を
略
説
す
る
ー
も
の
で
晶
り
、
ま
た
要
求
の
根
拠
で
あ
る
共
通
感
の
も
と

に
正
し
く
包
摂
し
た
こ
と
を
眼
前
す
る
も
の
で
も
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

だ
が
そ
う
し
た
他
者
は
、
つ
ね
に
私
の
般
信
在
確
証
し
て
く
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。
と
き
に
他
者
は
、
私
の
確
信
存
聞
い
に
付
市
も
の
と
し
て
現

れ
る
。
つ
ま
り
、
「
賛
同
す
べ
き
だ
」
と
い
う
私
の
要
求
を
は
ね
つ
け
、

「
同
意
し
立
い
」
と
抵
抗
し
て
く
る
一
白
も
の
で
も
品
る
。
そ
の
よ
う
な
他
者

に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
卜

は
こ
う
述
べ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
に
不
都
合
な
仙
の
ひ
と
び
と
の
判
断
は
、

わ
れ
わ
れ
の
判
断
に
闘
し
て
疑
念
を
起
こ
さ
せ
る
ぎ

E
2
5
n
z

gEnsE)
こ
と
が
品
り
う
る
の
は
も
っ
と
も
で
品
る
が
、
し
か
し
、
わ
れ

わ
れ
の
判
断
が
正
し
く
主
い
と
確
信
さ
せ
る

z
z
a
E問
自
)
こ
と
は

け
っ
し
て
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
魁
昧
判
断
を
だ
れ
か
に
強
制
す
る
よ

う
立
経
験
的
証
明
根
拠
は
存
慌
し
な
い
の
で
品
る
」

2
Jお
と
と
。
た
し

か
に
起
昧
判
断
は
、
た
だ
自
己
の
確
信
の
感
情
に
も
と
づ
い
て
下
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
立
わ
ち
、
「
趣
味
は
も
っ
ぱ
ら
自
体
を
要
求
す
る
。

仙
の
ひ
と
び
と
の
判
断
を
自
分
自
身
の
判
断
の
規
定
恨
拠
に
す
る
こ
と
は

仙
休
で
あ
る
だ
ろ
・
ヲ
」

2
h恒
国
)
。
だ
が
や
は
り
、
他
者
の
槻
列
な
っ
た
判
断

は
「
わ
れ
わ
れ
の
判
断
に
関
し
て
疑
意
を
起
ご
さ
せ
る
」
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
自
己
の
趣
味
判
断
の
自
体
性
を
保
ち
な
が
ら
、
他
脅
か
ら
の

疑
念
に
応
え
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
自
己
の
判
断
が
本
当
に
正
し
く

な
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
と
つ
ね
に
自
己
規
制
し
つ
つ
、
自
分
の
判
断
力
を
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開
化
し
て
い
く
必
要
が
晶
る
だ
ろ
う
。

カ
ン
卜
の
趣
瓜
判
断
論
に
台
ま
れ
る
、
こ
う
し
た
「
共
通
感
立
い

L
直

感
的
判
断
力
の
自
己
規
制
(
印
巴
百
言
。
日
骨
量
ロ
也
と
い
う
構
惣
」
の
う
ち

に
、
フ
オ
y
セ
ン
タ
ー
ル
は
「
形
而
上
学
的
狐
我
論
」

(
O
E
E
E昌
Z誕
百
宮
司

官
民
匂
盟
句

dug)
を
見
出
し
て
い
る
守
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
は
他
者
と
の
具

体
的
対
話
の
意
義
を
軽
椀
し
、
た
ん
に
主
観
的
で
形
式
的
な
同
己
規
制
の

構
想
を
提
示
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
る
に
フ
ォ
ッ
セ
ン
ク
ー
ル

に
よ
れ
ば
、
「
直
感
的
実
践
と
し
て
判
断
す
る
な
か
で
自
己
規
制
す
る
と
い

う
思
想
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
の
判
断
の
内
脊
を
伝
述
す
る
と
き
に
し
か

