
チ
ボ
ー
デ
の
方
法
　
　
　
　
　
　
’

．
「
創
造
的
批
評
」
の
二
、
三
の
問
．
題

・
　
　
　
　
浜
　
　
　
田
　
　
　
　
明

　
　
　
　
1
序
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方
法
論
の
追
求
は
、
批
評
家
の
個
人
的
感
覚
に
よ
る
単
「
的
批
評
と
、
彼
が
　
　
一

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
文
学
批
評
が
十
九
世
紀
の
中
葉
以
降
非
常
な
発
展
を
遂
　
　
　
も
つ
何
ら
か
の
歴
史
観
に
よ
る
文
学
史
観
と
の
統
一
と
い
う
点
に
お
い
て
な
さ
　
　
脳

げ
た
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
サ
ン
ト
・
ブ
ー
ヴ
に
よ
　
　
　
れ
た
。
批
評
家
は
そ
の
批
評
理
念
に
従
っ
て
、
い
か
に
矛
盾
の
な
い
文
学
史
を
　
　
一

っ
て
近
代
文
学
批
評
と
い
う
独
立
し
た
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
位
置
を
与
え
ら
れ
て
　
　
構
成
す
る
か
、
ま
た
、
一
つ
の
文
学
作
品
が
い
か
に
そ
の
文
学
史
の
中
に
組
み

以
後
、
十
九
世
紀
後
半
の
い
わ
ゆ
る
科
学
主
義
的
批
評
を
経
て
、
二
十
世
紀
初
　
　
　
入
れ
ら
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
を
何
よ
り
も
ま
ず
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

頭
の
チ
ボ
ー
デ
を
そ
の
代
表
と
す
る
反
科
学
主
義
的
批
評
に
及
ぶ
も
の
で
あ
　
　
　
た
。
従
っ
て
、
批
評
方
法
は
構
成
的
で
あ
り
あ
る
い
は
観
念
的
で
す
ら
あ
っ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
。
一
つ
の
ぞ
ノ
グ
ラ
フ
イ
の
作
成
も
文
学
史
の
大
き
な
流
れ
の
中
に
お
い
て

　
と
こ
ろ
で
、
十
九
世
紀
の
中
葉
以
降
、
そ
れ
ぞ
れ
の
批
評
家
が
何
よ
り
も
ま
　
　
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
極
端
な
場
合
は
、
作
家
個
有
の
所
産
す
ら

ず
問
題
に
し
た
の
は
、
確
乎
と
し
た
批
評
方
法
の
追
求
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
　
　
も
機
械
的
に
捨
て
去
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。
十
九
世
紀
後
半
か

て
文
学
批
評
を
他
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
独
立
し
た
完
全
な
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
　
　
　
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
批
評
家
を
一
般
に
「
歴
史
的
方
法
」
’
の
批
評
家

高
め
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
当
時
の
批
評
家
達
が
争
っ
た
議
　
　
　
と
呼
ぶ
の
も
、
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
の
批
評
理
念
を
表
面
に
押
し
出
し
て
方
法
論

論
の
中
心
問
題
は
こ
の
批
評
の
方
法
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
当
　
　
　
の
追
求
を
試
み
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
方
法
論
追
求
は
批
評
の
発
展
を
大
き
く

然
批
評
家
の
直
接
的
対
象
と
な
る
筈
の
文
学
作
品
ま
光
は
作
家
研
究
も
、
こ
の
　
　
　
推
し
進
め
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
構
成
的
で
あ
り
方
法
論
的
で

方
法
論
の
裏
付
け
と
し
て
示
さ
れ
た
、
と
い
う
よ
う
な
錯
覚
を
与
え
る
ほ
ど
で
　
　
　
あ
っ
た
だ
け
に
、
功
罪
も
大
き
か
っ
た
の
だ
と
も
い
え
よ
う
。



　
特
に
、
十
九
世
紀
の
後
半
は
自
然
科
学
が
非
常
な
発
展
を
し
た
こ
と
か
ら
、
　
　
的
特
徴
が
強
い
の
で
あ
る
が
、
チ
ボ
ー
デ
の
批
評
方
法
も
こ
の
時
代
風
潮
の
土

文
学
批
評
に
も
そ
の
影
響
が
大
き
く
作
用
し
、
自
然
科
学
の
領
域
に
お
け
る
方
　
　
　
台
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
彼
が
最
も
影
響
を
受
け
た
哲
学
者
は
ベ
ル
グ
ソ

法
論
あ
る
い
は
そ
れ
の
支
え
と
な
る
哲
学
理
念
が
、
文
学
批
評
の
方
向
を
可
成
　
　
　
ン
で
あ
る
が
、
恰
度
ブ
リ
ュ
ヌ
チ
エ
ー
ル
が
ダ
ー
ウ
ィ
ン
か
ら
示
唆
さ
れ
た
よ

り
規
制
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ブ
リ
ュ
ヌ
チ
ェ
ー
ル
の
ジ
ャ
ン
　
　
う
に
、
彼
も
又
二
十
世
紀
初
頭
の
哲
学
的
背
景
の
前
に
立
つ
こ
と
に
な
る
の
で

ル
の
進
化
に
よ
る
文
学
史
観
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
の
文
学
面
へ
の
適
用
で
　
　
あ
る
。
チ
ボ
ー
デ
の
、
文
学
に
お
け
る
意
識
現
象
の
重
視
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学

あ
る
と
い
わ
れ
、
ま
た
、
テ
ー
ヌ
の
環
境
説
も
植
物
学
か
ら
の
応
用
で
あ
る
ど
　
　
　
に
お
け
る
意
識
の
重
要
性
と
対
応
す
る
の
と
同
様
に
、
彼
の
歴
史
観
も
ベ
ル
グ

い
わ
れ
る
。
他
方
、
文
学
史
に
お
け
る
構
成
的
要
素
ま
た
は
哲
学
的
要
素
を
一
　
　
ソ
ン
的
進
化
論
に
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を
文
学
史
の
面

切
排
除
し
よ
う
と
試
み
る
ラ
ン
ソ
ン
の
方
法
に
し
て
も
、
文
学
的
事
象
を
客
観
　
　
　
に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
批
評
史
の
面
に
お
い
て
も
、
具
体
的
問
題
と
し
て
実
践

的
に
取
り
扱
お
う
と
す
る
い
わ
ゆ
る
科
学
主
義
は
、
そ
の
本
質
的
意
図
が
当
時
　
　
・
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

の
科
学
万
能
の
風
土
か
ら
で
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
も
結
果
と
　
　
　
チ
ボ
ー
デ
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
関
係
は
こ
れ
ま
で
述
べ
ら
れ
て
き
た
問
題
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ

し
て
は
あ
る
意
味
で
構
成
的
ま
た
は
概
念
的
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
り
、
チ
ボ
ー
デ
の
批
評
を
考
え
る
時
に
非
常
に
重
要
な
問
題
と
な
る
で
あ
ろ

　
チ
ボ
ー
デ
の
方
法
は
、
そ
れ
ら
の
科
学
主
義
的
方
法
の
機
械
性
を
排
除
す
る
　
　
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
領
域
の
広
い
複
雑
な
問
題
で
あ
る
の
で
、
　
　
「

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
ヂ
ボ
ー
デ
は
、
科
学
主
義
の
批
評
家
が
文
学
　
　
　
こ
こ
で
は
そ
れ
を
一
応
別
に
し
て
、
チ
ボ
ー
デ
の
批
評
方
法
を
簡
単
に
紹
介
　
　
鵬

批
評
を
あ
ま
り
に
も
構
成
的
に
行
い
そ
の
結
果
と
し
て
忘
れ
が
ち
で
あ
っ
た
文
　
　
、
し
、
そ
れ
に
関
す
る
問
題
を
二
、
三
考
え
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
一

学
作
品
な
い
し
は
作
家
の
心
理
的
な
面
を
、
逆
に
最
も
重
要
な
も
の
と
し
て
と

り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
文
学
現
象
が
二
っ
の
面
す
な
わ
ち
客
観
的
現
象
　
　
　
　
　
　
　
皿
　
反
科
学
主
義
的
出
発

の
面
と
心
理
的
な
面
と
か
ら
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
と
く
に
心
理
的

な
面
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
彼
が
科
学
主
義
の
批
評
家
を
「
外
的
」
批
評
家
　
　
　
チ
ボ
ー
デ
が
批
評
に
対
す
る
申
心
的
概
念
の
一
つ
に
進
化
論
の
概
念
が
あ

と
し
、
自
己
の
批
評
を
「
内
的
」
批
評
と
す
る
の
も
、
文
学
に
お
け
る
心
理
的
　
　
　
る
、
と
前
に
述
べ
た
。
彼
の
批
評
方
法
は
、
文
学
史
に
お
い
て
も
ま
た
モ
ノ
グ

面
あ
る
い
は
意
識
現
象
面
の
重
要
性
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
の
で
　
　
ラ
フ
ィ
に
お
い
て
も
、
す
べ
て
こ
の
概
念
の
裏
付
け
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い

あ
る
。
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
彼
が
批
評
史
を
考
え
る
場
合
に
も
こ
の
進
化
論
が
首

　
文
学
に
お
け
る
意
識
現
象
面
の
重
要
性
は
、
チ
ボ
ー
デ
が
恐
ら
く
初
め
て
い
　
　
　
尾
一
貫
し
て
適
用
さ
れ
て
い
る
。
ブ
リ
ュ
ヌ
チ
ェ
ー
ル
が
文
学
の
諸
ジ
ャ
ン
ル

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
考
え
も
矢
張
り
時
代
の
背
景
か
ら
産
み
だ
さ
　
　
　
を
進
化
論
に
よ
っ
て
分
類
じ
説
明
し
て
後
、
孔
ボ
ー
デ
が
文
学
批
評
を
も
独
立

れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
二
十
世
紀
初
頭
は
、
十
九
世
紀
後
半
の
科
学
主
義
的
　
　
　
し
た
ジ
ャ
ン
ル
と
は
っ
き
り
認
め
、
文
学
批
評
史
を
考
え
よ
う
と
し
た
こ
と
は

風
潮
の
レ
ア
ク
シ
ヨ
ン
と
し
て
、
文
学
お
よ
び
哲
学
の
面
に
お
い
て
心
理
主
義
　
　
　
当
然
の
な
り
ゆ
き
だ
と
い
え
よ
う
。
　
「
批
評
の
生
理
学
」
は
彼
の
批
評
方
法
を



詳
細
に
述
べ
た
書
物
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
彼
は
文
学
批
評
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
　
　
　
す
な
わ
ち
、
動
物
の
進
化
に
お
い
て
脊
椎
動
物
と
節
足
動
物
は
発
生
的
に
互
い

独
妾
明
示
し
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
に
ヘ
テ
・
ジ
エ
、
ニ
ア
ス
で
あ
る
。
し
か
し
、
脊
椎
動
物
の
内
響
は
、
各
類
の

　
「
文
学
批
評
は
他
の
文
学
諸
ジ
ャ
ン
ル
に
法
則
を
与
え
る
た
め
に
存
在
理
由
　
　
　
脊
椎
動
物
は
そ
の
形
成
に
お
い
て
同
じ
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
も
つ
、
と
い
う
も
の

を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
何
よ
り
も
ま
ず
、
文
学
批
評
は
一
つ
の
文
学
ジ
㍗
ン
　
　
で
あ
る
）
か
く
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
批
評
の
原
初
的
形
態
は
、
モ
ン
テ
、

ル
な
の
診
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ニ
ュ
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
あ
る
い
は
ル
イ
十
四
世
の
宮
廷
な
ど
に
お
い
て
み

　
こ
の
よ
う
な
独
立
し
た
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
批
評
の
形
成
は
サ
ン
ト
・
　
　
ら
れ
、
専
門
的
批
評
は
中
世
の
教
会
に
お
け
る
神
学
研
究
や
十
八
世
紀
の
実
証

ブ
ー
ヴ
に
お
て
い
な
さ
れ
た
。
サ
ン
ト
・
ブ
ー
ヴ
は
十
九
世
紀
中
葉
に
お
い
て
　
　
主
義
哲
学
者
に
遡
り
、
作
家
の
批
評
は
、
ラ
．
ブ
リ
ュ
ィ
エ
ー
ル
や
ル
ソ
ー
に

チ
ボ
ー
ー
デ
が
想
起
す
る
第
一
の
そ
し
て
最
高
の
批
評
家
で
あ
る
が
、
彼
の
後
、
　
　
　
そ
の
原
型
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
批
評
方
法
が
十
九
世
紀
的
方
法

文
学
批
評
の
世
界
は
多
様
な
諸
傾
向
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
十
九
世
紀
後
　
　
　
に
い
ち
じ
る
し
く
「
飛
躍
」
を
な
す
た
め
に
は
、
次
の
三
つ
の
影
響
力
が
必
要

半
は
、
チ
ボ
ー
デ
に
い
わ
せ
る
と
、
批
評
の
分
野
に
お
け
る
ま
．
さ
に
「
百
家
放
　
　
　
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
大
革
命
と
、
ス
ペ
ン
サ
ヨ
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
お
よ
び
ド

斉
」
の
時
代
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
は
大
き
く
分
類
し
て
批
評
の
三
つ
の
傾
向
を
　
　
　
イ
ツ
の
文
献
学
者
シ
ェ
ー
ラ
…
な
ど
の
国
外
の
思
想
家
と
、
そ
し
て
十
九
世
紀

み
る
・
チ
ボ
ー
デ
の
い
わ
ゆ
る
批
評
の
三
形
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ω
ジ
ア
　
の
科
学
主
蓄
潮
の
影
響
で
あ
る
。
以
上
が
、
チ
ギ
デ
の
批
評
の
三
形
態
の
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

財
歓
羅
鹸
離
難
魍
甜
獺
響
器
器
概
講
響
的
観
餐
チ
ボ
】
デ
が
彼
の
年
袋
で
の
批
評
状
塁
応
、
↓

ヨ
聾
お
ω
）
で
あ
る
。
以
下
、
簡
単
に
そ
れ
を
説
明
し
て
お
こ
う
。
　
　
、
　
　
　
　
客
観
的
に
捉
え
て
系
統
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
彼
自
身
は
こ
れ
ら

　
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
批
評
は
、
サ
ロ
ン
、
諸
雑
誌
、
新
聞
等
に
お
い
て
な
さ
　
　
　
の
批
評
状
況
を
前
に
し
て
何
を
選
び
何
を
拒
け
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に

れ
る
批
評
で
あ
る
。
専
門
的
批
評
は
、
テ
ー
ヌ
、
ニ
ザ
ー
ル
、
ブ
リ
ュ
ヌ
チ
ェ
　
　
な
る
。

ル
、
ル
で
ト
ル
の
名
に
よ
・
て
袋
さ
れ
る
主
と
し
て
藩
批
評
を
さ
す
　
彼
の
定
義
に
従
え
ば
尋
門
的
批
評
は
過
去
瑠
産
目
録
に
従
事
し
、
戯
ヤ

の
で
あ
る
。
作
家
の
批
評
は
、
チ
ボ
ー
デ
の
示
す
名
前
に
よ
れ
ば
、
シ
ャ
ト
ー
　
　
　
ー
ナ
リ
ス
ト
の
批
評
は
現
在
の
解
明
を
事
と
す
る
」
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

ブ
リ
ア
ン
、
ユ
ゴ
ー
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
等
の
文
字
通
り
作
家
が
な
す
批
評
で
あ
　
　
　
ヂ
ボ
ー
デ
に
と
っ
て
何
よ
り
も
ま
つ
重
要
な
こ
と
は
、
批
評
が
「
生
き
て
い
る

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
」
に
対
し
て
存
在
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
批
評
と
は
彼
に

