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シ
リ
ー
ズ
の
第
二
函
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
森
時
彦
「
五
四
時
期

の
民
族
紡
績
業
ヘ
陳
来
宰
「
虞
沿
卿
に
つ
い
て
」
、
林
原
文
子
「
宋
則
久
と
天

津
の
園
貨
提
唱
運
動
」
、
川
井
悟
「
牽
洋
義
賑
舎
と
中
園
農
村
」
の
四
篇
が
牧

め
ら
れ
て
い
る
。
表
題
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
第
二
函
は
こ
の
時
期
の

経
済
関
係
を
中
心
と
し
た
論
考
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
と
り
あ
え
ず

は
そ
れ
ぞ
れ
が
濁
立
の
論
文
で
あ
る
の
で
、
個
別
に
み
℃
い
き
、
全
鎧
の
関
連

性
に
つ
い
て
は
後
に
考
え
て
み
た
い
。

森

時
彦
「
五
四
時
期
の
民
族
紡
績
業
」

本
稿
は
森
氏
に
よ
れ
ば
「
誕
生
以
来
ほ
と
ん
ど
一
貫
し
て
停
滞
的
で
な
け
れ

ば
不
況
に
あ
え
い
で
い
た
民
族
紡
績
業
が
、
豆
四
時
期
に
か
ぎ
っ
て
だ
け
は
、

な
ぜ
例
外
的
に
も
、
『
黄
金
時
期
』
と
掛
僻
さ
れ
る
ほ
ど
の
設
展
(
あ
る
い
は
鎖

大
)
を
謡
歌
し
え
た
」
の
か
と
い
う
「
疑
問
を
と
き
ほ
ぐ
す
と
と
を
嘗
面
の
課

題
」
と
し
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
(
八
頁
〉
。
こ
の
目
的
の
下
に
本
稿
で
は
中
薗
紡 宰

綾
業
を
め
ぐ
る
市
場
環
境
に
分
析
の
最
大
の
重
黙
が
お
か
れ
て
い
る
。

本
稿
を
手
に
し
た
讃
者
は
ま
ず
そ
の
統
計
画
表
の
膨
大
な
量
に
座
倒
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
市
場
分
析
に
統
計
的
分
析
は
不
可
歓
で
あ
る
が
、
十
分
な
統
計
数

字
が
完
備
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
時
期
に
つ
い
て
、
精
力
的
に
統
計
資
料
を
蒐
集

し
、
ま
こ
と
に
徽
密
な
鹿
理
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
統
計
の
不
足
・
飲
落
は
推
定
に

よ
る
確
定
作
業
を
通
じ
て
、
市
場
環
境
の
定
量
的
分
析
が
徹
底
的
に
行
な
わ
れ

て
い
る
。
ま
た
具
盤
的
な
市
況
分
析
に
お
い
て
も
、
こ
の
方
面
の
用
語
を
禁
箆

中
の
物
と
し
て
た
く
み
に
使
い
こ
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
分
析
を
通
じ

て
、
た
と
え
ば
棉
花
の
債
格
低
下
の
原
因
が
、
棉
花
の
豊
作
で
あ
る
と
い
う
よ

う
な
常
識
的
理
解
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
窮
極
的
に
中
園
固
有
の
市
場
構

造
|
基
本
的
に
園
際
的
に
規
定
さ
れ
る
ー
を
通
じ
て
顕
現
す
る
こ
と
を
論
設
し

て
い
る
。
と
も
あ
れ
周
到
徽
密
な
統
計
慮
理
に
よ
る
分
析
は
、
こ
の
時
期
の
経

済
史
研
究
の
新
た
な
氷
準
を
き
り
拓
い
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
劃

期
的
な
意
義
を
確
認
し
た
上
で
若
干
気
づ
い
た
こ
と
を
の
べ
て
お
き
た
い
。

一
、
ま
ず
第
一

一は
本
稿
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
中
園
紡
績
業
」
と
い
う
概
念

に
つ
い
て
で
あ
る
。
森
氏
は
「
中
園
紡
績
業
」
を
「
資
本
の
園
籍
を
と
わ
ず
、

山
富
時
の
中
園
園
土
(租
界
な
ど
を
も
ふ
く
む
〉
で
管
ま
れ
て
い
た
紡
績
業
の
す

べ
て
を
包
含
す
る
」
ハ
一

O
八
頁
〉
こ
と
ば
と
し
て
用
い
て
い
る
。
い
わ
ば
地
理

的
な
概
念
で
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
な
ん
ら
問
題
は
な
い
が
、
し
か
し
「
中
園
紡

績
業
」
の
「
設
展
」
、
さ
ら
に
は
「
自
給
率
」
と
い
う
よ
う
な
、
そ
れ
自
身
固
有

の
寅
健
を
有
す
る
概
念
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
く
る
と
誤
解
を
生
じ
や
す
く
な
る

の
で
は
な
い
か
。
端
的
に
言
っ
て

「
在
華
紡
」
は
「
日
本
紡
績
業
」
な
の
か
、

「
中
園
紡
績
業
」
の
範
鴎
に
入
る
の
か
。
五
四
以
前
、
本
格
的
な
過
剰
資
本
の
総

出
に
よ
ら
ず
、
ま
た
民
族
紡
と
の
封
立
関
係
も
本
格
的
で
は
な
い
「
在
華
紡
」

の
段
階
で
は
、
「
中
園
紡
績
業
」
と
一
括
し
て
も
、
と
く
に
不
都
合
は
な
い
が
、
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五
回
以
降
に
な
る
と
、
日
本
紡
賃
貸
本
の
本
格
的
資
本
稔
出
に
よ
る
「
在
華
紡
」

