
フ
ッ
サ
慣
ル
「
現
象
学
駒
還
元
の
現
象
学
」
を
巡
っ
て

鈴
木

康
文

　
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
現
象
学
的
遼
元
は
彼
の
学
閥
上
の
方
法
と
し
て
、
彼

の
思
想
展
開
の
中
で
も
そ
の
都
度
捉
え
直
し
が
な
さ
れ
て
き
た
。
『
イ
デ
ー

ン
』
期
に
お
い
て
は
、
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
純
粋
意
識
と
そ
れ

を
体
験
す
る
純
粋
自
我
の
特
質
が
示
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
も
と
に
し
て
諦
々

の
領
域
規
定
と
学
の
位
置
づ
け
を
遂
行
し
た
。
し
か
し
、
『
イ
デ
ー
ン
ー
』
に

お
け
る
現
象
学
的
還
元
は
、
学
の
方
法
、
な
か
ん
ず
く
精
神
科
学
の
方
法
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
方
法
へ
の
動
機
、
づ
け
に
つ
い
て
な
ん
ら
配
慮
さ
れ
て
い

　
　
　
一
－
一

な
か
っ
た
。
現
象
学
的
還
元
が
、
精
神
科
学
の
方
法
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
自
身

学
的
吟
味
を
必
要
と
し
、
動
機
、
づ
け
を
通
し
て
捉
え
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
還
元
そ
の
も
の
の
射
程
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
要

請
さ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
『
イ
デ
ー
ン
ー
』
以
来
の
現
象
学
的
還

元
の
方
途
を
明
確
に
す
る
。
そ
れ
は
『
イ
デ
ー
ン
ー
』
で
は
隠
さ
れ
て
い
た
還

元
へ
の
動
機
づ
け
を
、
も
っ
と
も
先
鋭
化
し
た
形
で
展
開
す
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
そ
し
て
そ
れ
と
の
対
比
で
新
た
な
還
元
へ
の
方
途
が
ま
さ
に
取
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
新
た
な
還
元
に
よ
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
い
か
な
る
思

想
上
の
展
開
を
な
し
た
か
を
把
握
し
た
い
。
我
々
は
こ
う
し
た
課
題
を
特
に

『
第
一
哲
学
』
二
九
二
三
／
二
四
一
を
中
心
に
し
て
問
い
抜
く
こ
と
に
す
る
。

デ
カ
ル
ト
的
還
元
と
そ
の
主
導
理
念

　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
第
一
哲
学
』
は
、
そ
の
副
題
で
あ
る
「
現
象
学
的
還
元
の

理
論
」
と
い
う
名
称
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
象
学
的
遠
元
に
つ
い
て

の
体
系
化
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
第
一
哲
学
」
と
い
う
理

念
を
、
究
極
の
地
盤
と
し
て
デ
カ
ル
ト
に
な
ら
っ
て
「
我
あ
り
」
に
よ
っ
て
確

立
し
よ
う
と
試
み
る
。
こ
の
よ
う
な
基
礎
づ
け
白
身
は
、
　
『
イ
デ
ー
ン
』
期
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
一

な
か
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
な
ん
ら
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
『
第
一

哲
学
』
と
い
う
こ
の
講
義
録
の
特
徴
と
し
て
、
『
第
一
哲
学
』
の
体
系
内
に

は
、
還
元
そ
れ
自
身
ば
か
り
で
は
な
く
、
遠
元
へ
と
至
る
動
機
、
づ
け
や
主
導
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
一

念
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
形
式
を
も
つ
体
系
づ
け
は
、
『
イ

デ
ー
ン
ー
』
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
学
に
対
す
る
素
朴
性
の
克

服
と
い
え
よ
う
。
主
導
理
念
の
記
述
は
、
形
式
的
に
は
後
の
『
危
機
』
に
も
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
け
っ
し
て
還
元
に
対
す
る
単
な
る
準
備
的
考
察
で
は
な
い
。

主
導
理
念
は
体
系
内
に
お
い
て
現
象
学
の
歩
む
方
途
を
示
し
、
そ
れ
を
介
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
↓

還
元
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
門
第
一
哲
学
』
に
お
け
る
フ
ッ
サ
i
ル
の
出
発
点
を
な
し
て
い
る
こ
と
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は
、
認
識
者
の
認
識
能
作
に
対
す
る
「
自
己
責
任
性
」
で
あ
る
。
こ
の
最
高
か

つ
究
極
の
自
己
責
任
性
か
ら
の
認
識
こ
そ
が
、
「
自
ら
を
絶
対
的
に
正
当
化
す

　
（
5
一

る
学
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
「
第
一
哲
学
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
自
己

責
任
性
は
、
認
識
者
が
認
識
行
為
の
う
ち
に
認
識
内
容
に
対
し
て
負
う
も
の
で

あ
る
。
し
か
も
認
識
内
容
に
は
認
識
者
の
心
情
や
意
志
能
作
に
よ
る
価
値
や
目

的
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
実
践
論
的
な
内
容
を
も
含
ん
で
い
る
。
「
価
値
の
真
正

性
や
冒
的
達
成
の
真
理
性
は
、
究
極
的
に
は
認
識
行
為
の
な
か
で
責
任
を
負
わ

　
　
＾
6
一

さ
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
「
第
一
哲
学
」
と
い
う
理
念
は
そ
の
価
値
や
目
的
の

正
当
性
を
も
自
ら
の
う
ち
に
含
ん
で
お
り
、
ま
さ
に
そ
の
意
味
で
自
ら
を
絶
対

に
正
当
化
す
る
学
な
の
で
あ
る
。
哲
学
者
は
、
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
に
正
当
化

さ
れ
た
認
識
を
体
系
化
し
て
普
遍
化
す
る
哲
学
を
求
め
る
者
と
し
て
、
自
ら
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
7
）

規
定
す
る
者
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
哲
学
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
正
当
化

の
究
極
の
源
泉
を
白
ら
の
認
識
主
観
の
統
一
の
な
か
に
求
め
よ
う
と
し
、
そ
こ

で
デ
カ
ル
ト
の
精
神
に
な
ら
っ
て
「
我
あ
り
」
の
な
か
に
絶
対
的
な
基
盤
を
築

こ
う
と
す
る
。

　
無
論
、
人
は
初
め
か
ら
哲
学
者
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
無
前
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
8
）

な
始
ま
り
を
求
め
る
哲
学
的
衝
動
は
、
学
者
が
も
っ
て
い
る
普
遍
的
真
理
を
探

求
し
よ
う
と
す
る
学
へ
の
動
機
づ
け
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
。
諸
学
は
普
遍

的
な
真
理
探
求
へ
の
欲
求
に
お
い
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
諸
学
の
な
か

に
留
ま
る
隈
り
そ
の
欲
求
は
達
成
さ
れ
ず
、
懐
疑
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
「
諸
学

は
、
前
も
っ
て
与
え
て
い
る
認
識
を
あ
ら
か
じ
め
け
っ
し
て
批
判
的
に
研
究
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
g
）

て
い
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
先
所
与
性
を
受
け
入
れ
て
」
お
り
、
そ
れ
白

身
の
な
か
で
は
け
っ
し
て
究
極
的
に
は
基
礎
づ
け
ら
れ
え
な
い
。
哲
学
者
に
な

ろ
う
と
す
る
も
の
は
、
自
ら
の
認
識
行
為
の
な
か
で
露
呈
し
て
き
た
懐
疑
を
克

服
し
て
、
絶
対
的
で
普
遍
的
な
学
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
。
彼
の
生
は
、
こ
の

よ
う
な
絶
対
的
な
使
命
感
（
零
蟹
怖
）
に
基
づ
い
た
生
に
な
ろ
う
と
し
、
そ
こ

で
そ
の
使
命
感
に
よ
る
絶
対
的
で
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
生
の
決
断
を
下
す
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
「
何
人
も
哲
学
の
な
か
に
偶
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
0
一