　
こ
れ
ら
の
三
つ
の
批
評
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
「
先
駆
　
　
　
よ
れ
ば
「
明
確
に
す
る
」
（
窟
蜜
゜
。
臼
）
よ
り
も
先
に
「
味
わ
う
し
（
α
q
。
律
。
円
）

的
生
成
母
体
」
を
持
っ
て
い
る
。
　
（
チ
ボ
：
デ
の
こ
の
批
評
史
に
対
す
る
考
え
　
　
　
こ
と
な
の
で
あ
る
。
作
品
の
評
価
が
明
確
に
さ
れ
た
事
実
の
配
列
に
よ
っ
て
定

方
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
生
物
の
進
化
に
対
す
る
考
え
と
酷
似
し
て
い
る
。
例
え
　
　
　
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
味
合
い
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼

ば
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
進
化
論
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
形
態
論
が
考
え
ら
れ
る
。
　
の
「
ス
タ
ン
ダ
ル
論
」
に
お
い
て
、
天
三
年
の
愈
像
墾
九
三



年
に
お
い
て
よ
り
多
く
の
嚢
を
も
つ
竣
に
、
ま
さ
に
ジ
ュ
リ
ア
ン
．
ソ
．
用
な
も
の
で
あ
る
が
、
作
口
㎝
の
「
内
面
の
意
墜
（
ω
厘
器
仲
ぎ
墓
曇
邑

レ
ル
の
価
値
が
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
の
も
こ
の
立
場
か
ら
で
あ
　
　
　
を
識
る
に
は
不
適
当
で
あ
る
。
実
証
主
義
も
そ
の
方
法
論
を
機
械
的
に
極
隈
ま

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
お
し
す
す
め
れ
ば
、
独
断
論
に
な
り
か
ね
な
い
。
か
く
し
て
、
　
「
科
学
的
方
．

　
こ
の
よ
う
な
立
場
は
必
然
的
に
専
門
的
批
評
に
対
七
て
批
判
的
に
な
る
。
　
　
　
法
」
は
た
し
か
に
正
確
と
い
う
利
点
を
批
評
に
与
え
る
が
、
そ
れ
は
作
品
そ
の

「
（
…
）
専
門
的
批
評
家
は
、
（
…
）
現
代
の
こ
の
微
妙
な
精
髄
を
好
ん
で
破
壊
し
　
　
も
の
に
対
す
る
正
確
さ
よ
り
も
む
し
ろ
方
法
論
に
対
す
る
正
確
さ
に
重
要
性
を

混
曝
せ
る
疲
は
判
断
し
分
類
し
鵡
す
る
。
し
か
し
味
わ
・
つ
と
こ
ろ
す
く
　
見
出
す
と
い
う
護
ま
れ
る
道
」
爺
り
易
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
テ
リ
ユ

な
い
」
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヌ
チ
エ
ー
ル
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
全
て
の
詩
を
ミ
ス
テ
ィ
フ
ィ
カ
シ
ョ
ン
と
み

ど
こ
で
、
チ
ず
デ
の
批
評
方
法
の
外
形
を
明
か
に
さ
せ
る
た
め
に
・
彼
の
　
な
し
、
そ
の
詩
人
の
募
意
識
を
識
り
え
な
か
つ
欝
の
も
・
科
学
主
義
の
誤

方
法
と
対
立
す
る
科
学
主
義
の
批
評
な
る
も
の
に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
お
く
必
　
　
　
謬
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。

要
が
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ア
ン
で
あ
る
チ
ボ
ー
デ
は
科
学
主
義
的
方
法
の
ド
グ
マ
チ
ス
ム

　
チ
ボ
ー
デ
の
方
法
と
本
質
的
に
対
立
す
る
「
専
門
的
批
評
」
は
、
批
評
史
的
　
　
　
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
。
　
（
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
入
間
の
遵
価
の
あ
る
段

に
は
次
の
三
つ
の
系
列
の
批
評
方
法
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
一
つ
は
オ
ー
ギ
ュ
　
　
階
に
お
い
て
、
自
然
科
学
者
（
コ
⇔
叶
d
［
H
餌
一
一
ω
け
Φ
）
は
入
文
学
者
（
ヨ
o
邑
巨
①
）
に
　
　
一

ス
ト
・
コ
ン
ト
に
始
ま
る
実
証
主
義
哲
学
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
方
法
で
　
，
一
歩
を
譲
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
）
。
こ
の
ベ
ル
グ
ソ
Z
の
思
想
を
　
　
柳

あ
り
、
テ
ー
ヌ
は
こ
の
実
証
主
義
の
教
育
と
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
影
響
を
う
け
、
彼
　
　
　
文
学
批
評
に
お
い
て
実
践
し
た
チ
ボ
ー
デ
の
方
法
は
、
思
想
史
的
に
も
、
十
九
，
　
「

の
「
時
代
（
ヨ
○
ヨ
①
9
）
種
族
（
類
8
）
環
境
（
ヨ
三
2
）
」
の
学
説
を
形
成
す
　
　
世
紀
の
科
学
万
能
の
風
潮
に
対
す
る
レ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ

る
。
そ
の
二
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
文
献
学
の
系
列
で
あ
る
。
こ
れ
は
十
九
世
紀
前
　
　
　
こ
に
も
時
代
の
動
き
七
と
も
に
変
わ
る
批
評
方
法
の
動
き
を
認
め
る
こ
と
が
で

半
の
実
証
主
義
哲
学
の
一
派
バ
ッ
ク
ル
か
ら
受
け
継
が
れ
た
ド
イ
ツ
個
有
の
文
　
　
き
る
。
　
・

献
学
的
方
法
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
更
に
フ
ラ
ン
ス
に
移
入
さ
れ
ガ
ス
ト
ン
・
パ
　
　
　
し
か
し
、
チ
ボ
ー
デ
は
科
学
的
方
法
の
全
て
を
拒
否
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

リ
ス
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
。
こ
の
系
列
は
ラ
ン
ソ
ン
に
受
け
継
が
れ
さ
ら
に
　
　
彼
は
そ
の
方
法
の
技
術
面
を
彼
自
身
の
批
評
の
実
践
に
と
り
入
れ
る
。
テ
ー
ヌ

ダ
ニ
エ
ル
．
モ
ル
ネ
へ
と
続
い
て
行
く
。
そ
の
三
は
ジ
ャ
ン
ル
の
進
化
説
で
あ
　
　
　
の
「
時
代
、
種
族
、
環
境
」
と
い
う
三
つ
の
条
件
規
定
は
、
彼
の
世
代
の
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

る
。
ブ
リ
ュ
ヌ
チ
ェ
ー
ル
が
こ
の
系
列
の
代
表
者
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
彼
の
地
理
学
の
申
に
く
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
し
、
彼
の
博
学
は
結
果
的
に
み

　
以
上
の
三
つ
の
系
列
の
批
評
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
特
徴
を
も
つ
も
の
で
あ
る
　
　
　
て
、
実
証
主
義
の
批
評
家
に
お
け
る
文
学
事
象
の
類
聚
に
匹
敵
す
る
。
同
様
に

が
、
そ
れ
ら
全
て
に
共
通
す
る
も
の
は
ド
グ
マ
チ
ス
ム
と
科
学
的
方
法
で
あ
　
　
　
ブ
リ
ユ
ヌ
チ
エ
ー
ル
の
進
化
論
は
、
多
少
変
形
さ
れ
て
は
い
る
が
、
柔
軟
な
べ

る
。
チ
ボ
ー
デ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
科
学
的
方
法
は
た
し
か
に
批
評
の
鼓
術
面
　
　
　
ル
グ
ソ
ン
的
進
化
論
に
よ
っ
て
、
ふ
た
た
び
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

に
お
い
て
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
り
、
文
学
作
品
の
分
析
の
た
め
に
は
充
分
有
　
　
　
そ
れ
で
は
チ
ボ
ー
デ
の
批
評
の
本
質
的
方
法
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は



「
内
面
の
批
評
」
（
O
葺
ε
器
一
三
曾
δ
霞
Φ
）
ま
た
は
「
意
識
の
批
評
」
（
9
戸
二
ρ
9
　
　
　
批
評
家
の
三
っ
①
条
件
と
は
次
の
も
の
で
あ
る
．
ω
協
調
的
本
質
（
教
畏
と
ジ

飢
o
冨
8
霧
鉱
①
昌
8
）
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
　
科
学
主
義
に
み
　
　
　
ヤ
…
ナ
リ
ス
ト
）
．
②
歴
史
主
義
的
本
質
（
財
産
目
録
へ
の
志
好
）
㈹
自
由
主
義

ら
れ
る
方
怯
論
的
一
元
論
で
は
な
し
に
、
心
理
的
多
元
論
で
あ
る
と
も
い
え
よ
　
的
奢
（
等
し
く
勇
気
づ
鋭
れ
る
と
こ
ろ
の
、
敵
対
党
派
あ
る
い
は
対
立
部

う
。
（
こ
の
こ
と
は
後
に
詳
し
く
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
）
。
　
　
　
　
　
　
、
　
　
分
の
共
存
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
判
断
は
一
応
さ
し
ひ
か
え
て
お
こ
う
。

と
こ
ろ
で
、
批
評
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
過
去
の
文
学
作
品
を
対
象
と
し
な
け
、
　
ω
『
浮
．
喜
・
q
匿
巴
ρ
。
・
葺
β
。
甲
≧
げ
①
昌
雀
げ
餌
¢
鐘
（
国
象

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
チ
ボ
レ
デ
は
過
去
を
過
去
と
し
て
扱
う
　
　
　
　
　
U
㊤
Z
o
鐸
く
①
＝
①
園
⑦
く
ロ
①
0
葺
5
⊆
①
・
H
⑩
q
。
O
）
，
唱
」
c
。

の
で
は
な
く
・
過
去
を
の
も
の
の
意
識
の
中
に
自
己
を
投
入
す
る
こ
と
に
よ
り
　
　
　
②
　
ピ
9
0
8
8
冨
旨
8
卑
冨
誌
①
轡
匡
・
ゆ
①
H
α
q
o
o
p
（
沢
潟
先
生
に
ま
る
テ
キ

過
去
を
現
在
と
し
て
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
過
去
の
世
界
の
中
へ
自
　
　
　
　
　
ス
ト
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

髪
投
入
す
る
こ
と
は
、
チ
ボ
畜
に
よ
れ
ば
、
過
去
の
世
界
と
「
協
調
す
る
」
，
　
圖
い
菟
琶
。
冨
・
琶
；
一
9
錫
①
量
日
・
。

（
゜
。
《
ヨ
彊
ま
゜
。
2
）
す
る
こ
と
で
あ
り
、
過
去
の
世
界
に
「
生
き
る
」
こ
と
な
の
　
　
　
ω
　
G
Q
8
己
冨
ご
》
°
↓
露
び
p
自
鎚
①
ρ
（
国
岳
ρ
出
8
ゲ
①
詳
Φ
い
け
O
ω
ド
）
ウ
H
O
恥
「

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
み
れ
ば
、
彼
の
方
法
は
外
面
的
に
は
過
去
を
過
去
　
　
　
　
㈲
　
い
p
℃
ξ
ω
δ
δ
α
q
冨
留
，
一
鋤
。
同
三
ρ
器
甲
O
・
◎
。
O

と
し
て
技
術
的
に
判
別
し
な
が
ら
、
内
面
的
に
は
過
去
を
「
現
在
」
と
し
て
評
　
　
．
　
㈲
　
H
導
玲
δ
負
碧
｝
・
日
ぼ
げ
節
¢
山
Φ
け
（
国
ワ
α
一
叶
6
　
用
u
一
〇
口
》
　
昌
O
N
劇
）
や
羽
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

価
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
σ
そ
れ
は
、
外
的
に
は
科
学
主
義
の
方
法
を
利
　
　
　
ω
　
い
p
2
。
仁
く
巴
①
菊
Φ
毒
o
津
鋤
目
㊨
鋤
一
、
Φ
い
お
。
。
9
↓
○
ヨ
H
や
親
　
　
　
　
　
1
0

用
し
な
が
ら
・
本
質
的
に
は
彼
の
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
批
評
で
あ
り
・
モ
　
㈲
ピ
ち
琶
・
ξ
・
琶
置
暑
ξ
島
　
　
　
　
　
一

ラ
リ
ス
ト
の
批
評
（
作
家
の
批
評
で
な
い
と
し
て
も
）
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
実
際
・
チ
ボ
L
デ
は
サ
ン
ボ
リ
ス
ム
の
詩
人
と
し
て
出
発
し
た
の
で
あ
る
　
　
　
　
　
　
皿
　
批
評
の
構
成
と
心
理
主
義
的
傾
向

が
、
彼
は
ま
た
大
学
の
教
授
と
し
て
講
壇
に
立
ち
、
他
方
諸
雑
誌
の
寄
稿
者
と

し
て
も
批
評
活
動
を
じ
た
の
で
あ
る
・
だ
か
ら
・
彼
の
批
評
方
法
は
批
評
史
的
　
チ
ボ
よ
ア
が
科
学
主
義
の
批
評
を
非
難
す
る
の
は
そ
の
方
法
が
あ
ま
り
に
も

に
彼
の
前
時
代
の
方
法
を
幕
成
し
統
一
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
　
竿
ト
マ
チ
ッ
ク
で
あ
っ
た
か
り
だ
。
い
か
な
る
批
評
も
そ
の
方
法
は
「
オ
ー

る
・
彼
は
批
評
家
の
模
範
を
サ
ン
ト
゜
了
ヴ
だ
と
し
て
い
る
が
・
彼
が
サ
ン
「
ト
マ
チ
ス
ム
の
当
然
の
傾
斜
に
従
．
つ
」
性
質
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
批
豪
は

ト
ラ
ー
ヴ
覧
出
し
た
批
豪
の
舞
が
・
お
よ
そ
彼
葺
の
方
法
を
示
す
　
こ
の
傾
斜
に
身
を
委
ね
な
い
よ
．
つ
窪
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
オ
ー
マ
’
チ

も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
・
（
こ
こ
で
・
一
九
三
〇
年
代
の
フ
一
フ
ン
ス
に
お
い
て
　
ス
ム
に
対
す
る
防
御
と
し
て
チ
ボ
ー
デ
鐘
性
に
対
す
る
過
当
な
信
頼
を
避
け

－
サ
ン
ト
゜
ブ
ー
ヴ
が
尚
批
評
家
の
典
型
と
考
え
ら
れ
で
い
た
、
と
い
う
事
実
に
　
　
　
る
。
「
判
噺
な
る
も
の
は
理
性
に
よ
る
決
定
で
あ
る
（
傷
黛
①
門
巳
＝
。
。
ユ
。
⇒
伍
①
一
帥

雛
読
鶴
鋲
露
⑰
編
％
嚇
曙
鷲
ド
薪
磐
擁
轄
盛
酵
曄
騨
鞭
鯉
難
灘
舞
は
㎞
．
麓



い
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
的
批
評
」
は
、
印
象
批
評
に
し
ろ
科
学
主
義
の
方
法
に
し
ろ
、
美
の
外
的
一

　
チ
ボ
ー
デ
の
概
念
に
お
い
て
は
、
理
性
と
感
性
が
対
立
す
る
二
大
要
素
で
あ
　
　
面
だ
け
に
し
か
そ
の
機
能
を
働
か
さ
な
い
。
芸
術
、
文
学
の
作
品
を
批
評
す
る

る
。
そ
し
て
「
判
断
」
「
ド
グ
マ
」
「
決
定
」
が
理
性
の
属
性
で
あ
る
と
さ
れ
、
　
　
　
こ
と
と
は
、
そ
の
両
面
を
識
る
こ
と
で
あ
る
。
　
一
言
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
　
　
　
　
　
（
6
）

