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れ
、
「
集
合
統
計
に
表
わ
れ
て
こ
な
い
も
っ
と
も
基
礎
的
な
幾
濯
の
多
く
」
を

こ
れ
で
説
明
で
き
る
と
い
わ
れ
、
一
九
四
九
年
の
財
産
の
再
分
配
に
つ
い
て
述

べ
る
際
に
は
、
リ
ス
キ
ン
氏
の
結
論
を
借
り
て
要
約
す
る
(
頁
一
一
一
六
一
一
一

七
〉
。
し
か
し
そ
こ
で
の
氏
と
リ
ス
キ
ン
氏
と
の
解
稗
上
の
喰
い
遣
い
に
つ
い

て
は
無
観
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

以
上
、
本
書
に
牧
録
さ
れ
た
九
論
文
に
つ
い
て
、
内
容
紹
介
、
並
び
に
若
干

の
論
評
を
加
え
て
き
た
。
本
書
を
通
謝
す
れ
ば
、
執
筆
者
で
あ
る
中
園
現
代
経

開
研
究
者
諸
氏
が
所
謂

「
史
的
澗
角
」
を
追
究
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
殺
者
は
気

づ
く
で
あ
ろ
う
。
中
園
に
お
け
る
近
代
的
経
済
設
展
の
い
く
つ
か
の
側
面
、

就
中
、
中
関
経
済
の
「
濁
自
な
性
格
」
は
歴
史
的
「
背
景
」
の
理
解
な
し
に
は

解
明
さ
れ
え
な
い
と
い
う
認
識
が
「
史
的
視
角
」
提
起
の
基
礎
に
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
提
起
さ
れ
た
「
史
的
規
角
」
は
結
局
は
「
統
計
的
傾
向
」

乃
至
「
類
型
」
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
中
園
史
に
な
か
っ
た
こ
と

(
H「
失
敗
」
)

の
説
明
に
な
っ
て
も
、
中
園
経
済
史
の
全
惚
的
把
握
に
は
な
り
え
な
い
こ
と

は
、
師
同
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
安
易
な
類
型
に
よ
る
解
稗
が
「
視
角
」
と

い
う
よ
り
も
「
死
角
」
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
を
筆
者
は
恐
れ
る
、

ま
た
、
九
人
の
執
筆
者
の
う
ち
唯

一
の
歴
史
家
で
あ
る

エ
ル
ビ
ン
氏
の
「
高
度

均
衡
」
設
が
間
学
界
に
大
き
な
波
紋
を
投
げ
か
け
て
い
る
事
質
は、

筆
者
も
含
め

て
前
近
代
中
闘
枇
曾
経
済
史
研
究
者
に
大
き
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
現
在
の
ア

メ
リ
カ
歴
史
間
半
界
に
お
い
て
、

経
済
同
学
者
の
要
請
を
満

足
さ
せ
る
ほ
ど
の
中
園
経
済
史
へ
の
「
史
的
観
角
」
は
み
つ
か
っ
て
い
な
い
。

し
た
が

っ
て
、
問
題
は
エ
ル
ビ
ン
氏
の
コ
高
度
均
衡
」
訟
を
批
判
す
れ
ば
済
む

と
い
う
よ
う
な
生
易
し
い
も
の
で
は
な
い
。
「
史
的
硯
角
」
を
見
出
す
仕
事
は

本
来
、
歴
史
家
の
仕
事
で
あ
る
こ
と
を
自
戒
し
て
筆
を
捌
き
た
い
。

ハ
マ
イ
ケ
ル
・
ロ
ビ
ン

ス〉

中
園
古
代
王
朝
の
形
成

|
|
出
土
資
料
を
中
心
と
す
る
段
周
史
の
研
究

|
l

伊

藤

i台

遁

著

A
5
判

本
文
三
七

O
頁

一
九
七
五
年
三
月
東
京
創
文
枇

索
引
一
六
頁
折
こ
み
地
図
二
楽

『
あ
と
が
き
』
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
、
著
者
の
皐
位
論
文
に
「
補
訂
を
加
え