入
り
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
哲
学
者
に
な
ろ
う
と

す
る
も
の
は
、
自
ら
の
良
心
に
し
た
が
っ
て
認
識
行
為
の
意
味
を
理
解
し
、
そ

の
責
任
を
負
い
う
る
者
と
し
て
、
究
極
的
に
は
そ
の
認
識
行
為
を
な
す
自
ら
の

生
の
自
己
認
識
に
至
ろ
う
と
す
る
。
一
」
う
し
て
哲
学
の
理
念
そ
れ
自
身
が
、
究

極
的
な
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
を
保
持
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム

は
、
先
の
諸
学
の
な
か
に
働
い
て
い
た
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
が
な
お
素
朴
性
を
脱

し
え
な
か
っ
た
の
と
異
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
素
朴
性
を
原
理
的
に
見
通
し
一
そ
し

て
そ
の
克
服
に
よ
っ
て
究
極
的
な
真
理
を
普
遍
的
精
神
の
な
か
で
獲
得
し
よ
う

　
　
＾
n
）

と
す
る
。

　
得
ら
れ
た
哲
学
の
理
念
は
、
究
極
的
根
源
で
あ
る
超
越
論
的
主
観
性
を
暗
示

し
て
い
る
と
は
い
え
、
し
か
し
そ
れ
は
な
お
全
く
無
内
容
で
一
般
的
な
方
法
上

の
主
導
理
念
を
表
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
主
導
理
念
に
よ
っ
て
導
か
れ

る
究
極
的
な
認
識
は
、
あ
く
ま
で
も
具
体
的
な
経
験
に
基
、
づ
く
明
証
的
な
認
識

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
絶
対
的
で

普
遍
的
で
あ
り
、
し
か
も
内
容
豊
か
な
学
が
形
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ

で
い
わ
れ
た
明
証
性
は
、
そ
れ
白
身
ラ
デ
イ
カ
リ
ズ
ム
と
い
う
性
格
を
要
求
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
不
明
蜥
性
と
い
う
こ
と

が
あ
り
え
な
い
完
全
な
明
証
性
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
完
全
な
明
証
性
は
「
十

全
的
明
証
性
」
と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
こ
れ
と
共
に
こ
の
明
証
性
に
関
し
て
、
明

証
的
な
も
の
は
非
存
在
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
ず
、
ま
た
け
っ
し
て
そ
の
存
在

30



を
疑
い
う
る
も
の
で
も
な
い
が
ゆ
え
に
、
「
必
当
然
的
明
証
」
と
も
い
わ
れ
る

　
　
　
＾
1
2
）

の
で
あ
る
。

　
第
一
の
現
象
学
的
還
元
は
、
こ
の
必
当
然
的
明
証
を
主
導
原
理
と
し
て
遂
行

さ
れ
、
認
識
批
判
を
導
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
私
が
絶
対
に
否
定
し
え
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
）

い
も
の
、
疑
え
な
い
も
の
は
、
私
に
と
っ
て
妥
当
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
」
と

い
う
原
理
に
基
づ
い
て
、
い
か
な
る
経
験
が
必
当
然
的
な
妥
当
性
を
も
つ
か
を

探
求
す
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
こ
こ
で
認
識
批
判
さ
れ
る
べ
き
経
験
認
識
は
、
必

当
然
性
が
要
求
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
私
に
と
っ
て
直
接
的
な
認
識

で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
さ
し
あ
た
り
そ
う
し
た
発
端
に
あ
た
る
直
接
的

認
識
内
容
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
、
「
我
あ
り
」
と
「
こ
の
世
界
あ
り
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
4
〕

と
い
う
具
体
的
経
験
で
あ
る
。
こ
れ
ら
私
に
と
っ
て
確
実
で
あ
る
直
接
的
な
経

験
を
必
当
然
的
な
方
法
に
よ
っ
て
確
証
し
て
い
く
こ
と
が
、
第
一
の
現
象
学
的

還
元
な
の
で
あ
る
。

二
　
「
こ
の
世
界
あ
り
」
と
「
我
あ
り
」

　
ま
ず
は
じ
め
に
「
世
界
あ
り
」
と
い
う
命
題
が
主
題
化
さ
れ
る
。
こ
の
「
世

界
あ
り
」
と
い
う
命
題
は
決
し
て
そ
れ
の
み
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

こ
の
世
界
に
関
し
て
の
一
切
の
経
験
を
含
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
り
、
ま
た
諸
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
5
一

の
学
問
上
の
認
識
も
そ
の
な
か
に
包
括
し
て
い
る
。
我
々
は
、
こ
の
世
界
が
存

在
し
て
い
る
と
確
信
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
世
界
は
唯
一
で
あ
る
と
確
信
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
確
信
の
も
と
に
生
き
て
い
る
態
度
は
、
　
「
自
然
的
態

度
」
と
い
わ
れ
る
。
自
然
的
態
度
は
、
　
「
こ
の
世
界
あ
り
」
と
い
う
表
題
の
も

と
に
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
諸
々
の
経
験
に
は
幻
覚
と
か
幻
想
も
含
ま
れ
、
幻
想
な
ど
に
欺
か

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
「
経
験
的
仮
象
」
も
経
験
の
一
つ
で
あ

る
以
上
、
や
は
り
地
盤
で
あ
る
世
界
の
上
で
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

幻
覚
と
い
う
経
験
は
、
他
の
諸
々
の
経
験
、
例
え
ば
知
覚
や
想
起
な
ど
の
比
較

に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
他
者
と
の
交
流
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
そ
の
経
験
が
幻
覚

に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
他
の
諸
々
の
経
験
と
の
比
較
可
能
で

あ
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
そ
の
経
験
が
世
界
の
地
盤
の
上
で
の
経
験
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
こ
の
世
界
が
あ
る
」
と
い
う
命
題

は
、
一
」
う
し
た
経
験
的
仮
象
に
よ
っ
て
も
お
か
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
普
遍

的
命
題
で
あ
り
、
我
々
は
こ
の
世
界
存
在
を
全
く
自
明
な
も
の
と
み
な
し
、
疑

う
こ
と
さ
え
も
し
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
世
界
存
在
の
命
題
の
な
か
に
包
括
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
）

て
い
る
経
験
に
は
、
私
の
自
己
経
験
が
共
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
私
は
こ
の
世
界
に
な
か
に
あ
り
、
こ
の
世
界

の
一
員
で
あ
っ
て
、
も
し
こ
の
世
界
が
実
際
に
な
く
な
っ
た
な
ら
私
も
存
在
し

な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
「
こ
の
世
界
あ
り
」
は
「
我
あ
り
」
の
命
題
に
た

い
し
て
憂
立
性
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
極
め
て
豊
か
な
経
験
内
容
を
含
ん
だ
「
こ
の
世
界
あ
り
」
と
い

う
命
題
が
必
当
然
的
明
証
の
も
と
に
さ
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は

こ
こ
で
経
験
の
一
つ
の
例
と
し
て
知
覚
を
と
り
あ
げ
、
知
覚
構
造
の
分
析
を
行

な
っ
て
い
る
。
そ
の
成
果
の
一
つ
と
し
て
「
こ
う
し
た
内
世
界
的

一
§
暮
Q
竃
）
知
覚
の
普
遍
的
構
造
は
、
偶
然
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
7
）

り
そ
れ
が
別
様
で
も
あ
り
う
る
単
な
る
事
実
に
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
知
覚
さ
れ
た
対
象
は
、
実
は
存
在
し
な
い
場
合
も
あ
り
、
幻
想
で
は
な

い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
そ
れ
は
偶
然
性
を
帯
び
て
お
り
、
存
在
に
関
し
て
は

推
定
的
性
格
を
保
持
し
て
い
る
。
そ
こ
で
経
験
的
存
在
の
総
称
で
あ
る
世
界
存

引



在
も
、
必
当
然
的
に
み
る
な
ら
、
一
」
う
し
た
偶
然
性
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
つ
ま
り
世
界
存
在
も
一
つ
の
一
経
験
一
事
実
で
あ
る
隈
り
、
偶
然
性
を
免

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
」
う
し
た
事
実
は
、
普
遍
性
を
も
っ
て
い
る
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壼
一

も
、
や
は
り
別
様
で
あ
り
得
る
し
、
ま
た
お
そ
ら
く
は
非
存
在
で
も
あ
り
得
る

と
い
う
可
能
性
を
保
持
し
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
世
界
存
在

