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た
。
博
士
の
製
聞
が
こ
の
よ
う
な
形
に
の
び
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
傘
い
。

概
論
と
い
う
も
の
は
、
た
い
へ
ん
な
曲
者
で
あ
る
。
た
と
え
同
一
テ
l
マ
を

扱
っ
て
も
、
必
ず
し
も
同
一
な
結
論
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
史
号
本
然
の
面

目
が
あ
る
。
誰
が
書
い
て
も
同
じ
に
見
え
る
の
は
、
教
科
書
と
そ
の
参
考
書
だ

け
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
「
概
訟
を
書
く
」
の
を
軽
蔑
す
る
人
が
あ
る
。

こ
の
輩
は
、
史
民
干
の
面
目
を
知
ら
ず
、
概
設
は
ハ
サ
ミ
と
ノ
リ
と
で
作
る
も
の

と
思
い
こ
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
他
人
の
ア
イ
デ
ア
、
ま
た
苦
心
し
て
立
論

し
た
成
果
を
無
断
で
借
用
し
て
卒
気
で
い
る
人
も
、
こ
の
で
あ
い
で
、
理
論
の

良
債
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
小
さ
な
問
題
を
コ
ツ
コ
ツ
と
解
い
て
い
る

だ
け
が
、
東
洋
史
事
徒
の
使
命
で
は
あ
る
ま
い
。
技
術
だ
け
で
は
専
門
家
と
し

て
不
適
格
で
あ
ろ
う
。
特
殊
は
、
常
に
全
体
の
上
に
の
せ
て
考
え
る
べ
き
で
あ

り、
，
問
題
に
は
、
た
だ
形
の
上
の
解
決
だ
け
で
な
く
、
必
ず
そ
の
意
義
づ
け
が

要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
公
式
主
義
の
理
論
の
か
ら
ま
わ
り
が
血
に
も
肉
に

も
な
ら
な
い
と
同
様
に
、
誰
で
も
書
け
る
概
読
や
誰
が
奮
い
て
も
同
じ
な
概
論

な
ど
は
、
印
刷
用
紙
の
無
駄
で
あ
る
。
ど
ん
な
小
さ
な
分
野
で
も
、
常
に
康
い

視
野
の
も
と
に
研
究
し
て
い
る
人
に
は
、
い
つ
か
は
人
を
肯
か
せ
る
理
論
が
で

き
、
そ
う
い
う
人
が
書
い
た
概
論
こ
そ
、
ど
ん
な
専
門
家
が
讃
ん
で
も
啓
鼓
さ

れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
羽
田
博
士
の
概
論
は
、
ま
さ
に
そ
れ

で
あ
る
。
こ
と
に
、
博
土
は
中
閣
の
周
遊
に
明
る
い
人
で
、
中
園
史
(
シ
ナ
史
)

に
も
は
っ
き
り
し
た
見
透
し
を
も
っ
て
い
た
人
で
あ
る
。
シ
ナ
史
寓
能
の
考
え

で
東
洋
史
を
扱
う
時
代
が
、
と
う
に
過
ぎ
去
っ
て
い
る
今
日
、
博
士
が
残
さ
れ

た
綜
論
類
の
も
つ
役
割
は
、
意
外
に
も
大
き
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

な
お
、
本
書
の
論
文
配
列
は
、
と
う
い
う
意
図
で
行
わ
れ
た
の
か
、
私
に
は

さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
貼
は
下
巻
の
上
梓
を
ま
っ
て
、
よ
く
考
え
て
み
.