「
α
q
O
O
ご
　
「
多
元
性
」
　
「
非
決
定
」
が
感
性
の
属
性
と
さ
れ
る
。
彼
に
お
い
て
　
　
品
の
生
成
（
σ
q
①
昌
Φ
ω
⑦
）
そ
の
も
の
と
結
婚
す
る
こ
と
で
あ
る
」
。

は
、
こ
の
二
つ
の
中
、
理
性
の
側
が
拒
否
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
少
く
と
も
、
　
　
　
美
は
、
チ
ボ
ー
デ
に
お
い
て
は
、
モ
ラ
ル
な
内
容
を
意
味
す
る
。
従
つ
て
、

副
次
的
な
も
の
と
み
ら
れ
る
。
科
学
主
義
の
批
評
家
ブ
リ
ユ
ヌ
チ
エ
ー
ル
は
理
　
　
罪
の
意
識
そ
の
も
の
も
、
美
の
価
値
を
も
ち
う
る
。
美
は
、
批
評
対
象
そ
の
も
の

性
の
側
の
代
表
者
と
み
な
さ
れ
、
チ
ボ
ー
デ
の
攻
撃
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
の
中
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
て
、
批
評
家
が
対
象
と
協
調
し
（
。
・
《
ヨ
饗
費
の
9
）

「
ブ
リ
ユ
ヌ
チ
エ
ー
ル
は
、
ド
グ
マ
チ
ッ
ク
な
批
評
原
理
を
構
成
し
、
次
の
三
　
　
う
る
状
態
の
中
に
あ
る
の
だ
。
テ
ー
ヌ
に
お
い
て
は
、
美
は
、
「
理
念
の
表
示
」

つ
の
機
能
を
批
評
に
与
え
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
判
断
」
「
分
類
」
「
説
明
」
が
そ
　
　
と
し
て
受
け
と
ら
れ
、
　
「
芸
術
は
、
現
実
の
意
味
を
感
知
可
能
に
す
る
と
こ
ろ

　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

れ
で
あ
る
」
。
し
か
し
、
そ
の
原
理
は
批
評
の
本
質
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
　
　
の
、
自
然
の
解
釈
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
芸
術
作
品
は
、
彼
の
三
つ

批
評
の
本
質
は
「
味
わ
う
（
σ
q
O
9
2
）
こ
と
で
あ
る
」
「
味
わ
う
こ
と
が
な
け
れ
　
　
　
の
条
件
（
「
時
代
］
「
種
族
」
「
環
境
」
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
芸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ば
、
い
っ
た
い
批
評
家
と
は
何
か
」
と
チ
ボ
ー
デ
は
い
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
術
家
の
心
理
的
自
然
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
テ
ー
　
　
［

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
批
評
の
一
元
論
的
方
法
は
感
受
性
を
損
う
こ
と
の
代
償
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
　
　
　
ヌ
と
チ
ボ
ー
デ
の
共
通
点
と
相
違
点
を
端
的
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
テ
！
　
　
1
0

と
が
多
い
。
若
し
そ
れ
を
偲
れ
る
な
ら
批
評
に
お
い
て
断
定
を
避
け
ね
ば
な
ら
　
　
　
ヌ
が
芸
術
の
対
象
を
心
理
的
自
．
然
と
み
る
と
こ
ろ
は
、
チ
ボ
ー
デ
と
ほ
ぼ
同
じ
　
　
一

な
い
。
チ
ボ
ー
デ
の
非
決
定
主
義
は
こ
こ
か
ら
く
る
の
だ
。
さ
ら
に
、
彼
に
お
　
　
立
場
で
あ
る
が
、
美
を
理
念
に
還
元
す
る
方
法
が
テ
オ
リ
ッ
ク
で
あ
る
と
い
う

い
て
は
、
文
学
作
品
を
味
わ
う
こ
と
と
は
そ
れ
を
楽
し
む
こ
と
に
も
な
る
の
で
　
　
　
点
で
チ
ボ
ー
デ
と
異
る
。

あ
る
。
　
「
多
く
の
様
ざ
ま
な
欣
び
を
味
わ
い
う
る
も
の
だ
け
が
、
そ
れ
を
評
価
　
　
　
批
評
家
は
芸
術
家
で
も
な
け
れ
ば
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
も
な
い
。
チ
ボ
ー
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

す
る
特
権
を
も
つ
の
だ
」
と
彼
は
い
う
。
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
彼
の
批
評
に
対
　
　
　
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
「
生
の
コ
ネ
ッ
ス
ー
ル
」
で
あ
る
。
生
の
精
髄
を
識
る

す
る
姿
勢
が
ブ
リ
ユ
ヌ
チ
エ
ー
ル
の
そ
れ
と
は
本
質
的
に
異
る
も
の
だ
と
い
う
　
　
　
（
8
昌
轟
一
↓
器
一
、
①
ω
ω
⑦
⇒
8
山
Φ
一
p
〈
一
Φ
）
こ
と
が
、
批
評
の
本
質
で
あ
り
、
批
評

こ
と
が
わ
か
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
は
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
創
造
的
役
割
り
を
負
う
こ
と
に
な

　
チ
ボ
ー
デ
は
同
様
に
印
象
批
評
も
拒
け
る
ゆ
彼
に
よ
れ
ば
「
そ
れ
は
趣
味
の
　
　
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
批
評
と
は
、
　
「
識
り
」
「
味
わ
い
」
「
創
造
す
る
」
こ

個
人
的
断
片
」
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
皮
相
な
感
性
で
も
っ
て
し
か
文
学
作
品
　
　
　
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
創
造
と
い
う
言
葉
に
は
有
用
と
い
う
積
極
的
概
念
は

を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
の
で
あ
る
。
「
美
は
正
確
な
方
法
で
農
化
　
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
創
造
は
、
生
の
直
観
的
認
識
に
よ
る
「
欣
び
」
を

さ
れ
る
が
、
　
（
結
果
と
し
て
は
）
不
正
確
で
複
合
し
た
状
態
を
表
出
す
る
」
。
　
　
　
与
え
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
こ
の
「
欣
び
」
を
子
供
を
産
む
母
親
の
そ
れ
に
例
え

そ
れ
ゆ
え
、
美
は
創
造
と
評
価
の
両
面
か
ら
接
近
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
「
外
　
　
　
て
い
る
が
馬
こ
こ
で
、
子
供
を
産
む
こ
と
と
は
、
物
理
的
存
在
の
産
出
で
は
な



し
笙
命
あ
る
も
の
の
創
造
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
チ
ず
デ
の
創
造
の
意
　
い
う
問
題
で
あ
る
・
次
に
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
ひ
う
・

味
も
、
多
分
に
モ
．
フ
ル
な
藻
を
持
た
せ
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
文
学
史
の
護
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
蒙
あ
る
・
例
え
ば
・
ジ
・
ン
ル
の
進

　
　
「
批
評
は
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
チ
ボ
よ
ア
は
い
う
の
で
あ
る
が
、
一
　
化
に
よ
る
ブ
リ
ユ
多
〒
ル
の
方
法
・
こ
の
場
含
文
学
形
態
が
ジ
ャ
ン
ル

体
批
評
家
は
何
を
創
造
す
る
か
．
と
ヤ
つ
問
漿
当
然
生
じ
て
く
る
。
彼
は
い
　
に
従
っ
て
分
類
さ
れ
、
各
ジ
ャ
ン
ル
の
申
に
そ
の
個
有
の
発
展
を
み
る
・
別
の

鮎
鍵
讃
韻
肋
轄
効
弩
馨
誌
鑓
藤
礫
謙
襲
纏
桜
瀦
有
嚢
饗
舞
魏

、
響
に
お
け
る
創
造
と
は
、
ま
つ
星
の
本
質
L
に
参
与
し
て
自
然
の
一
部
に
な
る
・
り
、
文
学
史
を
一
般
史
の
一
部
と
す
る
最
も
原
初
的
な
方
法
で
あ
る
・
ま
た
・

こ
と
で
あ
る
。
天
才
は
自
然
に
よ
っ
て
造
り
れ
た
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
批
　
文
学
史
家
が
、
あ
る
条
件
づ
け
に
従
っ
て
文
学
作
品
を
評
価
し
・
文
学
史
を
構

評
家
が
天
才
の
生
を
「
生
き
る
」
と
き
、
彼
は
一
つ
の
新
ら
し
い
生
を
「
生
き
　
　
成
す
る
方
法
。
ラ
ン
ソ
ン
の
方
法
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
評
価
は
主
観

る
」
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
別
の
生
を
「
生
き
る
」
こ
と
に
な
る
の
　
　
性
の
極
端
な
排
除
と
い
う
点
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

で
あ
る
。
例
え
ば
、
批
評
家
ヴ
ァ
レ
リ
が
レ
オ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
　
　
　
そ
れ
で
は
、
文
学
史
構
成
に
お
け
る
チ
ボ
ー
デ
の
方
法
は
ど
う
い
う
も
の

の
生
活
を
再
護
す
る
康
、
「
ヴ
ァ
レ
リ
縫
成
者
と
し
て
は
ダ
・
ヴ
ィ
ン
　
か
。
彼
の
方
法
は
「
秩
序
」
（
・
爵
）
に
よ
る
方
法
で
あ
る
・
「
文
学
史
を
構
成
｝

，
難
撃
讐
誌
響
野
翻
識
。
嚢
肇
暴
鶉
群
矯
幽
欝
錘
蒸
寵
㌦

ヴ
ァ
レ
リ
個
有
の
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
も
の
で
も
な
い
。
そ
　
し
ろ
二
、
三
の
秩
序
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
島
．
と
彼
は
い
う
・
こ
の
場
合
蒔

れ
は
全
く
別
の
「
生
活
」
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間
の
秩
序
」
と
は
、
歴
史
に
お
け
る
時
間
の
単
な
る
動
き
と
い
う
の
で
は
も
ち

批
評
家
と
は
、
チ
ボ
身
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
・
つ
に
し
て
、
多
様
な
生
を
星
　
う
ん
な
く
し
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
的
歴
史
撃
ふ
ま
え
て
い
る
の
は
周
知
の
通
り

き
る
L
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、
多
様
な
生
を
星
き
る
」
と
は
多
様
な
生
を
創
　
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
観
は
チ
ギ
デ
の
文
学
批
評
や
文
学
史
の
護
の
底
流
と

造
す
る
こ
と
で
あ
る
。
批
評
家
は
作
家
で
は
な
い
が
作
家
に
近
い
。
批
評
家
は
　
　
　
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
彼
の
実
践
面
あ
る
い
は
技
術
面

創
造
す
る
。
従
っ
て
、
批
評
と
は
創
造
的
文
学
ジ
や
ン
ル
な
の
で
あ
る
。
　
　
で
は
表
面
化
す
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
観
念
的
に
彼
の
方
法
の
支
え
と
な
っ

　
以
上
が
、
チ
ボ
ー
デ
が
文
学
批
評
を
創
造
的
ジ
ャ
ン
ル
に
高
め
よ
う
と
試
み
　
　
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
間
題
は
、
チ
ボ
ー
デ
の
方
法
を
考
え
る
上
で
根
本

た
理
論
で
あ
り
、
彼
の
「
創
造
的
批
評
」
の
意
味
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
な
問
題
で
あ
る
が
、
，
彼
自
身
は
積
極
的
に
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い

　
文
学
批
評
は
批
評
家
が
も
っ
本
質
的
批
評
感
覚
と
、
そ
れ
を
批
評
形
式
に
表
　
　
て
は
、
次
の
章
以
下
で
詳
し
く
考
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
、
一
応
彼

面
化
す
る
技
術
面
と
の
二
つ
の
要
素
を
内
包
し
て
い
る
。
極
端
に
い
え
ば
、
一
　
　
の
方
法
に
お
け
る
鼓
術
面
の
問
題
を
考
え
よ
う
。
、
　
　
　
　
　
　
・

つ
は
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
に
他
は
文
学
史
に
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
文
学
史
の
構
成
と
　
　
　
　
チ
ボ
r
デ
の
考
え
る
秩
序
は
四
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
ジ
ャ
ン
ル
の
秩
序
、
伝



統
の
秩
序
、
同
時
代
の
秩
序
、
地
理
的
秩
序
で
あ
る
。
彼
の
文
学
史
の
構
成
は
　
　
　
小
説
的
で
あ
る
小
説
と
い
う
点
に
お
い
て
失
敗
し
て
い
る
が
（
例
え
ば
「
ゴ
リ

全
て
、
こ
の
四
っ
の
秩
序
の
基
盤
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
以
下
、
簡
単
に
そ
れ
　
　
　
オ
」
「
ベ
ッ
ト
」
）
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
が
成
功
し
て
い
る
の
は
、
彼
の
小

ら
を
説
明
し
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
説
の
中
に
は
こ
の
三
つ
の
流
れ
が
奇
蹟
的
に
集
結
し
て
い
る
か
．
わ
齢
）
・
こ
の

　
第
一
に
ジ
ャ
ン
ル
の
秩
序
◎
文
学
史
家
は
ジ
ャ
ン
ル
個
有
の
性
質
と
そ
の
発
　
　
　
三
つ
の
伝
統
的
流
れ
は
、
チ
ボ
ー
デ
の
文
学
史
の
構
成
に
お
け
る
中
心
要
素
の

展
形
式
を
識
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
H
ジ
ャ
ン
ル
の
形
式
は
多
分
に
心
理
　
　
　
一
つ
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

的
で
あ
る
」
ゆ
え
に
、
文
学
史
家
は
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
形
成
の
心
理
を
識
ら
ね
　
　
　
　
第
三
に
同
時
代
の
秩
序
。
こ
れ
は
世
代
の
秩
序
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
考
え
は
ブ
リ
ユ
ヌ
チ
エ
ー
ル
の
ジ
ャ
ン
ル
の
進
化
説
之
似
　
　
　
る
。
歴
史
の
流
れ
は
各
時
点
に
お
い
て
そ
の
時
代
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
歴

て
い
る
。
し
か
し
、
チ
ボ
ー
デ
の
場
合
、
機
械
的
な
公
式
論
北
よ
る
の
で
は
な
　
　
史
は
持
続
の
相
に
お
い
て
み
ら
れ
る
か
ら
、
世
代
は
あ
る
明
確
な
時
点
で
区
分

く
て
、
意
識
現
象
に
対
す
る
柔
軟
な
認
識
に
よ
喝
点
が
根
本
的
な
違
い
と
な
っ
　
’
　
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
チ
ボ
ー
デ
の
世
代
観
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
流
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ

て
い
る
。
　
「
識
る
（
O
O
謬
昌
餌
ゆ
一
同
①
）
と
は
作
品
の
生
成
そ
の
も
の
と
結
婚
す
る
こ
　
　
歴
史
の
推
移
を
持
続
と
し
て
み
る
哲
学
理
念
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る

と
で
あ
る
」
と
い
う
彼
の
言
葉
を
想
起
し
よ
う
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
に
　
　
　
が
、
そ
の
文
学
史
面
へ
の
実
践
は
、
二
、
三
の
具
体
的
先
例
を
も
っ
て
い
る
の

代
わ
っ
て
、
例
え
ば
詩
の
ジ
ャ
ン
ル
の
生
成
は
一
人
の
詩
人
の
生
成
と
類
似
の
　
　
で
毒
る
。
元
来
、
チ
ボ
～
デ
の
世
代
論
が
特
異
な
も
の
と
し
て
み
ら
れ
る
傾
向
　
　
一
．

も
の
で
あ
る
、
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
チ
ボ
ー
デ
が
信
じ
た
　
　
↑
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
文
学
史
構
成
の
一
つ
の
技
法
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
　
…
…

ジ
ャ
ン
ル
の
秩
序
に
対
す
る
理
念
は
、
本
質
的
に
「
ジ
ャ
ン
ル
の
進
化
は
芸
術
　
　
　
て
、
過
当
に
重
点
を
置
く
べ
き
で
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