の
飛
躍
的
増
加
に
よ
り
、
明
瞭
に
民
族
紡
と
劉
立
関
係
を
形
成
し
て
い
く
。
ま

た
森
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

一民
衆
の
意
識
の
面
に
お
い
て
も
、
「
在
華

紡
」
綿
綿
を
「
日
貨
と
み
な
す
認
識
が
定
着
し
た
」
(
四
五
頁
〉
。
と
す
れ
ば
客

観
的
経
済
関
係
に
お
い
て
も
、
意
識
の
面
に
お
い
て
も
、
五
回
以
降
、
「
中
園
紡

績
業
」
に
地
理
的
概
念
以
上
の
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
た

と
え
ば
、
一
九
二
七
年
に
中
園
が
「
綿
線
の
稔
出
園
に
鱒
じ
た
」
(
七
頁
〉
と
か
、

あ
る
い
は
「
太
戦
期
を
通
じ
て
中
園
紡
績
業
が
そ
の
綿
糸
自
給
率
を
飛
躍
的
に

高
め
た
」
(
二
四
頁
〉
と
い
う
指
摘
は
、
現
象
自
慢
の
指
摘
と
し
て
は
そ
の
遁
り

か
も
し
れ
な
い
が
、
帯
園
主
義
支
配
下
の
外
園
資
本
に
よ
る
生
産
を
含
め
て

「
輪
出
園
」

あ
る
い
は

「
自
給
」
と
い
う
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
か
吟

味
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
森
氏
は
こ
の
内
貧
は
「
在
筆

紡
」
が
大
部
分
を
占
め
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
、
車
に
用
語
上
の
問
題
に
過

ぎ
な
い
と
も
い
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
絞
述
は
む
し
ろ
論
旨
を
混
飢
さ
ぜ
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
中
園
綿
線
|
稔
入
綿
綿
と

い
う
劉
抗
関
係
の
設
定
が
ど
の
時
期
ま
で
有
数
か
も
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ

a
y
。
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二
、
民
族
紡
績
業
の
「
黄
金
時
期
」
の
背
景
と
な
っ
た
「
紗
貴
花
賎
」
現
象

は
園
際
的
僚
件
の
有
利
な
展
開
が
生
み
出
し
た
こ
と
を
森
氏
は
論
設
し
て
い

る
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
説
得
力
の
あ
る
論
設
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
紗
貴
花

賎
」
が
五
四
運
動
と
同
乙
時
期
に
出
現
し
た
こ
と
が
、
民
族
紡
績
業
者
の
冷
静

な
『情
勢
創
刊
断
を
妨
げ
、
無
謀
な
設
備
投
資
に
走
ら
せ
た
と
し
て
い
る
(
七
二

l

七
三
頁
〉
。
こ
こ
で
は
正
四
運
動
と
「
紗
貴
花
賎
」
の
時
期
的
一
致
は
偶
然
的
な

も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
森
氏
は
少
な
く
と
も
中
薗
綿
総
債

格
の
高
騰
を
も
た
'ら
し
た
三
穫
の
綿
総
の
格
付
債
格
の
筋
漢
は
五
回
の
日
貨
ボ

イ
コ
ッ
ト
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
時
的
に
経
済
外
的
要
因
が
、
「
経

済
法
則
を
無
数
に
し
た
事
例
と
し
て
特
筆
す
べ
き
」
こ
と
を
の
べ
て
い
る
〈
三

八
頁
〉
。
「
紗

J

貴
花
賎
」
と
五
四
の
時
期
的
」

J

致
に
つ
い
て
「
偶
然
〕
と
い
う
の

は
、
単
に
修
僻
上
の
問
題
で
、
こ
と
さ
ら
に
あ
げ
つ
ら
う
必
要
も
な
い
か
も
し

れ
な
い
が
、
五
四
運
動
の
園
際
的
保
件
と
、
「
黄
金
時
期
」
を
も
た
ら
、し
た
圏
際

的
保
件
の
連
関
性
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
は
や
は
り

問
題
と
な
ろ
ヴ
。

三
、
森
氏
は
五
四
期
に
お
け
る
紡
績
プ
l
ム
の
「
本
質
」
を
戴
季
陶
の
「
紅

利
〔
割
増
配
嘗
〕
四

O
%、
こ
れ
こ
そ
が
中
園
紳
士
の
愛
園
心
を
刺
激
し
た
最

大
の
興
奮
剤
で
あ
っ
た
」
と
い
う
言
葉
に
つ
き
る
と
述
べ
て
い
る
(
七
。
頁
〉
。

民
族
紡
績
資
本
家
は
常
に
徹
底
的
に
利
潤
の
み
を
求
め
る
階
級
と
し
て
と
ら
え

る
の
が
本
稿
全
鐙
の
基
調
に
あ
り
、
こ
の
指
摘
自
穫
も
そ
の
上
で
な
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
本
質
」
と
い
う
も
の
を
ど
の
次
元
で
考
え
る
か
と
い

う
こ
と
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
が
、
投
資
家
の
動
機
に
本
質
を
み

る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
だ
け
の
配
嘗
が
な
け
れ
ば
資
本
が
産
業
資
本
化
し
な
い

