
M
一
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
の
科
学
教
授
論
に
お
け
る

範
例
的
原
理
と
そ
の
構
造

　
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
（
峯
鍔
竃
塞
ぼ
ぎ
一
峯
・
レ
◎
。
潔
1
H
鵠
C
◎
）

の
科
学
教
授
論
は
、
こ
れ
ま
で
高
い
評
価
と
強
い
関
心
を
集
め
、

ま
た
種
々
の
観
点
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
。
本
論
で
は
、
ヴ
ァ
i

ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
科
学
教
育
論
研
究
の
一
環
と
し
て
、
彼
の
範
例
的

教
授
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
の
か
、

そ
の
原
理
に
つ
い
て
吟
味
す
る
。
こ
れ
は
、
教
授
の
構
成
と
展
開

の
あ
り
方
を
規
定
し
方
向
づ
け
る
教
授
原
理
、
つ
ま
り
範
例
的
原

理
を
問
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ヴ
ァ
i
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
の
範

例
的
教
授
の
特
質
解
明
の
た
め
に
は
、
ま
ず
こ
の
範
例
的
原
理
が

明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
ヴ
ァ
i
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
は
、
範
例
的
原
理
を
明
確
化
し
よ
う
と

す
る
論
文
の
中
で
、
「
範
例
的
な
も
の
の
必
要
な
（
決
し
て
十
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
高
　
　
泉

と
は
い
え
な
い
）
要
素
」
と
し
て
、
「
徹
底
牲
」
一
蟹
雪
農
o
黒
艮
一
、

「
自
已
活
動
性
」
一
0
0
巴
茅
葦
娑
釘
師
巴
t
、
「
感
動
的
理
解
」

一
竃
α
q
ユ
康
竃
g
肉
轟
轟
岸
⑪
簿
一
、
「
発
生
的
方
法
と
の
関
連
」

鼠
竃
庁
ぎ
品
署
嘗
σ
q
窪
窪
誓
ぼ
竃
く
Φ
臥
浄
轟
巳
、
「
期
待
に
満

ち
た
注
意
深
さ
」
一
零
糞
胃
叶
竃
皆
陣
嵩
歓
⑪
蒔
轟
曽
貯
⑪
邑
、
と
い

う
五
つ
の
要
素
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
甲
」
う
し
た
要
素

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
は
断
片
的
に
し
か
語
っ
て
は
い
な
い
し
、
一

義
的
に
語
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
先
行
研
究
の
代
表
で
あ
る

ケ
i
ン
ラ
イ
ン
寓
詳
邑
Φ
ぼ
一
峯
し
に
お
い
て
も
、
範
例
的
原
理
の

要
素
に
つ
い
て
は
種
々
の
文
脈
で
論
及
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ

う
し
た
要
素
そ
れ
ぞ
れ
が
教
授
原
理
と
な
り
う
る
根
拠
を
解
明
し
、

そ
し
て
そ
れ
ら
相
互
の
関
係
構
造
を
十
分
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
は

い
い
難
い
の
で
あ
る
ω
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
範
例
的
原
理
の
要
素

そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
内
容
、
範
例
的
教
授
に
与
え
る
方
向
性
、
そ
の
根

拠
な
い
し
由
来
、
そ
れ
ら
相
互
の
関
係
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。

一53一



2
　
徹
底
性

ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
は
範
例
的
陶
冶
の
成
立
遇
程
を
次
の
二

つ
の
命
題
に
ま
と
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

1
．
教
科
の
あ
る
適
切
な
個
別
的
間
題
に
印
象
的
か
つ
熱
心
に

深
く
没
頭
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
そ
の
教
科
の
全
体

を
ひ
と
り
で
に
獲
得
す
る
。

．
あ
る
教
科
に
深
く
没
頭
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ひ
と
り
で
に

教
科
の
壁
が
必
然
的
に
解
消
す
る
。
そ
し
て
、
通
底
し
て
い

て
人
間
ら
し
く
す
る
深
み
に
達
す
る
。
こ
の
深
み
に
全
人
と

し
て
の
わ
れ
わ
れ
は
根
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
心

の
底
よ
り
感
動
し
、
衝
撃
を
受
け
、
変
容
さ
れ
、
ゆ
え
に

陶
冶
さ
れ
る
の
で
あ
る
ω
。

　
こ
の
両
命
題
か
ら
、
陶
冶
成
立
の
た
め
の
共
通
条
件
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
「
深
く
没
頭
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
」

と
い
う
条
件
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
教
科
の
全
体
を
獲
得
し
範
例
的

陶
冶
が
成
立
す
る
に
は
、
適
切
な
個
別
的
間
題
、
磐
言
す
れ
ば
、

範
例
的
テ
ー
マ
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
「
放
射
」
し
た
教
材
に
深
く

没
頭
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
不
可
欠
の
条
件
な
の
で
あ
る
。

　
と
ソ
」
ろ
で
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
は
、
範
例
的
教
授
の
定
義
に

つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
に
述
べ
て
は
い
る
が
、
「
範
例
的
教
授
が
個

別
的
な
も
の
に
お
い
て
全
体
に
至
る
徹
底
性
で
あ
る
、
と
定
義
で

き
る
」
③
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
の
二
つ
の
命
題
の
共
通

条
件
と
甲
」
の
定
義
を
照
合
し
て
考
察
す
れ
ば
、
「
徹
底
性
」
が

「
個
別
的
テ
i
マ
に
没
頭
す
る
こ
と
」
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
ケ
i
ン
ラ
イ
ン
も
、
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
の
い
う

「
徹
底
性
」
が
、
「
ザ
ッ
ヘ
に
没
頭
す
る
こ
と
一
〇
り
榊
艮
1
9
1
讐
①
l

c
り
碧
ぎ
－
く
①
轟
竃
庁
竃
一
を
意
味
し
て
い
る
」
ω
、
と
解
釈
し
て
い

る
。
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
は
、
「
徹
底
的
に
取
り
組
む
こ
と
」
、

「
没
頭
す
る
こ
と
」
を
い
く
ら
か
具
体
的
に
こ
う
解
説
し
て
い
る
。

二
様
に
表
面
的
に
一
通
り
や
り
通
す
、
一
歩
一
歩
や
り
通
す
代

わ
り
に
、
こ
こ
そ
こ
に
留
ま
り
、
没
頭
し
、
根
を
下
ろ
し
、
腰
を

据
え
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
、
否
義
務
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
」

㈲
し
た
が
っ
て
、
「
徹
底
性
」
は
範
例
的
教
授
の
あ
り
方
の
基
調

で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。

　
こ
の
よ
う
に
「
徹
底
性
」
が
範
例
的
教
授
全
体
の
あ
り
方
へ
の

要
請
で
あ
る
と
は
い
え
、
範
例
的
陶
冶
の
成
立
過
程
、
範
例
的
教

授
過
程
の
中
で
、
こ
の
「
徹
底
性
」
が
何
を
意
味
す
る
か
、
こ
れ

は
全
く
同
じ
で
は
な
い
。
陶
冶
成
立
の
局
面
が
違
え
ば
、
い
い
換
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え
れ
ば
範
例
的
教
授
の
段
階
が
違
え
ば
、
「
徹
底
性
」
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
も
違
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
範
例
的
陶
冶
成
立
に
お
け
る
「
個
か
ら
全
体
へ
の
放
射
」

の
局
面
、
つ
ま
り
範
例
的
教
授
の
第
一
段
階
で
の
「
徹
底
性
」
は
、

学
習
者
が
物
理
学
を
論
理
的
に
も
実
験
的
に
も
厳
密
に
、
飛
躍
な

く
入
念
に
あ
と
づ
け
る
こ
と
、
し
か
も
自
已
活
動
的
に
あ
と
づ
け

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
㈹
。
し
か
し
、
範
例
的
陶
冶
成
立
に
お

け
る
「
専
門
か
ら
の
趨
出
」
の
局
面
、
つ
ま
り
範
例
的
教
授
の
第

二
段
階
で
は
、
甲
」
の
意
味
で
の
「
徹
底
性
」
だ
け
で
は
十
分
と
は

い
え
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
段
階
で
は
、
「
徹
底
性
」

の
基
盤
が
、
精
神
的
衝
撃
が
得
ら
れ
る
ほ
ど
一
層
深
い
と
こ
ろ
に

置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
知
性
的
存

在
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
全
人
と
し
て
の
生
徒
が
対
象
（
教
材
）

