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一
、

、

本
書
は

カ
ル
テ
ジ
ア
ン
で
あ
る
著
者
が

二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
に
か
け
て
発

表
し
た
七
編
の
論
文
に
、
新
た
に
一
編
の
書

き
下
ろ
し
の
論
考
を
加
え
て
、
自
ら
の
思
索

。

、

の
成
果
を
世
に
問
う
た
も
の
で
あ
る

尤
も

デ
カ
ル
ト
研
究
論
文
集
と
い
っ
た
も
の
で
は

な
く
、
長
年
の
哲
学
・
倫
理
学
の
研
究
お
よ

び
教
育
の
経
験
を
土
台
に
、
現
代
の
諸
問
題

に
踏
み
込
ん
で
考
察
し
た
論
考
を
中
心
に
編

集
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
問
題
に
取
り
組

む
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
は
「
ま
え
が
き
」
に

説
明
さ
れ
て
い
て
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
や

オ
ウ
ム
事
件
の
よ
う
な
出
来
事
を
き
っ
か
け

に
、
そ
れ
ま
で
「
大
学
で
倫
理
学
を
講
じ
、

専
門
と
し
て
旗
揚
げ
し
て
い
る
デ
カ
ル
ト
哲

学
の
研
究
に
勤
し
ん
で
い
れ
ば
済
む
も
の
と

思
っ
て
い
た
」
自
ら
の
あ
り
方
に
疑
い
の
目

を
向
け
、
デ
カ
ル
ト
の
「
懐
疑
の
精
神
」
を

蔑
ろ
に
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
と
記
さ

れ
て
い
る

。

(p.1)

確
か
に
、
評
者
も
含
め
て
、
現
代
の
よ
う

に
様
々
な
問
題
が
露
呈
し
て
き
て
い
る
時
代

に
哲
学
を
研
究
し
て
い
る
者
は
、
種
々
多
様

な
問
題
群
が
〈
哲
学
は
こ
う
し
た
問
題
に
ど

う
答
え
る
の
か
〉
と
問
い
か
け
て
く
る
声
を

意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
脳
死
や
延
命
治
療

な
ど
の
問
題
で
あ
れ
、

地
球
環
境
問
題
で
あ

れ

〈
人
間
を
ど
う
捉
え
る
か

〈
人
間
は
ど

、

〉
、

う
あ
る
べ
き
か
〉
の
問
い
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
著
者
は
そ
れ
ら
の
問
題
を
大
上
段

か
ら
論
じ
る
の
で
も
な
く
、
諸
外
国
の
先
行

研
究
を
丁
寧
に
分
析
し
て
自
ら
の
見
解
を
加

え
る
と
い
う
通
常
の
学
術
論
文
形
式
に
則
る

方
法
も
採
ら
な
い
。
著
者
の
謙
虚
さ
が
前
者

の
方
法
を
採
ら
せ
な
い
の
だ
ろ
う
し
、
主
体

的
思
索
を
重
ん
じ
る
姿
勢
が
、
後
者
の
方
法

が
や
や
も
す
る
と
陥
り
が
ち
な
ひ
と
ご
と
で
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あ
る
か
の
よ
う
な
冷
た
さ
を
拒
む
の
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
も
っ
と
地