た

い

と

思

っ

て

い

る

。
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一
九
五
五
年
に
賞
作
資
は
『
甲
骨
製
五
十
年
』
を
書
き
、
胡
厚
宣
は
『
段
施
設

掘
』
を
書
い
て
半
世
紀
に
わ
た
る
放
虚
研
究
の
あ
と
を
回
顧
し
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
た
び
『
甲
骨
皐
と
殿
雄
設
掘
の
概
説
』
で
あ
る
こ
の
書
が
、
貝
塚
茂
樹

編
、
大
島
利
一
、
伊
藤
道
治
、
内
臨
時
戊
申
、
白
川
静
、
樋
口
隆
康
の
五
氏
の
共

同
述
作
と
し
て
『
そ
れ
ぞ
れ
得
意
の
部
門
に
つ
い
て
、
年
来
の
溜
蓄
を
傾
け
』

て
現
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
書
は
昨
年
末
以
来
、
す
で
に
貧
慾
な
こ

の
閣
の
積
書
界
に
、
あ
ま
ね
く
好
-評
を
も
っ
て
迎
え
ら
札
、
密
林
は
ほ
ぼ
そ
の

目
的
を
達
成
し
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
本
書
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
い
さ

さ
か
今
さ
ら
め
く
こ
と
の
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
巌
密
な
意
味
で

の
率
術
書
で
は
な
い
。
人
類
の
文
明
と
歴
史
の
シ
リ
ー
ズ
と
い
う
企
劃
の
一
環

の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
著
者
た
ち
が
珠
恕
さ
れ
る
讃
者
の
説
得
の
た

め
に
、
自
在
に
空
想
を
め
ぐ
ら
し
、
或
は
奔
放
に
筆
を
走
ら
せ
て
い
る
こ
と
の

あ
る
こ
と
も
、
こ
の
書
の
目
的
と
性
質
か
ら
は
む
し
ろ
蛍
然
の
こ
と
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
た
だ
一
一
一
の
燃
で
は
そ
の
空
想
は
徐
り
に
飛
躍
し
す
ぎ
た
こ
と
も

あ
る
よ
う
だ
。

け
れ
ど
私
ど
も
に
と
っ
て
興
味
が
あ
る
の
は
、
大
部
分
の
著
者
が
貝
塚
氏
を

中
心
と
す
る
甲
骨
皐
の
グ
ル
ー
プ
の
人
々
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
ど
も
に

と
っ
て
は
全
く
難
解
の
も
の
で
し
か
な
い
甲
骨
文
字
を
、
自
在
に
解
讃
し
、
駆

使
し
て
い
る
こ
の
人
々
が
、
こ
ぞ
っ
て
著
者
と
な
っ
た
と
い
う
例
は
ま
だ
な
い
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ょ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
う
し
た
グ
ル
ー
プ
の
人
々
の
も
つ
方
法
論
、
い
え
ば

甲
骨
文
研
究
者
の
凌
想
法
、
そ
し
て
結
論
を
得
る
ま
で
の
論
理
の
進
め
方
、
そ

ん
な
も
の
が
案
外
は
っ
き
り
と
こ
の
書
の
な
か
に
は
出
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
そ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
以
下
二
三
記
し
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

さ
て
I
、
龍
骨
の
秘
密
、
大
島
利
一
氏
。
そ
れ
は
甲
骨
の
設
見
に
は
じ
ま
り
、

王
図
維
の

『
殿
周
制
度
論
』
に
終
る
初
期
の
研
究
史
で
あ
る
。
文
は
明
快
で
美

し
い
。『
古
文
字
、
古
器
物
の
撃
と
経
史
の
皐
は
表
哀
を
な
す
』
と
史
料
を
許
債

し
た
一
九
二
七
年
迄
の
甲
骨
文
字
に
封
す
る
雰
囲
気
が
み
ご
と
に
茜
き
出
さ
れ

て
い
る
。
そ
う
し
た
評
債
の
態
度
と
雰
闇
』
無
か
ら
、
段
周
の
全
面
的
革
命
と
い

う
玉
闘
維
の
結
論
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
股
周
制
度
論
の
弱
尉
は
、
そ
う
し

た
な
か
に
そ
の
根
を
ひ
そ
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
評
者
に
と
っ
て