に
つ
い
て
必
当
然
的
明
証
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
世
界
の
非
存
在
の
可
能
性
が
、
実
際
現
実
に
起
こ
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
は
な
に
も
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
可
能
性
は
、
そ

の
意
味
で
は
何
か
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
可
能
性
で
は
な
く
空
虚
な
可
能
性
で
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
議
論
は
あ
く
ま
で
も
必
当
然
的
な
不
可
疑
性
に
由
来
す
る
方

法
論
上
の
一
つ
の
成
果
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
成
果
と
、
泄
界
存
在

が
現
実
に
経
験
し
て
い
て
常
に
確
信
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
矛
盾
し
な

い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
一
」
う
し
た
世
界
の
非
存
在
の
可
能
性
を
「
超
越
論
的
な
仮

一
1
9
一

象
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
先
に
例
を
挙
げ
た
幻
覚
な
ど
の
経
験
的
仮
象

と
は
全
く
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
世
界
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
必
当
然
的
な
明
証
か
ら
す
れ
ば
、
疑
い
得
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
普
遍

妥
当
性
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
一
」
う
し
て
世
界
存
在
と
そ
の
世
界
が
包
括
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
0
一

て
い
る
も
の
全
て
が
、
普
遍
的
転
覆
の
も
と
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
普
遍
的
転
覆
が
な
さ
れ
た
場
合
、
緒
局
後
に
は
な
に
も
残
ら
な

い
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
今
ま
で
考
察
の
対
象
と
し
て
い
た
こ
と

が
、
実
は
存
在
者
の
全
体
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
時
空
上
の
客
観
的
存
在
者

に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
者
が
普
遍
的
転
覆

の
も
と
に
さ
ら
さ
れ
て
も
、
実
は
今
ま
で
の
考
察
の
上
で
前
提
と
さ
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
聖

思
念
し
た
り
、
知
覚
し
た
り
す
る
作
用
は
存
在
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら

に
は
こ
の
思
念
作
用
や
知
覚
作
用
を
遂
行
し
て
い
る
主
体
で
あ
る
こ
の
具
体
的

な
私
と
い
う
存
在
は
、
や
は
り
存
在
し
続
け
る
。
す
な
わ
ち
先
の
「
我
あ
り
」

と
い
う
命
題
は
、
超
越
論
的
仮
象
の
中
に
あ
っ
て
も
破
棄
さ
れ
な
い
ま
ま
残
り

続
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
こ
の
我
は
、
諸
々
の
作
用
を
能
作
し
体
験

し
て
い
る
こ
の
私
、
つ
ま
り
一
人
称
単
数
の
具
体
的
な
私
を
意
味
し
、
白
我
一
■

般
と
い
う
意
味
で
は
な
い
こ
と
に
ま
ず
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
趨
越
論
的
曹
我
と
経
験
的
賞
我

　
し
か
し
こ
の
「
我
あ
り
」
と
は
い
か
な
る
我
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
「
我
あ

り
」
に
対
し
て
、
「
世
界
あ
り
」
が
優
位
性
を
も
つ
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
れ
は

私
は
世
界
の
一
員
で
あ
り
、
世
界
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
の
優
位
性
は
い
か
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
優
位
性
に
基
づ

く
限
り
、
世
界
の
存
在
が
普
遍
的
転
覆
に
さ
ら
さ
れ
た
場
合
、
我
の
存
在
も
転

覆
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
は
、
世
界
の
転
覆
と
共
に
転
覆
す
る
我
と
、
そ

の
転
覆
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
我
と
い
う
こ
と
の
二
重
性
で
あ
る
。
世
界
の
一

員
で
あ
り
、
杜
界
の
中
に
生
き
て
い
る
私
は
、
経
験
的
な
白
我
で
あ
る
の
に
た

い
し
、
世
界
の
普
遍
的
転
覆
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
私
は
超
越
論
的
白
我
と
い

わ
れ
る
。
経
験
的
な
自
我
は
あ
く
ま
で
も
世
界
の
中
の
客
体
の
一
つ
に
過
ぎ
な

い
。
他
方
、
超
越
論
的
自
我
は
、
世
界
と
い
う
客
体
全
体
に
た
い
す
る
唯
一
の

主
体
で
あ
り
、
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
両

者
の
我
と
い
う
こ
と
は
そ
の
意
味
で
全
く
異
な
り
、
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
両
者
が
全
く
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
超
越
論
的
自
我
は
、
自
己
統
覚
し
、
白
ら
を
経
験
的
自
我
と
し
て
構
成
し
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て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
超
越
論
的
自
我
は
、
構
成
さ
れ
た
白
然
的
白
我
の

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
2
一

内
に
隠
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
然
的
反
省
に
よ
っ
て
は
、
自
ら
を
自

然
的
な
自
我
、
つ
ま
り
人
間
と
し
て
し
か
規
定
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
現
象

学
的
還
元
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
こ
の
「
我
あ
り
」
と
い
う
命
題
は
、
超
越
論
的

白
我
の
存
在
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
経
験
的
自
我
の
存
在
と
す
り

替
え
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
超
越
論
的
自
我
と
し
て
の
「
我
あ
り
」
と
い
う
命
題
は
、
具

体
的
に
は
い
か
な
る
意
味
内
容
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
の
と
こ

ろ
こ
の
命
題
だ
け
で
は
全
く
無
内
容
で
あ
り
、
こ
れ
の
み
で
は
必
当
然
的
な
批

判
た
り
得
な
い
。
実
際
、
こ
の
「
我
あ
り
」
の
開
示
の
み
を
デ
カ
ル
ト
的
な
方

法
の
成
果
と
み
な
し
、
し
か
も
超
越
論
的
白
我
を
「
文
字
ど
お
り
」
空
虚
な
ま

ま
指
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
解
釈
す
る
向
き
も
あ
っ
た
。
し
か
し
第
一
の
方

途
は
こ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
世
界
の
存
在
を
必
当
然
的
に
み
る
な
ら
ば
、
普
遍
的

妥
当
性
は
見
い
だ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
場
合
こ
う
し
た
世

界
に
対
し
て
必
当
然
的
明
証
を
求
め
て
い
る
自
我
、
そ
れ
を
知
覚
し
て
い
る
自

我
の
存
在
は
必
当
然
的
明
証
の
も
と
で
も
残
り
続
け
る
。
そ
の
際
こ
の
自
我
は

単
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
作
用
の
遂
行
主
体
と
し
て
存
在

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
作
用
は
単
に
作
用
で
あ
る
わ
け
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
3
）

い
。
「
我
あ
り
、
こ
の
世
界
経
験
を
体
験
し
つ
つ
あ
り
」
と
い
わ
れ
る
よ
う

に
、
体
験
作
用
と
い
っ
た
場
合
、
な
ん
ら
か
の
こ
と
を
体
験
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
の
作
用
の
相
関
者
で
あ
る
体
験
さ
れ
た
内
容
も
ま
た
必
当
然
的
な
明
証

の
も
と
に
あ
る
。
作
用
と
そ
の
作
用
の
相
関
者
で
あ
る
一
志
向
的
一
対
象
と
は

分
離
し
得
な
い
。
無
論
こ
の
場
合
体
験
さ
れ
た
内
容
が
現
実
に
存
在
し
て
い
る

か
否
か
と
い
う
こ
と
と
は
関
わ
り
な
い
。
あ
る
体
験
作
用
、
例
え
ば
知
覚
作
用

な
り
、
想
像
作
用
な
り
が
、
常
に
そ
の
内
容
一
知
覚
内
容
、
想
像
内
容
等
一
を

保
持
し
て
い
る
こ
と
を
言
い
表
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
経
験
は
先
の
白

然
的
な
経
験
に
た
い
し
、
「
超
越
論
的
な
経
験
」
と
い
わ
れ
る
。
自
然
的
な
経

験
は
、
世
界
あ
り
の
命
題
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
普
遍
的
な
転
覆
が
な
さ
れ
た
。

し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
こ
と
が
、
超
越
論
的
経
験
で
あ
る
。
自
然