か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
、
対
象
に
追
い
つ
か
れ
一
震
屋
甘
監
竃
一
、
衝

撃
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
」
そ
れ
は
、
「
こ
の

と
き
し
か
、
専
門
の
ア
ス
ペ
ク
ト
が
人
間
す
ら
限
定
す
る
と
い
う

こ
と
を
感
じ
、
完
全
に
意
識
す
る
炉
」
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る
。
」
ω
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
専
門
（
物
理
学
）
の
ア
ス

ペ
ク
ト
が
人
間
を
も
限
定
し
て
い
る
、
と
い
う
意
識
で
あ
る
が
、

あ
る
個
別
的
テ
i
マ
に
深
く
没
頭
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
ア
ス
ペ
ク

ト
そ
の
も
の
の
限
定
性
に
も
気
づ
く
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ
i
ゲ
ン
シ

ヤ
イ
ン
は
こ
の
状
況
を
、
「
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
と
こ
ろ
に
留
ま
っ

て
、
熱
心
に
深
く
没
頭
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
物
理
学
と
い
う
容

器
の
底
に
突
き
当
た
る
ま
で
、
つ
ま
り
そ
の
容
器
の
限
界
に
接
す

る
程
徹
底
的
に
な
る
」
⑧
、
と
説
明
し
て
い
る
。

　
甲
」
の
隈
界
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
物
理
学
の
ア
ス
ペ
ク
ト
で
自
然

を
理
解
し
て
い
る
と
き
、
「
物
理
学
の
領
域
の
外
に
あ
る
も
の
を

理
解
し
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
く
申
」
と
」
倒
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
こ
の
段
階
の
徹
底
性
は
、
全
人
と
し
て
の
生
徒
が
対
象
に
よ
っ

て
精
神
的
衝
撃
を
与
え
ら
れ
ア
ス
ペ
ク
ト
そ
の
も
の
の
限
定
性
と

ア
ス
ペ
ク
ト
に
よ
る
人
間
の
狭
隆
化
を
意
識
す
る
ま
で
、
ま
た
ア

ス
ペ
ク
ト
に
よ
る
自
然
の
変
容
を
認
識
す
る
ま
で
徹
底
的
に
対
象

に
没
頭
す
る
甲
」
と
を
意
味
し
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
陶

冶
成
立
の
絶
対
的
条
件
で
あ
る
ア
ス
ペ
ク
ト
性
を
認
識
す
る
こ
と

に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ま
さ
し
く
、
ケ
ー
ン
ラ
イ
ン
の
指
摘

を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
「
徹
底
性
」
は
範
例
的
教
授
の
中
心
的
な

メ
ル
ク
マ
ー
ル
な
の
で
あ
る
ω
。
否
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
「
徹
底

性
」
を
欠
い
て
は
陶
冶
が
成
立
し
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
徹

底
性
」
は
範
例
的
教
授
過
程
の
全
体
を
規
定
す
る
教
授
原
理
で
あ

る
。
範
例
的
教
授
が
「
徹
底
性
へ
の
勇
気
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン

で
語
ら
れ
る
の
も
こ
の
た
め
な
の
で
あ
る
。
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3
　
自
己
活
動
性

　
今
述
べ
た
「
徹
底
性
」
を
実
現
す
る
教
授
様
式
が
「
活
動
教
授
し

で
あ
る
。
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
は
、
「
素
材
限
定
と
活
動
教
授

の
両
原
理
が
範
例
的
な
も
の
の
必
然
的
要
素
で
あ
る
」
川
、
と
し

て
「
活
動
教
授
」
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、

科
学
教
授
を
め
ぐ
る
当
時
の
問
題
状
況
、
つ
ま
り
知
識
の
ス
ト
ッ

ク
と
し
て
の
学
習
観
が
も
た
ら
し
た
弊
害
を
取
り
除
く
試
み
を
支

え
て
い
る
の
が
他
で
も
な
い
こ
の
両
原
理
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し

た
弊
害
に
教
材
の
面
か
ら
対
処
し
よ
う
と
す
る
の
が
「
す
き
ま
へ

の
勇
気
」
で
あ
り
、
「
本
質
的
な
も
の
の
精
選
」
で
あ
る
。
一
方
、

教
授
方
法
の
面
か
ら
対
処
し
よ
う
と
す
る
の
が
「
活
動
教
授
」
で

あ
り
、
「
自
已
活
動
性
」
な
の
で
あ
る
㈹
。
無
論
、
そ
う
し
た
方

法
は
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
方
法
と
い
う
の
で

は
な
い
。
現
に
、
「
活
動
教
授
」
臣
げ
色
ぎ
算
簿
ま
軍
一
、
「
自
己

活
動
性
」
一
〇
り
Φ
蟹
ω
ま
津
封
叙
邑
、
「
活
動
性
」
芦
犀
写
岸
津
一
は
、

す
べ
て
同
じ
も
の
で
、
し
か
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
来
の
方
法
で
あ
る
、

と
彼
自
身
も
認
め
て
い
る
㈹
。
さ
ら
に
、
「
自
己
活
動
性
」
を
重

視
す
る
科
学
教
授
論
の
立
場
を
改
革
教
育
学
の
科
学
教
授
論
の
中

に
見
い
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
ω
。

　
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
が
範
例
的
教
授
論
に
お
い
て
強
調
す
る

「
自
已
活
動
性
」
は
、
「
百
科
全
書
的
に
か
き
集
め
る

一
①
冒
斎
ぎ
息
亀
窒
ぼ
ω
射
蓉
巳
と
い
う
意
味
で
能
動
的
な
こ
と
」

帖
で
も
な
い
し
、
単
に
「
動
き
が
盛
ん
な
こ
と
」
一
浮
叶
ユ
g
一
で

も
な
い
。
こ
の
「
動
き
が
盛
ん
な
こ
と
」
を
、
「
活
動
教
授
」
や

「
自
己
活
動
性
」
が
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
指
標
と
見
傲
し
や
す

い
が
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
学
級
が
、

全
く
退
屈
す
る
こ
と
も
な
く
、
外
見
的
に
は
生
き
生
き
と
し
た
活

動
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
個
別
的
に
あ
る
活
動
が
割
り
。

当
て
ら
れ
活
発
に
進
行
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
「
動
き
が
盛
ん

な
こ
と
」
は
、
生
徒
が
対
象
に
本
当
に
没
頭
し
て
い
る
こ
と
の
指

標
で
は
な
い
㈹
。
彼
は
こ
う
警
告
す
る
の
で
あ
る
。
「
自
己
活
動

性
」
が
、
見
か
け
の
活
況
に
終
始
し
な
い
こ
と
が
大
事
な
の
で
あ

る
。
結
局
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
の
い
う
「
自
已
活
動
性
」
は
、

「
専
門
に
相
応
し
た
世
界
の
見
方
［
ア
ス
ペ
ク
ト
］
の
追
構
成
へ

の
能
動
的
関
与
」
㎝
を
意
味
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
の
い
う
「
自
已
活
動
性
」

に
は
二
つ
の
機
能
が
あ
る
。
一
つ
は
、
記
憶
の
保
持
を
促
進
す
る

機
能
で
あ
る
。
「
自
ら
探
究
し
発
見
し
た
。
だ
か
ら
も
は
や
忘
れ

な
い
。
」
㏄
あ
る
い
は
、
「
活
動
教
授
の
様
式
に
し
た
が
っ
て
、
一

度
、
極
め
て
深
く
か
つ
印
象
的
に
理
解
さ
れ
た
も
の
は
、
後
か
ら
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む
り
や
り
頭
に
叩
き
こ
ま
な
く
と
も
忘
れ
が
た
い
の
で
あ
る
。
」
㈹

　
も
う
一
つ
の
機
能
は
、
範
例
的
教
授
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
味

を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
己
活
動
性
が
範
例
的
教
授
の
第
二
段

階
へ
の
到
達
、
い
い
換
え
れ
ば
、
範
例
的
陶
冶
成
立
に
お
け
る

「
専
門
か
ら
の
超
出
」
の
局
面
が
生
起
す
る
た
め
の
前
提
だ
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
点
を
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
範
例
的
教
授
の