家
の
内
面
的
発
展
と
類
似
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
心
理
主
義
的
進
化
論
の
立
　
　
　
彼
は
そ
の
世
代
論
の
形
成
に
お
い
て
、
ラ
ン
ケ
や
ロ
ー
レ
ン
ゾ
と
い
っ
た
イ

場
に
あ
る
か
・
り
だ
．
彼
は
い
・
つ
．
「
批
評
の
真
の
、
生
け
る
そ
し
て
葬
の
心
蜜
ヤ
派
の
歴
史
家
の
影
響
を
う
け
て
い
る
の
だ
幅
）
全
体
と
し
て
相
対
的
な

理
は
一
人
の
人
間
サ
ン
ト
．
ブ
ー
ヴ
の
心
理
的
伝
記
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
。
　
　
　
見
方
を
し
、
彼
個
有
の
決
定
的
方
法
と
い
う
も
の
は
な
い
。
例
え
ば
・
ラ
ン
ケ

　
第
二
に
伝
統
の
秩
序
。
歴
史
は
持
続
の
一
形
式
で
あ
る
。
持
続
（
似
ξ
瓜
⑦
）
と
　
　
　
は
世
代
を
百
年
毎
に
区
分
し
大
き
な
時
代
転
換
の
相
を
み
る
。
す
な
わ
ち
・
一

は
「
時
間
の
中
で
形
成
さ
れ
発
展
す
る
連
鎖
」
で
あ
る
。
伝
統
は
時
間
の
中
を
　
　
　
五
一
五
年
を
近
代
の
初
め
と
し
、
以
下
、
一
六
一
五
年
（
三
〇
年
戦
争
）
、
一

流
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
現
象
は
そ
の
流
れ
を
も
っ
。
か
く
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
文
　
　
　
七
一
五
年
　
（
ル
イ
十
四
世
治
世
の
終
焉
）
、
　
一
八
一
五
年
　
（
大
革
命
政
権
の

学
は
三
つ
の
伝
統
的
流
れ
を
も
っ
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
鼓
術
的
流
れ
、
．
　
　
破
局
）
、
一
九
一
五
年
（
第
一
時
大
戦
）
と
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ラ
ン
ケ

フ
ラ
ン
ス
．
モ
ラ
リ
ス
ト
の
心
理
流
れ
、
そ
し
て
、
生
と
と
も
に
変
化
す
る
社
　
　
　
の
説
を
汲
ん
だ
ロ
ー
レ
ン
ゾ
は
そ
の
百
年
を
さ
ら
に
三
十
年
単
位
に
区
分
し
て

会
的
動
性
の
流
れ
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
　
「
小
説
の
読
者
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
　
　
世
代
論
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
マ
ン
ト
レ
が
右
の

う
な
意
見
を
述
べ
る
の
も
上
述
の
伝
統
の
秩
序
の
理
念
が
土
台
に
な
っ
て
い
る
　
　
　
説
を
敷
術
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
歴
史
区
分
の
決
め
手
に
は
な
る
も
の
で

か
ら
で
あ
る
。
チ
ボ
ー
デ
は
い
う
。
　
r
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
小
説
は
、
心
理
が
真
に
　
　
な
く
、
チ
ボ
ー
デ
は
、
一
五
四
八
年
、
　
一
六
四
八
年
、
一
七
四
八
年
な
ど
の
四



八
年
説
も
意
味
の
な
い
年
で
は
な
い
、
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
彼
の
区
分
法
　
　
　
は
な
い
。
彼
の
方
法
の
性
質
は
そ
の
非
決
定
主
義
ま
た
は
相
対
主
義
で
特
徴
づ

は
相
対
的
で
柔
軟
で
あ
る
。
彼
は
あ
る
場
合
は
、
作
家
の
誕
生
の
年
代
と
そ
の
　
　
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ブ
リ
ユ
ヌ
チ
エ
；
ル
の
方
法
と
比
較
す
れ
ば
明
ら
か

年
代
の
世
代
、
ま
た
は
、
作
家
の
二
十
才
に
お
け
る
時
代
特
徴
と
そ
の
世
代
、
　
　
　
で
あ
ろ
う
。

．
と
い
う
よ
う
に
作
家
と
そ
の
時
代
特
徴
の
関
連
に
お
い
て
世
代
群
を
設
定
す
　
　
　
　
チ
ボ
ー
デ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
彼
は
α
q
o
隼
に
よ
っ
て
文
学
作
品
を
識
り
、

る
。
た
と
え
ば
、
一
七
八
九
年
で
二
十
才
の
世
代
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
、
ス
タ
ー
　
　
　
秩
序
に
従
っ
て
そ
れ
を
考
え
る
。
他
方
、
ブ
リ
ユ
ヌ
チ
土
i
ル
は
秩
序
に
よ
っ

ル
夫
人
、
シ
ヤ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
で
あ
り
、
一
八
二
一
年
に
生
れ
た
世
代
が
、
フ
　
　
．
て
文
学
作
品
を
受
け
と
り
、
教
条
に
従
っ
て
そ
れ
を
考
え
る
、
の
で
あ
る
。
チ

ロ
マ
ン
タ
ン
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
ア
ミ
エ
一
ル
の
世
代
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ
ー
デ
は
文
学
史
の
構
成
に
お
い
て
も
、
作
品
の
批
評
に
お
い
て
も
一
切
の
ド

　
第
四
に
地
理
的
秩
序
。
チ
ボ
ー
デ
は
テ
ー
ヌ
や
ラ
ン
ソ
ン
と
同
様
に
、
環
境
　
　
　
グ
マ
な
い
し
機
械
論
を
受
け
入
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
彼
の
方
法
は
、
方
法
論

が
精
神
的
風
俗
を
形
成
す
る
、
と
考
え
る
。
　
「
文
学
の
共
和
国
」
は
そ
の
地
方
　
　
的
で
は
な
い
。
方
法
論
の
拒
否
が
彼
の
方
法
で
あ
る
、
と
も
い
え
る
。
そ
れ
は

的
特
徴
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
地
理
的
区
分
は
世
代
の
区
分
と
同
様
　
　
　
十
九
世
紀
後
半
の
科
学
主
義
の
方
法
に
対
す
る
本
質
的
相
違
で
あ
り
、
科
学
主

に
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
彼
は
し
ば
し
ば
、
北
、
中
央
、
南
、
と
分
け
、
と
　
　
義
の
方
法
が
陥
っ
た
一
元
論
に
対
す
る
徹
底
的
な
対
立
の
立
場
で
あ
る
。

き
に
は
、
左
岸
、
右
岸
、
地
方
、
と
い
う
ふ
う
に
分
け
る
。
或
い
は
、
一
八
二
　
　
　
彼
に
よ
れ
ば
、
科
学
主
義
の
方
法
が
行
う
一
元
論
的
論
断
は
そ
の
方
法
に
適
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
年
に
生
ま
れ
た
世
代
に
お
い
て
は
、
パ
リ
（
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
）
、
地
方
（
フ
　
　
し
た
文
学
事
象
に
対
し
て
は
全
く
正
し
い
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
　
　
1
ー

ロ
マ
ン
タ
ン
）
、
外
国
（
ア
ミ
エ
ル
）
と
区
分
し
、
一
七
八
九
年
に
二
十
才
の
　
　
　
の
堵
外
に
あ
る
文
学
事
象
に
対
し
て
は
重
大
な
誤
謬
を
犯
す
こ
と
に
な
る
の
で
　
　
一

世
代
で
は
、
外
国
（
ナ
ポ
レ
オ
ン
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
）
、
エ
ミ
グ
レ
（
シ
ヤ
ト
　
　
　
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
婚
外
に
あ
る
も
の
が
、
特
に
チ
ボ
ー
デ
の
時
代
に
お
い

い
ブ
リ
ア
ン
）
と
い
う
よ
う
に
区
分
す
る
。
要
す
る
に
、
チ
ボ
ー
デ
の
方
法
は
　
　
て
は
、
多
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
方
法
が
、
反
理
性
の
立
場
か
ら
心
理

一
定
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
テ
ー
ヌ
の
方
法
と
比
較
す
れ
　
　
的
多
元
主
義
に
向
う
の
も
、
前
時
代
の
科
学
主
義
の
傾
向
へ
深
い
懐
疑
を
も
つ

ば
、
テ
ー
ヌ
の
環
境
説
の
方
が
よ
り
機
械
論
的
で
あ
る
。
　
「
芸
術
哲
学
」
に
お
．
　
二
十
世
紀
初
頭
の
時
代
思
潮
に
即
応
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

い
て
、
テ
ー
ヌ
は
環
境
を
、
北
、
中
央
、
南
、
と
分
け
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
も
　
「
　
、
「
哲
学
的
才
能
、
批
評
的
才
能
を
も
つ
こ
と
は
、
与
え
ら
れ
た
諸
問
題
を
完

い
う
よ
う
に
、
植
物
学
に
お
い
て
、
植
物
の
種
別
を
地
域
に
よ
っ
て
み
よ
う
と
　
　
　
全
に
解
く
こ
と
な
く
、
完
全
に
汲
み
つ
く
さ
ず
、
そ
れ
ら
と
と
も
に
生
き
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

す
る
の
と
同
じ
方
法
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
で
あ
る
し
と
彼
は
い
う
。
こ
の
言
葉
は
、
わ
れ
わ
れ
に
、
ジ
ツ
ド
が
「
背
徳

　
以
上
の
四
つ
の
秩
序
は
チ
ボ
ー
デ
の
文
学
史
構
成
に
お
い
て
中
心
と
な
る
技
　
　
　
者
」
の
序
で
述
べ
た
「
問
題
と
と
も
に
生
き
る
」
と
い
う
言
葉
を
想
起
さ
せ

術
面
で
の
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
技
術
的
要
素
と
し
て
　
　
　
る
。
チ
ボ
ー
デ
は
ジ
ツ
ド
と
「
同
時
代
」
の
批
評
家
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

受
け
と
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
（
も
ち
ろ
ん
そ
の
諸
要
素
は
チ
ボ
ー
デ
の
本
質
的
　
　
　
　
ω
　
ピ
⇔
℃
ξ
゜
。
凶
o
｝
○
σ
q
δ
自
Φ
冨
臼
一
臥
ρ
＝
2
℃
°
届
刈

批
評
方
法
か
ら
分
離
し
た
も
の
で
は
な
い
が
）
、
彼
の
方
法
論
の
根
本
理
念
で
　
，
　
②
　
H
げ
剛
禽
や
μ
お



　
個
言
乙
W
や
嵩
ω
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
は
、
、
と
も
に
生
き
る
（
〈
　
〈
N
①
　
O
ぐ
①
O
）
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
が
）
完
全
に

　
ω
　
H
獣
禽
℃
°
μ
①
b
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
致
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
い
換
え
れ
ば
、
彼
の
方
法
に
お
い
て
は
批
評
家

　
㈲
　
守
一
禽
唱
μ
O
ω
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
全
て
の
批
評
対
象
と
協
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
可

　
㈲
　
H
げ
己
…
や
N
霧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
能
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
「
批
評
家
と
は
各
ジ
ャ
，

ω
§
・
ξ
・
蒙
醇
・
葛
邑
霧
。
一
窪
。
『
。
。
Φ
・
量
Φ
・
。
ま
）
　
ウ
ル
個
有
の
籍
、
逡
い
は
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
内
包
す
る
諸
規
則
を
認
識
す

　
　
　
や
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
人
間
の
こ
と
で
あ
る
し
と
彼
は
い
う
の
で
あ
る
が
、
認
識
す
る
（
8
ロ
津
一
窪
①
）

　
㈲
　
じ
⇔
℃
ξ
臨
o
一
〇
σ
q
冨
匹
①
冨
臼
一
臨
ρ
器
甲
℃
°
曽
G
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
言
葉
の
原
初
的
意
味
で
（
そ
し
て
チ
ボ
！
デ
は
常
に
そ
の
意
味
で
使
う

　
㈲
　
嵜
ぞ
甲
づ
』
卜
。
劇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
で
あ
る
が
）
、
批
評
家
は
各
ジ
ャ
ツ
ル
の
個
有
の
性
格
を
識
る
こ
と
が
完
全

　
㈹
　
H
げ
こ
い
や
ド
◎
。
“
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
に
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
ω
　
H
ぼ
禽
や
H
Q
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ボ
ー
デ
は
、
批
評
に
お
い
て
認
識
す
る
こ
と
と
は
「
説
明
す
べ
き
作
品
の

　
⑱
　
ド
①
ピ
凶
。
。
①
霞
傷
①
H
o
B
⇔
霧
へ
生
島
先
生
訳
「
小
説
の
美
学
」
よ
り
引
用
）
　
　
　
生
成
そ
の
も
の
と
合
体
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
し
、
ま
た
、
批
評
す
る
こ
と
と

、
函
　
ヵ
勲
①
×
δ
旨
。
。
霞
・
冨
年
鼠
『
讐
霞
①
い
》
↓
露
び
9
＆
2
（
臣
ヰ
9
0
⇔
≡
ヨ
霞
9
　
　
は
「
あ
る
意
味
で
感
情
の
協
調
の
申
に
住
む
」
こ
と
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
　
　
一

　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
　
μ
O
ω
α
）
℃
°
這
b
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
は
彼
自
身
も
告
白
し
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
到
達
不
可
能
な
想
像
的
理
論
を
想
　
　
1
1

⑳
垂
§
ゴ
匿
Φ
蚕
箆
゜
↓
p
長
N
μ
Φ
婁
響
藝
⑦
）
や
刈
～
臣
　
像
す
島
）
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
・
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
・
そ
れ
で
は
チ
ボ
［

　
⑮
　
い
⇔
唱
ξ
鈴
o
一
〇
α
q
δ
創
Φ
冨
自
一
臨
ρ
に
①
や
μ
G
。
α
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
ー
デ
の
批
評
の
実
際
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
。

　
（
附
）
　
な
お
、
前
章
お
よ
び
本
章
で
は
、
伊
吹
先
生
「
近
代
文
学
展
望
」
　
　
　
　
こ
の
問
題
を
考
え
る
と
き
に
、
彼
の
批
評
の
実
践
面
と
し
て
作
品
の
個
々
に

　
の
批
評
の
項
、
お
よ
び
三
木
清
「
文
学
史
方
法
論
」
を
参
考
に
し
た
。
　
　
　
　
　
つ
い
て
考
え
て
行
け
ば
、
あ
る
程
度
の
解
答
を
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
彼
の
批
評
作
品
を
全
般
的
に
な
が
め
る
こ
と
に
よ
り
、
何
ら
か
の
傾
向
を
捉

　
　
　
　
W
　
批
評
の
対
象
と
そ
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
次
に
彼
の
作
品
面
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ボ
ー
デ
の
批
評
活
動
は
、
一
九
一
二
年
の
「
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
マ
ラ
ル
メ
の

批
評
す
る
こ
と
と
は
、
チ
ボ
ー
デ
に
お
い
て
は
、
あ
る
意
味
で
「
協
調
す
る
」
　
詩
L
に
よ
っ
て
始
ま
る
・
こ
の
年
代
か
ら
一
九
三
六
年
ま
で
彼
の
批
評
家
と
し

こ
と
で
あ
っ
た
。
批
評
家
は
作
品
お
よ
び
作
家
と
協
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
　
　
　
て
の
仕
事
が
続
く
の
で
あ
る
が
・
そ
の
発
表
の
領
域
は
大
体
三
つ
に
分
け
ら
れ

い
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
チ
ボ
ー
デ
の
批
評
の
多
元
性
が
で
て
く
る
の
で
　
　
る
。
す
な
わ
ち
、
ω
単
行
本
と
し
て
の
出
版
、
②
雑
誌
発
表
（
N
・
R
・
F
と