的
経
験
は
、
そ
の
実
在
に
た
い
し
疑
っ
た
り
、
否
定
さ
れ
た
り
さ
れ
得
る
。
し

か
し
こ
の
疑
っ
た
り
、
否
定
さ
れ
た
り
さ
れ
得
る
こ
の
内
容
そ
の
も
の
は
、
あ

ら
か
じ
め
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
、

「
我
あ
り
」
と
い
う
表
現
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
超
越
論
的
自
我
、
お
よ
び

そ
の
作
用
、
そ
の
作
用
の
内
容
あ
る
い
は
対
象
と
い
っ
た
超
越
論
的
経
験
の
存

在
、
お
よ
び
そ
の
存
在
の
不
可
疑
性
を
確
認
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
第
一
の
現
象
学
的
還
元
の
方
途
は
、
概
略
と
し
て
は
こ
こ
で

終
え
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
も
こ
こ
で
は
こ
の
第
一
の
方
途
に
即
し
た
形
で
、

具
体
的
に
超
越
論
的
な
経
験
の
分
析
に
踏
み
出
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ

は
、
こ
の
現
象
学
的
還
元
が
実
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
現
象
学
的
還
元
は
、
超
越
論
的
還
元
の
デ

カ
ル
ト
的
方
法
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
の
中
で
も
中
心

的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
実
際
『
現
象
学
の
理
念
』
や
あ
る
い
は
、
『
イ

デ
ー
ン
ー
』
で
は
常
に
現
象
学
的
還
元
は
デ
カ
ル
ト
の
名
と
共
に
語
ら
れ
、
ま

　
　
　
　
　
　
粛
一

た
導
入
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
普
遍
的
懐
疑
を
方
法
と
し
て
役
立
て
、
そ
の

懐
疑
の
試
み
の
中
に
本
質
的
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
明
証
的
に
し
よ
う
し
て

い
る
。
一
」
う
し
て
デ
カ
ル
ト
に
な
ら
っ
て
な
さ
れ
る
現
象
学
的
還
元
は
、
デ
カ

ル
ト
的
還
元
と
も
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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四
　
非
デ
カ
ル
ト
的
方
法

　
し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
現
象
学
的
還
元
の
第
一
の
方
途
の
途
上
で
、
第
二

の
方
途
、
い
わ
ゆ
る
非
デ
カ
ル
ト
的
方
法
へ
と
進
む
。
そ
し
て
そ
の
第
二
の
方

途
の
際
に
回
顧
し
て
、
第
一
の
方
途
か
ら
第
二
の
方
途
に
移
行
す
る
意
義
と
、

第
一
の
方
途
に
た
い
す
る
批
判
を
述
べ
て
い
る
。
　
「
は
じ
め
に
白
然
的
な
不
可

疑
性
を
必
当
然
的
な
不
可
疑
性
へ
と
尖
鋭
化
す
る
こ
と
は
、
も
っ
と
後
に
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
函
一
　
　
　
　
、

て
始
め
て
導
入
さ
れ
得
る
の
で
は
な
レ
カ
」
と
述
べ
　
第
一
の
方
途
の
原
理
で

あ
る
必
当
然
的
な
不
可
疑
性
に
た
い
す
る
見
直
し
を
な
そ
う
と
し
て
い
る
。
第

一
の
方
途
は
最
初
か
ら
必
当
然
的
不
可
疑
性
を
原
理
と
し
て
う
ち
た
て
て
い
る

が
、
そ
れ
は
根
拠
づ
け
ら
れ
た
原
理
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
実
は
素
朴
性
を

自
ら
の
中
に
包
含
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
必
当
然
的
不
可
疑
性
と
い
う
原

理
自
身
「
第
一
哲
学
」
と
い
う
理
念
か
ら
の
要
請
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
「
必
当

然
的
に
妥
当
す
る
絶
対
的
な
始
ま
り
か
ら
の
必
当
然
的
基
礎
付
け
」
と
い
う
遼

元
へ
の
動
機
、
づ
け
で
あ
り
・
、
王
導
理
念
で
あ
っ
た
も
の
が
、
明
白
な
自
己
根
拠
付

け
さ
れ
得
な
い
ま
ま
に
導
入
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
白
然
的
な
不
可
疑
性
を
保
持
し
、
自
明
性
の
も

と
に
あ
る
世
界
の
存
在
と
い
う
こ
と
を
、
必
当
然
的
な
不
可
疑
性
に
耐
え
得
な

い
と
い
う
点
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
世
界
の
存
在

が
自
然
的
な
不
可
疑
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
、
現
象
学
的
還
元
を
出

発
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
第
二
の
現
象
学
的
還
元
の
方
途
で
あ
り
、
主
観
に

た
い
す
る
世
界
の
与
え
ら
れ
方
か
ら
、
そ
の
世
界
を
規
定
し
て
い
こ
う
と
す

る
。
そ
し
て
こ
の
世
界
の
存
在
と
い
う
「
自
明
性
」
に
迫
ろ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
一
」
う
し
た
動
機
、
づ
け
に
よ
っ
て
現
象
学
的
還
元
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
の

が
、
第
二
の
方
途
で
あ
り
、
そ
の
方
法
が
現
象
学
的
エ
ポ
ケ
ー
で
あ
る
。
そ
れ

は
す
な
わ
ち
、
主
観
が
経
験
さ
れ
た
も
の
に
た
い
し
関
心
を
向
け
る
こ
と
を
や

め
、
そ
の
妥
当
性
に
関
し
て
判
断
す
る
こ
と
を
差
し
控
え
る
こ
と
な
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
妥
当
性
を
括
弧
に
い
れ
て
作
用
の
外
に
お
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
我
々
は
「
無
関
心
な
傍
観
者
」
に
な
り
得
る
。
こ
の
無
関
心
な
傍
観
者
と

い
う
こ
と
は
、
自
然
的
な
態
度
に
お
い
て
な
に
も
の
に
も
関
心
を
も
た
な
く
な

る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
知
覚
さ
れ
た
存
在
に
共
に
関
与
し
て
い
る
関
心
の

遂
行
を
中
断
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
無
関
心
な
傍
観

者
」
は
直
進
的
に
遂
行
し
て
い
る
作
用
の
関
心
方
向
に
つ
い
て
い
か
な
る
関
与

も
な
く
存
在
す
る
。
そ
う
し
た
傍
観
者
こ
そ
が
、
内
世
界
的
な
経
験
か
ら
解
放

さ
れ
た
純
粋
な
主
観
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
超
越
論
的
主
観
性
な
の
で
あ
る
。

こ
の
純
粋
に
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
私
の
関
心
は
、
こ
の
純
粋
に
主
観
的
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
6
一

の
や
純
粋
に
内
在
的
な
内
実
の
考
察
や
規
定
の
中
に
働
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち

関
心
は
、
純
粋
に
主
観
的
な
も
の
の
体
験
に
関
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
体
験
さ
れ
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
へ
と
眼
差

し
を
向
け
か
え
る
こ
と
を
意
昧
す
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
学
的
な
態
度
で
の
反

省
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
、
「
諾
々
の
客
観
の
所
有
の
全
て
や
、
そ

れ
ら
の
客
観
が
白
我
に
と
っ
て
現
存
す
る
と
き
伴
っ
て
い
る
経
験
規
定
や
思
考

規
定
の
全
て
は
、
そ
れ
自
身
す
で
に
白
我
の
能
作
で
あ
り
、
そ
の
自
我
の
意
識

生
の
能
作
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
や
、
　
「
自
我
が
い
つ
も
そ
の
本
質
固
有
な
生

や
活
動
に
お
い
て
一
　
　
…
一
白
ら
の
中
に
、
あ
る
い
は
白
ら
に
対
し
て
諸
客

観
に
関
す
る
現
出
や
妥
当
性
を
成
立
さ
せ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茅
）

う
し
た
こ
と
を
白
然
的
反
省
に
お
い
て
は
洞
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
白
然

酌
な
反
省
は
、
純
粋
な
主
観
の
能
作
に
関
し
て
は
開
示
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
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ず
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
主
観
に
た
い
す
る
客
観
の
本
来
的
な
意
義
も
捉
え
ら
れ