第
二
段
階
に
到
達
す
る
の
に
必
要
な
の
は
、
「
［
物
理
学
の
ア
ス
ペ

ク
ト
に
］
限
定
さ
れ
て
い
な
い
現
実
か
ら
始
め
る
こ
と
、
そ
し
て

そ
こ
か
ら
物
理
学
の
ア
ス
ペ
ク
ト
に
限
定
さ
れ
た
自
然
像
の
構
成

へ
至
る
道
を
で
き
る
か
ぎ
り
意
識
的
に
進
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

に
は
活
動
－
教
授
一
穿
訂
岸
ω
と
算
⑪
蟹
ざ
黒
一
、
自
已
活
動
性
の
原

理
を
実
行
す
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。
」
㎝
な
ぜ
そ
う
な
る

の
か
。
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
「
何
ら
か
の
専
門
方
向
の
現
実
理
解
カ
を
自
分
自
身
で
獲
得
す

る
人
、
ま
た
、
そ
こ
に
お
い
て
そ
の
展
望
〔
ア
ス
ペ
ク
ト
］
の
一

面
性
を
意
識
し
て
い
る
人
だ
け
が
、
こ
の
よ
う
な
反
省
的
な
意
識

を
通
じ
て
、
専
門
的
方
法
の
限
定
性
を
理
解
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

ま
た
た
と
え
ば
物
理
学
の
自
然
像
が
自
然
の
現
実
を
本
来
的
に
表

わ
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
に
対
応

し
て
、
人
間
精
神
の
全
体
が
、
こ
の
よ
う
な
自
然
像
に
組
み
込
ま

れ
て
い
る
認
識
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
異
な
る
特
徴
を
も
っ
て
い
る
こ

と
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
」
（
冨
竃
年
）
洲

　
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
範
例
的
教
授
論
の
当
初
は
、
「
精
神

史
的
考
察
」
を
通
し
て
物
理
学
の
ア
ス
ペ
ク
ト
の
認
識
を
獲
得
す

る
申
」
と
を
基
本
に
し
て
い
た
ω
。
と
こ
ろ
が
、
今
引
用
し
た
部
分

に
は
「
精
神
史
的
考
察
」
は
全
く
見
受
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
こ
の
「
自
已
活
動
性
」
の
機
能
は
、
発
生
的
原
理
に
お
け

る
物
理
学
の
ア
ス
ペ
ク
ト
性
の
認
識
方
法
と
一
脈
通
じ
て
い
る
も

の
と
い
え
る
。
「
自
己
活
動
性
」
な
い
し
「
活
動
教
授
」
の
原
理

に
、
後
者
の
機
能
、
つ
ま
り
範
例
的
教
授
の
第
二
段
階
へ
の
到
達

を
保
障
す
る
機
能
を
付
与
し
た
の
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
範
例

的
教
授
論
の
後
期
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
申
」
の
引
用
は
轟
竃
年
の
論
文
か
ら
で
あ
る
が
、
同

論
文
で
、
「
自
已
活
動
性
」
に
対
応
す
る
新
し
い
概
念
と
し
て

「
本
源
性
」
一
¢
蟹
得
節
賞
管
争
叡
邑
一
「
自
発
性
」
命
電
艮
馨
①
帥
－

浄
堅
）
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
本
源
性
［
自
発
性
］
が

自
已
活
動
性
の
最
も
重
要
な
形
式
を
意
味
す
る
」
、
と
「
本
源
性
」

を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
本
源
性
」
は
、
「
専
門
の

対
象
が
精
神
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
開
か
れ
て
き
た
の
か
、
そ
し

て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
ー
類
似
し
て
ー
い
ず
れ
の
新
参
者
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［
学
習
者
u
に
も
開
か
れ
う
る
の
か
に
つ
い
て
注
意
を
向
け
る
こ

と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
専
門
の
学
科
に
対
応
し
た
特
定
の
構

成
が
そ
の
現
実
か
ら
ど
の
よ
う
に
開
か
れ
う
る
か
に
注
意
を
向
け

る
こ
と
で
あ
る
。
」
㎜
こ
こ
に
は
物
理
学
の
あ
る
概
念
等
の
精
神

史
的
成
立
と
同
時
に
、
子
ど
も
に
お
け
る
そ
う
し
た
概
念
等
の
成

立
へ
の
着
目
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い

る
の
が
、
轟
豊
年
の
論
文
に
見
ら
れ
る
範
例
的
原
理
の
次
の
定
義

で
あ
る
。

　
「
範
例
的
原
理
は
、
落
ち
着
い
た
、
徹
底
的
な
、
心
か
ら
の
、

だ
が
始
め
は
専
門
的
に
準
備
さ
れ
て
い
な
い
出
会
い
、
つ
ま
り
本

源
的
な
出
会
い
ζ
易
電
¢
簿
ぴ
q
茅
冨
困
⑪
鴇
憤
¢
夢
＆
に
支
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
ま
さ
に
狭
隆
化
す
る
専
門
の
ア
ス
ペ
ク
ト

を
規
定
し
て
い
る
、
よ
り
後
の
諾
限
定
を
必
然
的
な
も
の
と
し
て

意
識
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
間
題
に
な
っ
て
い
る
対
象
の
全
体
と

間
い
か
け
て
い
る
生
徒
の
全
体
が
相
対
し
て
、
特
殊
な
専
門
的
見

方
を
対
象
化
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
る
の
で
あ
る
。
」
ω

　
こ
の
よ
う
に
「
自
己
活
動
性
」
が
「
本
源
性
」
。
「
自
発
性
」

へ
、
つ
ま
り
単
な
る
自
己
活
動
的
探
究
活
動
で
は
な
く
、
な
に
よ

り
専
門
的
に
準
備
さ
れ
て
い
な
い
本
源
的
出
会
い
に
視
点
を
集
中

す
る
、
と
い
う
方
向
性
は
、
「
範
例
的
」
か
ら
「
発
生
的
」
へ
の

科
学
教
授
論
の
重
点
移
行
の
方
向
に
合
致
し
て
い
る
、
と
い
え
よ

う
。　

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
「
自
已
活
動
性
」
が
単
な
る
「
動
き
が

盛
ん
な
だ
け
」
に
陥
ら
ず
に
、
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
に
は
、
ま

ず
、
後
に
論
ず
る
「
期
待
に
満
ち
た
注
意
深
さ
」
に
よ
っ
て
補
完

さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
㎜
、
「
自
己
活
動
性
」
の
場
が
「
戦

術
的
な
も
の
か
ら
戦
略
的
な
も
の
へ
拡
大
す
る
こ
と
」
醐
が
必
要

な
の
で
あ
る
。
ま
ず
前
者
に
よ
っ
て
「
動
き
が
盛
ん
な
だ
け
」
に

陥
ら
ず
、
後
者
に
よ
っ
て
「
自
己
活
動
性
が
個
別
的
な
歩
み
に
限

定
さ
れ
ず
に
、
よ
り
大
き
な
間
題
範
囲
に
拡
大
さ
れ
る
」
㎝
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
自
己
活
動
性
」
が
戦
略
的
特

徴
を
も
つ
た
め
に
は
、
生
徒
と
教
師
と
の
役
割
一
活
動
の
交
代
、

ケ
ー
ン
ラ
イ
ン
の
い
う
「
規
律
化
」
一
良
竃
甘
ぽ
邑
⑪
暑
幻
σ
q
一
が
必

要
な
の
で
あ
る
。
ケ
ー
ン
ラ
イ
ン
は
こ
の
「
規
律
化
」
を
範
例
的

原
理
の
重
要
な
要
素
と
位
置
づ
け
て
い
る
卿
。

4
　
感
動
的
理
解

範
例
的
原
理
の
第
三
の
要
素
が
「
感
動
的
理
解
」
で
あ
る
。
ヴ

ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
は
、
「
感
動
的
理
解
が
陶
冶
プ
ロ
セ
ス
の
特
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徴
で
あ
る
」
㈱
、
と
い
う
。
そ
れ
は
、
「
感
動
的
理
解
」
が
陶
冶