に
足
の
つ
い
た
方
法
と
い
う
か
、
自
ら
の
経

験
し
て
き
た
こ
と
を
も
と
に
自
ら
の
言
葉
で

考
え
、
更
に
そ
れ
を
学
生
と
共
に
考
え
て
い

こ
う
と
い
う
道
を
選
ん
で
い
る
。

評
者
の
考
え
で
は
、
哲
学
研
究
者
は

〈
現

、

代
に
お
い
て
哲
学
は
何
を
な
し
う
る
の
か
〉

と
い
う
問
い
に
並
ん
で
、
も
う
一
つ
の
問
い

を
常
に
自
問
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
れ
は

〈
哲
学
は
い
か
に
教
育
さ
れ
る

、

〉

、

べ
き
か

と
い
う
古
く
か
ら
の
問
い
で
あ
り

、

自
ら
に
引
き
つ
け
て
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば

〈
哲
学
教
師
と
し
て
自
ら
は
受
講
学
生
に
何

〉

。

を
提
供
で
き
る
の
か

と
い
う
問
い
に
な
る

著
者
は
、
高
知
大
学
に
お
け
る
哲
学
専
修
制

度
の
廃
止
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
哲
学
を

専
門
的
に
学
ぶ
学
生
を
対
象
に
す
る
教
育
か

ら
、
他
の
学
問
を
専
攻
す
る
学
生
を
も
対
象

に
す
る
よ
う
に
な
り

「
従
来
の
よ
う
に
、
プ

、

ラ
ト
ー
ン
や
カ
ン
ト
な
ど
の
哲
学
者
の
倫
理

説
を
紹
介
・
検
討
す
る
だ
け
で
は
済
ま
な
く

」

、「

」
、

な
っ
た

経
緯
を
紹
介
し
て

い
じ
め
問
題

「
地
球
環
境
問
題

「
生
命
倫
理
」
な
ど
の

」
、

今
日
的
テ
ー
マ
を
、
学
生
全
員
で
討
議
す
る

か
た
ち
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
と
書
い
て
い

る
（

。
こ
の
経
緯
が
著
者
に
現

p.189-190

）

代
の
諸
問
題
を
取
り
組
ま
せ
る
直
接
的
な
契

機
に
な
っ
た
と
窺
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
か

つ
て
の
教
養
教
育
・
一
般
教
育
に
お
い
て
哲

学
教
育
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
の
問
題
で
あ

り
、
現
在
で
も
私
学
の
教
員
は
も
と
よ
り
国

立
大
学
の
教
員
も
改
組
そ
の
他
の
事
情
も
あ

っ
て
哲
学
専
攻
で
は
な
い
学
生
へ
の
授
業
を

い
か
に
組
み
立
て
る
か
に
頭
を
悩
ま
せ
続
け

て
い
る
人
は
多
い
だ
ろ
う
。
本
書
は
、
こ
の

問
題
に
対
す
る
著
者
の
具
体
的
な
実
践
報
告

に
も
な
っ
て
い
て
、
そ
の
点
で
も
哲
学
研
究

者
に
は
大
い
に
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

も
と
よ
り
本
書
は
、
単
に
哲
学
研
究
者
へ

の
書
物
で
は
な
く
、
よ
り
広
く
一
般
に
読
ま

れ
る
こ
と
を
念
頭
に
纏
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
引
用
な
ど
も
学
術
書
に
留
ま

る
こ
と
な
く
、
実
に
広
範
な
分
野
か
ら
引
か

れ
て
い
て
、
そ
の
多
彩
さ
か
ら
も
著
者
の
読

書
範
囲
の
広
さ
、
即
ち
問
題
関
心
の
広
さ
が

垣
間
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
蓄
積
と
、
主

に
デ
カ
ル
ト
研
究
で
培
っ
た
思
索
を
基
礎
に

置
き
な
が
ら
も
、
そ
の
枠
か
ら
一
歩
踏
み
出

て
、
哲
学
や
哲
学
教
育
、
更
に
現
代
の
諸
問

題
に
つ
い
て
自
前
の
言
葉
で
の
発
言
を
試
み

た
書
物
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

二

さ
て
、
本
書
は

「
現
代
の
問
題
を
考
え
る

、

と
き
、
学
ぶ
こ
と
と
生
き
る
こ
と
が
わ
た
し

の
思
索
の
収
斂
す
る
方
向
で
あ
る
」

と

(p.2)

言
う
著
者
の
考
え
に
基
づ
い
て
、
第
一
部
は

「
学
ぶ
こ
と
を
め
ぐ
る
思
索
」
を
集
め
た
四

編
で
、
第
二
部
は
「
生
き
る
こ
と
を
め
ぐ
る

思
索
」
を
集
め
た
四
編
で
そ
れ
ぞ
れ
構
成
さ

れ
て
い
る
。

第
一
部
『
学
ぶ
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
』
は
、

原
論
文
の
表
題
か
副
題
の
い
ず
れ
か
に
「
生
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涯
学
習
」
と
い
う
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
が
示
す
よ
う
に
、
平
成
一
二
年
度
か
ら
の