は
、
王
園
維
の
考
え
は
ま
だ
捨
て
さ
る
べ
き
で
な
い
い
く
つ
か
の
暗
示
を
ひ
そ

め
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。

E
、
地
上
と
地
下
と
、
伊
藤
道
治
氏
。
ま
ず
一
九
二
八
年
以
後
の
般
虚
の
設

掘
史
。
そ
し
て
王
墓
の
構
造
か
ら
、
死
者
の
こ
と
、
守
護
紳
の
こ
と
、
等
々
)

さ
ま
ざ
ま
な
面
に
わ
た
る
精
紳
文
化
を
設
い
た
章
で
あ
る
。
設
掘
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
現
象
に
射
す
る
巧
み
な
解
樟
が
連
鎖
す
る
。
そ
れ
と
と
も
に
こ
こ
で
著

者
を
と
ら
え
て
い
る
の
は
、
農
業
祉
舎
に
お
け
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
基
調
と
し
た

精
紳
生
活
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
描
寓
や
結
論
が
出
て
く
る
資
料

は
、
や
は
り
卜
鮮
が
中
心
な
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
卜
鮮
は
、
そ
れ
自
身
す

べ
て
般
の
支
配
尉
に
い
た
人
々
が
超
自
然
的
な
も
の
に
適
際
し
た
形
式
の
い
ろ

ん
な
型
を
示
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
卜
鮮
は
問
い
と
答
え
か
ら

成
り
た
つ
の
だ
か
ら
、
ト
僻
そ
の
も
の
は
人
格
紳
を
針
象
と
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
だ
か
ら
卜
鮮
か
ら
は
し
ぜ
ん
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
解
稗
し
か
出
て
こ
な
い
の

で
あ
る
。
積
極
的
な
遁
際
形
式
の
面
し
か
出
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
今

ひ
と
つ
の
消
極
的
な
遁
臨
憾
の
姿
に
つ
い
て
も
、
も
う
一
歩
進
ん
で
解
療
を
試
み

て
み
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
合
貝
や
そ
の
他
の
墓
葬
形
式
に
み

ら
れ
る
か
れ
ら
の
原
始
的
な
字
宙
観
が
、
ト
鮮
の
論
理
と
ど
の
よ
う
に
封
感
す

る
も
の
か
が
問
題
で
あ
ろ
う。

死
者
の
墓
は
そ
れ
ぞ
れ
が
ひ
と
つ
の
ミ
ク
ロ
コ

ス
モ
ス
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
地
下
に
管
ま
れ
た
枇
大
な
大
墓
は
賞
に
大
地
母

紳
へ
の
回
締
で
あ
り
、

す
べ
て
の
儀
躍
は
新
し
い
生
命
の
た
め
に
復
活
の
力
を

輿
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
死
後
の
永
生
の
も
の
と
い
う
べ
き
で
は
あ
る
ま

い
。
そ
う
し
た
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の
設
定
に
至
る
心
性
の
追
求
が
さ
ら
に
深
く

な
さ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
か
れ
ら
の
生
業
と
祉
舎
の
性
格
の
反
映
で
も
あ

ろ
う
か
ら
。

E
、
殿
人
の
日
目
、
内
藤
戊
申
氏
。
こ
こ
で
は
般
の
日
常
生
活
が
描
か
れ
る
。

胡
厚
宣
を
は
じ
め
と
す
る
諸
種
の
研
究
を
引
用
し
て
、
殿
代
に
い
た
或
い
は
あ

っ
た
ら
し
い
と
さ
れ
る
動
物
相
、
産
業
と
し
て
の
農
業
、
暦
法
、
音
柴
等
々
の

寅
際
生
活
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
の
面
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
気
候
の
問
題

に
つ
い
て
も
い
ろ
い
ろ
の
議
論
が
あ
る
。
し
か
し
-
評
者
に
と
っ
て
す
こ
し
ふ
し

ぎ
な
の
は
、
降
水
量
と
か
、
気
温
と
か
、
風
向
と
か
い
う
気
象
要
素
と
気
候
と

が
混
同
さ
れ
た
ま
ま
議
論
が
進
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
る
こ
と
で
あ
る
。
歴
史