意
味
を
な
さ
な
い
。
庇
感
的
討
議
の
な
か
で
は
じ
め
て
、
判
断
能
力
は
洗

総
古
れ
開
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
噌
こ
う
し
て
彼
は
、
趣

味
判
断
の
う
ち
で
問
題
に
な
る
「

J

独
我
論
」
と
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

と
の
娯
張
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。

た
し
か
に
「
カ
ン
ト
に
と
っ
て
実
際
に
問
題
で
品
る
の
は
つ
ね
に
、
奨

、
、
、
、
、

の
判
断
の
伝
達
可
能
制
(
冨
吉
皆
同
w
g帥
)
で
晶
っ
て
、
そ
れ
の
伝
迷

(
宮
芹
官
官
ロ
包
で
は
な
い
」
闘
と
言
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
義
の
判
断

の
伝
述
不
可
能
性
、
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
も
視
野
に

い
れ
た
結
巣
で
品
る
と
考
唱
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
わ

れ
わ
れ
は
自
己
の
感
情
を
他
者
に
「
直
接
的
に
」
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
「
美
し
い
」
と
表
現
す
る
こ
と
で
、
ヲ
」
の
感
情
を

他
者
に
も
伝
達
で
き
る
と
い
う
確
信
を
「
問
機
的
に
」
伝
え
る
こ
と
が
で

き
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
趣
味
判
断
を
め
ぐ
る
「
自
己
の
確
か

さ
」
と
「
他
者
の
不
確
か
さ
」
の
品
い
だ
で
、
「
不
確
か
な
他
者
」
の
賛

同
の
声
は
、
自
己
の
確
信
を
や
は
り
「
問
緒
的
に
」
確
証
し
て
〈
れ
る
も

の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
た
し
か
に
カ
ン
ト
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
判

断
の
内
容
で
は
な
く
、
判
断
の
仕
方
で
品
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
カ
ン
ト

が
判
断
の
相
述
在
、
表
而
的
立
内
容
上
の
差
異
よ
り
も
、
そ
の
線
拠
の
ほ

う
か
ら
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
道

徳
の
場
而
で
範
例
と
な
る
行
為
が
、
外
面
的
に
何
を
な
す
べ
き
か
を
で
は

立
〈
、
内
面
的
に
ど
の
よ
う
に
な
す
べ
告
か
を
教
示
す
る
よ
う
に
、
趣
味

の
場
而
で
範
例
と
な
る
判
断
は
、
外
而
的
に
何
を
美
し
い
と
判
断
す
べ
き

か
を
で
は
な
く
、
内
而
的
に
ど
の
よ
う
に
別
断
す
べ
き
か
を
提
示
す
る
も

の
な
の
で
品
る
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
に
な
ら
っ
て
、
こ
う
言
え
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
ロ
趣
味
判
断
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
正
し
い
判
断
在
学
ぶ

こ
と
は
で
き
な
い
、
わ
れ
わ
れ
は
正
し
く
判
断
す
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が

で
き
る
だ
け
で
品
る
と
。
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注
カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
に
基
づ

き
、
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
、
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
記
し
た
。
た
だ
し

「
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
引
間
に
限
っ
て
は
、
慣
例
に
従
い
、
第
一
版

を
A
、
第
二
版
在
日
と
し
て
そ
の
頁
数
を
記
し
た
。
な
お
引
用
文
中
の
〔
〕

内
は
、
千
葉
に
よ
る
も
の
で
晶
る
。

川
管
見
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
が
こ
う
し
た
区
別
を
明
示
的
に
表
明
し
た

の
は
、
と
の
筒
所
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
以
前
の
著
作
で
、
こ
う

し
た
問
活
上
の
区
別
が
つ
ね
に
意
識
的
に
な
さ
れ
て
い
た
と
は
首
い

が
た
い
。
さ
ら
に
ラ
ウ
ド
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
区
別
は
「
完
全
に
は