な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
エ
ポ
ケ
ー
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
イ
デ
！
ン
ー
』

に
お
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
操
作
、
あ
る
い
は
機
能
に
関
し
て
は
そ

の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
な
さ
れ

る
現
象
学
的
エ
ポ
ケ
ー
は
、
け
っ
し
て
必
当
然
的
明
証
性
を
求
め
る
と
い
う
動

機
づ
け
の
も
と
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
客
観
の
純
粋
主
観
に

た
い
す
る
与
え
ら
れ
方
へ
と
向
か
い
、
そ
こ
か
ら
逆
に
客
観
の
存
在
の
自
明
性

の
根
拠
を
み
て
い
く
為
に
な
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
与
え
ら
れ
方
へ
と
向
か
う
こ
と
は
、
意
識
に
お
け
る
「
地
平
」

が
大
き
な
比
重
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
意
識
の
地
平
は
、
さ
し
あ
た
り
我
々

が
な
ん
ら
か
の
客
体
を
主
題
と
し
て
い
る
場
含
に
、
そ
の
客
体
の
意
識
に
伴
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
函
一

て
い
る
背
景
意
識
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
地
平
は
、
主
題
と
な
っ
て
い
る
前
景

意
識
と
は
異
な
り
、
顕
在
的
で
は
な
い
が
、
常
に
顕
在
化
し
得
る
と
い
う
意
味

で
潜
在
約
な
妥
当
性
を
も
つ
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
今
ま
で
主
題
と
な
っ
て

い
な
い
こ
と
を
主
題
化
す
る
こ
と
も
可
能
な
わ
け
で
、
そ
の
時
背
景
に
過
ぎ
な

か
っ
た
こ
と
が
前
景
に
な
り
得
る
。
こ
の
よ
う
に
注
意
の
向
け
方
に
よ
っ
て
、

主
題
と
な
っ
て
い
る
前
景
と
非
主
題
的
な
背
景
と
は
流
動
的
に
変
化
す
る
が
、

し
か
し
こ
の
主
題
化
さ
れ
た
意
識
に
は
常
に
地
平
が
伴
っ
て
い
る
と
い
う
意
識

構
造
は
変
わ
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
地
平
の
こ
の
よ
う
な
潜
在
的
で
開
か
れ
た
無
限
性
と
い
う
意
識
構

造
を
み
る
と
き
、
現
象
学
的
エ
ポ
ケ
ー
の
個
々
に
主
題
化
さ
れ
た
客
体
を
括
弧

に
い
れ
て
、
純
粋
な
主
観
性
に
眼
差
し
を
向
け
る
と
い
う
作
業
が
、
実
は
な
お

不
十
分
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
れ
の
み
で
は
、
実
は
顕
在
的
な
妥

当
性
の
み
が
そ
の
都
度
エ
ポ
ケ
ー
さ
れ
る
だ
け
で
、
な
お
主
題
化
さ
れ
て
い
な

い
潜
在
的
な
妥
当
性
は
、
エ
ポ
ケ
ー
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
留
ま
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
場
合
の
主
観
性
は
、
潜
在
的
で
あ
る
が
、
妥
当
し
て
い
る
も
の
を
自

明
な
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
受
け
取
っ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
自
然
的
態

度
の
素
朴
性
を
免
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
主
観
性
は
、
そ
の
意
味
で
人
間
的
主

観
性
、
あ
る
い
は
心
理
学
的
な
主
観
性
に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

完
全
な
「
趨
越
論
的
主
観
性
」
の
全
領
野
を
開
示
さ
せ
る
方
法
と
し
て
「
普
遍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
函
一

的
エ
ポ
ケ
i
」
が
導
人
さ
れ
る
。

　
普
遍
的
エ
ポ
ケ
ー
は
、
私
の
関
心
の
全
て
を
い
わ
ば
抑
制
す
る
と
い
う
普
遍

的
な
意
志
決
定
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
そ
の
全
て
の
関
心
と
い
う
の
は
、
そ
の

関
心
に
よ
っ
て
今
妥
当
し
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
過
去
に
妥
当
し
て

い
た
も
の
が
習
慣
的
に
妥
当
し
続
け
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
将
来
妥
当
す
る

で
あ
ろ
う
も
の
が
、
妥
当
の
基
盤
の
上
に
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を

含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
エ
ポ
ケ
ー
は
、
顕
在
的
な
ば
か
り
か
、
潜
在
的

な
妥
当
性
の
遂
行
を
作
用
の
外
に
お
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
普
遍
的
エ
ポ
ケ
ー
に
よ
っ
て
、
私
の
超
越
論
的
生
を
そ
の
本
質
構
造
に
つ

い
て
は
な
ん
ら
変
わ
ら
な
い
ま
ま
、
露
呈
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
個
別
的
エ
ポ
ケ
ー
か
ら
普
逓
的
エ
ポ
ケ
ー
へ
と
至
る
道
が
、
超
越

論
約
還
元
の
第
二
の
方
途
で
あ
る
。
こ
の
普
遍
的
エ
ポ
ケ
i
の
意
義
を
考
察
す

る
た
め
に
次
に
地
平
現
象
の
意
味
を
探
る
こ
と
に
し
よ
う
。
意
識
の
う
ち
に
お

け
る
地
平
現
象
の
確
認
そ
の
も
の
は
、
自
然
的
反
省
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
得
る

　
　
　
　
一
3
0
）

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
間
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
地
平
の
果

た
す
役
割
で
あ
る
。
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五
　
普
遍
的
エ
ポ
ケ
ー
と
地
平
性

　
例
え
ば
、
我
々
が
物
を
知
覚
す
る
際
、
そ
の
物
は
あ
る
一
面
の
み
が
射
影
的

に
し
か
呈
示
し
な
い
。
そ
の
物
の
前
面
は
直
観
さ
れ
て
い
る
が
、
背
面
は
不
確

実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
そ
の
背
面
は
、
非
直
観
的
と
い
う
仕
方
で

意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
識
が
「
地
平
」
と
い
わ
れ
、
こ
の
背
面

に
関
し
て
全
く
無
規
定
で
は
な
く
予
描
さ
れ
て
い
て
、
先
行
的
な
意
味
の
枠
組

が
存
立
し
て
い
る
。
例
え
ば
知
覚
的
に
意
識
さ
れ
た
も
の
は
、
す
く
な
く
と
も

空
間
上
の
物
で
あ
り
、
色
を
も
っ
て
い
る
等
々
。
一
」
う
し
た
予
描
が
そ
の
物
に

関
す
る
さ
ら
な
る
規
定
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
・
」
う
し
た
一
つ
の
物
に
関
す
る

さ
ら
な
る
規
定
に
関
わ
る
意
識
が
「
内
部
地
平
」
と
い
わ
れ
る
。
物
に
た
い

し
、
知
覚
に
必
然
的
に
伴
っ
て
い
る
こ
の
非
直
観
的
な
内
部
地
平
が
指
摘
さ
れ

る
。
我
々
が
物
を
同
一
性
と
統
一
性
を
保
持
す
る
意
味
と
し
て
規
定
し
得
る
の

も
、
単
に
直
観
さ
れ
た
所
与
性
に
よ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
に
伴
う
非
直

観
的
に
共
思
念
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
無
規
定
で
は
あ
る
が
制

約
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
物
は
知
覚
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
意
味
が
充
実
す

る
が
、
し
か
し
常
に
未
規
定
性
が
伴
っ
て
お
り
、
さ
ら
な
る
充
実
が
可
能
な
の

で
あ
る
。
そ
の
認
識
の
過
程
に
お
い
て
常
に
そ
の
物
は
、
同
一
の
物
と
し
て
規

定
さ
れ
続
け
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
物
」
自
身
、
そ
の
真
の
存
在
に
お
い
て
、

同
一
の
も
の
で
同
一
視
可
能
な
も
の
と
い
う
理
念
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
同
一
の
物
を
さ
ら
に
解
明
し
て
い
く
と
い
う
過
程
が
可

能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
、
同
一
の
物
と
い
う
意
味
を
構
成
す
る
作
用

の
な
か
に
隠
さ
れ
た
潜
在
的
な
諸
作
用
を
遡
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
前
の