二
年
間
、
著
者
が
高
知
大
学
の
「
生
涯
学
習

教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
」
に
在
籍
し
て
い
た
頃

の
論
考
か
ら
な
っ
て
い
る
。
生
涯
学
習
に

も
重
要
な
要
素
は
「
学
習
者
の
主
体
性
」
で

（

）
、

、

あ
る
と
論
じ
ら
れ

第
一
章

そ
の
こ
と
を

「
学
ぶ
達
人
で
も
あ
っ
た
」
デ
カ
ル
ト
の
生

涯
を
辿
る
こ
と
で
確
認
し
（
第
二
章

、
生
涯

）

学
習
を
世
代
間
相
互
学
習
の
機
会
の
構
築
と

し
て
構
想
し
（
第
三
章

、
大
学
の
公
開
講
座

）

「

」

は
そ
う
し
た

人
々
の
知
へ
の
架
橋
の
試
み

に
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
（
第
四
章

、
と
い

）

う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
生
涯
学
習

が
共
通
す
る
テ
ー
マ
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ

に
絡
め
て
考
察
さ
れ
て
い
る
の
は
、
知
の
あ

り
方
の
問
題
で
あ
り
、
哲
学
・
学
問
・
大
学

の
あ
り
方
の
問
題
で
あ
り
、
ま
た
高
齢
社
会

の
問
題
で
も
あ
る
。

そ
し
て
、
第
二
部
『
生
き
る
こ
と
を
め
ぐ

っ
て
』
は
、
著
者
が
主
に
担
当
し
て
い
る
倫

理
学
の
講
義
に
お
け
る
新
た
な
方
法
の
模
索

を
紹
介
し
（
第
五
章

、
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら

）

れ
た
生
命
倫
理
に
関
わ
る
考
察
（
第
六
章
）

や
、
環
境
問
題
に
関
す
る
論
考
（
第
七
章
）

を
挟
ん
で
、

後
に

「
劇
場
型
」
と
名
づ
け

、

ら
れ
る
講
義
方
法
の
実
践
を
詳
述
し
つ
つ
、

著
者
が
「
社
会
問
題
と
考
え
ら
れ
る
対
象
に

共
通
す
る
も
の
」
と
し
て
見
出
し
た
「
居
場

所
」
問
題
を
指
摘
す
る
書
き
下
ろ
し
の
論
考

第
八
章
）
を
加
え
て
い
る
。

（

、

以
下
に
各
々
の
論
考
を
概
観
し
て
ゆ
く
が

ま
ず
生
涯
学
習
に
絡
ま
せ
た
第
一
部
の
考
察

を
見
て
、
次
に

「
倫
理
学
は
教
え
ら
れ
る
の

、

か
」
と
い
う
問
い
へ
の
模
索
で
あ
る
「
実
験

講
義
」
に
関
わ
る
第
五
章
、
第
八
章
を
取
り

上
げ
、

後
に
、
現
代
の
諸
問
題
に
対
す
る

著
者
の
考
え
が
表
明
さ
れ
て
い
る
第
七
章
、

第
六
章
の
順
に
吟
味
す
る
。

三
、

『

』

著
者
は

ま
ず
第
一
章

跳
ぶ
前
に
見
よ

で
、
生
涯
学
習
に
お
け
る
「
学
び
」
が

「
実

、

用
本
位
の
能
力
向
上
を
図
る
た
め
の
も
の
」

で
あ
っ
た
り
「
趣
味
や
教
養
の
洗
練
を
図
る

た
め
の
も
の
」
で
あ
っ
た
り
し
て
も
、
そ
の

動
機
が
暇
潰
し
や
知
的
装
飾
な
ど
な
ら
ば
、

「
就
職
準
備
の
た
め
に
だ
け
大
学
に
籍
を
置

く
よ
う
な
一
部
の
学
生
と
変
わ
ら
な
い
」
と

し
て
、
学
ぶ
こ
と
・
知
る
こ
と
が
「
自
余
の

目
的
を
一
切
捨
象
し
た
純
粋
な
勉
学
意
欲
に

支
え
ら
れ
た
知
の
形
成
を
図
る
も
の
」
で
あ

る
と