成
功
し
て
い
な
い
」
と
い
う
ロ
〈
也
'
円
b
g骨

p
目
。
宮
ユ
国
叫
a
口。
.
n
R
B



(2) 

。
ご
邑
問
。
ョ
。
再
開
K
O
B
-
5
5
同
自
民
百
害
日
H
E
C
B
R
o
P
3
日目

、曲、島問。冶、

P
再
宮
島
常
弘
司
冨
号
呂
志

F
国

ι
叶
F
印
臼
回
目
'
し
か
し
、

本
稿
は
こ
の
区
別
を
般
昧
一
判
断
の
特
殊
性
の
明
確
化
に
役
立
つ
か
ぎ

り
で
参
照
す
る
た
め
、
こ
の
区
別
自
体
の
安
当
性
は
考
察
し
な
い
ロ

も
と
の
ド
イ
ツ
語
は
匝
旬
、
口
凶
日
忌
の
匡
自
件
。
島
南
口
口
岳
民
晶
n
E自由持

即
日
司
回
目

agm円
で
あ
る
。
こ
の
簡
は
従
来
の
翻
訳
で
は
、
「
品
る

行
為
を
巴
な
す
べ
き
で
晶
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
な
す
べ
き
で
主

い
と
い
う
こ
と
」
(
『
カ
シ
ト
全
集
』
第
十
一
巻
、
理
想
社
、
一
九
六

九
年
、
四
一
五
頁
)
、
「
そ
れ
が
し
て
よ
い
行
為
か
、
し
て
な
ら
ぬ
行

為
か
」
(
『
世
界
の
名
著
カ
ン
ト
』
、
中
央
公
論
材
、
一
九
七
九
年
、

六
凹
九
頁
)
、
「
晶
る
行
為
の
為
さ
る
べ
き
戒
は
為
さ
る
ま
じ
き
所
以
」

(
「
カ
ン
↑
道
徳
官
学
』
、
岩
波
書
鹿
、
一
九
五
四
年
、
二
ハ
九
頁
)

と
い
う
よ
う
に
、
規
則
の
側
而
を
指
す
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
以
下
で
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ

て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
、
晶
る
概
念
や
規
則
の
実
在
性
で
品
り
、
そ

の
表
示
の
仕
方
が
班
論
と
実
践
で
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で
品
る
。

そ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
‘
?
の
る
行
為
の
実
行
可
能
性
一
な
い
し
実

行
不
可
能
性
」
と
訳
す
ほ
う
が
適
切
で
晶
る
と
考
え
ら
れ
る
。

間
論
と
実
践
の
区
別
が
対
借
地
領
域
に
よ
る
区
別
で
は
な
い
点
に
つ
い

τは
、
『
「
そ
れ
は
理
論
で
は
正
し
く
て
も
実
践
に
は
役
立
た
な
い
」

と
い
う
俗
言
に
つ
い
て
』
(
一
七
九
三
年
)
を
審
問
。
「
ひ
と
は
実
践

的
規
則
で
さ
え
も
一
相
し
て
理
論
と
呼
ぶ
こ
と
が
品
る
。
そ
れ
は
つ

ま
り
、
こ
れ
ら
の
規
則
が
原
理
と
し
て
何
ら
か
の
普
遍
怖
に
お
い
て

考
え
ら
れ
、
し
か
る
に
規
則
の
遂
行
に
た
い
し
て
必
然
的
に
影
響
を

(:1 ) 

(1 ) 

お
よ
ぽ
す
一
群
の
条
刊
に
つ
い
て
は
度
外
視
さ
れ
る
と
き
で
あ
る
。

反
対
に
、
ど
ん
な
活
動
で
も
実
践
と
呼
ば
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
実

践
と
附
ば
れ
る
の
は
、
あ
る
目
的
を
実
現
す
る
と
き
に
、
何
ら
か
の

輔
逝
的
に
表
皐
さ
れ
た
行
動
原
理
を
遵
守
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