た
上
、
構
成
を
改
め
た
も
の
」
に
、
さ
ら
に
付
録
五
編
を
「
加
え
た
も
の
」
で

あ
る
。
ま
た
、
『
ま
え
が
き
』
に
よ
れ
ば
、
本
警
の
第
一
部

・
第
二
部
の
「
各

章
は
い
ず
れ
も
か
つ
て
震
表
し
た
も
の
で
あ
る
が
」
、
「
訂
正
を
必
要
と
す
る
貼

は
」
、
第
一
部
に
つ
い
て
は
「
各
章
末
に
補
注
と
し
て
書
き
加
え
」
、
第
二
部
に

つ
い
て
は

「本
文
を
も
か
な
り
補
-
訂
し
た
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
論
文
集
で
あ
る
本
蓄
を
「
批
評

・
紹
介
」
す
る
に
は
、
そ
の
構
成

を
ま
ず
紹
介
す
る
の
が
順
序
で
あ
ろ
う
が
、

『
目
次
』
を
世一回き腐
す
だ
け
で
は

裂
が
な
い
の
で
多
少
工
夫
を
す
る
。
す
な
わ
ち
、
『
あ
と
が
き
』
に
は
各
章
の

「
も
と
の
題
名
」
と
「
設
表
誌
」
の
倉
敷

・
挽
数
と
が
か
か
げ
て
あ
る
の
で
、

各
章
の
題
名
と
も
と
の
題
名
と
を
併
記
し
、
第
一
部
・
第
二
部
に

つ
い
て
は
竣

表
誌
の
谷
数

・
挽
数
の
代
り
に
毅
表
年
月
を
記
し
て
、
つ
ぎ
に
紹
介
す
る
。ハ
カ

ツ
コ
の
中
が
も
と
の
題
名
で
あ
る
。〉

第

一
部
殿
代
史
の
研
究

序
論

第
一
章
租
盛
観
念
の
出
現
遷
(
『
卜
鮮
に
見
え
る
租
盛
観
念
に

つ
い
て
』、

一
九
五
六
年
三
月
)

第
二
章
宗
教
の
政
治
的
意
義
(
『
宗
教
面
か
ら
見
た
股
代
の
二

・
三
の

-139ー
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問
題
』
、
一
九
六
一
年
十
二
月
)

第
三
章
祖
先
祭
犯
と
貞
人
集
幽
ハ
『殴
代
に
お
け
る
祖
先
祭
犯
と
貞
人

集
固
』
、
一
九
六
二
年
三
月
)

結一器開

第
二
部
西
周
史
の
研
究

序
論

第
一
章
西
周
王
様
の
消
長
(
『
西
周
時
代
に
お
け
る
王
権
の
消
長
』
、
一

九
六
五
年
三
月
)

第
二
章
巴
の
構
造
と
そ
の
支
配
(
『
甲
骨
文
・
金
文
に
見
え
る
邑
』
、
一

九
六
四
年
三
月
)

第
三
章
酋
周
「
封
建
制
度
」
考
(
『
左
仰
に
見
え
る
酋
周
封
建
制
度
に

つ
い
て
』
、

一
九
六
七
年
十
二
月
)

第
四
章
姫
姓
諸
侯
封
建
の
歴
史
地
理
的
意
義
(
『
西
周
地
理
考
』
、
一
九

六
九
年
三
月
)

給
一
五
回

付
録一

甲

骨
文
字
研
究
の
現
欣
(
『
同
』
)

二
新
出
金
文
資
料
の
も
つ
意
義
(
『
同
』
)

三
参
有
繭
考
(
未
設
表
)

四
西
周
文
化
の
起
源
と
宗
周
(
『
出
土
資
料
に
よ
る
西
周
史
再
構
成
の

試
ろ
み
』
の
第
一
節
)

五
挫
整
文
の
彼
方
(
『
殴
・
周
の
青
銅
訟
と
紳
々
』
)
(
第
三
節
を
新
ら

し
く
書
き
加
え
た
)

付
録
の
一
部
分
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
一
度
後
表
さ
れ
た
論
文
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
い
わ
ゆ
る
翠
界
で