、
と
い
う
賞
該
一
段
階
、の
資
本
の
存
在
構
造
こ
そ
本
質
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

カ

-

こ
の
よ
う
な
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
1
の
「
本
質
」
規
定
か
ら
直
接
に
嘗
一
該
段
階
の

プ
ル
ジ
三
ワ
ジ
l
の
性
格
を
導
き
出
す
方
法
は
、
森
氏
が
従
来
の
五
四
運
動
と

民
族
工
業
の
関
連
づ
け
を
批
判
刊
し
た
こ
と
ば
を
借
り
て
表
現
す
れ
ば
、
「
短
絡

的
」
と
い
う
印
象
を
菟
れ
え
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l
の

政
治
運
動
に
相
射
的
に
低
い
評
債
を
奥
え
る
こ
主
に
連
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
放
大
ボ
イ
コ
ッ
ト
一運
動
に
関
連
し
て
森
氏
は
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
殺

果
と
限
界
に
言
及
し
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
数
果
は
「
園
際
的
要
因
の
許
容
す
る
範

圏
か
ら
逸
脱
し
う
る
の
で
は
な
く
」
、
「
マ
イ
ナ
ス
を
プ
ラ
ス
に
鶴
ず
る
魔
法
の
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杖
で
な
い
」
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
「
民
族
紡
績
業
者
に
の
こ
し
た
最
大
の
数
訓
」

で
あ
り
、
民
族
紡
は
園
際
的
諸
要
因
が
好
縛
す
る
ま
で
「
逆
境
に
ひ
た
す
ら
た

え
し
の
ぶ
ほ
か
、
な
す
す
べ
を
知
ら
な
か
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
(
一

O
三

頁
)
。
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
数
果
と
限
界
を
綿
総
の
番
手
別
に
明
ら
か
に
し
て
い
る

の
は
本
稿
の
す
ぐ
れ
た
指
摘
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
「
最
大
の
教
訓
」
が
も

た
ら
す
も
の
が
、
結
局
た
え
し
の
ぶ
以
外
に
な
い
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
黙
お

よ
び
以
降
の
中
閣
に
お
け
る
資
本
主
義
の
展
開
に
一
階
い
見
通
し
と
否
定
的
評
債

を
輿
え
て
い
る
こ
と
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
黄
金
時
期
」
お
よ
び
そ
れ
以

降
の
不
況
は
中
園
経
済
史
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
の
か
、
「
黄
金

時
期
」
は
結
局
一
場
の
夢
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
「
黄
金
時
期
」

と
そ
れ
以
降
の
不
況
期
を
遁
じ
て
、
中
園
に
お
い
て
も
資
本
主
義
的
蓄
積
構
造

が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な

い
。
園
際
的
市
場
構
造
を
通
じ
て
照
し
出
さ
れ
た
こ
の
時
期
の
紡
績
業
(
紡
績

業
に
と
ど
ま
る
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
が
〉
を
中
園
経
済
史
の
中
で
ど
の
よ
う

に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
課
題
は
残
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

陳

来
幸
「
虞
治
卿
に
つ
い
て

ー
近
代
中
園
に
お
け
る
資
本
家
の
一
典
型
」

虞
治
卿
に
つ
い
て
は
従
来
の
中
園
近
現
代
史
研
究
で
は
、
買
緋
プ
ル
ジ
ョ
ワ

ジ
l
の
代
表
的
存
在
と
み
な
さ
れ
、
民
族
解
放
運
動
の
観
黙
か
ら
は
否
定
的
評

債
し
か
奥
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
評
者
は
か
つ
て
一
九
二

0
年
代
の
日
本
の

プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l
の
中
園
政
策
に
つ
い
て
若
干
調
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の

際
、
省
時
日
本
側
で
は
虞
に
つ
い
て
は
中
園
民
族
資
本
を
代
表
す
る
資
本
家
と

み
な
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
日
本
史
、
中
園
史
そ
れ
ぞ
れ
の
側
か
ら
み
た

同
一
人
物
に
謝
す
る
評
債
の
組
簡
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
経
験
が
あ
る

(
「
一
九
二

0
年
代
の
プ

ル
ジ

ョ
ワ
ジ
1
の
中
園
政
策
」
、
『
日
本
史
研
究
』
一
五

0
・
一
五
一
合
併
続
三
そ
し
て
こ
れ
は
民
族
解
放
運
動
研
究
の
側
か
ら
の
視

角
と
一
帝
一
園
主
義
支
配
研
究
の
親
角
の
遠
い
に
基
づ
く
も
の
で
、
そ
の
溝
は
容
易

に
は
埋
め
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
想
を
持
っ
て
き
た
。
そ
う
い
う

こ
と
を
思
い
う
か
べ
る
と
き
、
こ
の
論
文
が
、
し
か
も
本
シ
リ
ー
ズ
の
一
期
と

し
て
登
場
し
て
き
た
の
は
、
大
げ
さ
に
い
え
ば
隔
世
の
感
を
抱
か
せ
る
の
で
あ

る。
陳
氏
に
よ
れ
ば
ア
メ
リ
カ
の
近
年
の
研
究
で
は
、
虞
の
一
生
が
純
粋
な
民
族

主
義
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
と
い
う
評
債
が
出
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
。