実
現
行
為
た
け
な
の
で
あ
る
」
{
話
回
h
吋
閉
)
。
次
節
以
怖
で
論
じ
る
よ

う
に
、
趣
味
判
断
で
は
「
範
例
」
と
「
実
例
」
の
両
側
而
が
認
め
ら

れ
る
た
め
、
両
者
の
区
別
の
根
拠
在
、
た
ん
に
対
象
領
域
の
差
異
だ

け
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

担室再耳戸唾」守。
R
E旨
中
吉
昨
吉ω間包
νド噌』回H
旺喜。一

22g。畠旨宮a
羽ヨ副吾尋昔一

RREn与怯吾雪、』迫Jボ椅
E"乱昔F宮号塁s皐曇唱忘妄砕空罫F酢なF伶F岨

戸忌由叶コH「.い凹∞
N巴H「
.
〈
且
回
宮
ロ
仏
許F杓
pι

ロ
E
吾宮命吋

t.¥e寄ロ号官官げ宵何詰。〈
gσ5自同
W

昌員口

bE、足A
J

〈「包〈姐帥叩巴H「
.
こ
の
簡
所
で
は
、
見
当
。

q
唱
自
民
お
よ
び
百
Z
R
E

Eσ
邑
唱
。
色
白
ペ
と
言
い
か
え
ら
れ
て
い
る
。

〈明日

opH山由¥固い
8
・
こ
こ
で
は
、
「
だ
が
経
験
が
、
規
則
の
も
と
に
晶

る
事
例
を
与
え
る
」
(
何
卦
百
旨
間
島
問
同
阿
倍
耳
内
昨
日
出
品
目
弘
司
百
件
。
司

仏
再
開
且
百
戸
畑
町
宮
町
付
)
と
述
べ
ら
れ
る
。

「
逝
徳
法
則
の
客
蹴
的
実
在
刊
は
、
い
か
一
な
る
誠
縛
に
よ
っ
て
も
証
明

で
き
在
い
し
、
経
験
を
は
な
れ
た
も
の
で
品
れ
経
験
に
も
と
づ
く
・
も

の
で
あ
れ
、
理
論
的
な
理
性
の
い
か
立
る
労
討
を
つ
く
し
て
も
説
明

で
き
な
い
。
:
・
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
は
そ
れ
自
身
だ
け
で
確

聞
と
存
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
(
〈
恥
叶
)

そ
れ
ゆ
え
、
「
道
徳
法
則
の
た
め
に
な
さ
れ
た
行
為
的
具
体
的
事
例
と

し
て
、
範
例
は
、
道
徳
的
判
断
の
実
例
と
同
様
に
、
道
徳
仏
川
の
(
自

由
の
)
客
観
的
実
在
性
の
理
論
的
説
明
に
役
立
つ
こ
と
は
で
き
ず
、
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(9) 

た
だ
義
務
に
通
っ
た
行
為
が
実
行
可
能
で
品
る
と
表
象
す
る
こ
と
が

で
き
る
仁
す
ぎ
立
い
」
と
い
う
よ
う
仁
、
範
例
が
は
じ
め
て
行
為
由

実
行
可
能
甘
を
表
示
す
る
と
解
釈
す
る
こ
と
は
文
字
通
り
で
き
な

い
。
同
』
符
m
F
H
σ
H仏
s
m
L
∞N
H

そ
う
し
た
ズ
レ
を
強
調
す
る
た
め
、
ド
イ
ツ
語
の

.5一
向
を
「
そ
れ

な
の
に
」
と
対
比
的
に
訳
し
た
。

ド
イ
ツ
語
は
、
「
現
前
す
る
」
が
ぜ
E
E寄
付
、
「
要
望
す
る
」
が
正
日
円

E.
で
品
る
。
英
訳
の
注
に
よ
れ
ば
、
「

.2旨邑
員
百
5.
と
AN目
白
己
面
白
.