き
、
そ
の
営
み
は
内
発
的
な
動
機
に
支

え
ら
れ
た
「
主
体
性
」
に
基
づ
く
学
習
に
な

る
と
し
、
そ
う
し
た
知
の
あ
り
方
を
哲
学
に

お
け
る
知
に
探
ろ
う
と
す
る

。
客
観

(p.20)

性
を
重
ん
じ
る
科
学
と
対
比
し
な
が
ら
、
ま

た
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
の
人
間
性

の
探
究
に
そ
の
端
的
な
例
を
見
な
が
ら
、
或

い
は
、
孔
子
や
老
子
、
更
に
は
禅
僧
の
逸
話

を
引
き
な
が
ら
、
主
体
的
な
知
と
は
い
か
な

る
も
の
な
の
か
が
示
さ
れ
る
。

こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
知
の
あ
り
方
や

学
び
の
あ
り
方
に
異
論
が
あ
る
わ
け
で
は
な
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い
。
哲
学
が
そ
の
根
本
に
「
驚
き
」
を
持
つ

こ
と
も
、
著
者
が
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
引
い
て

「
本
来
、
学
は
知
る
こ
と
を
楽
し
む
た
め
に

あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
ま

ま
同
意
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
。
著
者
が

「
主

、

体
性
の
裏
面
」
と
し
て
「
自
惚
れ
」
に
陥
る

、「
〈

〉
、

危
険
性
を
忘
れ
ず

自
惚
れ
か
ら
自
覚
へ

こ
れ
こ
そ
が
哲
学
の
道
で
あ
る
」
と
し
て
い

る

(

の
に
も
共
感
を
覚
え
る
。
た

p.52-53)

だ
、
評
者
に
気
に
な
っ
た
の
は
、
哲
学
の
み

が
そ
の
よ
う
な
知
の
あ
り
方
を
し
て
い
る
の

で
は
必
ず
し
も
な
い
点
で
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー

ド
・
ド
ー
キ
ン
ス
が
『
虹
の
解
体
』
で
力
説

し
て
い
る
よ
う
に
、
科
学
も
ま
た
セ
ン
ス
・

オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
を
原
動
力
に
し

「
知
る
こ

、

と
の
楽
し
み
」
を
大
規
模
に
展
開
し
て
き
た

の
で
あ
っ
て
、
哲
学
が
自
己
を
省
み
、
自
己

の
あ
り
方
・
生
き
方
を
問
い
、
し
か
も
自
ら

考
え
る
点
で
、
確
か
に
科
学
と
は
異
な
る
様

相
を
持
つ
こ
と
も
、
そ
う
し
た
知
の
あ
り
方

の
重
要
性
も
共
有
し
う
る
け
れ
ど
も
、
そ
う

し
た
主
体
的
な
知
の
あ
り
方
に
特
権
性
を
与

え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う

の
が
評
者
の
見
解
で
あ
る
。

第
二
章
『
旅
人
デ
カ
ル
ト
』
は

「
生
涯
一

、

学
徒
」
で
あ
っ
た
デ
カ
ル
ト
の
生
き
方
か
ら

生
涯
学
習
の
ヒ
ン
ト
を
得
よ
う
と
し
た
試
み

で
あ
る
が
、
同
時
に
デ
カ
ル
ト
の
学
問
観
を

論
じ
つ
つ
、
著
者
自
身
の
学
問
観
が
表
明
さ

れ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
の
「
飽
く
な
き
探
求

心
」

「
批
判
精
神
」

、
ま

(p.66)
(p.73-74)