諸
体
験
が
開
示
さ
れ
得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
諸
作
用
は
、
そ
れ
自
身
の
中

に
志
向
的
含
蓄
性
（
ぎ
①
ま
◎
墨
宥
ヲ
昌
冨
桝
一
s
一
と
い
う
形
態
に
お
い
て
諾
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
一

用
を
包
含
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
象
学
的
還
元
は
、
そ
の
都
度
隠
さ
れ
て
い

る
志
向
的
含
蓄
性
を
明
る
み
に
出
し
て
い
く
作
業
で
あ
る
。
一
」
う
し
た
意
識
の

地
平
性
か
ら
さ
し
あ
た
り
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
、
知
覚
直
観
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
た
対
象
意
味
も
、
そ
の
顕
在
的
な
体
験
に
解
消
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
現
に
今
構
成
さ
れ
た
物
の
意
味
も
、
そ
の
中
に
過
去
に
構
成
さ
れ
す
で

に
沈
澱
し
た
意
味
と
そ
の
構
成
し
た
体
験
を
地
平
と
し
て
含
ん
で
い
る
。
物
の

意
味
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
時
間
的
な
地
平
を
有
し
て
お
り
、
無
限
性
を
含
ん

で
い
る
。

　
ま
た
我
々
は
、
先
に
挙
げ
た
内
部
地
平
の
他
に
も
、
「
外
部
地
平
」
の
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
2
一

を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
外
部
地
平
は
、
知
覚
領
野
の
中
で
注
意
を
向

け
ら
れ
た
対
象
の
周
囲
と
し
て
の
地
平
を
意
味
し
て
い
る
。
あ
る
関
心
を
向
け

ら
れ
た
も
の
が
そ
れ
単
独
で
現
れ
る
こ
と
は
な
く
、
非
直
観
的
で
空
虚
で
は
あ

る
が
周
囲
を
伴
っ
て
現
出
し
て
い
る
。
こ
の
空
虚
地
平
が
さ
し
あ
た
り
で
は
あ

る
が
知
覚
世
界
を
示
し
て
い
る
。
我
々
は
、
現
実
に
知
覚
さ
れ
直
観
さ
れ
た
も

の
を
越
え
た
彼
方
に
あ
る
、
経
験
可
能
性
と
し
て
の
地
平
の
存
在
を
常
に
認
め

て
い
る
。
こ
の
多
様
な
あ
り
方
を
示
す
志
向
的
対
象
の
領
野
は
、
無
限
に
広

が
っ
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
地
平
意
識
は
我
々
の
そ
の
都
度
の
知
覚
に
必
然
的

に
帰
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
地
平
に
よ
っ
て
逆
に
志
向
的
に
触

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
3
一

発
が
可
能
な
の
で
あ
り
、
注
意
が
向
け
ら
れ
て
把
握
が
な
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

　
無
論
こ
の
よ
う
な
意
識
地
平
は
、
単
に
現
在
の
環
境
世
界
の
み
を
意
味
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
開
か
れ
た
無
限
の
過
去
と
未
来
を
包
括
し
て
い

る
。
ま
ず
生
き
生
き
と
し
て
流
れ
る
現
在
に
お
い
て
も
直
接
的
に
意
識
さ
れ
る

過
去
把
持
が
含
ま
れ
、
た
っ
た
今
沈
ん
で
い
っ
た
ば
か
り
の
知
覚
の
余
韻
の
中
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で
意
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
お
こ
の
現
在
が
流
れ
さ
り
、
過
去
の
中
に
沈

澱
し
て
い
く
に
し
て
も
そ
れ
は
全
く
忘
却
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
想
起
と
い
う

形
で
、
潜
在
的
な
仕
方
で
今
も
意
識
さ
れ
得
る
可
能
性
を
も
つ
開
か
れ
た
地
平

な
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
未
来
把
持
に
も
さ
ら
に
は
本
来
的
な
未
来
に

も
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
世
界
は
こ
の
可
能
な
経
験
の
地
平
と
し
て
述
べ
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
中
で
語
ら
れ
る
世
界
の
妥
当
性
は
、
全
般
的
で

潜
在
的
な
妥
当
習
慣
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
世
界
経
験
の
こ
の
妥
当
性
は
常
に

隠
れ
た
妥
当
性
で
あ
り
、
泄
界
の
上
で
の
個
々
の
経
験
に
関
し
て
顕
在
的
な
妥

当
性
の
基
盤
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
の
世
界
は
、
個
々
の
点
で
は
存
在
の

確
信
が
い
か
に
揺
ら
ご
う
と
、
そ
の
普
遍
的
構
造
形
態
、
す
な
わ
ち
あ
く
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
4
一

も
地
平
に
お
い
て
存
在
す
る
世
界
と
し
て
留
ま
る
。
こ
の
こ
と
は
、
　
「
世
界
が

存
在
す
る
」
と
い
う
自
明
性
が
い
か
に
根
深
い
も
の
で
あ
る
か
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
世
界
地
平
は
、
個
々
の
経
験
に
た
い
し
い
つ
も
す
で
に
伴
っ
て
い
る

“
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
泰
一

は
か
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
主
導
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、
始
め
に
述
べ
ら
れ
た
個
別
的
な
エ
ポ
ケ
ー
が
あ

る
限
界
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
理
解
さ
れ
よ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
個
別

的
エ
ポ
ケ
ー
を
現
象
学
エ
ポ
ケ
ー
、
普
遍
的
エ
ポ
ケ
ー
を
超
越
論
的
エ
ポ
ケ
ー

と
も
い
い
、
現
象
学
的
と
い
う
こ
と
と
趨
越
論
的
と
い
う
こ
と
を
区
分
し
て
い

る
。
個
別
的
、
現
象
学
的
還
元
は
、
文
字
ど
お
り
個
別
的
に
そ
の
都
度
の
顕
在

的
な
作
用
に
関
す
る
妥
当
性
を
作
用
の
外
に
お
き
、
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
関

心
を
差
し
控
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
粋
な
主
観
性
へ
と
向
か
っ
た
。
し
か
し

こ
こ
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
妥
当
性
も
、
そ
の
妥
当
さ
せ
て
い
る

対
象
に
応
じ
て
、
潜
在
的
で
先
行
し
て
い
る
妥
当
性
と
密
接
に
絡
み
合
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
個
別
的
な
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
獲
得
さ

れ
た
純
粋
に
主
観
的
な
も
の
は
、
な
お
還
元
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い

る
妥
当
性
の
違
累
一
く
撃
箒
o
腎
暮
⑰
・
一
に
由
来
す
る
客
観
的
な
妥
当
性
成
素
を

導
く
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
個
別
的
な
エ
ポ
ケ
ー
は
、
純
粋
に
主
観
的
な
も

の
の
中
で
潜
在
的
な
志
向
的
な
含
蓄
性
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
し
か
し

そ
こ
に
留
ま
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
中
に
常
に
あ
ら
か
じ
め
含
ま
れ
て
い
る

地
平
意
識
へ
と
還
元
を
導
く
。

　
こ
こ
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
、
個
別
的
エ
ポ
ケ
ー
に
よ
っ
て
は
純
粋
に
主

観
的
な
も
の
の
全
領
野
は
開
示
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
志

向
的
含
蓄
性
が
本
来
い
か
に
機
能
し
て
お
り
、
顕
在
的
な
意
識
に
と
っ
て
い
か

な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
と
い
う
課
題
に
は
応
え
切
れ
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
課
題
の
た
め
に
、
純
粋
な
主
観
性
を
完
全
に
開
示
さ
せ

る
に
は
、
全
て
の
作
用
意
識
に
含
ま
れ
て
い
る
隠
れ
た
地
平
意
識
に
つ
い
て

も
、
一
挙
に
エ
ポ
ケ
ー
が
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
全
て
の
妥
当

性
の
中
に
あ
っ
て
、
常
に
潜
在
的
な
あ
り
方
で
伴
い
つ
つ
支
え
て
い
る
「
世
界

地
平
」
の
妥
当
性
を
も
、
完
全
な
広
が
り
に
お
い
て
無
効
と
す
る
こ
と
が
要
求

さ
れ
る
。
私
の
申
に
こ
の
エ
ポ
ケ
ー
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
決
意
が
生
じ
る
。