と
い
う
人
文
の
動
因
と
な
る
気
候
は
、

あ
ら
ゆ
る
生
物
の
栄
養
手
段
で
あ
る
植

物
相
や
動
物
相
を
通
じ
て
現
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
意
味
が
あ
る
の
だ

し
、
ま
た
一
方
で
は
生
物
相
は
そ
れ
自
ら
の
適
態
と
餐
異
と
い
う
拡
が
り
を
も

つ
の
だ
か
ら
、
二
一

の
気
象
要
素
を
い
き
な
り
生
物
相
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が

で
き
に
く
い
と
い
う
こ
と
は
、
自
明
の
理
だ
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
む
か
し
リ

ュ
シ
ア
ン
、
フ
ェ

I
プ
ル
が
注
意
し
た
よ
う
な
、
降
雨
が
多
い
と
人
口
も
多

い
と
い
う
よ
う
な
奇
妙
な
因
果
律
が
う
っ
か
り
す
る
と
出
て
き
そ
う
な
気
が
す

る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
雨
ひ
と
つ
だ
っ
て
、
生
物
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
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紹
制
到
量
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
全
量
が
一
年
に
配
分
さ
れ
る
型
な
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
一
七
五
頁
の
胡
厚
宣
の
降
雨
表
で
も
、
そ
う
い
う
型
と
し
て
み
れ
ば
開
封

の
降
雨
日
数
の
型
と
別
に
異
っ
て
い
な
い。

気
候
と
い
う
抽
象
語
で
論
ず
る
よ

り
も
、
生
物
相
や
景
観
の
同
突
進
を
も
っ
と
正
確
に
、
具
体
的
に
嫡
え
る
努
力
の

方
が
現
段
階
で
は
大
切
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
気
候
と
い
う
綜
合
概
念
は
そ
れ

以
後
の
も
の
で
あ
ろ
う。

そ
れ
か
ら
誰
し
も
と
り
あ
げ
る
干
支
の
こ
と
。
人
名
に
あ
る
十
干
の
字
は
生

れ
た
日
で
あ
る
と
解
く
の
は
ず
い
分
無
造
作
な
考
え
だ
と
思
う
。
こ
の
一
般
化

し
て
い
る
考
え
は
、
た
し
か
白
虎
通
や
皇
甫
誌
が
そ
の
根
篠
と
な
る
も
の
だ
が
、

こ
れ
は
原
始
の
人
々
が
人
聞
の
名
と
い
う
も
の
を
ど
ん
な
に
重
ん
じ
て
い
た
か

ー
を
無
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
名
は
人
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
人
の

負
う
種
族
の
全
歴
史
を
同
時
に
表
現
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
の
私

ど
も
の
も
っ
て
い
る
姓
名
に
刑
判
す
る
感
究
で
も
そ
れ
に
近
い
で
は
な
い
か
。

そ
う
考
え
て
ゆ
け
ば
こ
れ
は
氏
族
標
'
掌
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
最
初
の
放

は
十
個
の
民
族
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
ぞ
れ
は
背
後
に
十
個

の
太
陽
の
崎
町
説
に
つ
な
が
る
太
陽
紳
的
な
紳
話
的
存
在
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
伊
藤
氏
の
い
う
漣
合
体
園
家
の
寅
態
だ
っ
た
。
そ
し
て
十
二
支
は

何
人
も
認
め
る
股
文
明
の
二
元
性
の
い
ま
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
も
の

だ
ろ
う
。
詳
し
い
こ
と
を
こ
こ
で
論
じ
る
場
合
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
十
、
十

二
を
単
に
聖
歎
と
す
る
の
み
で
は
な
く
、
そ
れ
が
聖
数
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
基
礎
ま
で
入
り
こ
む
要
が
あ
ろ
う
。
原
始
の
歎
は
決
し
て
ア
プ
リ