、

(p.75)

た
「
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る
」
姿
勢

な
ど
を
も
っ
て
、
彼
が
当
時
の
学
問
に
ど
う

対
し
た
か
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て

「
学
問
の

、

専
門
化
の
弊
を
防
ぐ
た
め
の
処
方
箋
の
役
割

を
生
涯
学
習
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
」

と
い
う
指
摘
は
与
し
う
る
。
現
在
の

(p.86)

生
涯
学
習
の
あ
り
方
を
思
う
と
甚
だ
心
細
い

に
は
し
て
も

「
社
会
を
変
え
て
ゆ
く
力
を
も

、

っ
て
い
る
の
は
各
人
の
心
の
中
に
あ
る
さ
ま

ざ
ま
な
思
い
で
あ
る
」

と
い
う
考
え

(p.122)

を
共
有
す
る
評
者
に
は

「
そ
の
専
門
領
域
に

、

お
い
て
研
究
の
暴
走
が
起
き
た
場
合

、
そ
の

」

暴
走
を
抑
止
す
る
の
は

終
的
に
は
社
会
の

、

構
成
員
た
る
各
人
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
し

で
あ
れ
ば
、
広
義
の
生
涯
学
習
に
期
さ
ざ
る

を
得
な
い
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
哲
学
を
「
一
本
の
木
」
に
喩
え
る

有
名
な
文
章
を
引
い
て
、
互
い
の
学
が
有
機

的
依
存
関
係
で
成
り
立
つ
よ
う
な
あ
り
方
を

構
想
し
た
デ
カ
ル
ト
の
学
問
観
に
比
し

「
今

、

日
の
よ
う
に
、
学
問
が
専
門
分
化
し
、
隣
接

領
域
の
こ
と
さ
え
よ
く
分
か
ら
な
い
と
い
っ

た
状
況
は
、
学
に
と
っ
て
不
健
全
で
あ
る
」

と
い
う
著
者
は

「
デ
カ
ル
ト
が
目
指

(p.85)

、

し
た
学
問
の
理
念
（
学
問
は
一
本
の
樹
木
の

ご
と
く
有
機
的
に
統
合
さ
れ
て
い
る
）
と
大

き
く
隔
た
っ
て
」
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
き

、
そ
の
原
因
を
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

(p.88-89)

ト
学
派
を
引
い
て

「
理
性
の
自
律
」
が
デ
カ

、

ル
ト
以
後

「
理
性
礼
賛
の
立
場
」
に
な
り
、

、

や
が
て
理
性
の
自
律
を
抛
擲
し
て
し
ま
っ
て

「
理
性
の

弱
化
」
に
至
っ
た
か
ら
だ
と
見

羸
。

、

て
い
る

こ
の
点
に
は
若
干
の
疑
義
が
あ
り

評
者
に
は
、
む
し
ろ
近
代
か
ら
現
代
へ
の
諸

学
問
の
展
開
は
、
デ
カ
ル
ト
の
構
想
を
そ
の
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ま
ま
実
現
し
て
い
っ
た
過
程
そ
の
も
の
と
さ

え
映
る
。
確
か
に
、
幹
で
あ
る
自
然
学
が
巨

大
化
し
、
多
く
の
枝
を
つ
け
て
い
っ
た
の
に

対
し
て
、
根
と
な
る
形
而
上
学
を
充
分
に
育

て
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
こ
の
木
が
危
う

。

く
な
っ
て
い
る
事
態
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い

形
而
上
学
は
と
も
か
く
、
こ
の
木
全
体
が
哲

学
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
全
体

の
バ
ラ
ン
ス
（
著
者
の
言
葉
で
は
「
互
い
の

学
の
有
機
的
依
存
関
係
」
に
な
ろ
う
）
を
調

、

整
す
る
の
も
哲
学
の
課
題
で
あ
っ
た
は
ず
で

現
代
の
学
の
危
う
さ
は
取
り
も
直
さ
ず
哲
学

者
た
ち
に
責
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
と
さ

え
思
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
第
六
章
で

も
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
後
述
す
る
。

第
三
章
『
耳
順
を
越
え
て
』
は
、
表
題
の

示
す
よ
う
に

「
老
い
」
に
関
す
る
論
考
で
あ

、

り

「
高
齢
（
化
）
社
会
」
に
対
す
る
取
り
組

、
み
で
あ
る
。
こ
の
「
問
題
の
深
刻
さ
と
普
遍

性
と
に
鑑
み
、
重
い
腰
を
上
げ
た
次
第
で
あ

る
」

と
書
か
れ
て
い
る
。
平
成
一
二

(p.102)