そ
れ
は
普
遍
的
エ
ポ
ケ
ー
と
い
わ
れ
、
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
今
妥
当
し
て
い
る

ば
か
り
で
は
な
く
、
以
前
妥
当
し
て
い
て
な
お
習
慣
的
に
引
き
続
い
て
妥
当

し
、
さ
ら
に
将
来
も
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
も
の
に
関
し
、
私
の
関
心
を
抑
制
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
6
一

よ
う
と
す
る
「
普
遍
的
な
意
志
決
定
」
の
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
普
遍
的

エ
ポ
ケ
ー
に
よ
っ
て
、
超
越
論
的
で
純
粋
な
生
に
、
そ
の
全
て
の
広
が
り
に
わ

た
っ
て
接
近
し
得
る
可
能
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
そ
の
生
は
単
な
る
生
で
は
な
く
、
志
向
的
生
で
あ
っ
て
、
そ
の
生
の

中
に
体
験
の
上
で
意
識
さ
れ
た
客
体
を
そ
の
相
関
者
と
し
て
保
持
し
て
い
る
。
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つ
ま
り
そ
の
生
に
、
顕
在
的
で
あ
れ
、
潜
在
的
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
措
定
性
が

属
し
て
お
り
、
客
体
の
妥
当
性
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
私
の

生
を
屍
渡
す
と
い
う
こ
と
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
結
局
そ
れ
と
同
じ
こ
と
で

あ
る
が
、
そ
れ
の
相
関
者
の
方
へ
と
眼
差
し
を
転
ず
れ
ば
世
界
を
見
渡
す
と
い

　
　
　
　
　
　
　
一
3
7
一

う
こ
と
な
の
で
あ
る
」
。
し
か
も
こ
の
生
は
、
各
々
の
現
在
の
位
相
に
お
い
て

一
つ
の
地
平
意
識
を
も
っ
て
お
り
、
絶
え
ず
流
れ
つ
つ
い
つ
も
新
た
に
産
出
し

て
い
て
、
そ
の
中
に
私
に
と
っ
て
か
つ
て
対
象
で
あ
っ
た
も
の
、
今
そ
う
で
あ

る
も
の
、
ま
た
い
つ
か
そ
う
な
る
で
あ
ろ
う
も
の
が
、
普
遍
的
な
仕
方
で
全
て

含
蓄
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
私
の
全
牛
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
自
身
も
共
に
含
蓄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
一

さ
れ
て
い
る
生
の
志
向
的
相
関
者
と
し
て
含
蓄
さ
れ
て
い
る
。
普
遍
的
エ
ポ

ケ
ー
は
、
一
挙
に
こ
の
地
平
は
る
か
に
意
識
さ
れ
て
い
る
世
界
全
体
の
妥
当
性

　
　
　
　
＾
醐
）

を
排
除
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
も
、
ま
さ
に
志
向
的

生
の
諾
々
の
作
用
が
分
離
不
可
能
な
形
で
連
累
し
て
お
り
統
一
さ
れ
て
い
る
か

ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
歩
み
は
、
第
二
の
、
そ
し
て
新
た
な
超
越
論
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
型

還
元
と
い
う
方
法
の
遂
行
を
意
昧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
方
法
を

具
体
的
に
歩
む
と
共
に
、
そ
の
方
法
の
可
能
性
と
射
程
を
吟
味
し
た
の
で
あ

る
。

六
　
デ
カ
ル
ト
的
還
元
と
非
デ
カ
ル
ト
的
還
元

　
最
後
に
フ
ッ
サ
ー
ル
に
な
ら
っ
て
、
今
ま
で
の
考
察
を
振
り
返
り
つ
つ
、
二

つ
の
現
象
学
的
還
元
の
方
途
の
比
較
を
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
デ
カ

ル
ト
的
遠
元
に
つ
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
超
越
論
的
主
観
性
と
し
て
の
純
粋
主

観
性
が
完
全
に
導
か
れ
る
に
は
な
お
補
足
的
な
研
究
が
必
要
で
あ
っ
た
と
述
べ

　
　
一
如
）

て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
考
察
さ
れ
た
デ
カ
ル
ト
的
還
元
は
、
あ
く
ま
で
も

今
現
在
、
経
験
さ
れ
る
世
界
の
非
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
経

験
さ
れ
る
も
の
の
非
存
在
か
ら
は
影
響
を
受
け
な
い
純
粋
主
観
性
へ
と
眼
差
し

を
向
け
か
え
た
。
し
か
し
こ
の
経
験
世
界
以
外
の
世
界
、
例
え
ば
思
考
上
の
世

界
で
あ
る
と
か
、
理
念
的
対
象
の
世
界
と
い
う
特
殊
世
界
の
妥
当
性
に
関
し
て

も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
論
一
」
う
し
た
課
題
は
、
『
第
一
哲
学
』

に
お
い
て
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
第
一
の
方
途

の
原
理
上
の
制
約
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
『
第
一
哲
学
』
は
現

象
学
的
還
元
の
方
法
論
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
方
法
に
よ
る
具
体

的
な
分
析
は
最
小
隈
に
留
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
も
う
一
つ
の
指
摘
は
原
理
的
な
も
の
で
あ
り
、
よ
り
重
要
な

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
の
現
象
学
的
還
元
の
歩
み
は
、
「
強
力
な
長

所
を
も
っ
て
お
り
」
、
そ
れ
は
、
「
エ
ポ
ケ
ー
の
可
能
性
の
基
礎
を
な
し
て
い
る

主
観
性
自
身
の
諸
構
造
の
最
も
広
く
最
も
深
い
理
解
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憂
一

ポ
ケ
ー
の
純
粋
な
意
味
の
最
も
深
い
理
解
を
我
々
に
開
く
」
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
す
な
わ
ち
普
遍
的
エ
ポ
ケ
ー
に
よ
っ
て
純
粋
な
生
の
地
平
構
造
を
露
呈
し
、

し
か
も
そ
の
地
平
構
造
自
身
が
エ
ポ
ケ
i
の
可
能
性
の
基
礎
を
導
い
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
新
た
な
手
続
き
を
単
に
現
象
学
の

方
法
を
与
え
る
の
み
な
ら
ず
、
　
「
現
象
学
的
還
元
の
現
象
学
」
を
与
え
る
と
述

　
　
　
一
坦

べ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
第
二
の
還
元
の
方
法
に
よ
っ
て
、
意
識
生
の
地
平
構
造
に
焦
点

を
当
て
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
は
、
第
一
の
デ
カ
ル
ト
的
還
元
に
対
し

て
さ
し
あ
た
り
二
つ
の
点
で
深
ま
り
を
昆
せ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一

つ
は
デ
カ
ル
ト
的
還
元
が
、
必
当
然
的
明
証
を
主
導
原
理
と
す
る
た
め
に
知
覚

が
中
心
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
他
の
想
起
で
あ
る
と
か
期
待
、
ま
た
潜
在
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的
な
意
識
な
ど
は
、
あ
く
ま
で
も
知
覚
の
派
生
態
と
し
て
規
定
さ
れ
う
る
に
留

ま
る
。
そ
の
こ
と
は
『
イ
デ
i
ン
エ
』
に
お
い
て
も
み
ら
れ
、
『
第
一
哲
学
』

で
は
哲
学
上
の
理
念
に
ま
で
高
ま
り
を
み
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
こ
の

方
途
は
意
識
の
潜
在
的
な
地
平
性
へ
の
考
察
の
道
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。　

無
論
『
イ
デ
ー
ン
エ
』
期
に
お
い
て
も
一
」
う
し
た
地
平
性
の
次
元
は
指
摘
さ

れ
、
ま
た
体
験
の
流
れ
に
関
し
て
も
考
察
さ
れ
て
は
い
た
が
、
あ
く
ま
で
も
個

別
的
な
聞
題
と
し
て
扱
わ
れ
、
知
覚
に
お
い
て
い
か
に
機
能
す
る
か
問
わ
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
一
坐