あ
っ
た
。
し
か
し
、
協
調
と
多
元
主
義
の
二
つ
の
概
念
は
、
チ
ボ
ー
デ
的
言
葉
　
　
　
パ
リ
誌
）
、
團
講
義
で
の
発
表
「
ヨ
ー
ク
、
ウ
プ
サ
ラ
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
各
大

の
意
味
に
お
い
て
（
チ
ボ
；
デ
に
よ
れ
ば
、
協
調
す
る
（
。
・
冤
ヨ
℃
簿
ぽ
ω
臼
）
こ
と
　
　
　
学
）
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
領
域
の
申
、
一
応
こ
こ
で
は
①
と
②
に
属
す
る
批



評
作
品
を
対
象
と
し
、
僻
に
属
す
る
も
の
は
除
外
す
る
。
チ
ボ
ー
デ
が
ど
の
よ
　
　
　
　
⑬
「
ア
ク
ロ
ポ
ト
ル
」
　
（
一
九
二
五
）

う
な
講
義
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
A
・
グ
ロ
ー
ザ
ー
や
B
・
ク
レ
ミ
ユ
ー
　
　
　
⑬
「
ロ
ー
レ
ン
公
達
」
　
（
一
九
二
五
）

が
わ
ず
か
に
伝
え
て
い
る
が
、
は
っ
き
り
し
た
内
容
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
　
　
　
　
個
「
教
授
の
共
和
国
」
　
二
九
二
七
」

②
に
属
す
る
も
の
は
、
大
体
文
学
時
評
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
殆
ど
は
　
　
　
　
㈲
「
批
評
の
生
理
学
」
　
（
一
九
三
〇
）

「
文
学
的
省
察
」
の
中
に
一
冊
の
本
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
　
　
　
　
⑯
「
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
思
想
」
　
（
耐
九
三
一
）

鐸
羅
つ
藷
毎
し
て
ω
に
属
す
る
モ
．
グ
，
フ
フ
，
と
し
て
の
璽
難
騨
簸
」
7
九
三
八
）

　
チ
ボ
ー
デ
の
批
評
作
品
は
殆
ど
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
次
の
通
り
で
　
　
　
　
⑲
「
批
評
に
関
す
る
省
察
」
　
　
（
一
九
三
九
）

あ
る
。
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
で
は
、
チ
ボ
ー
デ
の
作
家
研
究
の
実
際
を
考
え
る
必
要
上
ω
～
㎝
ま
で

　
ω
「
シ
ャ
ル
ル
・
モ
ー
ラ
ス
の
思
想
」
　
（
「
フ
ラ
ン
ス
の
生
命
の
三
十
年
」
　
　
　
の
作
品
に
限
定
し
て
取
り
扱
う
。
右
に
あ
げ
た
作
品
目
録
は
、
チ
ボ
ー
デ
の
批

　
　
　
　
シ
リ
ー
ズ
）
　
（
一
九
二
〇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
評
対
象
が
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
簡

　
②
「
モ
ー
リ
ス
・
パ
レ
ス
の
生
涯
」
　
（
「
フ
ラ
ン
ス
の
生
命
の
三
十
年
」
シ
　
　
　
単
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
二
っ
の
系
列
に
属
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
チ
ボ
ー
デ
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ

げ
　
　
　
リ
ー
ズ
）
　
バ
一
九
二
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
同
時
代
の
作
家
・
思
想
家
に
対
す
る
批
評
と
、
　
彼
が
　
「
内
面
の
作
家
達
」
　
　
1
1
，

・
幟
「
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
フ
ロ
ベ
ー
ル
」
　
（
一
九
二
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
（
ぎ
菰
臥
禽
§
霧
）
と
称
す
る
作
家
達
に
鮭
す
る
批
評
と
で
あ
る
。
最
初
の
系
列
　
　
｝

　
ω
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
」
　
（
「
フ
ラ
ン
ス
の
生
命
の
三
十
年
」
シ
リ
ー
ズ
）
　
、
　
は
、
モ
ラ
ス
、
パ
レ
ス
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
、
ミ
ス
ト
ラ
ル
、
ヴ
ア
レ
リ
、
マ
ラ
ル

　
　
　
　
（
一
九
二
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
の
系
列
で
あ
り
、
後
の
方
の
系
列
は
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、

　
㈲
「
ポ
ー
ル
・
ヴ
ア
レ
リ
」
　
（
一
九
二
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ミ
エ
ル
、
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
に
対
す
る
批
評
で
あ
る
。

　
㈲
「
内
面
」
　
（
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
．
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
．
ア
ミ
エ
ル
の
三
編
牧
載
）
　
㌔
　
こ
の
よ
う
に
チ
ボ
ー
デ
の
批
評
対
象
を
二
っ
の
系
列
に
分
け
て
し
ま
う
の

　
　
　
　
（
一
九
二
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
、
非
常
に
独
断
的
で
荒
っ
ぽ
い
も
の
で
あ
る
が
、
便
宜
上
一
応
そ
の
よ
う
に

　
の
「
ア
ミ
エ
ル
ま
た
は
夢
の
部
分
」
　
（
一
九
二
九
）
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
し
た
。
こ
の
場
合
、
彼
が
、
同
時
代
の
作
家
や
思
想
家
を
批
評
の
対
象
と
し
た

　
⑧
「
ミ
ス
ト
ラ
ル
ま
た
は
太
陽
の
共
和
国
」
　
（
一
九
三
〇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
問
題
に
な
る
の

　
㈲
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
」
　
（
一
九
三
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
第
二
の
系
列
に
つ
い
て
で
あ
る
。
，

　
q
①
「
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
フ
ロ
ベ
ー
ル
」
　
（
二
巻
）
　
（
一
九
三
六
）
　
　
　
．
　
　
　
　
チ
ボ
ー
デ
が
、
そ
の
批
評
に
お
い
て
よ
く
問
題
に
し
か
つ
好
意
の
目
で
見
る

　
な
お
政
治
思
想
、
文
学
思
想
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
次
の
も
の
が
あ
る
。
　
，
　
作
家
は
、
右
に
あ
げ
た
い
わ
ゆ
る
「
内
面
の
作
家
達
」
　
（
　
】
P
一
①
同
一
〇
H
回
o
弓
一
①
ω
）
（
あ

　
ω
「
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
と
共
に
す
る
戦
場
」
　
（
一
九
二
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
る
い
は
彼
が
「
内
面
の
作
家
」
ど
信
じ
た
作
家
達
）
で
あ
る
。
彼
の
批
評
に
は



実
際
モ
ン
て
三
や
ス
タ
ン
ダ
↓
や
ボ
レ
ド
レ
ー
ル
㌻
。
↑
ル
の
名
諮
張
さ
れ
た
雄
弁
の
波
と
脳
純
な
感
塵
を
み
る
・
そ
れ
は
・
彼
が
ユ
ゴ
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

前
が
し
ば
し
ば
で
て
く
る
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
ラ
・
ブ
リ
ユ
イ
エ
ー
ル
や
バ
　
　
詩
を
理
解
し
説
明
で
き
な
い
、
と
い
う
の
で
は
な
く
む
し
ろ
、
彼
が
ま
つ
最
初

ル
ザ
ッ
ク
や
ユ
ゴ
…
や
ゾ
ラ
の
研
究
は
殆
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
ど
う
　
　
　
に
ユ
ゴ
ー
の
詩
の
世
界
に
入
ろ
う
と
す
る
意
図
を
全
く
持
た
ぬ
、
と
い
う
こ
と

し
て
か
。
チ
ボ
ー
デ
の
博
学
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
や
ゾ
ラ
の
研
究
　
　
　
な
の
で
あ
る
。
彼
は
「
誇
張
さ
れ
た
雄
弁
の
波
と
単
純
な
感
情
」
を
詩
に
表
現

は
充
分
な
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
あ
る
い
は
彼
は
そ
の
意
図
を
も
っ
て
い
た
の
　
　
す
る
詩
人
を
、
異
質
な
も
の
と
し
て
初
め
か
ち
峻
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
、
そ

か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
と
に
か
く
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
や
ゾ
ラ
に
つ
い
て
の
研
　
　
　
し
て
、
彼
は
彼
が
認
識
し
う
る
作
家
達
に
批
評
の
目
を
向
け
る
の
で
あ
る
。

究
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
チ
ボ
！
デ
の
好
み
と
し
て
片
付
け
　
　
　
　
そ
れ
で
は
、
彼
が
認
識
し
協
調
し
う
る
「
内
面
の
作
家
」
と
は
ど
う
い
う
も

て
し
ま
え
ば
簡
単
で
あ
る
が
、
唯
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
　
　
の
か
。
結
果
か
ら
先
に
い
え
ば
、
チ
ボ
ー
デ
の
い
う
「
内
面
」
の
概
念
は
「
疎

　
チ
ボ
ー
デ
の
批
評
の
本
質
的
方
法
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
「
協
調
す
る
」
　
　
外
」
と
「
同
時
代
性
」
の
二
つ
の
内
容
に
立
脚
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
0

（
゜
。
団
ヨ
窟
薮
ω
臼
）
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
批
評
に
お
い
て
「
協
調
す
る
」
と
　
　
　
二
つ
の
内
容
は
互
い
に
性
質
の
異
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
チ
ボ
ー
デ
の
批
評
に

い
う
意
味
は
、
時
評
的
に
述
べ
ら
れ
る
文
学
的
感
想
は
別
と
し
て
、
批
評
家
が
　
　
　
お
い
て
は
深
い
繋
り
を
も
つ
の
で
あ
る
。

協
調
し
う
る
作
家
を
対
象
と
し
て
え
ら
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
　
　
　
誰
し
も
過
去
を
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
チ
ボ
L
デ
は
過
去
の
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
多
く
の
問
題
点
が
残
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
チ
　
　
作
家
と
と
も
に
生
き
よ
う
と
す
る
。
彼
は
過
去
を
生
き
よ
う
と
す
る
の
だ
。
（
繰
　
　
1
ー

ボ
ー
デ
が
批
評
の
対
象
と
し
て
、
　
「
内
面
の
作
家
」
、
ま
た
は
彼
が
そ
う
信
じ
た
　
　
　
り
返
す
が
、
彼
に
お
い
て
批
評
す
る
こ
と
は
協
調
す
る
こ
と
で
あ
り
、
協
調
す
　
　
一

作
家
を
、
好
ん
で
取
り
扱
っ
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
る
こ
と
は
と
も
に
生
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
チ
ボ

　
チ
ボ
ー
デ
と
対
象
作
家
の
接
近
は
ま
つ
対
象
と
の
内
面
の
つ
な
が
り
を
求
め
　
　
　
ー
デ
の
過
去
と
は
現
在
の
連
続
で
あ
る
。
時
間
は
持
続
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

る
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
作
品
の
分
析
は
作
家
の
分
析
と
切
り
　
　
　
そ
し
て
、
人
間
の
内
的
世
界
は
持
続
し
、
人
々
の
内
部
で
受
け
継
が
れ
、
チ
ボ

離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
彼
は
、
文
学
作
品
は
作
家
の
心
理
的
動
き
の
直
接
、
，
…
デ
に
到
る
の
で
あ
る
。
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ソ
レ
ル
の
入
間
像
が
、
一
八
三
〇
年

の
ま
た
は
間
接
の
表
示
で
あ
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
文
学
作
品
は
作
家
の
　
　
に
お
い
て
よ
り
一
九
三
〇
年
に
お
い
て
の
方
が
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
る
の
も
こ

生
活
か
ら
断
絶
し
た
美
学
的
事
象
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
小
説
に
　
、
　
の
持
続
の
観
念
の
裏
付
け
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
チ
ボ
ー
デ
の
場
合
と

お
け
る
美
学
は
モ
ラ
ル
な
内
容
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
に
、
時
間
の
持
続
は
同
時
代
の
持
続
と
あ
る
意
味
で
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
チ
ボ
ー
デ
が
バ
ル
ザ
ッ
ク
や
ユ
ゴ
ー
に
対
し
て
も
っ
認
識
は
、
外
的
で
あ
り
　
　
　
　
彼
に
よ
れ
ば
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
は
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
に
対
す
る
レ
ア
ク
シ

そ
し
て
弱
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
バ
ル
ザ
ッ
ク
や
ユ
ゴ
ー
に
　
　
　
ヨ
ン
と
し
て
の
位
置
に
置
か
れ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
ロ
マ
ン
、
チ
ス
ム
か
ら
出

対
す
る
接
近
の
仕
方
が
、
彼
の
方
法
で
は
不
可
能
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。
彼
は
　
　
　
て
い
る
が
ロ
マ
ン
チ
ム
ス
と
本
質
的
に
異
な
る
。
彼
と
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
の
詩
人

ユ
ゴ
ー
の
詩
の
申
に
「
腐
蝕
や
複
合
よ
り
も
、
美
し
い
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
　
　
と
の
決
定
的
相
違
は
詩
的
状
況
の
相
違
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ボ
！
ド
レ
ー



ル
の
世
界
は
「
都
会
的
し
世
，
界
で
あ
．
り
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
の
世
界
は
「
田
園
牧
　
　
　
の
内
容
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
帰
属
さ
せ
る
意
図
を
チ
ボ
ー
デ
は
も
っ
て
い
な

歌
」
の
世
界
で
あ
る
。
チ
ボ
ー
デ
は
い
う
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
達
は
こ
こ
で
ク
ラ
　
　
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
彼
は
い
う
。
　
「
「
赤
と
黒
」
は
十
九
世
紀
の
、
あ
る
い
は
革

　
シ
ッ
ク
の
大
道
を
進
み
、
都
会
的
洗
練
と
複
合
に
背
を
向
け
、
ホ
メ
ロ
ス
の
プ
　
　
　
命
年
代
一
八
三
〇
年
の
年
代
記
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
人
種
の
始
ま
り
、
上
昇
す

　
ロ
ト
タ
イ
プ
の
詩
、
独
断
的
な
表
現
で
、
人
が
永
遠
の
詩
と
称
す
る
詩
、
を
造
　
　
　
る
エ
リ
ー
ト
の
平
民
の
始
ま
り
・
に
関
わ
る
も
の
で
あ
動
見
。

　
　
　
　
（
4
）

　
っ
て
き
た
」
。
こ
れ
に
反
し
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
世
界
は
「
文
明
化
し
た
大
　
　
　
チ
ボ
！
デ
は
、
文
学
生
活
の
都
会
化
が
単
に
ロ
マ
ン
主
義
の
挫
折
（
ロ
マ
ン

都
会
」
の
中
に
あ
り
、
彼
の
詩
は
牧
歌
的
自
然
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
彼
　
　
　
主
義
の
勝
利
が
、
も
う
一
っ
の
勝
利
つ
ま
り
革
命
の
そ
れ
と
同
年
代
「
一
八

め
詩
の
実
現
は
新
ら
し
い
状
況
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
チ
ボ
ー
デ
は
こ
の
よ
う
　
　
　
三
〇
年
1
に
日
付
け
さ
れ
る
こ
と
は
意
味
深
い
）
に
起
因
す
る
だ
け
で
な
く
、

に
、
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
の
詩
を
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
領
域
に
入
れ
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
以
　
、
　
新
ら
し
い
文
学
風
土
の
出
現
に
も
起
因
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
風
土
は
ブ
ル
ジ

下
を
新
ら
し
い
領
域
に
入
れ
て
考
え
る
。
こ
の
区
別
は
し
か
し
間
違
っ
て
は
い
　
　
　
ヨ
ア
世
界
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
り
、
革
命
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
拍
車
を
か
け

な
い
。
お
よ
そ
一
八
三
〇
年
（
革
命
の
年
）
以
降
、
文
学
に
お
い
て
、
都
会
生
　
　
　
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
チ
ボ
ー
デ
の
規
定
か
ら
す
れ
ば
、
文

活
が
大
き
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
都
会
性
の
文
学
面
　
　
学
作
品
は
社
会
的
現
実
に
対
す
る
作
家
の
イ
デ
ア
ル
な
生
活
の
表
現
を
意
味
す