年
度
前
期
に
学
生
と
共
に
検
討
し
た
旨
も
記

さ
れ
て
い
る
が
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
か
ら
孔

子
、
荘
子
の
言
説
を
引
き
、
ま
た
種
々
の
文

学
作
品
も
参
考
に
、
老
い
が
洋
の
東
西
に
お

い
て
、
以
前
と
現
在
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に

捉
え
ら
れ
て
き
た
か
を
幅
広
く
見
た
上
で
、

定
年
で
線
を
引
く
代
わ
り
に

「
予
備
役
」
と

、

い
う
概
念
を
導
入
す
る
の
は
ど
う
か
と
提
言

し
て
い
る

。
評
者
も
ま
た
、

(p.115-116)

少
子
高
齢
化
と
い
う
事
態
に
対
し
て
、
徒
に

多
産
を
奨
励
す
る
声
に
は
辟
易
し
、
や
が
て

高
齢
者
の
労
働
力
も
組
み
込
む
方
向
に
な
る

、

の
は
必
然
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
一
人
だ
が

、「

」

、

そ
れ
を

現
役

も
元
は
軍
事
用
語
で
あ
り

こ
の
対
義
語
は
元
来
「
予
備
役

「
退
役
」

」
、

だ
っ
た
と
指
摘
し
て
、
徳
富
蘆
花
の
『
不
如

帰
』
を
例
に
と
っ
て
主
張
し
て
い
る
あ
た
り

は
、
著
者
の
多
彩
な
読
書
歴
か
ら
発
想
さ
れ

る
自
由
な
思
索
の
あ
り
方
が
窺
え
る
思
い
が

し
た
。

こ
の
章
で
は
、
高
齢
者
が
種
々
の
講
座
を

楽
し
み
な
が
ら
学
ん
で
い
る
清
水
市
の
清
見

潟
大
学
塾
の
例
も
紹
介
さ
れ
て
い
て
、
高
齢

者
が
学
ぶ
心
を
持
ち
続
け
る
こ
と
の
効
用
と

共
に
、
生
涯
学
習
が
「
世
代
間
相
互
学
習
」

の
世
界
を
開
い
て
ゆ
く
可
能
性
に
も
言
及
さ

、「
〈

〉

〈

〉

、

れ

老
い
る

こ
と
は

悪

で
あ
っ
て

嘲
弄
や
隠
蔽
や
遺
棄
の
対
象
に
し
か
な
ら
な

い
か
の
ご
と
く
」

で
あ
る
現
在
の
風

(p.110)

潮
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
見
よ
う
と
し
て
い

る
。第

四
章
『
知
へ
の
架
橋
』
で
は
、
大
学
人

と
し
て
の
著
者
が
、
社
会
に
お
け
る
大
学
の

意
義
を
再
点
検
し
つ
つ
、
公
開
講
座
が
果
た

。

す
役
割
に
つ
い
て
熱
く
語
っ
た
論
考
で
あ
る

「

、

大
学
が

研
究
と
教
育
の
二
本
柱
だ
け
で
は

立
ち
行
か
な
く
な
っ
て
い
る
」

現
状

(p.143)