中
園
で
も
洋
務
運
動
評
債
の
動
き
と
関
連
し
て
、
虞
の
よ
う
な
従
来
否
定
的
に

し
か
描
か
れ
て
こ
な
か
っ
た
人
物
を
再
評
債
し
よ
う
と
い
う
主
張
が
最
近
丁
目

初
、
社
倒
誠
氏
ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
陳
氏
も
評
債
の
観
鮎
に
お
い
て

は
基
本
的
に
こ
の
丁
氏
ら
の
論
文
の
枠
組
に
依
援
し
、
と
く
に
「
虞
が
た
ず
さ

わ
っ
た
企
業
活
動
の
寅
態
と
設
展
情
況
を
究
明
す
る
こ
と
に
主
限
を
置
き
、
か

れ
の
経
済
界
に
お
け
る
基
盤
の
繍
大
と
地
位
の
上
昇
を
経
と
し
、
そ
の
社
舎
的

政
治
的
諸
活
動
を
綜
と
し
て
」
(
一
二
頁
〉
、
彼
の
一
生
を
絞
逃
し
て
い
る
。

本
稿
を
遁
じ
て
陳
氏
は
従
来
具
種
的
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
虞

治
卿
像
を
提
示
し
て
い
る
。
陳
氏
は
虞
の
寧
波
出
身
者
と
し
て
の
強
い
同
郷
意

識
を
強
調
し
、
彼
の
行
動
原
理
の
一
つ
を
そ
こ
に
見
出
し
、
そ
し
て
こ
の
同
郷

意
識
を
彼
の
民
族
意
識
の
「
原
型
」
と
し
て
評
債
し
、
こ
の
民
族
一
意
識
の
最
初

の
現
れ
と
し
て
、
上
海
租
界
に
お
け
る
中
園
人
の
地
位
向
上
・
参
政
を
め
ざ
す

「
華
人
運
動
」
へ
の
参
加
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
運
動
へ
の
持
繍
的
積
極

的
参
加
も
従
来
の
買
緋
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

ま
た
五
四
運
動
期
に
お
け
る
虞
の
行
動
に
つ
い
て
も
、
一
方
で
線
商
品
闘
の
理
事
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と
し
て
、
他
方
で
は
商
業
公
園
連
合
舎
幹
事
と
し
て
、
そ
の
劉
立
し
た
局
面
に

お
け
る
虞
自
身
の
矛
盾
・
葛
藤
が
描
か
れ
で
い
る
。
本
稿
を
遁
じ
て
虞
治
卿
評

債
の
再
検
討
を
迫
る
多
く
の
事
賓
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
陳
氏
は
虞
の
寧
波
出
身
者
と
し
て
の
強
い
同
郷
意
識
を
強
調
し
、
彼
の

行
動
原
理
の
一
つ
を
そ
こ
に
求
め
、
き

7

ら
に
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
I
内
部
の
相
互
関

係
に
つ
い
で
も
同
郷
組
織
た
る
載
の
活
動
を
重
視
し
て
、
た
と
え
ば
一
九
二
九

|
三

O
年
の
上
海
の
商
人
圏
慢
の
整
理
問
題
も
こ
の
角
度
か
ら
み
て
い
る
。
陳

氏
は
こ
の
整
理
を
尚
一
つ
は
園
民
黛
の
裂
言
力
の
確
保
、
一
つ
は
庚
東
轄
を
純

一
商
舎
か
ら
騒
逐
す
る
と
い
う
一
意
義
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
か

つ
て
西
村
成
雄
氏
は
、
陳
氏
も
他
の
箇
所
で
参
照
じ
て
い
る
論
文
で
、
こ
の
関

の
動
き
を
南
京
政
権
に
よ
る
中
小
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l
の
政
治
的
影
響
力
の
排
除

と
大
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l
の
政
治
的
結
集
と
し
て
位
置
づ
け
た
(
『
講
座
・
中
園
近

現
代
史
・

5
』
、
「
一
九
二

0
年
代
権
力
構
造
の
祭
動
と
.
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
〉
。

評
者
に
は
隻
方
の
蛍
否
を
論
ず
る
準
備
は
な
い
が
、
本
稿
全
鎧
に
も
か
か
わ
る

こ
と
と
し
て
、
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l
内
部
の
階
層
の
問
題
を
陳
氏
が
ど
う
と
ら
え

て
い
る
か
と
い
う
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
虞
治
卿
を
牢
植
民
地
僚
件

下
に
お
け
る
中
園
資
本
主
義
設
展
を
措
う

一
つ
の
典
型
と
し
て
描
い
て

い
る

が
、
他
に
ど
の
よ
う
な
典
型
が
存
在
し
た
の
か
。
本
稿
で
は
虞
の
歩
ん
だ
遁
が

中
園
人
資
本
家
と
し
て
も
っ
と
も
必
然
的
・
典
型
的
で
あ
っ
た
と
い
う
印
象
を

輿
え
る
が
、
や
は
り
一
典
型
と
い
う
か
ら
に
は
い
く
つ
か
の
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
γ

の
類
型
を
示
し
て
ほ
し
い
。
そ
れ
に
よ
り
中
薗
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
!
の
中
で
の
、

あ
る
い
は
中
園
資
本
主
義
の
中
で
の
虞
の
位
置
が
明
瞭
に
な
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
蒋
介
石
政
権
の
性
格
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
と

も
密
接
に
関
連
し
て
く
る
。
本
稿
で
は
蒋
介
石
と
の
同
郷
に
よ
る
個
人
的
関
係

が
、
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
虞
と
園
民
薫
政
権
と
の
関
係
を
考
え
る
上