成
立
の
要
件
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
人
間
を
感
動
さ
せ
、

人
間
が
没
頭
し
、
そ
れ
か
ら
理
解
を
促
す
出
会
い
に
よ
っ
て
し
か

人
間
は
陶
冶
さ
れ
得
な
い
。
」
G
ω
彼
は
こ
う
嬰
言
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
「
感
動
－
陶
冶
」
の
関
係
認
識
に
基
づ
い
て
、
ヴ
ァ
ー

ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
は
、
範
例
的
教
授
に
お
い
て
「
感
動
的
理
解
」
、

も
っ
と
一
般
的
に
い
え
ば
、
理
解
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
感
情
的

契
機
を
こ
と
の
ほ
か
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
「
感
動
的
理
解
」
を
呼
び
起
こ
す
と
い
う
属
性
を

持
っ
て
い
る
こ
と
が
範
例
的
テ
ー
マ
の
選
択
条
件
の
一
つ
で
あ
り

伽
、
「
単
純
で
感
動
的
で
本
源
的
な
経
験
が
範
例
的
学
習
過
程
の

源
泉
」
㈹
な
の
で
あ
る
。
範
例
的
学
習
過
程
の
発
端
ば
か
り
で
は

な
い
。
「
感
動
」
は
、
範
例
的
教
授
が
め
ざ
す
印
象
深
い
学
習
が

成
立
す
る
た
め
の
基
礎
で
も
あ
る
。
前
述
の
範
例
的
陶
冶
の
成
立

過
程
に
関
す
る
命
題
に
よ
れ
ば
、
教
科
の
深
み
－
教
科
の
全
体
に

至
喝
こ
と
が
範
例
的
陶
冶
成
立
の
本
質
的
局
面
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
そ
こ
に
至
る
た
め
に
は
、
心
か
ら
印
象
深
く
学
習
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
印
象
深
い
学
習
は
、
学
習
者
が

「
感
動
さ
せ
ら
れ
、
選
択
さ
れ
た
対
象
（
教
材
）
に
よ
っ
て
つ
か

ま
れ
、
引
き
寄
せ
ら
れ
、
誘
発
さ
れ
る
と
き
」
㈹
に
し
か
成
立
し

な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
感
情
的
契
機
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
範
例
的
教
授

に
お
い
て
い
か
な
る
具
体
的
な
機
能
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
機
能
は
少
な
く
と
も
三
つ
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。

　
ま
ず
第
一
は
、
「
自
発
性
」
を
誘
発
す
る
、
と
い
う
機
能
で
あ

る
。
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
は
「
始
め
に
単
純
な
も
の
そ
れ
か
ら

複
雑
な
も
の
」
と
い
う
体
系
的
教
授
の
基
本
原
理
を
、
教
授
の
問

題
状
況
を
生
み
出
す
主
因
と
捉
え
、
た
び
た
び
そ
の
間
題
構
造
に

言
及
し
て
い
た
。
こ
の
原
理
は
確
か
に
論
理
的
に
は
正
当
で
あ
る
、

と
い
え
る
も
の
の
、
学
習
者
の
自
発
性
を
誘
発
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
む
し
ろ
子
ど
も
と
教
師
双
方
の
自
発
性
を
萎
え
さ
せ
て
し
ま

う
。
ヴ
ァ
i
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
が
こ
う
考
え
る
の
は
、
「
始
め
に
単

純
な
も
の
そ
れ
か
ら
複
雑
な
も
の
」
と
い
う
原
理
が
学
習
者
を
感

動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
㈹
。
こ
の
第
一
の
機

能
で
は
、
特
に
「
驚
き
」
が
注
目
さ
れ
る
。
範
例
的
教
授
過
程
の

最
初
に
設
定
さ
れ
る
の
は
、
「
自
発
憧
を
誘
発
す
る
驚
き
の
疑
間
」

㈹
で
あ
り
、
範
例
的
教
授
は
「
驚
き
」
か
ら
始
ま
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
㈹
。
た
だ
し
、
ザ
」
の
「
驚
き
」
は
あ
く
ま
で
も

事
実
か
ら
呼
び
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い

㎝
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
前
述
の
よ
う
に
「
自
已
活
動
性
の
最
も
重

要
な
形
式
で
あ
る
自
発
性
」
が
な
け
れ
ば
、
範
例
的
教
授
の
核
心

で
あ
る
「
徹
底
性
」
が
実
現
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
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次
に
第
二
は
、
記
憶
の
保
持
を
促
進
す
る
、
と
い
う
機
能
で
あ

る
。
つ
ま
り
感
動
を
と
も
な
っ
て
理
解
さ
れ
た
も
の
は
忘
れ
が
た

い
と
い
う
甲
」
と
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、

「
活
動
教
授
の
様
式
に
し
た
が
っ
て
一
度
、
極
め
て
深
く
か
つ
印

象
的
に
理
解
さ
れ
た
も
の
だ
け
が
、
後
で
む
り
や
り
頭
に
叩
き
こ

ま
な
く
と
も
忘
れ
が
た
い
の
で
あ
る
。
」
㈱
こ
の
機
能
は
前
述
の

自
己
活
動
性
の
原
理
の
機
能
と
も
重
な
っ
て
い
る
。

　
最
後
に
第
三
は
、
範
例
的
陶
冶
の
成
立
の
鍵
と
な
る
、
「
主
観

の
全
体
と
客
観
の
全
体
に
対
決
を
引
き
起
こ
し
」
鋤
、
「
哲
学
的

衝
撃
」
。
「
実
存
的
衝
撃
」
一
粛
ぼ
汁
竃
註
邑
⑦
国
轟
監
算
叶
⑯
暮
づ
＆

を
も
た
ら
す
ω
、
と
い
う
機
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
衝
撃
」

（
精
神
的
衝
撃
）
、
換
言
す
れ
ば
「
高
度
の
驚
き
」
ω
こ
そ
、
範
例

的
陶
冶
。
教
授
の
独
自
性
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
衝

撃
」
が
範
例
的
陶
冶
の
成
立
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か

に
つ
い
て
は
、
既
に
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
「
衝
撃
」
が

な
け
れ
ば
範
例
的
陶
冶
は
成
立
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

ま
さ
し
く
こ
の
機
能
に
、
「
感
動
的
理
解
が
範
例
的
陶
冶
プ
ロ
セ

ス
を
特
徴
づ
け
て
い
る
」
、
と
い
う
先
程
引
用
し
な
言
明
の
意
味

が
最
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。
炉
」
う
し
た
「
対

決
」
画
「
衝
撃
」
を
引
き
起
こ
す
「
感
動
的
理
解
」
は
、
知
的
な

側
面
ば
か
り
で
は
な
く
全
人
一
閑
竃
塞
勺
⑦
墨
竃
一
の
感
動
な
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
論
理
的
洞
察
と
不
可
分
に
結
び
付
い
た
も
の
で

あ
る
㈹
。
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
は
実
践
経
験
か
ら
、
こ
う
し
た

「
衝
撃
」
を
示
す
い
く
つ
か
の
事
例
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
一

例
を
あ
げ
れ
ば
こ
ん
な
事
例
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
円
錐
を
取
り

囲
む
、
多
段
階
。
n
段
階
の
円
柱
を
考
え
計
算
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
円
錐
の
体
積
が
円
錐
を
囲
む
円
柱
の
体
積
の
－
き
に
な
る
こ

と
を
知
っ
た
と
き
、
豪
歳
の
生
徒
の
顔
が
ひ
ど
く
青
ざ
め
抵
抗
を

示
し
た
、
と
い
う
州
。

　
と
こ
ろ
で
、
範
例
的
教
授
が
、
「
驚
き
」
、
「
感
動
」
、
「
感
動
的

理
解
」
、
「
衝
撃
」
等
、
感
情
的
契
機
を
こ
と
の
ほ
か
重
視
す
る
の

は
、
感
動
を
陶
冶
の
本
質
的
契
機
と
す
る
陶
冶
観
に
依
拠
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
ヴ
ァ
i
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
の
範
例
的
陶
冶
の
論
理

に
よ
れ
ば
、
「
驚
き
一
不
思
議
が
る
こ
と
が
失
わ
れ
」
ω
、
「
何
に

つ
い
て
も
驚
か
な
い
」
州
生
徒
達
が
多
く
な
っ
た
現
状
は
、
陶
冶

の
成
立
そ
の
も
の
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
に
こ
そ
、
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
は
こ
う
し
た
契
機
の
重
要