一
度
は
紹
介
さ
れ

批
判
さ
れ
た
は
ず
の
論
文
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
c

す
な
わ
ち
、
『
史

朗
竿
雑
誌
』
と
い
う
雑
誌
に
毎
年
一
回
『
一
九
某
某
年
〔
前
年
〕
の
歴
史
皐
界

ー
ー
回
顧
と
展
望
』
と
い
う
特
集
が
あ
り
、
た
と
え
ば
第
一
部
の
第
一
章
に
つ

い
て
言
え
ば
、

『
一
九
五
六
年
の
歴
史
翠
界
』
の
「
東
洋
史
、
中
園
、
先
秦
』

の
部
に
、
小
倉
芳
彦
氏
、が

・
:
・
大
よ
そ
こ
の
董
〔
作
賓
〕
氏
の
新
し
い
時
期
町四
分
に
よ
っ
て
股
代
の
祖

霊
観
念
の
愛
遷
を
考
え
た
の
が
、
伊
藤
道
治
「
卜
辞
に
見
え
る
租
短
概
念
に

つ
い
て
」
(
・
:
・
:
)
で
、
は
じ
め
盤
鬼
と
な
ら
ん
で
怖
る
べ
き
も
の
と
さ
れ

て
い
た
先
王
の
死
鐙
が
、
そ
の
祭
杷
の
規
則
化
と
と
も
に
、
子
孫
を
保
護
し

佑
助
を
興
え
る
祖
霊
と
縫
っ
て
来
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
が
王
権
家
長
権
の

強
化
確
立
の
過
程
と
卒
行
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

と
記
し
て
い
る
。
第
一
部
の
第
二
章
以
下
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
年
度
の
そ
れ
ぞ
れ
の
執
筆
者
の
文
章
を
引
用
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は

な
か
ろ
う
が
、
著
作
権
の
問
題
は
し
ば
ら
く
言
わ
な
い
と
し
て
も
、
他
人
の
文

章
ば
か
り
引
用
し
て
お
茶
を
渇
す
こ
と
は
自
主
性
の
な
い
態
度
と
言
わ
ざ
る
を

え
な
い
か
ら
、
個
々
の
論
文
に
閥
心
の
あ
る
讃
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
年
度
の
『
歴

史
皐
界
』
を
見
ら
れ
る
の
が
よ
か
ろ
う
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
、
私
は
さ
き
に

毅
表
年
月
を
記
し
て
お
い
た
の
で
あ
る
。

第
一
部
と
第
二
部
と
の
各
章
は
、
第
二
部
の
第
一
章
と
第
二
掌
と
が
逆
に
な

っ
て

い
る
の
を
除
け
ば
、
も
と
の
護
表
年
月
順
に
配
列
さ
れ
て
お
り
、
著
者
の

研
究
の
進
行
の
あ
と
を
容
易
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
私
は
本

書
を
、
付
録
の
五
か
ら
始
め
て
一
に
至
り
、
つ
い
で
、
第
二
部
第
四
章
か
ら
始

め
て
第
一
部
第
一
章
に
終
る
、
と
い
う
順
序
で
讃
ん
だ
。
そ
れ
は
、
特
に
つ
む

じ
を
曲
げ
た
か
ら
で
は
な
く
、
こ
う
い
う
讃
み
か
た
も
一
つ
の
讃
み
か
た
で
あ

ろ
う
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
未
設
表
の
論
文
や
新
ら
し
く
書
き

一140ー
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加
え
た
部
分
を
含
む
論
文
を
さ
き
に
讃
み
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
最
初
に
讃
ん
だ
『
融
債
整
文
の
彼
方
』
は
、
最
初
に
讃
ん
だ
と
い

う
こ
と
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
か
ろ
う
が
、
本
書
の
中
で
一
番
面
白
か
っ
た
。

「
面
白
か
っ
た
」
と
い
う
の
が
失
稽
な
ら
ば
、
一
番
「
印
象
に
残
っ
た
」
。
青

銅
器
な
ら
び
に
そ
の
文
様
に
到
す
る
著
者
の
観
察
が
綿
密
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
は
、
そ
の
観
察
か
ら
み
ち
び
き
出
さ
れ
る
結
論
に
賛
成
し
な
い
人
で
も
、
お

そ
ら
く
同
感
す
る
で
あ
ろ
う
。
司
母
戊
大
方
鼎
の
耳
の
右
側
の
虎
が
「
む
し
ろ

や
さ
し
い
笑
い
す
ら
う
か
べ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
著
者
の
観
察
が
綿
密
で