で
重
要
な
要
素
で
あ
ろ
う
が
、
虞
ら
の
め
ざ
す
中
園
資
本
主
義
褒
展
の
た
め
の

秩
序
形
成
の
構
想
と
園
民
議
の
構
想
が
ど
う
関
係
し
て
い
る
の
か
、
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
寧
波
載
と
庚
東
轄
と
の
相
違
J

・
相
到
立
が
あ
っ
た
の
か
否
か
な
ど
が
考

え
ら
れ
る
べ
き
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

林
原
文
子
「
宋
則
久
と
天
津
の
園
貨
提
唱
運
動
」

本
稿
は
天
津
に
お
け
る
義
和
園
事
件
以
降
五
四
運
動
期
に
い
た
る
園
貨
提
唱

運
動
の
設
展
・
愛
化
を
、
宋
則
久
の
活
動
を
中
心
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
本
シ
リ
ー
ズ
第
一
函
の
片
岡
一
忠
「
天
津
五
四
運
動
小
史
」
に

お
い
て
、
天
津
に
お
け
る
五
四
運
動
の
全
種
的
な
動
き
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て

い
る
が
、
本
稿
は
そ
の
中
で
の
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l
の
運
動
と
そ
の
背
景
に
つ
い

て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

従
来
日
本
の
中
園
近
代
史
研
究
上
で
も
ほ
と
ん
ど
無
名
で
あ
っ
た
と
恩
わ
れ

る
天
津
の
個
性
的
な
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l
宋
則
久
と
そ
の
活
動
の
事
績
を
ほ
り
お

こ
し
た
の
は
本
稿
の
大
き
な
牧
穫
で
あ
る
。
林
原
氏
の
一
年
金
?
に
わ
た
る
天
津

留
皐
中
の
史
料
蒐
集
の
成
果
が
十
分
生
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
現
在

日
本
で
開
講
で
き
る
文
献
だ
け
で
は
書
け
な
か
っ
た
の
が
こ
の
論
考
で
あ
る
。

宋
則
久
は
天
津
有
数
の
呉
服
庖
一
の
経
理
で
あ
っ
た
が
、
義
和
園
事
件
後
の
天

津
の
念
激
な
繁
化
の
中
で
、
後
の
園
貨
提
唱
運
動
の
理
論
的
根
擦
と
な
る
「
一
商

戦
」
の
必
要
性
を
認
識
し
、
新
政
の
「
環
で
あ
る
貸
業
新
政
に
積
極
的
に
参
加

し
て
い
く
。
林
原
氏
は
新
政
に
つ
い
て
、
清
朝
側
の
企
園
は

「『改
革
』
に
名
を

借
り
た
、
自
己
の
寧
事
的
、
経
済
的
基
盤
の
再
建
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ

に
関
係
し
た
人
々
が
す
べ
て
同
じ
意
園
を
も
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
別
問
題
で

あ
る
」
(
一
五
頁
〉
と
指
指
し
て
い
る
。
新
政
時
期
を
こ
の
よ
う
な
廉
が
り
の
中

で
と
ら
ゑ
る
こ
と
は
、
後
の
歴
史
展
開
と
の
関
係
で
重
要
で
あ
ろ
う
。
た
だ
清
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朝
政
府
の
意
園
を
否
定
的
に
み
る
あ
ま
り
、
清
朝
か
「
自
己
の
延
命
策
に
汲
・4

た
る
有
援
で
、
保
護
関
税
を
設
定
す
る
こ
と
な
ど
婆
む
べ
く
も
な
か
っ
た
」

(
一
八
頁
)
と
な
る
と
、
い
さ
さ
か
非
歴
史
的
評
債
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
お

よ
そ
関
税
自
主
権
そ
の
も
の
が
奪
わ
れ
て
い
る
こ
の
時
期
に
、
た
と
え
清
朝
政

府
に
そ
の
意
図
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
保
護
関
税
の
設
定
な
ど
問
題
に
な
り
ょ

う
が
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
の
新
政
期
を
通
じ
て
「
強
権
に
よ
る
寅
業
振
興
が
き

わ
め
て
脆
弱
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
こ
と
を
認
識
し
た
宋
則
久
は
園
民

一
人
一

人
の
自
究
を
促
す
園
貨
提
唱
の
活
動
を
「
喬
買
上
の
利
害
を
捨
て
」
て
寅
践
し

て
い
き
〈

一
九
頁
〉
、
そ
の
経
験
の
上
に
や
が
て
五
四
運
動
に
参
加
し
て
い
く
。

天
津
の
五
四
運
動
期
に
お
け
る
プ
ル
ジ

ョ
ワ
ジ
1
の
動
向
は
、
前
掲
片
岡
論

文
で
も
示
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
組
織
状
態
な
ど
が
よ
り
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
宋
が
天
津
の
、
ひ
い
て
は
中
圏
全
慢
の
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ

ー
の
中
で
ど
の
よ
う
お
位
置
を
占
め
、

特
徴
を
持
っ

て
い
た
か
に
つ
い
て
は
明

ら
か
で
は
な
い
。
宋
の
よ
う
な
強
い
個
性
を
持
っ
た
資
本
家
は
嘗
時
の
中
園
あ

る
い
は
天
津
で
、
資
本
家
の

一つ

の
典
型
と
み
な
せ
る
の
か
、
あ
る
い
は
き
わ

め
て
特
異
な
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
の
絞
述
か
ら
も
園
貨
提
唱