性
を
力
説
す
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
こ
の
重
視
は
彼
の
物
理
学
観

と
も
無
縁
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
自
然
に
つ
い
て
の
驚
き
に
由

来
し
感
動
を
伴
っ
て
成
立
す
る
、
と
す
る
物
理
学
観
も
働
い
て
い

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
州
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
感
情
的
契
機
重
視
が
そ
の
機
能
を
有
効
に
発
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揮
す
る
に
は
、
生
徒
の
感
動
だ
け
に
目
を
む
け
る
ば
か
り
で
は
十

分
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
教
師
自
ら
も
ま
た
感
動
し
、
驚
く

こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
範
例

的
テ
ー
マ
設
定
の
条
件
は
、
生
徒
を
驚
か
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、

教
師
も
ま
た
そ
の
つ
ど
驚
き
、
感
動
を
得
る
も
の
で
な
け
れ
ぜ
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
い
つ
で
も
個
人
的
な
こ

と
が
ら
な
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
一
般
化
普
遍
化
し
得
な
い
も
の

で
あ
る
州
。
そ
れ
ゆ
え
、
範
例
的
教
材
。
範
例
的
テ
i
マ
の
普
遍

的
カ
タ
ロ
グ
と
い
う
発
想
そ
の
も
の
が
成
り
立
ち
得
な
い
の
で
あ

る
。
ヴ
ァ
i
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
が
そ
う
し
た
普
遍
妥
当
な
カ
タ
ロ
グ

を
望
む
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
範
例
方
式
の
否
定
に
つ
な
が
る
と
考

え
る
の
は
実
に
こ
の
た
め
で
あ
っ
た
。

　
し
た
が
っ
て
、
範
例
的
原
理
の
要
素
で
あ
る
「
感
動
的
理
解
」

は
、
感
動
に
始
ま
り
感
動
に
支
え
ら
れ
感
動
を
伴
う
理
解
で
あ
る
、

と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
範
例
的
教
授
の
核
心
で
あ
る
「
徹
底

性
」
を
実
現
す
る
た
め
の
学
習
者
の
「
自
発
性
」
を
呼
び
起
炉
」
し
、

ま
た
範
例
的
陶
冶
の
究
極
の
局
面
で
あ
る
「
実
存
的
衝
撃
」
を
も

た
ら
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

5
　
発
生
的
方
法
と
の
関
連

　
範
例
的
原
理
を
構
成
す
る
第
四
の
要
素
が
「
発
生
的
方
法
と
の

関
連
」
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
の
範
例
的
教
授
論
に

「
発
生
的
」
モ
メ
ン
ト
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
デ
ア
ボ
ラ

フ
で
あ
っ
た
蝸
。
こ
れ
は
竃
簑
年
の
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ァ
i
ゲ
ン

シ
ャ
イ
ン
の
範
例
的
教
授
論
の
申
で
は
そ
れ
ま
で
「
発
生
的
」
と

い
う
語
は
見
い
だ
さ
れ
な
か
っ
た
。
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
自
身

が
「
範
例
的
教
授
の
教
授
原
理
の
解
明
」
と
題
す
る
論
文
の
申
で
、

「
範
例
的
な
も
の
」
の
必
要
な
要
素
と
し
て
「
発
生
的
方
法
」
に

言
及
し
た
の
は
ε
竃
年
の
炉
」
と
で
あ
っ
た
㈹
。
こ
う
し
た
経
緯
に

よ
れ
ば
、
デ
ア
ボ
ラ
フ
の
指
摘
を
受
け
て
、
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ

ン
が
自
已
の
範
例
的
教
授
論
の
中
に
あ
る
科
学
史
。
精
神
史
に
関

連
す
る
モ
メ
ン
ト
を
「
発
生
的
方
法
」
と
し
て
包
括
し
た
、
と
は

い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
発
生
的
方
法
と
の
関
連
」
は
ま
ず
、
科
学

の
概
念
等
に
つ
い
て
の
子
ど
も
の
理
解
の
あ
り
方
な
い
し
そ
の
た

め
の
教
授
の
あ
り
方
を
示
す
概
念
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ

ン
は
こ
う
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
「
発
生
的
方
法
と
の
関
連
」
は
、

「
科
学
を
現
に
生
成
し
つ
つ
あ
る
も
の
、
そ
し
て
こ
れ
ま
で
生
成

し
て
き
た
も
の
と
し
て
見
な
す
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
科
学
を
子
ど
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も
の
成
長
段
階
に
割
り
当
て
る
こ
と
」
側
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
現

状
は
逆
な
の
で
あ
る
。
既
に
マ
ッ
ハ
（
爵
鼻
甲
）
が
指
摘
し
て

い
た
よ
う
に
、
「
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
こ
［
あ
る
概
念
一
法
則
等
］

に
達
し
た
の
か
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
な
源
か
ら
そ
れ
を
く
み

取
っ
た
の
か
、
こ
う
い
っ
た
内
容
は
、
今
日
の
知
的
装
置
の
中
に

閉
じ
込
め
ら
れ
、
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
ω
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
一
ヒ
つ
し
た
概
念
等
、
教
授
の
対
象
は
い
ず
れ
も
、
テ

プ
リ
ッ
ツ
一
弓
◎
瑠
犀
ぶ
◎
し
が
い
う
よ
う
に
も
と
も
と
生
き
生
き
と

し
た
探
究
の
対
象
で
あ
っ
た
。
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
が
依
拠
し

て
い
る
テ
プ
リ
ッ
ツ
の
次
の
言
葉
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

　
「
そ
れ
［
概
念
］
が
創
造
さ
れ
た
当
時
、
そ
の
概
念
は
緊
張
に

満
ち
た
探
究
の
対
象
で
あ
り
、
刺
激
に
満
ち
た
行
為
の
対
象
で
あ

っ
た
。
も
し
こ
う
い
っ
た
概
念
の
根
源
に
立
ち
返
る
な
ら
ば
、
時

間
と
い
う
塵
が
そ
こ
か
ら
払
い
落
と
さ
れ
、
一
一
一
一
そ
の
概
念

は
再
び
生
き
生
き
と
し
た
存
在
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
前
に
甦
っ
て

く
る
の
で
あ
る
。
」
泌

　
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
は
こ
の
論
理
に
し
た
が
っ
て
、
「
学
習

者
の
思
考
が
概
念
自
体
を
構
成
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
」

㈹
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
「
発
生
的
方
法
と

の
関
連
」
を
意
味
し
て
い
る
ω
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
子
ど
も
自
身
が
概
念
を
構
成
し

理
解
す
る
だ
け
で
は
十
分
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
「
探
究
す

る
人
間
が
、
自
然
な
方
法
で
ど
の
よ
う
に
し
て
『
そ
噺
」
に
至
る
』

こ
と
が
で
き
た
の
か
、
そ
し
て
い
か
に
し
て
自
然
が
何
か
そ
う
し

た
も
の
を
打
ち
明
け
る
覚
悟
が
で
き
る
の
か
、
ま
た
打
ち
明
け
る

覚
悟
を
さ
せ
ら
れ
う
る
の
か
」
、
こ
れ
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
附
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
物
理
学
は
精
神
史
的
に
理
解

さ
れ
な
け
れ
ば
真
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
」

醐
い
う
ま
で
も
な
く
こ
う
い
っ
た
理
解
は
、
自
然
科
学
そ
の
も
の

の
理
解
で
も
自
然
の
科
学
的
理
解
で
も
な
い
。
こ
れ
は
科
学
に
つ

い
て
の
メ
タ
理
解
で
あ
る
と
と
も
に
、
ヴ
ァ
i
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
の

特
有
な
自
然
観
の
理
解
で
も
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
精
神
史
的
見
方
が
必
要
な
の
は
、
上
述
の
よ
う
な

意
味
で
、
科
学
の
概
念
を
理
解
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
物
理