オ
リ
な
も
の
で
は
な
く
、
い
つ
も
具
体
的
な
存
在
の
反
吠
な
の
で
あ
る
か
ら
。

w、
ト
鮮
の
世
界
、
白
川
静
氏
。
『
甲
骨
金
文
民
平
論
叢
』
に
よ
っ
て
常
に
新
し

い
見
解
を
提
示
さ
れ
る
氏
の
猪
蛍
だ
け
に
、
な
か
な
か
私
ど
も
に
と
っ
て
は
目
‘
-

新
し
い
見
解
が
現
れ
て
く
る
。
氏
が
用
い
る
方
法
は
偶
然
皿
で
説
明
さ
れ
て
い

る
。
即
ち
め
ぼ
し
い
文
字
を
片
ぱ
し
か
ら
カ
ー
ド
に
と
っ
て
字
引
を
こ
さ
え
、

そ
れ
で
用
例
を
求
め
て
解
緯
し
て
ゆ
く
|
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
締
約
で
あ
る
こ
と

は
誰
で
も
す
ぐ
察
せ
ら
れ
る
し
、
そ
れ
は
資
料
に
接
し
た
と
き
史
皐
者
の
と
る

常
道
で
あ
る
。
費
作
賓
の
記
念
す
べ
き
貞
人
の
設
見
も
こ
う
し
て
生
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
欽
象
的
な
鯖
納
と
異
っ
て
、
偶
然
に
残
っ
て
設
見
さ
れ
た
資

料
か
ら
の
蹄
納
の
結
果
は
、
大
体
に
お
い
て
確
窓
曲
線
に
従
っ
て
真
に
近
づ
く

よ
う
で
あ
る
。
評
者
は
以
前
に
居
延
の
漢
簡
に
つ
い
て
こ
の
こ
と
を
考
え
て
み

た
こ
と
が
あ
る
。
甲
骨
に
つ
い
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
に
田
町
納
の
限

界
が
あ
り
、
同
時
に
蹄
納
以
外
に
新
し
い
理
論
と
演
揮
の
参
加
が
し
ぜ
ん
要
請

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ど
う
せ
不
足
勝
ち
の
資
料
で
あ
る
。
と
す
る
と
案
外
ほ

ん
と
の
肉
付
の
役
を
し
て
い
る
の
は
後
者
と
い
う
こ
と
が
多
い
も
の
だ
。

さ
て
、
こ
の
章
で
は
般
の
祉
舎
の
姿
が
中
心
テ
l
マ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

骨
卜
か
ら
亀
ト
っ
そ
し
て
出
土
甲
骨
の
駿
火
に
よ
る
受
難
。
そ
れ
ら
の
な
か

か
ら
叢
作
賓
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
資
料
『
小
屯
』
。
賞
作
賓
に
は
じ
ま
る
甲
骨

文
の
研
究
史
、
日
本
の
貝
塚
氏
を
は
じ
め
と
す
る
諸
家
の
貢
献
、
そ
し
て
卜
鮮

を
中
心
と
し
て
股
の
紳
聖
王
朝
の
構
造
が
設
か
れ
る
。
『
卜
僻
は
紳
霊
な
王
者

の
現
寅
支
配
の
重
要
な
形
式
で
あ
っ
た
』
。
そ
れ
か
ら
王
朝
の
支
配
構
造
、
祭

記
を
主
と
す
る
史
系
、
軍
事
を
惜
鳩
首
す
る
師
系
を
中
心
と
す
る
政
治
組
織
、
そ

し
て
そ
れ
ら
の
す
べ
て
の
関
係
は
氏
族
的
な
原
則
に
貫
か
れ
て
い
る
と
設
か
れ

て
い
る
。
そ
し
て
肢
の
-
岨
を
夷
系
と
見
、
周
以
後
に
も
亡
閣
の
民
の
文
化
の
停

承
が
、
中
園
古
典
の
な
か
に
散
見
す
る
こ
と
が
明
か
に
さ
れ
る
。
行
論
は
整
然

と
し
て
品
陣
地
な
し
と
い
う
感
じ
が
す
る
。

し
か
し
や
は
り
問
題
は
残
り
そ
う
で
あ
る
。
民
族
社
舎
と
い
う
構
想
が
立
て

ら
れ
、
類
別
稽
呼
と
い
う
氏
族
制
度
の
な
か
に
現
れ
る
一
特
質
が
巧
み
に
利
用

‘
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
の
氏
族
社
禽
に
み
ら
れ
る
そ
の
ほ
か
の
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特
質
は
あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