に
お
い
て
、
三
本
目
の
柱
と
な
る
べ
き
「
大

学
開
放
」
の

前
線
の
一
つ
に
位
置
す
る
の

が
公
開
講
座
だ
と
主
張
さ
れ
る
。
著
者
は
、

臓
器
移
植
法
を
例
に
、
現
代
社
会
で
は

「
一

、

、

、

人
一
人
が
情
報
を
獲
得
し

知
識
を
殖
や
し

知
恵
を
付
け
る
こ
と
は
、
す
で
に
義
務
の
領

域
に
達
し
て
い
る
」

と
言
い
、
そ
の

(p.176)

た
め
に
は
、
産
学
協
同
な
ど
の
大
学
開
放
よ
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り

「
大
学
が
所
有
し
て
い
る
知
的
財
産
を
大

、

」

、

学
外
の
人
々
に
伝
え
広
め
る
こ
と

(p.161)

ま
た
そ
れ
を
通
し
て
「
各
人
が
自
分
で
よ
き

、

判
断
を
下
せ
る
よ
う
に
そ
の
材
料
を
提
供
し

終
的
に
は
国
民
の
精
神
を
鍛
え
る
」

と
い
う
「
啓
蒙
」
こ
そ
が
重
要
で
あ

(p.163)

っ
て
、
そ
の
課
題
を
担
う
の
が
公
開
講
座
で

あ
る
は
ず
だ
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
公
開
講
座
が
、
大
学
の
広
報
活

、

動
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
り

教
員
の
ノ
ル
マ
程
度
に
し
か
考
え
ら
れ
て
い

な
い
現
状
を
指
摘
し
て
、
そ
の
長
期
低
迷
ぶ

り
を
嘆
く
。

確
か
に
、
著
者
の
主
張
は
正
論
で
あ
り
、

担
当
教
員
も

奉
仕
活
動

で
は
な
く
て

本

「
〈

〉

〈

務
〉
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
」
を
持
つ
べ
き

で
あ
る
と
い
う
の
も
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し

か
し
、
著
者
が
熟
知
し
、
従
っ
て
本
章
で
指

摘
さ
れ
て
も
い
る
公
開
講
座
の
現
状
は
、
著

者
が
期
待
す
る
よ
う
な
状
態
か
ら
は
ほ
ど
遠

い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
第
一
章
で
論

考
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
内
発
的
な
動
機
を

も
っ
て
主
体
的
な
知
を
求
め
よ
う
と
す
る
受

講
生
は
、
公
開
講
座
で
あ
れ
、
大
学
生
で
あ

れ
、
ど
の
程
度
い
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
と
い

う
思
い
と
重
な
る
も
の
で
も
あ
る
。
大
学
で

は
私
語
の
多
さ
や
学
力
低
下
が
論
じ
ら
れ
、

不
本
意
就
学
生
へ
の
対
応
に
悩
ま
さ
れ
て
い

る
現
実
を
前
に
、
そ
う
あ
る
と
い
い
な
、
そ

う
な
り
ゆ
く
と
い
い
な
、
と
い
う
思
い
も
ま

た
付
随
せ
ざ
る
を
得
な
い
現
状
に
あ
る
。

と
は
言
え
、
著
者
の
思
い
は
理
想
論
に
す

ぎ
な
い
と
し
て
、
現
実
論
を
対
置
す
る
気
は

評
者
に
は
毛
頭
な
い
。
企
業
等
の
世
界
は
い

ざ
知
ら
ず
、
教
育
の
場
で
は
ど
こ
ま
で
も
正

論
を
主
張
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
許
さ
れ

る
数
少
な
い
場
で
も
あ
ろ
う
と
考
え
る
評
者

も
ま
た
、
著
者
の
思
い
の
多
く
を
共
有
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
教
育

の
場
が
現
実
に
屈
す
る
な
ら
、
ど
こ
に
正
論

が
あ
り
う
る
の
か
、
ま
た
教
育
者
が
理
想
を

見
失
っ
た
ら
、
そ
の
教
え
を
受
け
る
若
者
は

益
々
現
実
に
立
ち
向
か
う
気
力
を
失
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
と
評
者
は
考
え
る
。
無
論
、