い
ま
ま
に
終
っ
て
い
る
。
実
際
第
二
の
遼
元
の
方
法
は
、
意
識
の
上
で
な
に
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
一

新
た
な
次
元
を
露
呈
さ
せ
た
と
い
う
よ
り
、
意
識
の
潜
在
性
が
、
常
に
顕
在
性

に
連
累
し
て
い
て
、
顕
在
化
可
能
で
あ
る
の
も
そ
う
し
た
意
識
の
構
造
に
基
、
づ

い
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
意
識
地
平
の
潜
在
性
は
、

意
識
生
と
い
う
体
験
の
流
れ
に
よ
る
潜
在
性
で
あ
っ
て
歴
史
性
を
含
蓄
し
て
お

り
、
「
無
歴
史
的
な
ア
プ
リ
オ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
、
ま
た
近
代
合
理
主
義
の
完

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
些

成
と
し
て
の
超
越
論
的
主
観
主
義
の
挫
折
」
へ
と
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
知
覚
の
優
位
の
も
と
に
考
察
さ
れ
る
こ
と
は
、
知
覚
物
を
相
関
者
と
し

て
考
察
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
縞
局
世
界
は
物
の
総
体
と
し
て
規
定
さ
れ

る
に
留
ま
る
。
実
際
は
『
イ
デ
ー
ン
ー
』
で
も
世
界
の
一
般
定
立
と
物
の
定
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
7
一

と
は
区
別
さ
れ
て
は
い
た
が
、
そ
の
後
の
考
察
を
み
る
隈
り
物
の
分
析
に
終
始

し
て
い
る
。
物
の
総
体
に
留
ま
ら
な
い
、
地
平
と
し
て
の
世
界
は
、
こ
の
第
二

の
還
元
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
探
求
の
糸
口
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
、
実
は
単
に
一
つ
の
学
問
上
の
動
機
づ
け
に
過
ぎ
な
か
っ
た

必
当
然
的
明
証
に
よ
っ
て
逆
に
被
わ
れ
て
い
た
現
象
学
的
還
元
本
来
の
機
能
を

取
り
戻
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
し
た
こ
と
は
、
現
象
学
的
還
元
の
方
途
を

還
元
の
機
能
と
動
機
づ
け
の
双
方
か
ら
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
さ
れ

え
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

註

本
文
中
に
引
用
す
る
昏
馨
艮
竃
噂
は
く
藪
V
の
略
号
を
用
い
、
巻
数
番
号
は

ロ
ー
マ
数
字
、
頁
数
は
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
表
示
す
る
。

　
一
ユ
一
そ
の
た
め
に
『
イ
デ
ー
ン
ー
』
で
述
べ
ら
れ
た
エ
ポ
ケ
ー
は
大
き
な

　
　
　
欠
点
を
も
っ
て
お
り
、
　
「
そ
の
方
途
は
な
る
は
ど
一
躍
に
し
て
す
ぐ
に

　
　
　
趨
越
論
的
エ
ゴ
に
達
す
る
が
先
行
す
る
説
明
が
全
て
欠
け
て
い
る
の
で

　
　
　
こ
の
超
越
論
的
エ
ゴ
を
一
見
し
た
と
こ
ろ
無
内
容
な
ま
ま
に
も
た
ら

　
　
　
す
こ
と
に
な
る
」
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
危
機
』
で
反
省
し
て
い
る

　
　
　
（
軍
≦
二
3
こ
。
し
か
し
一
応
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
く
が
、
こ
の

　
　
　
『
イ
デ
ー
ン
ー
』
に
お
け
る
エ
ポ
ケ
ー
（
い
わ
ゆ
る
デ
カ
ル
ト
的
な
方

　
　
　
途
）
は
「
一
兇
無
内
容
な
ま
ま
」
に
超
越
論
的
エ
ゴ
を
も
た
ら
す
が
、

　
　
　
そ
れ
は
け
っ
し
て
無
内
容
な
わ
け
で
は
な
く
、
　
『
イ
デ
ー
ン
ー
』
で
も

　
　
　
極
め
て
内
容
豊
か
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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イ
デ
ー
ン
ー
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に
お
い
て
、
白
然
的
態
度
の
も
と
で
世
界
に
関
す

　
る
地
平
意
識
の
記
述
を
行
な
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
記

　
述
は
あ
く
ま
で
も
意
識
に
お
け
る
潜
在
性
の
指
摘
に
留
ま
っ
て
い
る
。
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（
4
0
一
こ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
個
別
的
エ
ポ
ケ
ー
に
基
づ
く
還
元
を
「
現
象

　
学
的
－
心
理
学
的
な
還
元
」
、
普
遍
的
エ
ポ
ケ
ー
に
基
、
づ
く
還
元
を
「
超

　
越
論
的
還
元
」
と
し
、
第
二
の
方
途
を
こ
の
現
象
学
的
還
元
か
ら
超
越

　
論
的
還
元
へ
と
む
か
う
方
法
論
的
な
高
ま
り
と
み
な
し
て
い
る
言
。

　
＜
冒
二
艮
し
。
こ
の
よ
う
に
彼
が
解
釈
し
て
い
る
の
も
個
別
的
エ
ポ

　
ケ
ー
に
よ
っ
て
は
な
お
（
潜
在
的
な
か
た
ち
で
一
人
間
的
自
我
に
と
ど

　
ま
っ
て
い
た
分
析
を
、
普
遍
的
エ
ポ
ケ
ー
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
超
越
論

　
的
生
の
全
領
野
を
開
示
せ
し
め
た
か
ら
で
あ
る
。
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）
あ
る
い
は
ま
た
『
イ
デ
ー
ン
n
』
に
お
い
て
は
衝
動
生
や
暗
い
隠
れ

　
た
理
性
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
十
分
に
展
開
さ
れ
な
い
ま
ま

　
に
終
わ
っ
て
い
る
。
＜
。
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饒
声
H
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．
ミ
ひ
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〇

一
4
5
一
第
一
の
方
途
は
あ
く
ま
で
も
超
越
論
的
な
自
己
経
験
を
文
字
ど
お
り

　
空
虚
な
ま
ま
に
指
示
す
る
に
と
ど
ま
り
、
超
越
論
的
な
経
験
の
領
野
を

　
開
一
小
で
き
な
っ
た
。
そ
れ
は
第
二
の
方
途
に
お
い
て
は
じ
め
て
開
示
さ

　
れ
え
た
、
と
み
な
す
解
釈
も
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
う
し
た
捉
え

　
方
は
、
い
わ
ゆ
る
フ
ッ
サ
i
ル
後
期
の
成
果
を
一
方
的
に
強
調
し
、
し

　
か
も
そ
の
転
換
点
と
し
て
の
こ
の
『
第
一
哲
学
』
を
先
鋭
化
す
る
こ
と

　
に
な
り
は
す
ま
い
か
。

（
4
6
一
ピ
竃
屠
嵩
冨
ト
。
陣
、
P
O
』
、
一
a
一
な
お
こ
の
よ
う
に
見
る
か
ぎ
り

　
　
「
第
一
哲
学
」
と
い
う
構
想
そ
の
も
の
は
、
貫
徹
し
得
な
い
こ
と
が
確

　
認
さ
れ
る
。
し
か
し
認
識
者
の
認
識
能
作
に
対
す
る
白
己
責
任
と
い
う

　
還
元
へ
の
動
機
づ
け
を
、
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
動
機
付
け
と
し
て
、

　
フ
ッ
サ
ー
ル
は
捉
え
な
お
し
て
い
る
。
例
え
ば
自
己
の
生
活
に
対
す
る
倫

　
理
約
な
反
省
が
普
遍
的
エ
ポ
ケ
i
を
準
備
し
た
り
（
声
＜
旨
．
σ
弁
一
、

　
あ
る
い
は
後
の
『
危
機
』
の
考
察
に
見
ら
れ
る
学
に
対
す
る
生
の
意
義

　
の
消
失
を
エ
ポ
ケ
ー
の
出
発
点
と
み
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
こ

　
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。

（
4
7
）
＜
o
q
｝
．
甲
籔
属
．
巴
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
す
ず
き
二
」
う
ぶ
ん
）

40