あ
る
こ
と
の
一
例
で
あ
る
。
た
だ
、
私
と
し
て
は
、
本
論
文
の
論
旨
と
は
あ
ま

り
閥
係
の
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
著
者
が
い
わ
ゆ
る
竣
釜
文
を
あ
く
ま

で
「
護
委
文
」
と
よ
ん
で
遇
し
て
い
る
こ
と
が
領
に
な
っ
た
。
よ
び
名
は
し
ょ

せ
ん
よ
び
名
に
す
ぎ
な
い
か
ら
こ
だ
わ
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ま
た
、
い

ま
の
中
園
人
研
究
者
の
よ
び
か
た
に
た
だ
ち
に
し
た
が
う
こ
と
も
な
い
け
れ
ど

も
、
い
ま
の
中
園
人
研
究
者
が
次
第
に
「
竣
釜
文
」
と
よ
ば
な
く
な
っ
て
き
て

い
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
私
は
、
私
の
個
人
通
信
『
讃
書

雑
記
』
(
第
一
一
期
〉
六

O
鋭
〈
一
九
六
五
年
七
月
一
四
日
〉
に
、
上
海
博
物
館

編
『
上
海
博
物
館
蔵
青
銅
器
』
〈
上
海
人
民
美
術
出
版
位
、
六
四
年
一
月
〉
を

紹
介
し
て
、
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

(
上
略
〉
「
獣
面
紋
爵
」
と
か
「
獣
面
紋
四年
」
と
か
の
名
稽
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
従
来
の
ト
ウ
テ
ツ
紋
を
獣
面
紋
と
言
い
改
め
て
い
る
。
(
『
前
言
』

に
も
「
獣
面
紋
卸
所
謂
《
護
委
紋
》
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
〉
容
庚
・
張
維
持

著
『
股
周
青
銅
器
通
論
』
(
五
八
年
十
月
〉
の
第
七
章
の
、
ト
ウ
テ
ツ
紋
の

起
源
と
そ
の
意
義
と
に
闘
す
る
記
述
の
末
尾
に
、
「
饗
釜
之
名
雄
是
後
人
所

定
、
其
意
義
也
是
後
人
的
附
曾
停
説
、
不
足
取
信
。
但
這
並
不
妨
彼
我
何
の

沿
用
這
個
名
稽
、
楽
作
翁
這
種
紋
飾
的
標
識
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
不

妨
凝
」
が
「
不
妨
擬
」
で
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
に
言
う
と
、

た
と
え
ば
『
城
子
崖
』
(
一
九
三
四
年
〉
で
は
、
岡
版
却
の
園
部
・
幻
に
見

え
る
よ
う
な
土
器
の
足
を
、
「
建
委
」
(
「
慾
鐙
式
」
の
う
ち
の
)
と
よ
ん
で

い
る
が
、
た
と
え
ば
予
逮
著
『
中
国
新
石
器
時
代
』
(
五
五
年
十
月
)
所
枚

の
同
名
の
論
文
に
は
、
「
龍
山
文
化
的
陶
器
」
に
関
し
て
、
「
《鬼
険
式
》足

的
鼎
形
器
」
と
い
う
語
が
あ
り
、
岡
版
二
の
闘
2
に
見
え
る
よ
う
な
土
器
を

さ
す
の
で
あ
ろ
う
。
(
図
版
二
の
『
設
明
』
に
は
コ
ニ
足
各
似
獣
面
形
、
有

鼻
有
限
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
)
ま
た
、
た
と
え
ば
予
換
章
・
越
背
芳
『
准

陰
地
直
考
古
調
査
』
(
『
考
古
』
六
三
年
一
期
)
に
は
、
「
龍
山
文
化
遺
祉
」

に
閥
し
て
、
「
三
足
陶
盤
、
:
・
・
底
部
有
三
個
鬼
除
形
足
」
と
い
う
記
述
が

あ
り
、
「
鬼
験
」
の
語
の
定
着
が
知
ら
れ
る
。
ト
ウ
テ
ツ
は
追
放
さ
れ
た
。

自
分
の
文
章
の
引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、
い
さ
さ
か
根
嬢
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