で
の
開
花
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
に
具
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
「
パ
リ
の
タ
　
　
　
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
客
観
的
に
い
え
ば
、
文
学
作
晶
は
現
実
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
ぼ
　

ブ
ロ
ー
。
新
奇
な
タ
ブ
ロ
ー
。
大
都
会
に
お
け
る
魂
の
裸
呈
。
大
都
会
の
魂
の
　
　
ま
た
は
想
像
的
世
界
の
表
示
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
1
1

、
裸
呈
。
そ
れ
は
新
ら
し
い
軌
藻
で
は
煽
い
。
そ
れ
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
詩
に
お
　
　
　
　
チ
ボ
ー
デ
が
作
家
の
批
評
を
な
す
と
き
、
彼
は
ま
つ
最
初
に
伝
記
の
詳
細
を
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
（
5
）

い
て
創
造
し
た
新
ら
し
い
状
況
な
の
だ
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
調
べ
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
作
家
の
伝
記
は
彼
に
、
そ
の
作
家
を
し
て
文
学
行

　
　
ボ
ー
ド
レ
～
ル
の
世
界
は
「
大
主
都
i
パ
リ
ー
の
申
の
孤
独
な
」
世
界
　
　
動
に
向
わ
せ
た
動
機
を
与
え
る
筈
で
み
る
。
そ
し
て
、
こ
の
動
機
は
作
家
の
意

で
あ
る
。
こ
の
一
八
四
〇
年
の
パ
リ
は
ま
さ
し
く
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
世
界
で
あ
　
　
識
と
現
実
と
の
間
の
矛
盾
か
ら
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
と
き
に
は
社

る
。
そ
し
て
、
チ
ボ
ー
デ
に
と
っ
て
、
こ
の
世
界
こ
そ
が
一
九
三
〇
年
ま
で
持
　
　
　
会
的
生
活
の
挫
折
か
ら
く
る
し
、
あ
る
と
き
は
現
実
に
対
す
る
絶
望
か
ら
く

続
し
彼
自
身
が
生
き
る
世
界
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
彼
は
い
う
「
パ
リ
ー
　
　
　
る
。
か
く
て
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
初
期
作
品
で
あ
る
「
フ
ロ
．
ー
レ
ン
ス
の
詩
人
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

こ
の
都
会
ー
詩
入
の
魂
と
し
て
そ
れ
竺
（
つ
6
）
の
持
続
蕩
り
、
生
活
の
慢
性
　
は
、
医
学
の
勉
強
に
お
い
て
フ
．
－
ベ
ル
が
味
わ
っ
た
挫
折
に
起
因
す
る
。
ス

の
フ
ォ
ル
ム
で
あ
り
、
一
つ
の
記
憶
な
の
だ
」
。
チ
ボ
ー
デ
の
同
時
代
と
は
ブ
　
　
　
タ
ン
ダ
ー
ル
や
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に

ル
ジ
ョ
ア
の
時
代
な
の
で
あ
る
。
　
「
内
面
の
作
家
達
」
ボ
ド
ー
ド
レ
ー
ル
、
ア
　
　
は
ナ
4
8
レ
オ
ン
時
代
の
理
想
の
挫
折
や
彼
自
身
の
社
会
的
生
活
技
術
の
現
実
と

ミ
エ
ル
、
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
出
身
で
あ
り
、
そ
の
特
徴
を
充
分
表
　
　
　
の
齪
齢
が
あ
っ
た
し
、
ボ
ー
ド
レ
「
ル
に
は
家
庭
的
不
幸
や
病
気
の
意
識
に
よ

わ
し
て
い
る
作
家
で
あ
る
。
地
方
出
身
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
、
彼
も
ま
た
ブ
ル
ジ
　
　
　
っ
て
養
わ
れ
た
基
盤
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
作
家
は
、
か
れ
ら
の
理
想
や
空
想

　
ヨ
ア
社
会
に
属
さ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
少
く
と
も
、
　
「
赤
と
黒
し
’
　
　
に
よ
っ
て
、
別
の
世
界
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。



　
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
つ
い
て
チ
ボ
ー
デ
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
・
「
ジ
ュ
刃
ア
　
　
　
　
ω
　
H
ぼ
禽
国
置

ン
・
ソ
レ
ル
ま
た
は
フ
ァ
ブ
リ
ス
・
デ
ル
・
ド
ン
ゴ
の
生
涯
は
、
ベ
ー
ル
が
そ
の
　
　
　
㈲
H
ぼ
舟
℃
°
“

良
い
瞬
間
に
お
い
て
、
現
実
で
は
な
し
に
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
、
身
代
わ
り
を
、
生
　
　
　
⑥
　
H
ぼ
食
℃
°
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
た
と
こ
ろ
の
若
い
人
間
の
生
涯
で
あ
る
」
。
想
像
の
世
界
あ
る
い
は
現
実
世
　
　
　
ω
　
ω
8
ロ
警
⇔
ご
℃
°
零
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

界
の
鼻
億
か
か
は
、
生
活
の
「
二
次
的
」
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
詩
に
お
い
　
　
　
㈲
　
O
ロ
゜
。
富
く
o
舅
寅
q
げ
①
旨
い
鋭
日
ぽ
げ
㊤
鐸
伍
簿
（
臣
搾
0
9
。
仁
一
ヨ
霞
斜
μ
㊤
ω
O
）

て
は
小
説
よ
り
も
表
現
形
式
は
よ
り
象
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
「
二
次
的
」
な
世
　
　
　
　
　
℃
・
昌

界
は
、
詩
に
お
い
て
は
よ
り
形
而
上
的
に
よ
り
象
徴
的
に
示
さ
れ
る
。
ボ
ー
ド
　
　
　
　
㈲
　
≧
げ
①
ユ
目
ぼ
び
ρ
＆
2
0
仁
一
⇔
。
H
三
σ
Q
g
①
。
仏
9
酔
吋
一
。
。
い
〉
罵
N
①
鎚
9
即
。
ω
①
H

レ
ー
ル
の
詩
は
「
自
然
で
健
康
な
生
活
に
反
す
る
、
入
工
的
で
腐
蝕
し
た
生
活
　
　
　
　
　
（
両
留
゜
。
§
8
ヨ
o
O
琶
蕊
日
O
㎝
H
）
”
μ
＄
～
◎
。
・
。
ま
・

　
　
　

の
観
念
口
」
で
構
成
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
人
工
的
生
活
と
は
、
詩
に
表
現
さ
れ
　
p
　
　
α
ω
　
一
5
鼠
．
博
①
償
H
。
。
い
や
Φ

た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
生
活
を
意
味
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

チ
ボ
ー
デ
は
文
学
的
世
界
を
・
現
実
世
界
の
ヴ
・
ジ
・
ン
ー
三
次
的
」
　
　
v
文
学
現
象
と
批
評

な
世
界
ー
と
み
る
．
そ
し
て
、
作
家
は
塁
か
ら
切
り
讐
れ
た
世
界
を
彼
　
フ
。
↑
ル
の
創
作
心
理
に
関
し
て
チ
ボ
ー
デ
は
次
の
よ
う
に
竃
麦
卜

個
有
の
世
界
と
し
て
描
く
を
に
な
る
の
で
あ
る
。
チ
ボ
上
ア
が
批
評
対
象
と
　
体
は
人
で
あ
る
だ
け
で
な
く
・
文
体
は
天
の
人
間
形
象
的
で
生
命
を
も
っ
司

し
よ
・
つ
喜
る
作
家
は
、
殆
ん
ど
、
天
三
。
年
以
降
の
ブ
ル
。
ソ
ヨ
ア
社
会
に
　
空
つ
の
現
実
で
あ
軌
L
・
チ
ボ
ー
デ
は
「
文
体
が
天
の
入
間
」
で
あ
り
「
形

属
す
る
作
家
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
・
り
の
作
家
に
、
自
己
の
世
界
か
．
り
持
続
す
る
　
象
的
で
生
命
を
も
2
つ
の
現
実
で
あ
る
「
と
い
う
・
が
し
か
し
・
そ
れ
は
作

世
界
を
見
た
の
で
あ
る
と
い
．
凡
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
彼
蹴
評
と
は
協
調
す
家
と
の
関
係
な
し
に
は
竪
し
な
い
現
実
で
あ
る
・
彼
が
い
い
た
い
の
は
・
文

る
こ
と
で
あ
る
と
Q
つ
、
雪
口
葉
の
意
味
が
躍
に
な
る
。
彼
が
持
続
の
世
界
と
毒
が
作
家
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
生
命
あ
る
嚢
だ
・
と
い
う
こ
と
で
あ
る
・

考
え
叢
も
緊
密
な
世
界
は
、
ブ
ル
ジ
。
ア
の
世
界
で
あ
り
、
そ
の
中
に
お
い
　
彼
は
・
書
く
こ
と
と
は
・
何
も
の
か
を
護
す
る
こ
と
で
も
な
く
・
ま
た
客
観

て
こ
そ
、
彼
は
作
家
と
共
存
し
協
調
レ
つ
る
と
い
．
つ
確
信
が
あ
っ
た
の
で
あ
　
的
に
み
て
美
と
称
苫
れ
る
も
の
を
世
界
に
投
入
す
る
こ
と
で
も
な
い
・
そ
れ

る
。
逆
に
い
え
ば
、
彼
の
批
評
方
法
は
そ
の
持
続
の
世
界
か
り
遠
ざ
か
る
に
従
　
は
丈
学
的
星
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
・
百
記
を
綴
る
こ
と
は
」
と
チ
ギ

っ
て
効
果
が
弱
く
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
彼
の
方
法
の
限
界
で
あ
る
　
デ
は
ア
ミ
エ
ル
に
関
し
て
い
う
・
「
そ
れ
は
書
く
こ
と
で
は
な
い
・
と
い
う
の

・
と
も
い
え
よ
う
。

ω
冨
℃
琶
。
愚
゜
琶
婁
一
§
・
る
H
・
・
。
　
　
、
　
も
．
μ
、
れ
は
誰
か
に
対
し
て
婁
曰
く
の
で
は
な
い
か
．
り
だ
。
圭
日
く
こ
と
と
は
手
に
ぺ

　
②
　
H
甑
禽
即
b
。
培
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
を
持
ち
、
内
面
の
動
き
の
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
に
ペ
ン
を
従
わ
せ
な
が
ら
、
考
え

　
剖
　
H
三
曾
冨
母
ω
い
〉
°
↓
ぼ
ぴ
9
仁
伍
簿
（
国
山
搾
゜
℃
一
〇
p
°
　
H
O
漣
）
℃
」
H
　
　
　
　
　
　
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
の
機
構
は
ア
ミ
エ
ル
の
内
的
自
然
に
従



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

っ
て
動
き
、
魂
と
手
の
飛
躍
（
色
⇔
昌
）
と
一
体
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
　
　
　
批
評
家
が
小
説
を
識
ろ
う
と
思
う
と
き
、
彼
は
作
家
の
想
像
的
世
界
へ
入
ら

書
く
こ
と
と
は
「
魂
の
動
き
」
を
紙
の
上
に
表
示
す
る
こ
と
で
あ
り
、
生
の
サ
　
　
　
ね
ば
な
ら
な
い
。
サ
ン
ボ
ル
の
意
味
を
解
し
な
い
批
評
家
は
良
い
批
評
家
で
は
，

ン
ボ
ル
を
流
動
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
チ
ボ
ー
デ
は
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
全
て
の
詩
を
ミ
ス
テ

　
芸
術
作
品
は
記
憶
に
よ
る
生
の
再
構
成
で
あ
る
、
と
チ
ボ
ー
デ
は
考
え
る
。
　
　
　
イ
フ
イ
カ
シ
ョ
ン
」
と
受
け
と
っ
た
ブ
リ
ユ
ヌ
チ
エ
ー
ル
を
替
め
る
こ
と
に
な

絵
を
描
く
こ
と
は
記
憶
を
物
質
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
文
学
作
品
を
　
　
　
る
の
で
あ
る
。
文
学
作
品
の
理
解
は
批
評
家
と
作
品
の
共
存
、
批
評
家
の
直
観

書
く
こ
と
は
生
の
イ
，
マ
ー
ジ
ュ
を
精
神
的
に
具
現
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
　
　
　
的
認
識
に
よ
ら
な
け
れ
ば
可
能
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
チ
ボ
ー
デ
が

絵
と
文
学
は
サ
ン
ボ
ル
を
用
い
る
二
つ
の
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
し
か
し
、
、
　
　
「
ボ
ヴ
ア
リ
夫
人
」
の
冒
頭
に
あ
る
シ
ャ
ル
ル
の
滑
稽
な
帽
子
の
借
写
を
読
み

チ
ボ
ー
デ
に
よ
れ
ば
、
絵
画
は
物
質
と
外
面
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
　
　
　
な
が
ら
こ
の
小
説
の
悲
劇
的
結
末
を
予
想
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
、

て
、
文
学
は
精
神
と
内
面
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
「
二
つ
の
道
具
、
二
つ
の
創
　
　
　
　
彼
は
内
面
的
作
家
の
文
学
作
品
を
作
家
の
告
白
と
も
見
る
。
　
「
ル
ソ
ー
の
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

造
の
相
違
点
は
物
質
と
精
神
の
相
違
で
あ
る
」
。
　
そ
し
て
、
チ
ボ
ー
デ
の
価
値
　
　
　
白
以
来
、
わ
が
国
の
全
て
の
私
的
小
説
（
一
一
ま
鎚
ε
お
℃
臼
の
o
目
①
一
一
。
）
は
、
破
壊
・

体
系
か
ら
す
れ
ば
精
神
的
な
る
も
の
は
物
質
的
な
る
も
の
よ
り
優
れ
る
の
で
あ
　
　
　
さ
れ
た
礼
拝
堂
の
家
具
の
中
か
ら
、
混
乱
し
た
告
白
室
の
中
か
ら
で
て
き
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

る
。
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
，
　
　
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
。
文
学
作
品
は
作
家
の
生
の
表
示
で
は
あ
る
が
、
そ
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
文
体
は
た
し
か
に
記
述
に
よ
る
人
工
的
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
憾
　
　
　
れ
は
厳
格
に
い
え
ば
現
実
そ
の
も
の
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
文
学
の
世
界
は
、
　
　
1
1

性
の
醗
訳
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
内
面
の
サ
ン
ボ
ル
そ
の
も
の
で
あ
る
。
サ
　
　
想
像
的
な
虚
構
の
世
界
で
あ
る
。
作
家
は
内
面
の
世
界
に
生
き
る
の
で
あ
っ
て
、
　
占

ン
ボ
ル
は
、
チ
ボ
ー
デ
の
意
を
汲
め
ば
、
言
葉
で
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
　
　
　
有
用
な
外
的
行
為
を
排
除
す
る
、
の
で
あ
る
。
ア
ミ
エ
ル
が
そ
の
典
型
と
な
る
。
．

言
葉
の
間
か
ら
生
み
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
言
葉
の
流
動
が
サ
ン
ボ
ル
を
形
　
　
　
「
ア
ミ
エ
ル
は
、
何
も
の
の
実
益
に
も
働
か
な
い
生
命
が
自
己
の
申
に
流
れ
る

成
す
る
の
で
あ
る
。
小
説
あ
る
い
は
詩
は
連
続
の
持
続
の
芸
術
で
あ
る
。
フ
ロ
　
　
の
を
感
じ
、
目
的
な
く
存
在
す
る
魂
が
自
己
の
申
で
認
識
さ
れ
る
の
を
感
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

マ
ン
タ
ン
は
初
め
画
家
で
あ
り
、
絵
画
の
中
に
彼
の
サ
ン
ボ
ル
が
表
現
し
得
な
　
　
　
る
し
。
そ
し
て
、
　
「
行
動
的
な
生
活
と
瞑
想
的
な
生
活
の
、
ζ
の
二
つ
の
生
活