学
の
精
神
史
的
見
方
は
、
物
理
学
の
陶
冶
作
用
の
成
立
に
直
接
か

か
わ
っ
て
い
る
。
「
物
理
学
が
陶
冶
す
べ
き
な
ら
、
物
理
学
を
精

神
史
的
に
見
る
Ψ
」
と
が
可
能
で
あ
る
し
必
要
な
の
で
あ
る
。
」
伽

そ
れ
は
、
物
理
学
の
ア
ス
ペ
ク
ト
性
の
認
識
が
精
神
史
的
考
察
を

通
し
て
獲
得
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
と
し
て

の
物
理
学
は
、
「
生
成
し
て
き
た
も
の
そ
し
て
生
成
し
つ
つ
あ
る

も
の
と
し
て
し
か
全
人
に
よ
っ
て
習
得
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
」
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㈹
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
精
神
史
的
考
察
の
中
で
「
自
然
研
究
の
ス

タ
イ
ル
変
換
の
存
在
」
を
理
解
し
、
「
自
然
研
究
が
人
間
的
営
為

で
あ
り
、
自
然
科
学
が
人
間
存
在
に
よ
っ
て
自
由
に
選
ば
れ
た
見

方
で
あ
る
」
こ
と
を
認
識
で
き
る
か
ら
で
あ
る
㈱
。
そ
の
た
め
に

は
、
「
物
理
学
の
基
本
概
念
が
『
出
現
す
る
』
多
く
の
箇
所
で
、

そ
の
概
念
が
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
考
案
さ
れ
、
構
成
さ
れ

る
よ
う
に
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
負
う
て
い
る
時
代
に
遡

っ
て
こ
の
概
念
の
生
成
が
追
及
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
な
き

れ
な
い
の
で
あ
る
。
」
㈹
そ
れ
ゆ
え
に
、
範
例
的
教
授
は
、
「
い
く

つ
か
の
概
念
形
成
に
即
し
て
、
自
然
を
解
明
す
る
物
理
学
的
様
式

が
精
神
史
的
に
ど
の
よ
う
に
成
立
し
て
き
た
か
を
知
る
こ
と
」
を

標
梼
す
る
。

　
さ
て
そ
れ
で
は
、
「
発
生
的
方
法
と
の
関
連
」
は
教
授
に
た
い

し
て
ど
の
よ
う
な
具
体
的
方
向
性
を
与
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一

言
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
諾
概
念
を
そ
の
由
来
一
歴
史
か
ら
あ
り

あ
り
と
さ
せ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
教
授
の
中
に

歴
史
的
デ
ー
タ
や
報
告
を
揮
入
し
た
り
、
伝
記
的
資
料
を
加
え
る

こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
わ
れ
わ
れ
が
学
習
者
と
一
緒
に
昔

の
研
究
者
と
対
謡
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ザ
」
う
し

た
対
謡
の
中
で
、
生
徒
自
身
が
自
分
自
身
の
初
期
の
見
解
を
、
た

と
え
ば
ケ
プ
ラ
ー
の
こ
と
ば
の
中
に
再
認
識
し
、
自
分
も
偉
大
な

科
学
者
と
一
致
し
て
い
る
と
感
じ
、
尊
敬
の
念
を
も
ち
な
が
ら
次

の
段
階
を
一
緒
に
昇
り
、
今
日
頂
点
と
考
え
ら
れ
て
い
る
科
学
の

段
階
に
ま
で
と
も
に
昇
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
6
D
。

　
し
た
が
っ
て
こ
の
「
発
生
的
方
法
と
の
関
運
」
と
い
う
原
理
の

根
底
に
は
、
「
［
生
徒
の
概
念
構
成
は
］
わ
れ
わ
れ
が
精
神
史
に
埋

め
込
ま
れ
て
い
る
の
を
見
い
だ
す
の
と
同
じ
段
階
を
昇
る
」
鋤
な

い
し
「
子
ど
も
の
成
長
過
程
一
峯
Φ
＆
晶
醤
晩
一
は
お
お
ま
か
に
精

神
史
の
生
成
過
程
尋
竃
腎
鋼
竃
晩
一
を
辿
る
」
㈹
、
と
い
う
考
え
方
、

つ
ま
り
、
精
神
史
一
科
学
史
と
子
ど
も
の
自
然
認
識
の
平
行
性
を

認
め
る
考
え
方
が
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。

6
　
期
待
に
満
ち
た
注
意
深
さ

　
範
例
的
原
理
の
第
五
番
目
の
要
素
が
「
期
待
に
満
ち
た
注
意
深

さ
」
で
あ
る
。
炉
」
の
要
素
は
、
「
範
例
的
教
授
の
第
二
段
階
を
学

習
者
が
独
力
で
達
成
す
る
た
め
の
前
提
条
件
」
の
一
つ
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
学
習
者
の
全
人
格
が
感
動
さ
せ
ら
れ
、
対
象
の
現

実
と
徹
底
的
に
接
触
す
る
た
め
の
前
提
条
件
」
舳
の
一
つ
で
あ
る
。

ヴ
ァ
i
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
が
、
「
期
待
に
満
ち
た
注
意
深
さ
」
に
言

及
し
始
め
た
の
は
、
範
例
的
教
授
論
の
当
初
か
ら
で
は
な
い
。
そ

れ
は
む
し
ろ
ε
竃
年
前
後
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
彼
は
、
範
例
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的
教
授
論
の
当
初
か
ら
カ
説
さ
れ
た
「
教
材
の
精
選
、
あ
る
教
材

に
留
ま
る
こ
と
、
自
己
活
動
性
、
知
的
徹
底
性
だ
け
で
は
範
例
的

教
授
を
保
証
し
な
い
」
㈹
、
と
認
識
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
教
材
の
精
選
し
、
「
自
己
活
動
性
」
、
「
徹
底
性
」
な
ど
、

「
こ
れ
ら
す
べ
て
に
優
先
し
て
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の

が
、
「
期
待
に
満
ち
た
注
意
深
さ
」
で
あ
る
㈹
、
と
明
言
す
る
に

至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
注
意
深
さ
は
、
当
時
の
教
授
状
況
（
人
数
遇
剰
の
学
級
、

教
材
の
圧
力
、
関
連
な
く
交
代
す
る
授
業
時
間
、
試
験
の
成
績
に

た
い
す
る
不
安
と
願
望
）
の
下
で
教
師
が
促
進
せ
ざ
る
を
得
な
い

も
の
と
は
著
し
く
異
な
っ
た
注
意
深
さ
で
あ
る
㈹
。
そ
れ
は
、

「
自
已
活
動
性
か
ら
活
動
主
義
的
動
き
の
活
発
さ
一
降
甘
乱
詮
窒
冨

飼
Φ
ま
些
竃
嘗
瓢
5
を
取
り
去
り
、
能
動
－
受
動
と
い
う
対
立
の

彼
岸
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
」
㈹
そ
し
て
そ
れ
は
「
と
ら
わ
れ
な

い
注
意
深
さ
」
㈹
一
冒
冨
｛
馨
σ
q
竃
⑫
》
¢
歓
竃
釘
聲
昆
⑱
邑
と
も
呼

ば
れ
て
い
る
。
「
何
か
あ
る
こ
と
が
偶
然
に
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を

ひ
き
、
あ
る
答
え
を
わ
れ
わ
れ
に
求
め
る
や
否
や
、
自
分
自
身
で

そ
し
て
ま
さ
に
自
分
自
身
の
や
り
方
で
考
え
始
め
よ
う
と
す
る
」

時
に
働
く
よ
う
な
、
「
い
つ
も
初
め
て
見
よ
う
と
す
る
」
見
方
、

わ
れ
わ
れ
の
中
に
あ
る
子
ど
も
の
目
に
相
当
す
る
よ
う
な
素
朴
な

見
方
で
あ
る
㈹
。
換
言
す
れ
ば
、
「
落
ち
着
い
て
無
言
で
精
神
を

集
中
し
た
全
体
的
直
観
」
…
…
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
実
を
ト
ー
タ

ル
に
把
握
す
る
な
か
で
疑
問
が
生
ま
れ
て
「
自
己
活
動
性
」
が
起

動
す
る
き
っ
か
け
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ケ
ー
ン

ラ
イ
ン
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
期
待
に
満
ち
た
注
意
深
さ
」
は