の
蛍
初
の
段
階
で
は
孤
立
的
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
し
、
ま
た

豆
四
運
動
の
中
で
の
一
商
入
居
の
消
極
的
野
態
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
天
津
に
お
い
て
宋
が
ど
う
し
て
指
導
的
地
位
に
つ
く
に
至
っ

た
か
、
あ
る
い
は
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l
全
盛
の
中
で
の
宋
の
占
め
る
位
置
な
ど
に

つ
い
て
も
っ
と
言
及
し
て
欲
し
か
っ
た
と
思
う
。

第
三
章
の
愛
園
布
に
つ
い
て
の
記
述
は
園
貨
提
唱
の
背
景
を
考
え
る
上
で
重

要
で
あ
る
。
論
文
全
健
の
構
成
上
か
ら
は
バ
ラ

ン
ス
を
飲
く
う
ら
み
が
な
い
で

も
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
断
片
的
に
ふ
れ
ら
れ
て
き
た
愛
圏
布
に
つ
い
て
、
そ
の

愛
群
、
停
播
、

生
産
情
況
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
大
き
な
成
果
で
あ
る
。

川
井

悟
「
華
洋
義
賑
舎
と
中
園
農
村
」

か
つ
て
の
革
命
運
動
史
を
軸
と
す
る
中
園
現
代
史
研
究
の
立
場
か
ら
は
、
園

民
黛
支
配
地
域
の
農
村
改
革
運
動
に
到
し
て
は
あ
ま
り
注
意
が
は
ら
わ
れ
ず
、

ま
し
て
進
歩
的
意
義
を
見
出
す
こ
と
な
ど
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ

は
園
民
黛
評
債
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
た
。
近
年
園
民
黛
政
権
お
よ
び
政
策

に
劃
す
る
評
債
の
鴎
換
の
動
き
も
み
ら
れ
る
が
、
川
井
氏
の
論
考
も
そ
の
よ
う

な
流
れ
の
中
か
ら
う
み
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

川
井
氏
は
華
洋
義
賑
舎
に
よ
る
合
作
祉
活
動
を
多
面
的
に
分
析
し
、
生
き
生

き
と
し
た
表
象
を
輿
与え
て
く
れ
る
。
一
九
二

0
年
代
中
園
農
村
に
つ
い
て
は
、

あ
る
意
味
で
は
卒
板
な
イ
メ
ー
ジ
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
評
者
に
と
っ
て

は
、
こ
の
よ
う
な
動
き
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
自
僅
が
新
鮮
な
知
識
で
あ
る
。

さ
ら
に
合
作
祉
と
い
え
ば
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
こ
で
川
井
氏
が
批
剣
し
て
い

る
よ
う
な
見
方
、
す
な
わ
ち
地
主
・
富
農
の
郷
村
支
配
に
結
果
し
た
に
坦
き
な

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
漠
然
と
し
た
観
念
し
か
持
た
ず
、
た
い
し
て
注
意
も

梯
っ
て
い
な
か
っ
た
者
に
と
っ
て
は
再
考
を
を
迫
る
内
容
で
あ
る
。

川
井
氏
に
よ
れ
ば
合
作
祉
に
つ
い
て
は
戦
前
の
研
究
で
は
運
営
の
不
健
全

さ
、
地
主
・
富
農
に
よ
る
操
縦
、
救
済
数
果
の
乏
し
さ
な
ど
を
強
調
す
る
の
が

遁
設
で
あ
り
、
戦
後
に
お
い
て
は
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
朕
態
で
あ
る
と
い

う
。
本
稿
執
筆
の
動
機
は
そ
の
よ
う
な
戦
前
か
ら
の
逼
設
的
理
解
に
た
い
し
て

一
定
の
修
正
を
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

評
者
の
親
貼
は
ど
う
し
て
も
奮
来
の
観
貼
か
ら
ま
っ
た
く
自
由
で
あ
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
川
井
氏
か
ら
は
奮
い
と
み
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
の
よ
う
な
観
黙
か
ら
二
、
三
気
づ
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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肇
洋
義
賑
舎
の
中
心
的
措
い
手
に
関
し
て
、
川
井
氏
は
外
園
人
に
つ
い
て
は

宣
教
師
、

Y
M
C
A
関
係
者
、
銀
行
家
、

A

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
大
屋
教
授
で
あ

り
、
中
園
人
に
つ
い
て
は
、
大
半
が
欧
米
留
皐
の
経
験
を
も
ち
、
教
育
、
外
交
、

寅
業
関
係
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
人
々
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
々
に
つ
い

て
「
西
洋
か
ら
押
し
ょ
せ
た
波
が
中
園
に
う
ち
ょ
せ
る
縁
(
フ
リ
ン
ジ
)
に
存

在
す
る
人
々
」
す
な
わ
ち
「
縁
勢
力
」
と
し
て
、
「
結
局
、
華
洋
義
賑
舎
は
、
中

園
経
済
企か
半
植
民
地
的
に
歪
ん
だ
構
造
を
有
し
て
い
る
傑
件
下
で
、
西
洋
勢
力

と
の
接
燭
貼
に
位
置
す
る
縁
勢
力
(
中
園
人
お
よ
び
外
園
人
を
と
も
に
含
む
〉

が
、
よ
り
内
陸
部
。
農
村
、
あ
る
い
は
半
植
民
地
的
経
済
鐙
制
の
下
で
一
方
的

に
枚
奪
さ
れ
窮
乏
化
す
る
一
途
の
農
村
社
舎
、
あ
る
い
は
ま
た
西
洋
の
近
代
化

の
波
の
縁
外
に
位
置
す
る
祉
舎
、
に
射
し
て
、
そ
の
窮
乏
欣
態
あ
る
い
は
潜
在

的
な
飢
棺
睡
状
態
に
改
良
を
加
え
ん
と
し
た
時
、
作
り
あ
げ
た
組
織
で
あ
っ
た
」

〈
二
九
l
三
O
頁
〉
と
総
括
し
て
い
る
。

た
し
か
に
表
象
と
し
て
あ
る
い
は
比
験
的
表
現
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な