フ
ラ
ト
リ
イ
、
モ
イ
エ
テ
ィ
に
蛍
る
族
名
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
多
子
が
モ

イ
エ
テ
ィ
で
あ
る
な
ら
ば
、
首
然
そ
の
封
臨
憾
に
母
系
の
モ
イ
エ
テ
ィ
と
し
て
多

婦
を
考
え
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
郷
、
雀
な
ど
は
フ
ラ
ト
リ
イ
と
し
て

整
理
し
て
ゆ
く
こ
と
も
で
き
は
し
ま
い
か
。
そ
し
て

い
わ
ゆ
る
兄
弟
相
綴
の
型

か
ら
、
そ
れ
に
先
行
す
る
部
族
の
構
造
を
推
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
い
か
に
し
て
締
納
を
超
え
る
か
、
そ
れ
が
衣
の
問
題
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
誰
で
も
目
を
つ
け
る
奴
隷
の
問
題
。
白
川
氏
は
奴
隷
の
存
在
に
つ

い
て
否
定
的
で
あ
る
。
尤
も
各
章
の
著
者
も
こ
れ
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
一
致

し
た
見
解
を
示
し
て
い
な
い
。
し
か
し
現
在
主
張
さ
れ
て
い
る
奴
隷
制
設
が
、

す
べ
て
思
想
的
な
要
請
か
ら
ア
プ
リ
オ
リ
に
出
て
き
た
も
の
と
も
思
え
な
い
。

ま
ず
例
の
股
墓
で
み
ら
れ
る
大
量
の
身
首
を
異
に
し
た
死
体
は
、
確
に
人
身
供

犠
で
あ
る
。
死
後
に
奉
仕
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
死
者
に
生
命
力
を
附
興
す

る
考
え
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
生
産
奴
隷
で
は
な
い
。
生
産
奴
隷
を
殺
す
の

は
不
経
済
だ
か
ら
こ
そ
、
田
宍
族
を
捕
え
て
き
て
犠
牲
に
用
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
氏
の
よ
う
に
職
能
民
族
の
存
在
を
想
定
し
、

そ
の
標
章
と
し
て
困
象
文
字

を
考
え
る
と
、
職
能
氏
族
の
前
提
で
あ
る
職
能
紳
の
記
述
が
卜
鮮
に
も
銘
文
に

も
知
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
職
能
一例の
行
方
が
不
明
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ

か
ら
こ
こ
で
は
職
能
氏
族
と
す
る
よ
り
も
、
園
象
文
字
は
生
歪
奴
隷
を
そ
れ
ぞ

れ
統
率
す
る
い
ろ
ん
な
職
能
榊
の
マ

l
ク
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
祭
器
の
永

遠
性
が
確
保
さ
れ
、
或
は
祭
ら
る
べ
き
先
王
の
蜜
と
の
結
合
を
容
易
に
さ
せ
た

と
考
え
た
方
が
お
だ
や
か
で
は
な
い
か
。
亙
字
形
の
使
用
も
、
聖
職
者
と
い
う

よ
り
む
し
ろ
榊
性
の
マ

l
ク
と
み
ら
れ
は
し
ま
い
か
。
そ
れ
が
職
能
氏
族
と
し

て
人
格
化
す
る
の
は
西
周
期
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
日
本
風
の
職

能
氏
族
を
考
え
る
こ
と
は
潔
境
保
件
か
ら
い
っ
て
す
こ
し
む
り
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
肢
の
度
々
の
外
征
は
や
は
り
奴
隷
狩
で
は
な
い
か
。
遊
牧
の
民
は
好