は
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
互
協
間
的
に
聞
い
ら
れ
て
い
る
。
阿
方
と
も
『
期

待
す
る
こ
と
』

(
E
O昌
ぬ
且
)
を
意
味
し
て
お
り

'
i・
し
か
し
予
期

(自
U
口
官
官
。
ロ
)
の
意
味
は
な
い
」
。
そ
し
て
、
(
期
待
と
予
則
の
)
一
一

義
性
を
さ
け
る
た
め
に
、
ィ

Z
ロ
岡
市
川
を
阿
者
の
訳
舗
と
し
て
い
る
o

a
E昏
R
巧
問
自
耳
目
・

ORHM唱
毘
応
、
L
E
母
語
害
時
(
可
自
問
H
R
U
E
亘
吾

自
目
町
昆

R
gロ
}
唱
同
日
出
自
将
司
口
町
民
ωEHH
岡
円
。
B
U
E
F
S由
戸
唱
し
凹
吋

ぎ
島
出

g.は
従
来
の
邦
訳
で
は
「
み
あ
え
て
要
求
す
る
」
と
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
が
、
期
待
と
要
求
の
闘
を
者
J

慮
L
、
ま
た
岩
波
文
庫
の

大
西
訳
を
参
考
に
し
て
「
要
望
す
る
」
と
訳
し
た
(
大
西
克
樟
訳

『
判
断
力
批
判
上
巻
』
、
一
九
四
O
年
、
一
一
九
頁
審
問
。
た
だ

し
当
該
筒
所
で
は
要
求
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
八
五
頁
参
照
)
。

ヴ
ェ
ン
ツ
エ
ル
は
「

24円
』
と
は
知
覚
の
こ
と
で
あ
る
(
口
町

dmwE.

畠
且
島
。
垣
島
自
の
Z
S
E四
百
ご
と
述
べ
る
。

dFm日
m
p
Q
W
E
E
P
U
R

守
-
G

室
内
ヨ
号
主
主
言
語
』
麿
一
室
内
号
室
SFaZEE-言
聖
書
量
r

笠
岡
S
F
4『
一
色
町
内
骨
の
百
三
R
M
-
o
p
印'ロ
N
e

し
か
し
こ
こ
で
の
話

題
は
、
珂
断
者
と
の
関
係
」
に
お
い
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
る
「
必

(10) (11) 

(12) 

然
刊
」
な
の
で
晶
り
、
そ
れ
が
以
前
の
凪
叫
判
断
自
体
的
分
析
で
は

解
明
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
品
る
，
そ
う
し
た
文
脈
か
ら
す

れ
ば
、
与
円
を
知
覚
と
み
止
す
こ
と
は
、
誤
り
で
は
な
い
に
し
て
も
、

狭
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

k
r
o
p
出
。
高
司
戸
容
器
迫
害
一
司
え
『
耳
F
n関
与
乱
再
開
巾

5
H
Z
E
q

同

V

百
戸

M
g
y
司・一
ω叶
D

F
E
J
E
ω
'
ω
2
Y叶
F

ア
リ
ソ
ン
は
、
「
閉
山
で
き
な
い
規
則
の
も
と
に
事
例
(
特
殊
立
市
価
)