「
縁
」
の
存
在
は
理
解
で
き
よ
う
。
し
か
し
こ
の
「
縁
」
は
本
稿
で
も
比
較
的
重

要
な
概
念
に
属
す
る
と
恩
わ
れ
る
の
で
、
も
う
少
し
検
討
さ
れ
て
し
か
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
単
な
る
地
理
的
概
念
か
、
そ
れ
と
も
文
化
的
内
容
を
含
む

の
か
、
さ
ら
に
は
祉
曾
経
済
的
関
係
ま
で
を
包
括
し
た
把
握
の
仕
方
な
の
か
。

中
園
農
村
祉
舎
に
つ
い
て
川
井
氏
は
「
縁
の
内
側
に
存
在
す
る
」
と
い
い
、

「
西
洋
の
近
代
化
の
波
の
縁
外
に
存
在
す
る
祉
舎
」
と
も
い
う
。
続
黙
を
ど
こ
に

す
え
る
か
に
よ
る
か
ら
、
縁
の
内
か
外
か
と
い
う
穿
撃
は
こ
の
際
措
く
と
し
て

も
、
「
西
洋
の
波
」
と
い
う
こ
と
で
何
を
意
味
す
る
の
か
、
「
縁
」
に
よ
り
内
と

外
が
裁
然
と
匿
別
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
1

市
場
関
係
を
通
じ
て
資
本
主
義
世
界
に
中
園
雇
清
か
く
み
こ
ま
れ
、
た
と
え

ぽ
本
函
の
他
の
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
資
本
主
義
園
の
生
産
物
が

農
村
市
場
に
ま
で
流
入
し
て
い
た
こ
と
、
程
度
・
範
囲
の
問
題
は
あ
る
と
し
て

も
、
キ
リ
ス
ト
数
の
布
致
活
動
も
農
村
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
は
い
ま
さ
ら

指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
川
井
氏
自
身
も
「
牟
植
民
地
的
経
済
鐙
制
の

下
で
一
方
的
に
牧
奪
さ
れ
窮
乏
化
す
る
一
途
の
農
村
祉
禽
」
と
い
っ
て
い
る

が
、
一
方
的
に
牧
奪
し
て
い
る
主
鐙
は
何
な
の
か
、
こ
の
牧
奪
と
「
近
代
化
の

波
」
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
。
帯
園
主
義
の
市
場
関
係
を
通
じ
て

の
中
園
農
村
支
配
と
い
う
把
握
の
枠
組
に
川
井
氏
が
ど
の
よ
う
な
評
債
を
持
っ

て
い
る
の
か
、
総
じ
て
い
え
ば
、
本
稿
で
は
一
一
帝
園
主
義
支
配
に
謝
す
る
指
摘
か

稀
薄
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
よ
う
な
把

握
の
仕
方
に
批
列
的
見
解
を
持
っ
て
い
る
の
か
は
っ
き
り
さ
せ
て
ほ
し
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。

次
に
合
作
祉
と
農
民
の
階
層
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
従
来
富
農
・
地
主

が
合
作
祉
を
聾
断
し
、
貧
農
屠
は
加
入
を
阻
ま
れ
て
い
た
と
み
な
さ
れ
て
き

た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
川
井
氏
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
一
九
三
四
年
以
降
の
傾

向
で
あ
り
、
華
洋
義
賑
曾
の
指
導
下
に
あ
っ
た
時
期
に
あ
っ
て
は
、
一

i
四
O

畝
の
土
地
所
有
農
民
層
が
中
心
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
〈
五
一

i
五
二
頁
)
。
従

来
一
括
さ
れ
て
庭
理
さ
れ
て
い
た
統
計
を
、
時
期
を
区
分
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時

期
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
本
稿
の
功
績
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
確
認

し
た
上
で
な
お
、
階
層
別
機
成
比
か
ら
、
階
層
聞
の
勢
力
関
係
が
直
ち
に
讃
明

で
き
る
か
疑
問
が
残
る
。
氏
は
地
主
・
富
農
の
比
率
が
小
さ
い
合
作
祉
に
お
い

て
は
「
地
主
と
富
農
が
合
作
祉
を
望
断
す
る
こ
と
は
、
社
員
犬
舎
が
き
ち
ん
と

開
か
れ
、
民
主
的
な
運
営
が
な
さ
れ
て
い
る
限
り
か
な
り
む
ず
か
し
い
」
と
い

う
〈
五
三
頁
〉
。
ι

奮
祉
舎
の
俸
統
的
思
想
と
人
閲
繍
係
の
中
に
生
き
て
?き
た
農
民

た
ち
に
と
っ
て
「
民
主
的
運
鐙
」
が
そ
れ
ほ
ど
容
易
に
な
じ
め
る
こ
と
で
あ
っ

た
ろ
う
か
。
一氏
に
よ
れ
ば
、
「
同
族
関
係
を
は
じ
め
と
す
る
も
ろ
も
ろ
の
人
関
関

-161ー
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係
に
か
わ
っ
て
、
栢
互
に
親
し
み
、
助
け
あ
う
と
い
う
、
新
し
い
合
作
社
的
人