鞍
的
、
農
業
の
民
は
温
順
と
み
て
他
の
種
族
を
奴
隷
化
す
る
傾
向
は
少
い
と
み

る
の
は
、
す
こ
し
素
朴
な
考
え
方
の
よ
う
で
あ
る
。
政
そ
の
も
の
ヤ
植
民
園
家

と
し
て
出
渡
し
て
お
り
、
そ
の
最
初
に
す
で
に
先
住
族
の
奴
隷
化
は
あ
り
え
た

わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
そ
う
し
た
渓
生
期
の
奴
隷
は
一
代
奴
隷
で
あ
っ
た
。
奴

隷
の
再
生
産
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
新
し
い
資
源
を
求
め
て
奴
隷
狩
が

繰
返
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
殿
は
内
陸
図
家
で
あ
っ
た
。
曾
て
般
の
都
市
閥
家
設
が
設
か
れ
た
け

れ
ど
も
、
そ
れ
は
こ
の
僚
件
が
見
落
さ
れ
た
た
め
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

こ
の
内

陸
園
家
は
原
始
的
な
農
業
経
済
体
の
上
に
布
置
さ
れ
た
、
軍
事
的
支
配
駄
に
よ

っ
て
成
立
す
る
。
王
の
し
ば
し
ば
の
田
猟
は
、
そ
う
し
た
支
配
黙
の
結
合
の
た

め
に
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
経
済
体
は
や
が
て
、
人
口
の
培
加
と
奴
隷
資

源
の
減
少
に
よ
っ
て
、
奴
隷
と
い
う
鯵
働
力
の
再
生
産
に
よ
る
生
産
増
加
を
求

め
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
こ
に
一
代
奴
隷
は
世
襲
奴
隷
と
な
り
、
奴
隷
人
口

は
培
加
し
は
じ
め
、
そ
れ
は
相
封
的
に
彼
等
の
地
位
を
上
昇
さ
せ
る
よ
う
に
な

る
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
な
っ
て
は
じ
め
て
彼
等
の
存
在
が
聖
な
る
卜
鮮
の
上

に
現
れ
る
よ
う
に
な
る
、
即
ち
よ
う
や
く
に
し
て
一
個
の
人
格
に
近
づ
き
は
じ

め
た
の
だ
か
ら
。
一
般
に
卜
僻
の
上
に
奴
隷
ら
し
き
も
の
が
現
れ
ぬ
と
い
う
の

も
ふ
し
ぎ
で
は
な
い
、
彼
等
は
も
と
も
と
無
人
務
者
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
こ

ん
な
プ
ロ
セ
ス
は
別
に
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
な
し
で
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

v、
般
人
の
故
郷
、
樋
口
隆
康
氏
。
こ
の
章
で
は
主
と
し
て
解
放
以
後
の
中

園
の
考
方
事
界
を
、
最
も
新
し
い
知
見
に
よ
っ
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
こ
と
に
解
放
後
の
中
園
の
考
古
皐
界
の
活
動
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。

そ
の
う
ち
特
に
大
切
な
の
は
安
陽
の
股
虚
以
外
の
、
そ
れ
よ
り
先
行
す
る
と
思

わ
れ
る
般
の
文
明
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
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こ
と
に
郷
州
に
お
け
る
そ
れ
は
重
大
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
龍
山
文
化
と

接
燭
し
、
『
大
墓
の
出
現
、
銅
器
の
存
在
』
と
い
う
不
連
績
面
が
現
れ
た
こ
と
は
、

ま
さ
し
く
股
文
明
の
一
側
面
を
照
し
出
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
青
銅

文
化
の
股
は
、
龍
山
に
お
け
る
限
り
連
績
的
な
設
展
の
系
列
に
入
る
の
で
は
な

く
て
、
不
漣
績
な
植
民
文
化
の
形
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
『
忽

然
と
し
て
出
現
し
た
』
そ
の
文
化
の
源
流
は
や
は
り
ま
だ
地
下
深
く
ひ
そ
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
う
し
て
こ
の
『
古
代
股
帝
園
』
を
遁
相
似
し
て
く
る
と
き
、
何
と
し
て