く
な
る
と
き
文
学
に
向
う
。
　
「
ド
ミ
ニ
ッ
ク
に
お
い
て
自
己
の
生
を
構
成
す
る
　
　
　
の
中
で
、
ア
ミ
エ
ル
は
そ
の
意
図
な
く
し
て
瞑
想
的
生
活
を
生
き
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア

内
面
の
芸
術
家
、
ド
ミ
ニ
ッ
ク
で
小
説
を
創
る
真
の
芸
術
家
、
彼
は
存
在
を
風
　
　
　
る
」
。

景
と
し
て
構
成
す
る
よ
う
に
努
め
、
。
フ
ッ
サ
ン
が
同
時
手
法
（
o
o
一
ヨ
⊆
7
⇔
口
σ
）
で
　
　
　
　
チ
ボ
：
デ
は
、
文
学
作
品
は
現
実
と
夢
想
の
間
か
ら
生
れ
る
、
あ
る
い
は
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

表
現
し
た
均
衡
を
持
続
の
芸
術
の
中
に
移
行
さ
せ
よ
う
と
努
め
た
の
で
あ
る
」
。
　
　
れ
る
筈
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
サ
ン
ボ
ル
の
世
界
の
表
示

絵
画
は
同
時
的
表
現
の
芸
術
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
文
学
は
持
続
の
芸
術
で
あ
　
　
　
で
あ
る
。
ア
ミ
エ
ル
の
文
学
の
本
質
は
彼
の
内
面
性
と
意
識
の
持
続
の
中
に
あ

る
。
し
か
し
、
チ
ボ
ー
デ
に
お
い
て
は
、
い
つ
れ
も
存
在
を
風
景
と
し
て
受
け
　
　
る
の
で
あ
る
。
彼
の
生
活
の
実
体
は
「
夢
の
部
分
」
に
属
す
る
の
だ
。
彼
の
内

と
る
点
に
お
い
て
は
違
い
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
の
動
き
が
言
語
や
文
体
の
フ
ォ
ル
ム
の
下
で
外
界
に
提
出
さ
れ
る
。
　
し
か



し
、
こ
の
フ
ォ
ル
ム
は
内
面
の
リ
ズ
ム
の
表
象
化
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
　
　
　
を
心
理
的
に
分
析
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
ま
さ
に
文
学
に
お
け
る
生
理
学
で
あ

何
ら
の
有
効
な
外
的
関
係
を
目
的
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
「
日
記
を
綴
る
こ
と
、
　
　
る
。
チ
ボ
ー
デ
の
方
法
は
作
家
お
よ
び
作
家
の
状
況
と
協
調
す
る
こ
と
に
あ

そ
れ
は
書
く
こ
と
で
は
な
い
（
…
）
そ
れ
は
ペ
ン
を
手
に
し
て
、
ペ
ン
を
内
面
　
　
　
る
。
状
況
と
い
う
言
葉
は
、
サ
ル
ト
ル
的
意
味
で
は
、
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
を
含

の
動
き
の
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
に
従
わ
せ
な
が
ら
、
考
え
る
こ
と
で
あ
る
」
の
だ
。
　
　
む
概
念
と
し
て
受
け
と
ら
れ
、
文
学
は
現
実
世
界
と
人
聞
の
関
係
の
上
に
成
立

　
こ
の
引
用
に
わ
れ
わ
れ
が
見
る
よ
う
に
、
文
学
の
メ
カ
ニ
ス
ム
は
チ
ボ
ー
デ
に
　
　
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
チ
ボ
ー
デ
の
場
合
、
文
学
に
お
け
る
ア
ク
チ
ュ

，
よ
れ
ば
、
言
葉
の
最
も
素
朴
な
意
味
に
お
い
て
も
、
行
為
そ
の
も
の
と
関
わ
り
　
　
ア
リ
テ
は
高
次
な
も
の
と
し
て
受
け
と
ら
れ
な
い
。
彼
の
批
評
は
私
的
心
理
を

を
も
た
な
い
、
ま
た
は
少
く
と
も
も
つ
こ
と
を
望
ま
な
い
の
だ
。
文
学
現
象
は
　
　
本
質
的
な
も
の
と
し
て
そ
の
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
。

社
会
的
現
実
か
ら
断
絶
さ
れ
た
領
域
に
お
い
て
し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
・
　
　
　
さ
ら
に
、
チ
ボ
ー
デ
の
批
評
は
理
性
に
よ
る
批
評
で
は
な
い
。
彼
の
批
評
は

　
　
チ
ボ
ー
デ
が
意
図
す
る
最
上
の
文
学
は
内
面
の
文
学
で
あ
り
、
内
面
の
文
学
　
　
　
感
性
に
よ
る
批
評
で
あ
り
、
批
評
対
象
と
「
半
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ズ
」
を
な
す

と
は
別
の
側
面
か
ら
い
え
ば
私
的
文
学
（
一
葺
霞
鉾
ξ
①
娼
臼
ω
8
器
一
一
。
）
で
あ
　
「
　
批
評
で
あ
る
。
彼
が
批
評
を
な
す
と
き
彼
は
他
者
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の

る
。
こ
の
場
合
、
こ
の
私
的
文
学
は
ま
た
告
白
的
文
学
と
も
心
理
的
文
学
と
も
　
　
　
と
き
、
批
評
家
チ
ボ
ー
デ
は
「
生
の
ヴ
ア
リ
エ
テ
の
好
事
家
」
に
す
ぎ
な
く
な

考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
そ
れ
は
有
効
な
事
象
、
現
実
世
界
と
い
っ
た
も
の
　
　
る
。
彼
は
自
己
の
主
体
性
、
現
実
世
界
に
お
け
る
主
体
性
を
も
た
な
い
。
こ
の
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
は
何
ら
関
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
そ
れ
が
い
　
　
こ
と
か
ら
次
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。
批
評
家
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
文
学
的
世
界
　
　
1
1

か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
実
社
会
的
意
志
表
示
は
試
み
な
い
。
積
極
的
な
意
　
　
　
す
な
わ
ち
「
文
学
の
共
和
国
」
の
中
に
生
き
ね
ば
な
ら
い
の
で
あ
る
か
ら
、
も
　
　
朔

図
な
く
た
だ
ヴ
イ
ジ
月
ン
の
世
界
を
構
成
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
チ
ボ
ー
　
　
し
、
彼
の
好
む
芸
術
家
が
現
実
か
ら
疎
外
さ
れ
た
「
二
次
的
」
な
世
界
に
存
在

デ
の
文
学
概
念
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
、
文
学
行
為
は
虚
構
的
行
為
で
あ
り
無
　
　
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
共
存
し
そ
れ
を
批
評
す
る
批
評
家
は
さ
ら
に
現
実
か

償
の
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
理
想
的
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
文
学
は
無
　
　
　
ら
遠
ざ
か
る
領
域
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
批
評
家
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

償
と
い
う
限
界
を
越
え
な
い
領
域
で
存
在
し
う
る
、
あ
る
い
は
存
在
理
由
を
も
　
　
　
サ
ン
ト
・
ブ
ー
ヴ
が
自
己
を
規
定
し
た
よ
う
に
「
第
三
次
的
な
世
界
」
　
（
一
①

ち
う
る
、
と
彼
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
そ
れ
で
は
、
サ
ル
ト
ル
風
に
　
　
日
§
山
Φ
鎚
o
冨
＃
o
慾
⑲
ヨ
o
忌
§
o
蕊
ご
昌
）
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

い
え
ば
、
文
学
は
何
の
た
め
に
誰
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
。
チ
ボ
ー
　
　
る
。

デ
は
、
文
学
作
品
は
そ
れ
を
識
り
そ
れ
を
味
わ
い
う
る
も
の
の
た
め
に
存
在
す
　
　
　
　
ジ
ッ
ド
の
「
無
償
の
行
為
」
の
思
想
は
、
現
実
社
会
か
ら
自
己
を
分
離
し
彼

・
る
、
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
学
は
「
文
学
の
共
和
国
」
の
た
め
に
　
　
個
有
の
世
界
を
形
成
し
ょ
う
と
す
る
意
図
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

存
在
す
る
、
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
思
想
の
申
に
は
、
そ
れ
が
現
実
社
会
に
対
し
て
反
抗
す
る
た
め
に
形
成
さ

　
チ
ボ
ー
デ
の
批
評
は
私
的
文
学
を
内
面
か
ら
理
解
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
。
　
　
　
れ
た
と
い
う
意
味
で
、
現
実
世
界
と
の
深
い
そ
し
て
少
し
ば
か
り
悲
愴
な
関
係

そ
れ
は
心
理
的
批
評
で
あ
る
。
そ
れ
な
作
家
ま
た
は
作
品
の
本
質
的
意
識
現
象
　
　
　
が
あ
る
の
だ
。
ま
た
、
チ
ボ
ー
デ
の
批
評
は
、
彼
の
希
望
に
も
か
か
わ
ら
ず
、



モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
モ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
批
評
と
も
異
る
で
あ
ろ
う
。
チ
ボ
ー
　
　
　
紛
　
H
ぼ
禽
国
8
◎
α

デ
は
、
自
己
の
個
有
の
生
活
ま
た
は
モ
ラ
ル
を
述
べ
る
の
で
は
な
し
に
、
批
評
　
　
　
⑧
　
ピ
⇔
2
0
薯
巴
o
幻
o
毒
o
宰
き
＄
一
。
。
2
μ
曾
O
°
く
o
ド
μ
ω
゜
℃
』
O
⑦
Ω
8
．

と
い
う
間
接
的
フ
オ
ル
ム
の
下
に
お
い
て
し
か
自
己
の
主
体
性
を
表
示
す
る
こ
　
　
　
　
㈲
　
い
p
写
団
臨
o
一
〇
σ
Q
冨
α
①
審
臼
一
臨
ρ
¢
駄
℃
°
b
。
b
。
刈
　
　
　
、

と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
チ
ボ
ー
デ
の
批
評
の
限
界
が
あ
る

の
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
班
　
批
評
ー
そ
の
疎
外
さ
れ
た
世
界
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
チ
ボ
ー
デ
の
批
評
に
お
け
る
創
造
は
、
批
評
家
の
主
体
性
の
放
棄
と
い
う
条

件
に
お
い
て
し
か
・
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
・
正
警
主
体
性
を
保
持
す
る
こ
　
レ
オ
ン
．
ボ
。
プ
は
チ
ボ
ー
デ
に
関
し
て
次
の
よ
．
つ
に
い
っ
て
い
る
、
「
や

と
と
同
時
に
完
全
に
讐
と
協
調
す
る
こ
と
は
・
批
評
家
に
と
っ
て
・
よ
ほ
ど
　
や
肇
的
意
識
窓
っ
て
、
彼
は
そ
の
外
暴
殆
ど
存
在
す
る
こ
と
を
や
め
た

都
合
の
良
い
場
合
で
も
・
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
・
つ
ま
り
創
造
　
人
間
と
な
っ
て
い
る
」
。
し
か
し
、
チ
ボ
歩
に
は
外
界
が
存
在
し
な
い
わ
け

的
批
評
の
根
本
的
欠
陥
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
・
こ
の
点
に
関
　
で
は
な
い
。
外
的
世
界
は
彼
自
身
と
は
何
の
関
係
も
な
く
発
展
す
る
と
こ
ろ
の

し
て
は
チ
ボ
｝
デ
自
身
も
告
白
し
て
い
る
「
わ
れ
わ
れ
竺
っ
の
限
界
に
き
て
　
；
の
パ
ノ
一
フ
マ
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
一
般
に
、

い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
到
達
不
可
能
な
学
理
的
理
想
を
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
　
　
世
界
は
内
面
と
外
面
の
統
合
し
た
存
在
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
世
界
は
事
物
　
　
縛

の
だ
鞠
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
意
識
を
同
時
に
併
せ
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
存
在
の
実
体
も
こ
の
　
2
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
創
造
と
い
う
言
葉
を
わ
れ
わ
れ
は
一
般
に
・
一
つ
の
新
ら
し
い
も
の
ま
た
は
　
　
　
二
つ
の
概
念
で
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
文
学
は
世
界
と
入
間
の
統
合
し
た
全
　
　
一

モ
ラ
ル
な
存
在
を
積
極
的
に
主
体
的
に
世
界
の
申
へ
投
入
す
る
・
と
い
う
ふ
う
‘
　
体
の
申
で
正
常
に
存
在
し
得
る
作
家
の
行
為
の
所
産
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

に
考
え
で
い
る
。
と
こ
ろ
が
・
チ
ボ
ー
デ
の
批
評
機
能
は
・
現
実
世
界
か
ら
断
　
　
、
て
、
チ
ボ
ー
デ
は
、
文
学
と
は
内
面
世
界
の
所
産
で
あ
り
、
文
学
作
品
は
作
家

絶
さ
れ
た
世
鼻
に
お
い
て
働
く
の
で
あ
る
・
だ
か
ら
・
彼
の
考
え
る
創
造
の
意
　
　
　
の
私
的
意
識
の
表
示
と
し
て
し
か
価
値
を
も
た
な
い
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

味
は
、
わ
れ
わ
れ
の
考
え
る
意
味
と
違
っ
て
消
極
的
で
あ
り
想
像
的
な
も
の
で
　
　
彼
に
よ
れ
ば
、
世
界
の
唯
一
の
実
体
は
意
識
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
外
的
世
界

あ
る
と
い
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
あ
る
い
は
物
的
フ
ォ
ル
ム
は
二
義
的
、
表
面
的
と
し
て
拒
否
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ω
　
固
⇔
q
げ
臼
ご
勺
゜
b
°
O
刈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
彼
は
物
質
は
本
質
の
サ
ン
ボ
ル
に
す
ぎ
な
い
と
し
、
文
学
に
お
い
て
文
体
ま

　
②
　
H
ヨ
曾
δ
母
゜
。
い
や
N
O
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
党
は
善
一
口
語
は
内
面
の
動
き
の
サ
ン
ボ
ル
に
過
ぎ
な
か
の
で
あ
る
。
彼
が
ボ
ー
ド

　
㈹
　
H
玄
禽
即
μ
O
α
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ー
ル
の
詩
を
一
種
の
「
物
質
主
義
」
（
5
P
鋤
繋
い
層
一
P
一
一
の
b
P
㊦
）
と
規
定
す
る
の
は
、

　
む
　
H
び
こ
・
℃
」
°
。
Φ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
意
識
の
物
質
主
義
」
と
し
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
質
ま
た
は
外
的
形
象

　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
V

　
㈲
　
H
庄
倉
℃
°
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
詩
人
が
詩
を
創
る
と
き
の
方
法
と
し
て
、
意
識
ま
た
は
記
憶
を
物
質
化
し
形

　
㈲
　
H
営
禽
即
め
。
U
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
象
化
す
る
こ
と
に
お
い
て
し
か
意
味
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、



外
的
存
在
は
世
界
の
本
質
を
代
行
す
る
仮
象
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
α
し
か
し
　
　
　
は
こ
の
不
安
を
漠
然
と
感
じ
て
い
た
。
彼
の
、
パ
リ
ュ
ー
ド
」
は
そ
の
イ
ロ
ニ
ッ

わ
れ
わ
れ
は
、
言
語
表
象
が
、
文
学
に
お
い
て
「
物
質
化
」
の
手
段
で
あ
る
だ
　
　
　
ク
な
表
示
で
あ
る
。
彼
は
チ
ボ
ー
デ
と
は
逆
に
懐
疑
的
な
立
場
か
ら
、
進
化
論