『
参
有
嗣
考
』
は
、
「
参
有
銅
、
爾
土
・
翻
馬
・
翻
工
」
と
い
う
語
句
を
含

む
盆
鼻
の
銘
文
、
時
期
的
に
は
そ
れ
よ
り
さ
か
の
ぼ
り
、
「
三
事
」
あ
る
い
は

「
三
事
大
夫
」
と
い
う
語
句
を
含
む
令
葬

・
小
孟
鼎
の
銘
文
、
そ
の
他
の
検
討

を
通
じ
て
、
翻
土
・
翻
馬
・
爾
工
の
三
つ
の
官
が
、
「
盆
舜
に
お
い
て
は
参
有

嗣
、
令
葬
や
小
孟
鼎
で
は
三
事
或
い
は
三
事
大
夫
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
た

こ
と
」
を
明
ら
か
に
し
、
「
西
周
前
期
・
中
期
に
は
、
三
事
或
い
は
三
事
大
夫

と
よ
ば
れ
、
卿
事
寮
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
も
の
が
、
西
周
後
期
に
な
る
と
、
卿

事
寮
か
ら
分
離
す
る
と
と
も
に
参
有
嗣
と
稽
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
こ
と
、

三
つ
の
官
は
「
本
来
が
周
内
部
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
勢
力
の
東
進
と
鎖

大
に
つ
れ
て
外
服
に
閥
し
て
も
掌
握
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
こ
と
を
推
測
し
て

い
る
。
観
察
の
劉
象
は
、
青
銅
器
あ
る
い
は
そ
の
文
様
で
は
な
く
、
青
銅
器
銘

文
あ
る
い
は
そ
の
中
の
語
句
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
場
合
に
も
著
者
の
観
察

が
綿
密
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
、
令
舞
の
年
代
の
問
題
に
つ
い
て
深
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入
り
し
な
か
っ
た
こ
と
は
ょ
い
と
し
て
も
、
「
鎖
み
下
し
文
」
の
中
で
、
「
周

公
子
明
保
」
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
「
周
公
の
子
明
保
」
と
も
「
周
の

公
子
明
保
」
と
も
積
ん
で
い
な
い
こ
と
は
物
足
り
な
く
思
っ
た
。

第
一
部

・
第
二
部
の
各
章
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
記
し
た
よ
う
な
理
由
に
よ

っ
て
、
そ
の
論
旨
を
い
ち
い
ち
は
記
さ
な
い
。
第
二
部
の
第
四
章
は
、
中
閣
に

お
け
る
考
古
撃
の
新
ら
し
い
成
果
を
も
利
用
し
て
、
西
周
王
朝
の
封
建
制
度
の

下
で
、
封
建
議
侯
の
う
ち
、
特
に
周
と
同
姓
の
姫
姓
諸
侯
の
分
布
と
そ
の
意
義

と
を
検
討
し
た
労
作
で
あ
る
が
、
七
つ
の
地
域
に
そ
う
う
ま
く
分
け
ら
れ
る
も

の
か
と
い
う
感
じ
は
残
る
。
第
二
部
の
中
で
、
力
作
と
思
っ
た
の
は
第
二
掌
で

あ
り
、
そ
の
中
で
も
、
散
氏
盤
、
大
克
附
州
、
隠
川肌
忽
、
同
臼
鼎
な
ど
の
銘
文
の
検

討
を
通
じ
て
、
「
邑
」
の
官
態
、
土
地
と
農
民
と
の
支
配
な
ら
び
に
支
配
の
鑓

動
の
質
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
第
二
節
は
力
作
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た
本

論
文
の
論
旨
と
は
関
係
の
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

L
〈
氏
を
「
大
族
」
と
言
っ
て

い
る
こ
と
は
、
た
と
え
、
は
第
四
章
で
税
を
「
大
族
」
と
か
「
大
闘
」
と
か
言
っ

て
い
な
い
こ
と
と
比
較
し
て
、
ほ
ほ
え
ま
し
か
っ
た
。
(
私
は
か
つ
て
税
を
「
大

図
」
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
J

ま
た
、
最
後
の
「
都
市
圏
家
」
に
闘
す
る
議

論
は
、
そ
う
定
義
す
る
な
ら
ば
そ
う
な
る
だ
ろ
う
と
は
思
う
が
、
そ
う
定
義
す

る
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
い
か
。
鉛
一
部
の
中
で
、

「
面
白
か

っ
た
」
あ
る

い
は
「
印
象
に
残
っ
た
」
の
は
第
三
章
で
あ
り
、
特
に
そ
の
第
三
節
で
あ
る
。

卜
僻
あ
る
い
は
甲
骨
文
を
勉
強
し
て
い
る
人
な
ら
ば
先
刻
ご
承
知
の
こ
と
な
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
私
は
幸
い
に
し
て
(
?
)
卜
僻
あ
る
い
は
甲
骨
文
を
ほ
と