「
自
己
活
動
性
」
と
方
法
的
に
交
代
す
る
も
の
で
あ
る
㈹
、
と
い

え
よ
う
。

　
「
期
待
に
満
ち
た
注
意
深
さ
」
が
範
例
的
原
理
を
構
成
す
る
他

の
要
素
よ
り
も
優
位
を
占
め
る
の
は
、
「
こ
れ
だ
け
が
、
人
問
と

対
象
の
全
体
へ
の
『
放
射
』
が
う
ま
く
い
き
う
る
た
め
に
必
要
な

入
口
、
統
一
化
、
対
決
に
導
く
か
ら
で
あ
る
。
」
㈹
す
な
わ
ち
、

範
例
的
教
授
の
第
二
段
階
に
到
達
す
る
前
提
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
第
二
段
階
は
、
範
例
的
陶
冶
の
成
否
の
鍵
と
な
る
科
学
論
的
考

察
、
つ
ま
り
「
専
門
か
ら
距
離
を
置
く
」
考
察
の
段
階
で
あ
る
。

「
［
現
実
を
］
ト
ー
タ
ル
に
把
握
し
た
人
し
か
、
［
専
門
に
］
距
離

を
置
く
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
を
理
解
し
な
い
」
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
期
待
に
満
ち
た
注
意
深
さ
」
が
あ
っ
て
始

め
て
、
こ
の
「
ト
i
タ
ル
な
現
実
把
握
」
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る

側
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
期
待
に
満
ち
た
注
意
深
さ
」
は
ヴ
ェ
ー
ユ

一
峯
邑
b
し
の
い
う
「
根
付
き
」
一
竃
墨
昆
屋
冒
竃
戸
霞
冒
婁
甲

器
－
漬
＆
に
導
く
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
「
期
待
に
満
ち
た
注
意
深
さ
」
の
作
用
に
つ
い
て
の
ヴ
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ア
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
の
一
ヒ
つ
し
た
認
識
は
、
極
め
て
楽
観
的
な
期

待
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
い
う
る
も
の
で
、
に
わ
か
に
は
信
じ
が
た

い
も
の
で
は
あ
る
。
確
か
に
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
自
身
も
、
ど

ん
な
教
師
で
も
こ
う
し
た
作
用
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
は

い
い
切
っ
て
は
い
な
い
。
こ
う
し
た
作
用
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
「
忍
耐
強
く
、
根
気
強
く
、
真
剣
に
、
印
象
深
く
自
已

開
示
が
う
ま
く
い
く
教
師
」
、
「
設
定
さ
れ
た
間
題
を
完
全
に
理
解

し
た
な
ら
既
に
答
え
を
呼
び
寄
せ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を

確
信
し
て
い
る
教
師
」
㈲
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
い
う
「
根
付
き
」
は
、
と
ら
わ
れ
ず
に
現

実
を
ト
ー
タ
ル
に
、
つ
ま
り
科
学
の
ア
ス
ペ
ク
ト
に
よ
っ
て
限
定

さ
れ
ず
に
見
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か

し
、
こ
の
「
根
付
き
」
概
念
は
、
発
生
的
原
理
一
発
生
的
教
授
論

に
お
い
て
基
軸
と
な
る
概
念
で
あ
る
。
他
方
で
、
ヴ
ァ
i
ゲ
ン
シ

ャ
イ
ン
が
「
期
待
に
満
ち
た
注
意
深
さ
」
を
強
調
し
始
め
た
炉
」
と

は
、
範
例
的
教
授
の
第
二
段
階
に
お
け
る
「
科
学
論
的
考
察
」
の

た
め
に
、
精
神
史
的
考
察
よ
り
も
、
現
実
の
ト
…
タ
ル
な
把
握
に

重
点
を
移
し
て
来
た
こ
と
で
も
あ
る
。
粋
」
れ
は
発
生
的
原
理
の
基

本
的
立
場
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
期
待
に
満
ち
た
注

意
深
さ
」
の
強
調
は
、
教
授
原
理
が
範
例
的
か
ら
発
生
的
へ
発

展
一
移
行
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。

7
　
範
例
的
原
理
の
構
造

　
さ
て
、
範
例
的
原
理
の
こ
う
し
た
要
素
そ
れ
ぞ
れ
は
相
互
に
ど

の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
「
徹
底
性
」

は
、
範
例
的
教
授
全
体
の
基
調
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
専

門
。
教
科
の
限
界
に
突
き
当
た
る
ま
で
」
の
「
徹
底
性
」
を
意
味

し
て
い
る
。
こ
の
「
徹
底
性
」
を
教
授
の
な
か
で
実
現
す
る
の
が

「
自
己
活
動
性
」
で
あ
り
、
「
活
動
教
授
」
で
あ
り
、
「
自
発
性
」

な
の
で
あ
る
。
「
自
已
活
動
性
」
は
「
徹
底
性
」
を
実
現
す
る
た

め
の
生
徒
の
学
習
の
あ
り
方
を
示
し
、
「
活
動
教
授
」
は
そ
う
し

た
学
習
を
進
め
る
た
め
の
教
授
様
式
を
示
し
て
い
る
。
「
自
已
活

動
性
」
が
「
徹
底
性
」
の
究
極
の
狙
い
を
実
現
で
き
る
と
い
う
の

は
、
「
自
分
自
身
で
専
門
の
ア
ス
ペ
ク
ト
を
獲
得
す
る
人
だ
け
が

反
省
的
意
識
を
通
じ
て
そ
の
限
定
性
を
認
識
す
る
」
、
と
い
う
考

え
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
「
自
発
性
」
。
「
自
已
活
動
性
」
を
誘
発
す
る

の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
感
動
」
で
あ
る
。
範
例
的
陶
冶
は
知
的
側

面
の
変
容
の
み
な
ら
ず
、
な
に
よ
り
全
人
の
変
容
を
目
指
す
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
「
実
存
的
衝
撃
」
と
と
も
に
も
た
ら
さ
れ
る
。

そ
し
て
こ
れ
を
惹
起
す
る
の
が
他
な
ら
ぬ
「
感
動
的
理
解
」
な
の
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で
あ
る
。
ヴ
ァ
i
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
は
、
「
感
動
的
理
解
（
自
発
性
）
」

と
い
う
い
い
方
さ
え
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
感
動

的
理
解
」
は
範
例
的
教
授
に
お
い
て
陶
冶
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の

基
本
的
要
講
で
あ
る
。

　
「
発
生
的
方
法
と
の
関
連
」
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
り
、
一
つ

は
教
授
の
対
象
で
あ
る
概
念
等
の
精
神
史
的
生
成
と
と
も
に
、
生

徒
に
お
け
る
そ
う
し
た
概
念
の
生
起
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
前
者

は
「
徹
底
性
」
が
究
極
的
に
の
ぞ
み
、
「
自
已
活
動
性
」
を
通
し

て
獲
得
す
る
専
門
の
ア
ス
ペ
ク
ト
性
の
認
識
に
導
く
も
の
で
あ

る
。
後
者
は
、
「
専
門
の
ア
ス
ペ
ク
ト
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
現

実
と
の
出
会
い
」
か
ら
生
徒
自
身
に
そ
う
し
た
概
念
が
生
成
す
る

こ
と
、
つ
ま
り
そ
う
し
た
概
念
の
「
本
源
性
一
自
発
性
」
に
至
る

も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
「
自
己
活
動
性
」
が
、
単
な
る
「
動
き
が
盛
ん
な
だ

け
」
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
「
期
待
に
満
ち
た
注
意
深
さ
し

で
あ
る
。
ま
た
こ
の
注
意
深
さ
は
、
「
現
実
を
ト
ー
タ
ル
に
把
握

す
る
」
た
め
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
「
現
実

の
ト
ー
タ
ル
な
把
握
」
は
、
「
発
生
的
方
法
と
の
関
連
」
と
同
様

に
「
専
門
の
ア
ス
ペ
ク
ト
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
現
実
と
の
出
会

い
」
か
ら
専
門
の
ア
ス
ペ
ク
ト
性
を
認
識
す
る
た
め
の
前
提
で
も

あ
る
。
そ
し
て
範
例
的
教
授
論
の
い
わ
ば
後
期
で
は
、
こ
の
「
期

待
に
満
ち
た
注
意
深
さ
し
が
範
例
的
教
授
論
の
初
期
に
力
説
さ
れ

た
「
教
材
の
精
選
」
、
「
徹
底
性
」
、
「
自
已
活
動
性
」
の
前
提
と
な

り
、
こ
れ
ら
を
し
の
ぐ
位
置
を
占
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

結

髪憂
圃圓

　
と
甲
」
ろ
で
ケ
ー
ン
ラ
イ
ン
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
「
徹
底