け
で
な
く
、
　
「
人
間
ー
世
界
」
の
状
況
に
お
け
る
社
会
的
行
為
で
も
あ
る
、
と
　
　
　
の
学
理
を
簡
単
に
は
信
じ
て
い
な
か
っ
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
末
期
の
沈
帯
し

考
え
る
。
言
語
表
象
は
現
実
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
た
内
面
の
世
界
に
お
い
て
優
　
　
　
た
市
民
生
活
を
見
な
が
ら
、
進
化
へ
の
盲
信
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
あ
る
意
味

れ
た
価
値
を
も
っ
だ
け
で
な
く
、
外
的
世
界
に
お
い
て
も
同
様
に
そ
の
優
れ
た
　
　
　
で
当
然
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
彼
は
「
パ
リ
ュ
ー
ド
」
の
中
で
書
い
て
い
る
。
「
た

機
能
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
そ
れ
は
外
的
世
界
と
内
面
　
　
　
だ
な
す
べ
き
よ
り
良
い
こ
と
が
な
い
か
ら
毎
日
反
復
さ
れ
る
事
物
が
多
く
あ

世
界
の
全
体
の
状
況
に
お
い
て
の
み
存
在
し
う
る
、
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
る
。
そ
こ
に
は
進
歩
も
な
け
れ
ば
維
持
す
ら
も
な
い
。
　
（
…
）
し
か
し
人
は
何

　
チ
ボ
ー
デ
は
外
的
世
界
を
一
っ
の
パ
ノ
ラ
マ
と
し
て
受
け
と
る
。
世
界
の
ま
・
　
も
し
な
い
で
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
（
…
）
そ
れ
は
恰
度
時
間
に
お
い
七
、

た
は
入
間
の
動
き
は
表
面
的
な
風
景
と
し
て
し
か
見
ら
れ
な
い
。
　
「
世
界
の
中
、
　
囚
わ
れ
の
野
獣
や
海
岸
の
潮
が
空
間
に
お
い
て
運
動
し
て
い
る
の
と
、
全
く
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

で
各
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
参
加
す
る
」
。
し
か
し
、
そ
れ
は
恰
度
各
生
物
　
　
　
じ
運
動
な
の
だ
」
。
し
か
し
、
チ
ボ
ー
デ
は
世
界
が
疑
い
も
な
く
進
化
す
る
も

が
動
物
の
世
界
あ
る
い
は
植
物
の
世
界
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
り
を
演
ず
　
　
　
の
と
信
じ
て
い
る
。
彼
は
確
か
に
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
ト
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
オ

る
よ
う
に
、
各
人
が
社
会
の
中
で
そ
の
天
職
に
従
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
　
　
プ
テ
ィ
ミ
ス
ム
は
彼
の
確
乎
た
る
進
化
論
へ
の
信
頼
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

の
で
あ
る
。
各
人
は
そ
の
「
運
命
」
に
従
っ
て
生
き
る
、
あ
る
い
は
生
き
る
こ
　
　
　
　
こ
の
よ
う
に
チ
ボ
ー
デ
の
歴
史
観
は
本
質
的
に
は
一
元
論
的
で
あ
る
。
彼
は
　
　
1
2

と
に
な
る
の
で
あ
る
・
こ
の
よ
う
な
考
え
は
・
一
種
の
決
定
論
に
属
す
る
も
の
－
彼
の
思
想
が
多
元
主
義
だ
と
あ
．
り
ゆ
る
機
会
に
い
っ
て
い
る
・
し
か
し
・
そ
の
一

で
あ
る
。
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
元
主
義
こ
そ
は
彼
の
意
図
に
反
し
て
表
面
的
な
技
術
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い

　
し
か
し
他
方
、
チ
ボ
ー
デ
の
思
想
は
一
種
の
自
然
主
義
で
も
あ
る
。
す
な
わ
　
　
　
の
で
あ
る
。
彼
の
進
化
論
に
対
す
る
信
奉
は
全
く
輩
固
な
も
の
で
あ
り
根
深
い

ち
彼
は
世
界
を
自
然
現
象
と
み
る
の
で
あ
る
。
自
然
現
象
は
自
然
発
生
的
に
進
　
　
　
も
の
で
あ
り
、
か
つ
楽
天
的
な
も
の
で
あ
る
。
彼
は
ブ
リ
ュ
ヌ
チ
ェ
ー
ル
を
餐

化
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
社
会
も
そ
の
一
部
に
属
す
る
、
と
彼
は
考
え
る
。
　
　
　
め
て
㍉
　
「
ブ
リ
ュ
ヌ
チ
ェ
！
ル
は
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
進
化
説
を
今
日
破
滅
し
て

外
的
に
促
え
ら
れ
た
人
間
の
生
活
は
、
社
会
的
メ
カ
ニ
ス
ム
の
中
に
お
い
て
も
　
　
　
い
る
進
化
の
教
理
に
巧
み
に
ひ
っ
掛
け
た
の
で
あ
ゑ
」
と
い
う
。
し
か
し
、
彼

’
さ
ら
に
ま
た
自
然
界
に
お
い
て
も
、
全
体
の
進
化
の
一
部
で
あ
る
。
自
然
は
絶
　
　
　
自
身
も
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
進
化
の
理
論
を
文
学
面
に
適
用
し
た
の
で
は
な
か
っ
た

え
ず
進
化
す
る
。
そ
し
て
地
球
的
自
然
に
包
含
さ
れ
た
社
会
も
ま
た
進
化
す
　
　
　
か
。
そ
れ
は
彼
自
身
の
次
の
言
葉
を
見
て
も
肯
定
で
き
よ
う
。
　
「
全
て
の
哲
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
。
チ
ボ
ー
デ
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
　
　
的
革
命
は
批
評
の
革
命
と
な
っ
た
」
。

何
の
不
安
も
感
じ
な
い
。
別
の
い
い
方
を
す
れ
ば
、
彼
は
こ
の
閥
題
に
関
し
て
　
　
　
チ
ボ
ー
デ
と
同
時
代
の
思
想
家
達
は
だ
い
た
い
彼
と
同
じ
文
学
的
風
土
の
中

問
題
が
生
じ
な
い
よ
う
な
思
想
風
土
の
中
に
住
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
彼
に
は
　
　
　
に
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
思
想
家
達
は
、
創
作
ま
た
は
行
動
に
関
す
る
場
合

未
来
の
像
が
な
い
。
あ
る
い
は
そ
れ
が
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ジ
ッ
ド
　
　
　
に
は
、
現
実
世
界
と
の
彼
ら
個
有
の
積
極
的
関
係
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
と



比
較
す
れ
ば
、
ヂ
ボ
ー
デ
の
創
造
的
批
評
の
立
場
は
弱
い
。
チ
ボ
ー
デ
ば
た
し
　
　
　
　
㈹
　
勺
巴
＆
Φ
゜
。
藁
r
O
達
ρ
（
○
①
竃
N
Φ
゜
。
8
ヨ
℃
蚕
①
゜
。
°
臣
圃
け
O
邑
ぎ
舞
ユ
゜
）

か
に
世
界
と
の
関
係
を
文
学
の
場
に
お
い
て
も
つ
。
し
か
し
そ
れ
は
ア
ク
チ
ュ
　
　
　
　
　
日
o
幹
げ
℃
°
ω
◎
。
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
・

ア
リ
テ
か
ら
断
絶
し
た
も
分
と
彼
が
考
え
た
い
文
学
世
界
で
あ
る
。
彼
が
受
け
　
　
　
　
ω
　
ピ
⇔
℃
ξ
゜
・
一
9
0
α
q
δ
α
o
一
帥
自
一
ユ
ρ
∬
o
い
”
お
b
。

と
っ
た
文
学
的
行
為
は
現
実
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
た
状
況
に
お
い
て
し
か
意
味
　
　
　
　
㈲
　
H
ぼ
禽
即
b
。
お

を
も
た
な
い
の
で
あ
る
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
　
回
ぼ
禽
℃
°
届

　
チ
ボ
ー
デ
の
政
治
思
想
は
中
立
の
立
場
に
あ
る
。
彼
は
全
て
の
政
治
的
党
派
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

を
受
け
入
れ
る
が
、
ど
れ
に
も
属
さ
な
い
。
彼
の
政
治
的
態
度
は
多
元
主
義
の
　
　
　
　
　
　
W
　
結
　
　
び

そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
真
の
多
元
主
義
で
あ
る
の
か
。
彼
は
説
明
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

冒
由
主
華
い
う
も
の
は
多
元
主
蓼
い
う
も
の
で
あ
る
・
政
治
的
自
由
主
　
こ
れ
ま
で
非
常
に
簡
単
に
チ
ギ
デ
の
文
学
批
評
を
吟
味
し
て
、
彼
の
批
評

義
は
一
つ
の
国
家
で
の
多
元
主
義
の
蕪
で
鄭
L
・
た
し
か
に
自
由
主
義
は
　
方
法
を
わ
つ
か
で
は
あ
る
が
明
．
b
か
に
し
て
き
た
。
彼
の
方
法
の
問
題
、
つ
ま

あ
る
意
味
で
多
元
主
義
で
あ
る
・
し
か
し
多
元
主
葉
全
て
の
場
會
里
義
　
り
創
造
的
批
評
の
問
題
は
ま
だ
多
く
の
部
分
未
馨
の
ま
姦
さ
れ
て
い
る
。
・

に
な
る
と
は
限
ら
な
い
・
多
元
嚢
は
二
つ
の
国
家
L
の
申
で
は
畠
主
義
　
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
見
て
き
た
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
チ
ボ
｝
の
一

に
な
り
う
る
で
あ
ろ
兎
か
し
か
し
・
こ
の
多
元
嚢
は
そ
の
極
撃
で
お
し
　
方
法
の
外
郭
に
接
近
し
。
う
と
田
心
う
と
き
、
二
、
三
の
手
が
か
り
を
提
出
す
る
撚

進
め
ら
れ
る
と
・
覆
の
無
政
府
主
義
ー
磐
弱
い
無
政
府
主
義
－
に
な
　
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
曳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
』

る
の
で
は
な
い
か
・
チ
ボ
ー
デ
の
畠
主
養
た
は
多
元
主
義
は
・
甘
く
美
し
　
こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
の
結
び
と
し
て
、
チ
ず
デ
の
方
蒙
わ

い
コ
つ
の
国
家
L
の
中
で
の
み
存
在
し
う
る
も
の
で
あ
ろ
兎
彼
は
・
世
界
れ
わ
れ
に
与
え
る
藻
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
文
学
批
評
の
体
系
は
大
き

が
尋
し
く
勇
気
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
敵
対
党
派
・
対
立
葬
の
共
存
L
に
　
く
そ
の
内
容
は
実
に
曲
豆
か
で
多
様
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
て
い
ど

お
い
て
進
歩
す
る
・
と
考
え
る
が
・
こ
の
種
の
畠
義
は
一
九
西
年
以
後
　
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
に
そ
れ
を
見
た
場
食
チ
ギ
デ
は
二
つ
の
大
き
な
示
撃

あ
る
い
竺
九
三
。
年
以
後
・
も
は
や
非
現
実
的
な
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
・
　
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
い
る
と
田
心
．
つ
。

こ
の
畠
主
養
た
は
多
元
主
義
は
・
進
化
論
が
楽
観
的
に
信
奉
さ
れ
る
時
期
－
禦
か
な
る
文
学
批
評
も
、
そ
の
時
代
の
哲
学
慧
ま
だ
は
歴
史
観
に
よ
っ

1
＋
九
世
紀
末
期
1
に
特
徴
的
な
思
想
で
は
な
か
っ
た
か
・
B
°
ク
ヒ
く
，
　
て
影
響
さ
れ
ず
に
存
在
す
る
こ
と
は
書
な
い
。
全
て
の
批
評
は
、
意
識

テ
に
よ
れ
ば
・
こ
の
思
想
は
遅
く
と
も
一
九
一
八
年
に
は
崩
壊
す
る
こ
と
に
　
　
的
で
あ
ろ
う
と
墾
思
識
的
で
あ
ろ
う
ど
、
世
界
歴
史
の
流
れ
の
申
に
存
在

な
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼
　
　
　
　
す
る
の
で
あ
る
。
批
評
に
お
い
て
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
な
あ
ら
ゆ
る
立
場
を

　
ω
　
『
鋤
Z
O
ξ
Φ
濠
菊
Φ
〈
器
国
霞
⇔
忘
巴
ω
o
w
μ
O
ω
①
＜
o
ピ
ド
”
日
①
　
　
　
　
　
　
　
拒
絶
し
た
ラ
ン
ソ
ン
の
方
法
も
、
科
学
主
義
の
ま
た
は
実
証
主
義
の
大
き

　
⑫
　
ピ
鋤
℃
ξ
ω
一
〇
一
〇
α
q
δ
血
①
♂
自
一
甘
5
自
o
W
り
゜
μ
0
　
　
　
　
　
　
　
7
　
　
　
　
　
　
な
流
れ
の
中
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
チ
ボ
ー
デ
は
ブ
リ
ュ



　
　
ヌ
チ
ェ
ー
ル
の
方
法
を
あ
ま
り
に
も
教
条
的
で
あ
る
と
い
う
が
、
結
果
と

　
　
し
て
は
彼
自
身
の
方
法
も
哲
学
的
で
あ
り
観
念
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
得

　
　
な
か
っ
た
。
文
学
批
評
は
、
こ
れ
を
体
系
的
に
考
え
る
と
き
、
何
ら
か
の

　
　
哲
学
的
構
成
な
く
し
て
は
存
在
し
え
な
い
。
そ
れ
は
ド
グ
マ
チ
ス
ム
が
批

　
　
評
に
お
い
て
許
さ
れ
て
良
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
歴
史
的
現
実

　
　
と
の
関
係
に
お
い
て
文
学
批
評
が
そ
の
主
体
性
を
持
つ
こ
と
な
く
し
て
は

　
　
存
続
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
②
文
学
批
評
は
も
し
作
家
の
意
識
現
象
の
分
析
に
無
関
心
で
あ
る
な
ら
ば
、

　
　
そ
れ
は
無
意
味
で
あ
る
。
作
家
は
社
会
的
現
実
の
申
に
存
在
す
る
も
の
で

　
　
あ
る
だ
け
で
な
く
、
意
識
現
象
を
文
学
面
に
投
入
す
る
も
の
で
も
あ
る
か

　
　
ら
で
あ
る
。
文
学
作
品
は
あ
る
意
味
で
、
文
学
的
存
在
の
意
識
の
表
示
で

　
　
あ
る
。
チ
ボ
ー
デ
は
そ
の
批
評
作
業
に
お
い
て
実
に
立
派
な
例
を
わ
れ
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
れ
に
与
え
る
。
文
学
批
評
に
お
け
る
意
識
現
象
の
側
は
、
科
学
主
義
の
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
法
が
お
ろ
そ
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
意
識
現
象
の
重
要
性
の
発
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
一

　
　
見
は
チ
ボ
ー
デ
の
功
績
で
あ
る
。
こ
の
意
識
現
象
の
問
題
が
文
学
に
お
い

　
　
て
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
る
な
ら
ば
、
文
学
は
。
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
以
外
の
も
の
に

　
　
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
チ
ボ
ー
デ
の
教
訓
は
現
在
に
も
通
用
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
の
創
造
的
批

評
以
後
、
文
学
批
評
の
ジ
ャ
ン
ル
は
非
常
に
進
ん
で
き
て
い
る
が
、
後
の
批
評

方
法
も
何
ら
か
の
形
で
、
彼
の
方
法
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。
そ
れ
が
た
と
え
部
分
的
な
実
践
面
で
完
全
に
過
去
の
も
の
と
な
っ

た
と
し
て
も
、
過
去
の
方
法
を
過
去
の
も
の
と
し
て
考
え
る
場
合
に
も
記
念
碑

的
に
そ
の
方
法
は
歴
史
の
中
で
残
る
の
で
あ
る
。