ん
ど
勉
強
し
て
い
な
い
の
で
い
ろ
い
ろ
と
新
知
識
を
え
た
。
「
兄
弟
相
績
を
行

な
っ
た
場
合
、
特
に
中
丁
以
後
に
は
、
そ
の
兄
弟
の
数
と
、
五
紀
に
祭
ら
れ
る

母
の
数
と
は
大
飽
一
致
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
兄
弟
の
王
は
そ
れ
ぞ
れ
生

母
を
こ
と
に
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
著
者

は

「子
供
が
即
位
し
た
場
合
に
、
生
母
或
い
は
生
母
の
出
身
す
る
族
の
影
響
が

相
嘗
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
推
測
し
て
い
る
が
、
段
代
の
婚
姻
の
制
度
な
い

し
慣
習
に
は
、
い
ま
の
わ
れ
わ
れ
に
は
想
像
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

次
に
、
本
書
の
全
般
に
わ
た
る
こ
と
を
述
べ
る
。
副
題
の
中
に
「
出
土
資
料
」

と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
、
『
ま
え
が
き
』
の
中
で
、
甲
骨
文
・
金
文
を
「
出
土

資
料
」
と
よ
ぶ
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。
私
も
そ
れ
に
は
必
ら
ず
し
も
反
射
で

。

。

は
な
い
が
、
「
出
土
資
料
」
と
書
く
か
「
出
土
史
料
」
と
書
く
か
は
一
つ
の
問

。

。

題
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
一
概
に
「
資
料
」
と
書
け
と
か
、
「
史
料
」
と
書
け
と

か
言
う
の
で
は
な
い
。
股

・
周
(
特
に
西
周
)
の
歴
史
の
研
究
に
甲
骨
文

・
金

文
の
研
究
が
不
可
飲
で
あ
る
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
ま
ず

甲
骨
文
・
金
文
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
通
し
て
)

股

・
周
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
の
か
、
段
・
周
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
甲
骨
文

・
金
文
を
史
料
と
し
て
利
用
す
る
の
か
は
、
同
じ
だ
と
言
え
ば
同

じ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
雨
者
の
聞
に
は
研
究
態
度
の
上
で
微
妙
な
ち
が
い
が
あ

。

。

り
、
そ
れ
が
「
資
料
」
と
書
く
か
「
史
料
」
と
書
く
か
の
ち
が
い
に
連
な
る
と

も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
問
題
と
直
結
す
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
甲
骨
文
の
出

所

(
「者
録
」
と
言
う
べ
き
か
)
を
一示
す
の
に
「
乙
一
一
五
七
」
と
か
「
前
三
・

一八

・
五
」
と
か
記
し
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
書
に
は
凡
例
や
解
説
は
つ
い
て

い
な
い
。
「
乙
一
一
五
七
」
と
か
「
前
三

・
一
八

・
五
」
と
か
が
何
を
意
味
す

る
の
か
説
明
ぬ
き
で
わ
か
る
の
は
、
甲
骨
文
を
一
腹
勉
強
し
て
い
る
人
に
限
ら

れ
、
そ
う
で
な
い
人
に
は
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

引
用
さ
れ
た
甲
骨
文

・
金
文
に
は
「
鎖
み
下
し
文
」
が
つ
け
て
あ
り
、
大
出
現

あ
り
が
た
か
っ
た
。
著
者
の
「
讃
み
下
し
文
」
は
、
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
訓
讃
で

は
な
く
、
わ
か
り
や
す
く
し
よ
う
と
す
る
配
胞
も
あ
り
、
解
稗
あ
る
い
は
説
明
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に
わ
た
る
個
所
も
あ
る
。
一
種
の
風
格
が
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
た
だ
、
同