を
正
し
く
包
摂
す
る
」
と
述
べ
、
「
事
例
」

(E昔
話
)
と
「
特
殊

な
評
価
」
(
野
o
u
R
t
g宵
昌
官
自
色
)
を
並
置
し
て
い
る
が
、
そ
の

積
極
的
な
現
由
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
ロ
そ
れ
は

結
閥
、
事
仰
の
二
義
仕
を
明
確
に
し
て
い
な
い
た
め
で
品
る
と
考
え

ら
れ
る
。
目
立
品
・
ゐ
P
E叶

J

怠・

こ
の
引
用
に
お
け
る
「
}
例
」
(
自
白
国
民
的
宮
内
】
)
は
、
内
容
的
に
は

明
ら
か
に
「
範
例
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
範
例
的
必
然

性
の
説
明
に
お
い
て
、
「
陳
述
で
き
立
い
品
る
普
通
的
規
則
の
一
例
と

み
な
さ
れ
る
判
断
に
対
し
て
、
す
べ
て
の
ひ
と
が
賛
同
す
る
こ
と
の

必
然
性
」
と
言
わ
れ
る
際
の
「
一
例
」
も
、
「
規
則
の
事
例
」
で
あ

る
「
範
例
」
を
指
し
て
い
る
。
注
l
審
問
。

「
諸
表
皐
の
す
べ
て
の
関
係
は
、
縮
感
覚
の
関
係
で
す
ら
、
客
観
的

で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
」

2
・8
8
が
、
「
た
だ
し
快
・
不
快
の
感
情

に
対
す
る
関
係
だ
け
は
、
客
観
的
で
品
る
と
と
が
で
き
ず

i
こ
の

関
係
の
う
ち
で
主
観
は
、
表
象
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
と
お
り
に
自

分
自
身
一
を
感
じ
る
」

2
・8
Mご
と
言
わ
れ
る
。
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(17) 

「
そ
れ
ゆ
え
、
真
と
み
な
す
こ
と
句
官
費
乱
見
邑
百
口
)
が
確
信
で
晶

る
か
、
そ
れ
と
も
た
ん
な
る
信
念
で
あ
る
の
か
、
そ
の
試
金
石
は
外

面
的
に
は
、
そ
れ
を
伝
迷
し
、
ど
の
人
聞
の
理
性
に
も
妥
当
す
る
也

の
と
認
め
る
可
能
性
な
の
で
品
る
」

S
S
O
¥田富田)。

カ
ン
ト
は
両
方
の
箇
所
と
も
正
吾
司
至
福
‘
と
接
続
法
で
表
現
し
て

い
る
。
そ
こ
に
あ
る
踊
閣
の
不
確
定
性
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。

諸
概
念
の
も
と
に
包
棋
す
る
論
理
的
判
断
力
で
は
、
誤
っ
て
包
摂
す

る
こ
と
が
「
そ
ん
な
に
し
ば
し
ば
、
容
易
に
は
な
い
」
(
戸
出
己
が
、

そ
れ
に
対
し
て
、
直
感
的
判
断
力
の
包
摂
に
は
「
論
理
的
判
断
h
に

は
付
随
し
な
い
不
可
避
の
倒
蝶
」
(
〈
h
S
)
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
「
趣

味
判
断
の
減
縛
」
を
扱
っ
た
こ
の
箇
所
で
は
、
「
こ
の
原
理
の
も
と

に
包
摂
す
る
正
し
さ
に
つ
い
て
生
じ
る
悶
難
と
疑
念
に
関
し
て
一
商
え

ば
、
こ
の
句
棋
は
、
直
感
的
判
断
】
般
の
こ
の
妥
当
性
に
対
す
る
要

求
の
合
法
牲
を
、
し
た
が
っ
て
ご
の
原
理
そ
の
も
の
を
疑
わ
せ
る
も

の
で
は
な
い
」
と
述
べ
重
要
止
の
は
、
「

3鋭
的
諮
恨
拠
に
基
づ

い
て
品
ら
ゆ
る
ひ
と
に
妥
当
す
る
と
判
断
す
る
原
理
の
正
し
さ
だ

け
」
で
あ
る
と
言
う

2
h
S
)
。
そ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
包
摂

に
関
す
る
困
難
を
ま
じ
め
に
受
け
取
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
そ
の
こ
と
」
(
骨
き
ロ
)
が
何
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
は
解
釈
者
に

よ
っ
て
意
見
が
相
違
す
る
が
、
「
確
実
」
と
「
不
臨
実
」
と
の
対
比

を
考
虚
し
て
、
「
実
際
に
こ
の
理
念
に
し
た
が
っ
て
判
断
し
て
い
る
こ

と
」
と
し
た
。
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