も
惜
し
ま
れ
る
の
は
、
中
園
史
、
杏
世
界
史
を
通
じ
て
の
、
こ
の
古
代
文
化
の

位
置
を
解
明
し
た
章
を
依
く
こ
と
で
あ
る
。
専
門
家
は
い
ざ
知
ら
ず
、
こ
の
構

成
の
ま
ま
で
は
股
な
る
壮
大
な
古
代
帝
闘
が
突
如
と
し
て
現
れ
、
ま
た
そ
の
ま

ま
消
え
去
っ
て
い
っ
た
と
い
う
印
象
を
讃
者
は
受
け
と
り
そ
う
で
あ
る
。
股
の

あ
と
を
受
け
た
周
、
そ
し
て
春
秋
鞍
園
、
秦
洩
そ
し
て
現
代
中
園
に
ま
で
中
原

に
閤
家
は
興
亡
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
の
肢
の
古

代
帝
閣
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
ど
ん
な
で
あ
る
か

l
こ
の
貼
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ

て
た
章
が
ぜ
ひ
と
も
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
般
の
文
明
以
前
、
彩
陶
、
黒
陶
等
の
先
史
文
化
幽
と
の
謹
闘
に
つ
い

て
も
、
今
日
で
は
ま
だ
確
た
る
設
が
な
い
現
況
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
も
う
す

こ
し
筆
が
の
ば
さ
れ
て
も
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
股
文
明
の
こ
元
性
は
誰

し
も
気
づ
く
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
そ
の
二
元
性
を
つ
く
る
要
素
に
つ
い
て
も
、

さ
ら
に
突
込
ん
だ
叙
述
が
試
み
ら
れ
で
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
特
に
ト

ウ
テ
ツ
文
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
奇
怪
な
股
の
銅
器
の
相
貌
は
、
誰
し
も
深
く

印
象
に
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
銅
器
群
、
青
銅
器
の
賓
相
に
つ
い
て
も

や
や
物
足
り
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
三
七
二
頁
に
わ
た
る
こ
の
書
に
つ
い
て
、
二
三
の
ほ
ん
の
思
い
つ
き
に

す
ぎ
な
い
よ
う
な
意
見
を
附
加
し
な
が
ら
、
書
き
つ
づ
っ
て
き
た
。
し
か
し
評

者
は
強
い
て
異
を
た
て
よ
う
と
試
み
た
の
で
は
毛
頭
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ

の
書
は
、
ト
占
に
用
い
ら
れ
た
甲
骨
文
の
解
讃
と
い
う
座
標
系
を
中
心
と
し
て

描
か
れ
た
古
代
股
帝
閣
の
像
な
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
寅
在
を
描
く
座
標
系
は
、

決
し
て
唯
一
無
二
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
青
銅
器
や
陶
器
の
よ
う
な
物
質

文
化
を
座
標
系
と
し
て
描
く
方
法
も
あ
ろ
う
し
、
経
済
理
論
に
も
と
ず
く
座
標

系
も
あ
り
う
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
人
が
ど
ん
な
座
標
系
を
と
り
あ
げ
る
か

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
の
好
み
で
あ
り
主
観
的
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
座
標
系
は
遁
蛍
な
繁
換
に
よ
っ
て
、
他
の
座
標
系

に
移
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ら
各
座
標
系
に
よ
っ

て
作
ら
れ
る
古
代
股
帝
閣
の
像
が
、
も
っ
と
そ
の
数
を
増
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら

を
結
ぶ
遁
蛍
な
製
換
式
を
見
出
す
こ
と
が
、
今
後
の
古
代
史
研
究
の
課
題
な
の

で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
も
甲
骨
皐
を
中
心
と
し
た
こ
の
書
が
、
ひ
と
つ

の
概
読
書
と
し
て
ま
ず
現
れ
た
こ
と
を
喜
び
、
貝
塚
氏
ほ
か
の
著
者
の
方
々
の

た
い
へ
ん
な
努
力
に
封
し
て
、
深
い
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。

(
士
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