じ
文
章
、
同
じ
語
句
を
別
の
場
所
で
は
別
の
よ
み
か
た
を
し
た
り
(
た
と
え
ば

、
二
五
七
頁
七
行
目
以
下
と
三
三

O
頁
二
行
目
以
下
と
を
比
較
せ
よ
。
ま
た
、

た
と
え
ば
、
「
封
揚
」
を
「
封
揚
し
」
と
よ
ん
だ
り
「
こ
た
え
て
」
と
よ
ん
だ

り
し
て
い
る
〉
、
理
由
の
よ
く
わ
か
ら
ぬ
よ
み
わ
け
が
あ
っ
た
り
(
た
と
え
ば
、

「
錫

(
H賜
)
を
「
錫
え
り
」
と
よ
ん
だ
り
「
錫
う
」、「
錫
わ
る
L

と
よ
ん
だ

り
し
て
い
る
〉
は
す
る
。
私
は
、
甲
骨
文
・
金
文
も
い
ず
れ
は
現
代
日
本
語
に

翻
評
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
が
、
首
分
は
こ
の
程
度
で
や
む
を
え
ま

い
。
な
お
、
長
く
な
る
の
で
理
由
は
述
べ
な
い
が
、
「
子
ミ
孫
、
〈
」
は
「
子
ム
ベ

孫
ん
こ
で
は
な
く
、
「
子
孫
子
孫
」
と
よ
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

誤
記
・
誤
植
は
比
較
的
少
な
い
が
、
若
干
は
自
に
と
ま
っ
た
。

一
九
頁
に
、

小
臣
鯵
犠
愈
の
「
丁
巳
、
王
:
:
:
」
を
「
丁
巳
の
日
に
卜
ぃ
、
王
は
:
:
:
」
と

よ
み
、
「
卜
い
L

を
入
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
か
な
り
大
き
い
ミ
ス
で
あ
る
。
ま

た
、
三
二

O
頁
と
一二
一一一

頁
と
に
一
個
所
ず
つ
詩
経
の
同
一
篇
名
に
誤
植
が
あ

り
、
三
一
一
一
頁
に
二
個
所
と
三
三
八
頁
に
一
個
所
と

『毛
詩
後
釜
』
の
著
者
名

に
誤
植
が
あ
る
。
(
誤
っ
た
字
と
正
し
い
字
と
を
原
稿
に
書
い
て
も
よ
い
が
、

そ
れ
が
ま
た
誤
植
に
な
る
と
い
け
な
い
の
で
省
略
す
る
J

こ
れ
ら
が
皐
な
る

誤
植
で
あ
れ
ば
よ
い
と
思
う
。

「
中
園
古
代
史
研
究
者
L

と
い
う
看
板
を
下
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
中
園

古
代
史
の
「
専
門
家
」
に
は
な
る
ま
い
、
特
に
甲
骨
文
・
金
文
の
「
専
門
家
」

に
は
な
る
ま
い
、
と
思
う
に
至
っ
た
私
は
、
本
書
を
調
ん
で
多
少
の
感
慨
が
あ

っ
た
。
中
園
古
代
史
の
、
ま
た
、
甲
骨
文
・
金
文
の
「
専
門
家
」
に
は
な
る
ま

い
と
思
う
に
至

っ
た
き
っ
か
け
、
あ
る
い
は
、
い
き
さ
つ
は
と
に
か
く
と
し
て
、

「
専
門
家
」
の
も
つ
「
強
さ
」
と
「
弱
さ
L

と
に
闘
し
、
「
強
さ
」
を
徽
牲
に

し
て
も
「
弱
さ
」
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
だ
、
と
言
え
ば
言
え
る
。
(
「
強

さ
」
・
「
弱
さ
」
は
ほ
か
の
こ
と
ば
に
お
き
か
え
て
も
よ
い
。〉
だ
が
、
こ
の
よ

う
な
こ
と
を
こ
の
よ
う
な
場
所
で
言
う
の
は
著
者
の
伊
藤
氏
に
と
っ
て
は
ご
迷

惑
か
も
し
れ
ぬ
。
高
一
ご
迷
惑
で
な
い
な
ら
ば
、
私
は
い
つ
か
、
中
国
古
代
史

や
甲
骨
文

・
金
文
以
外
の
こ
と
に
つ
い
て
著
者
と
語
り
合
い
た
い
と
思
う
。

(
上
原
淳
道
)
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