性
」
、
「
自
己
活
動
性
」
等
々
、
範
例
的
な
も
の
の
要
素
、
換
言
す

れ
ば
、
範
例
的
教
授
の
内
的
条
件
は
、
「
幾
重
に
も
重
な
り
、
そ

の
絡
み
合
い
は
全
く
複
雑
で
あ
る
。
」
州
範
例
的
原
理
が
教
授
原

理
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
範
例
的
教
授
の
目
標
の
達
成
を
目
指

す
も
の
で
あ
る
。
今
述
べ
た
範
例
的
原
理
の
五
つ
の
要
素
は
、
究

極
的
に
は
範
例
的
教
授
の
第
二
段
階
、
つ
ま
り
、
範
例
的
陶
冶
の

本
質
的
。
独
創
的
段
階
に
か
か
わ
っ
て
い
た
し
、
そ
う
し
た
究
極

の
目
標
達
成
の
た
め
に
教
授
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
の
あ
り
方
を
規

定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
デ
ア
ボ
ラ
フ
は
、
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ

ン
の
範
例
的
教
授
の
理
論
一
実
践
を
も
主
た
る
考
察
対
象
と
し
な

が
ら
、
範
例
的
教
授
の
構
造
的
モ
メ
ン
ト
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ

れ
は
、
コ
ァ
ー
マ
的
」
百
冨
冒
註
ω
序
一
、
「
発
見
的
」
臣
薯
詮
－

蔚
（
匡
、
「
発
生
的
」
一
鴇
塁
蔚
臣
一
、
「
基
礎
教
育
的
」
一
軍
亀
平

φ
署
津
碧
じ
の
四
つ
で
あ
る
川
。
こ
の
う
ち
、
・
最
初
の
三
つ
が
教
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授
原
理
に
か
か
わ
る
と
恩
わ
れ
る
。
「
テ
ー
マ
的
」
は
教
材
選

択
一
構
成
の
あ
り
方
を
示
し
、
「
発
見
的
」
、
「
発
生
的
」
は
本
節

で
述
べ
た
「
自
己
活
動
性
」
、
「
発
生
的
方
法
と
の
関
連
」
に
そ
れ

ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
た
と
え
、
同

じ
く
範
例
的
原
理
の
要
素
で
あ
る
「
徹
底
性
」
と
「
感
動
的
理
解
」

が
デ
ア
ボ
ラ
フ
の
い
う
「
発
見
的
」
一
「
発
生
的
」
モ
メ
ン
ト
に

包
括
で
き
る
に
せ
よ
、
彼
は
範
例
的
教
授
の
構
造
モ
メ
ン
ト
に
お

け
る
「
期
待
に
満
ち
た
注
意
深
さ
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
言
及
し

て
は
い
な
い
。
無
論
、
こ
れ
は
、
デ
ア
ボ
ラ
フ
の
こ
う
し
た
構
造

分
析
が
、
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
の
竃
竃
年
以
前
の
範
例
的
教
授

論
を
対
象
に
し
て
い
る
、
と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。
と
い
う
の
も
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ヴ
ァ
i
ゲ
ン
シ
ャ
イ

ン
が
、
ヴ
ェ
ー
ユ
を
援
用
し
て
「
期
待
に
満
ち
た
注
意
深
さ
」
に

言
及
し
、
こ
の
要
素
が
範
例
的
原
理
に
お
い
て
優
先
的
位
置
を
獲

得
し
た
の
は
、
竃
8
年
前
後
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。註

ω
肉
詳
邑
㌫
倶
峯
．
一
良
③
勺
陣
創
陣
σ
q
◎
阻
貯
峯
鴛
註
簑
章
陣
鴨
易
艮
乱
易

（
以
下
、
噌
罵
峯
と
略
記
）
一
固
邑
竃
σ
q
竃
畠
轟
b
あ
ト
o
ト
o
、

ω
峯
陣
溜
易
艮
阻
ダ
峯
．
一
⇔
易
肩
鮮
簿
魁
甘
監
窪
ぎ
暴
叶
昏
馨
臼
賢
⑭

　
巽
齢
皆
㎜
o
竃
隊
竃
貝
以
下
、
q
尉
と
略
記
）
も
汁
算
釘
賢
叶

　
轟
べ
◎
一
〇
り
b
心
⑩
．

㈹
固
ば
⑩
簿
煎
p
o
o
あ
ト
Q
卜
峯
錨
③
易
o
ぽ
⑪
ぎ
一
峯
．
一
≦
匙
詮
霧
簿
臥
く
町
－

黒
竃
津
断
浄
窪
昆
序
巴
糞
臣
鐸
串
“
声
艮
顛
弓
晶
）
一
》
塞
糞
監
ポ

寓
簿
竃
く
蟹
お
窪
も
申
な
お
、
同
論
文
は
も
と
も
と
、
良
⑪

髪
蔭
撃
邑
ゆ
腎
・
細
。
声
伸
畠
露
一
C
り
砧
竈
1
C
Q
竃
・
に
掲
載

さ
れ
た
も
の
だ
が
、
峯
錨
Φ
霧
艮
⑪
貝
嵩
・
一
ζ
戸
O
O
・
C
⑩
ト
O
べ
1
Q
Q
Q
Q
◎
に
も

再
録
さ
れ
て
い
る
。
再
録
に
当
た
っ
て
、
こ
の
定
義
の
部
分
が

削
除
さ
れ
て
い
る
。

ω
肉
α
ぼ
邑
臥
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峯
．
一
噌
憲
峯
一
〇
り
．
Q
◎
◎
o
9

㈹
峯
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寓
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o
り
．
ト
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轟
．

㈹
国
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ぷ
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Q
．
鶴
べ
．

ω
国
げ
⑪
饒
臥
撃

⑭
国
げ
⑪
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弘
撃

側
国
ぽ
⑪
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ぷ
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b
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‘
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肉
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邑
⑰
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噌
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一
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．
Q
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．

ω
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J
O
戸
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0
1
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げ
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．
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㎜
箇
げ
Φ
胃
印
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o
Q
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．
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国
げ
Φ
幻
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．
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国
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昌
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◎
り
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Φ
曽
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．
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伽
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旧
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ぽ
邑
臥
♪
峯
J
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婁
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り
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㈹
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σ
q
③
饒
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夕
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．
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¢
戸
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り
．
ト
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節
⑳
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陣
σ
q
Φ
饒
竃
げ
臥
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竃
．
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篤
弓
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創
窪
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ぽ
駐
り
哨
臣
N
替
ω
弘
窪

熊
⑳
屋
芭
賢
ポ
島
竃
ご
県
轟
易
（
以
下
》
⇔
o
り
出
と
略
記
）
㍍
買

顯
象
F
饒
．
ち
．
撃
（
饒
易
閑
1
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一
淳
嵩
ω
薫
浄
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竃
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◎
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①
弓
｝
⑩
⑳
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①
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．
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げ
⑦
箏
弘
伊
O
り
1
杜
飲
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．

η
国
σ
Φ
賞
φ
陣
一

刎
拙
稿
「
M
一
ヴ
ァ
…
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
の
科
学
教
授
論
に
お
け
る

　
『
範
例
的
な
も
の
』
の
概
念
－
範
例
的
陶
冶
の
基
本
構
造
に
関

連
し
て
1
」
、
筑
波
大
学
教
育
学
系
、
『
教
育
学
系
論
集
』
、
第
1
8

巻
、
第
2
号
、
ε
貨
年
、
富
干
ニ
ベ
頁
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⑦
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．
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．
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．
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．
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．
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①
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①
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①
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0
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9
こ
れ
は
、
「
鋭
い
観
察
」

の
前
提
で
あ
る
。
ケ
ー
ン
ラ
イ
ン
も
こ
れ
を
「
期
待
に
満
ち
た

　
注
意
深
さ
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
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．
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．
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．
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．

㈹
国
ぴ
窪
創
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Q
・
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・
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付
き
」
に
つ
い
て
は
、
o
Q
．
ヴ
ー
ユ
、

　
『
根
を
も
つ
こ
と
』
、
春
秋
杜
、
お
冒
年
参
照
。
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