間
関
係
を
作
る
こ
と
」
が
華
洋
義
賑
舎
が
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
寅
態
を
み

る
限
り
、
こ
の
企
聞
は
か
な
り
達
成
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
許
債
し
て

い
る
〈
五
九
頁
)
。
評
者
は
頭
か
ら
こ
の
こ
と
を
否
定
す
る
積
り
は
毛
頭
な
い

が
、
そ
れ
に
し
て
も
祭
観
的
過
ぎ
る
と
い
う
印
象
は
亮
れ
な
い
。
も
し
異
に
こ

の
よ
う
な
祉
舎
関
係
が
形
成
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
革
命
的
な
製
革
で
あ

り
、
嘗
祉
曾
と
の
は
げ
し
い
摩
擦
、
矛
盾
を
ひ
き
お
こ
さ
ず
に
は
い
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
の
問
題
は
、
一
九
二

0
年
代
と
い
う
時
期
に
、
合
作
祉
運
動
が
行

な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
で
あ
る
。
一
九
二

O
年
の
華
北
大
飢
鐙
が
契

機
と
な
っ
た
こ
と
は
事
寅
と
し
て
承
認
で
き
る
が
、
契
機
が
契
機
と
し
て
現
寅

化
す
る
園
際
的
・
圏
内
的
保
件
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
れ

は
本
シ
リ
ー
ズ
の
テ
1
7
と
ど
う
関
わ
る
か
と
い
う
こ
と
に
も
連
な
り
、
他
な

ら
ぬ
五
回
運
動
の
直
後
に
、
氏
の
い
う
「
縁
勢
力
」
に
よ
る
救
済
活
動
が
開
始

さ
れ
、
し
か
も
一
時
的
活
動
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
縫
繍
的
な
運
動
と
し
て
展

開
さ
れ
た
こ
と
の
歴
史
的
意
味
が
関
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
九
二

0
年
代
と
い
う
歴
史
背
景
が
、
絞
述
の
中
で
も
う
一

つ
浮
び
あ
が
っ
て
こ
な
い

と
い
う
の
が
率
直
な
印
象
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
を
感
じ
る
に
し
て
も
、
従
来
の
遁
設
的
理
解
に
修
正
を

迫
る
本
稿
は
、
今
後
の
中
園
農
村
、
園
民
黛
の
農
業
政
策
に
た
い
す
る
研
究
に

一
つ
の
方
向
を
示
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
。

以
上
、
個
別
に
気
づ
い
た
黙
を
述
べ
て
き
た
が
、
紙
数
も
つ
き
た
の
で
、
一

貼
だ
け
全
鐙
に
か
か
わ
る
論
黙
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
中
園
の
プ
ル
ジ
ョ

ワ
ジ
l
に
た
い
す
る
許
僚
に
つ
い
て
森
氏
と
他
の
諸
氏
と
の
聞
に
際
だ
っ
た
差

異
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
川
井
氏
は
直
接
こ
の
問
題
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
、

全
園
経
済
委
員
舎
に
関
す
る
前
稿
〈
本
誌
四

O
各
四
披
〉
に
み
ら
れ
る
園
民
黛

政
権
に
封
す
る
、
お
よ
び
本
稿
で
の
「
縁
勢
力
」
に
劃
す
る
評
債
か
ら
み
て
、

基
本
的
に
後
者
の
観
黙
に
連
な
る
と
剣
断
す
る
。
森
氏
の
評
債
は
最
も
低
く
、

情
況
追
随
的
で
、
新
し
い
歴
史
的
段
階
を
き
り
拓
く
主
鐙
を
構
成
す
る
一
階
級

と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
意
味
で
は
革
命
運
動
史
を
軸
と

す
る
研
究
の
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
I
論
の
枠
組
を
ひ
き
つ
い
で
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
た
い
し
林
原
氏
は
民
族
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l
に
高
い
評
債
を
奥
え
、
陳
氏

は
従
来
の
買
緋
資
本
観
を
く
つ
が
え
す
論
駄
を
う
ち
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
違
い
は
現
在
の
研
究
情
況
の
反
映
で
も
あ
り
、
今
後
更
に
議
論
が
深
め
ら
れ

る
べ
き
課
題
と
な
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
書
き
進
ん
で
き
て
、
結
局
私
に
は
評
者
と
し
て
要
求
さ
れ
る
こ
の

方
面
で
の
研
究
蓄
積
に
依
け、

適
任
で
は
な
か
っ
た
と
痛
感
せ
ざ
る
を
得
ず
、

軽
々
に
書
評
を
ひ
き
う
け
、
結
局
素
人
の
感
想
の
域
を
出
な
い
文
章
を
書
き
連

ね
、
貴
重
な
誌
面
を
空
費
す
る
結
果
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い

る
。
ま
た
四
篇
の
力
作
に
た
い
し
均
等
に
目
配
り
で
き
ず
、
評
者
の
興
味
で
、

均
衡
を
紋
く
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
御
寛
恕
願
い
た
い
。

一
九
八
三
年
十
二
月
京
都
同
朋
舎
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