理
想
が
空
回
り
す
る
の
は
困
る
し
、
学
生
に

届
く
言
葉
を
い
か
に
組
み
立
て
る
か
は
大
き

な
課
題
で
あ
り
続
け
る
が･

･
･

。

著
者
が
在
籍
す
る
国
立
大
学
は
、
学
生
数

な
ど
か
ら
い
っ
て
も
、
私
学
ほ
ど
で
は
な
い

だ
ろ
う
が
、
現
代
の
若
者
を
対
象
に
し
て
い

る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
う
し
た
現
代

の
学
生
へ
著
者
は
い
か
に
倫
理
学
を
講
じ
よ

う
と
し
た
の
か
、
そ
の
工
夫
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
第
二
部
に
移
ろ
う
。

四

第
五
章
『
種
蒔
き
人
の
思
惑
』
は
、
主
に

倫
理
学
を
担
当
し
て
い
る
著
者
が

「
思
想
史

、

的
な
観
点
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
倫
理
説
の
紹

介
や
検
討
、
基
本
的
な
倫
理
問
題
（
愛
、
幸

福
な
ど
）
の
吟
味
、
あ
る
い
は
著
名
な
倫
理

学
書
の
講
読
」

を
実
施
し
て
き
た
赴

(p.189)

任
以
来
の
七
年
間
の
講
義
を
、
前
述
し
た
哲

学
専
修
制
度
の
廃
止
を
機
に
新
た
な
講
義
形
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態
へ
と
模
索
し
た
実
践
報
告
で
あ
る

「
実
験

。

講
義
」
と
称
さ
れ
る
そ
の
講
義
は
、
倫
理
的

問
題
を
含
ん
で
い
る
映
画
を
見
せ
て
、
そ
の

内
容
を
討
議
し
、
戦
後
日
本
の
倫
理
観
の
変

遷
を
学
生
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
方
式
は
幾
つ
か
あ
り
う

る
か
ら
、
目
新
し
さ
は
感
じ
ら
れ
な
い
か
も

知
れ
な
い
。
だ
が
、
本
章
で
は
、
講
義
計
画

の
概
要
か
ら
、
学
生
へ
配
布
す
る
レ
ジ
ュ
メ

、

「

」

も
示
さ
れ

学
生
に

自
分
で
考
え
る
こ
と

の
大
切
さ
を
伝
え
る
た
め
に
、
学
生
を
「
思

索
」
へ
誘
う
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
試
み
が

な
さ
れ
た
か
の
具
体
的
な
報
告
と
な
っ
て
い

る
。
更
に
、
Ａ
Ｖ
機
器
の
使
用
は
既
に
大
学

で
は
当
た
り
前
の
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
現

状
に
あ
っ
て
も
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

の
講
義
を
範
に

「
講
義
ノ
ー
ト
が
あ
ら
か
じ

、

め
あ
る
の
で
は
な
く

「
ラ
イ
ブ
や
ア
ド
リ

」
、

ブ
の
要
素
を
採
り
入
れ
て
」

進
め
よ

(p.192)

う
と
す
る
試
み
と
、
そ
う
し
た
方
法
で
は
何

を
ど
の
よ
う
に
注
意
す
べ
き
か
の
指
摘
は
一

つ
の
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

哲
学
の
講
義
に
ビ
デ
オ
を
使
っ
た
り
パ
ワ

ー
ポ
イ
ン
ト
を
使
っ
て
も
な
ぁ
と
思
っ
て
き

た
評
者
は
、
倫
理
学
で
は
そ
う
し
た
方
式
も

可
能
だ
ろ
う
け
ど･

･
･

と
思
い
つ
つ
も

「

大

、
〈

学
の
講
義
は
つ
ま
ら
な
い
〉
と
言
わ
れ
て
か

ら
久
し
い
が
、
創
意
工
夫
次
第
で
十
分
に
興

味
深
い
も
の
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
い
う
著
書
の
考
え
に
は
賛
成
な
の

(p.199)

で
、
併
せ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
の

哲
学
教
育
の
あ
り
方
を
含
め
て
、
考
え
さ
せ

ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

第
八
章
『
居
場
所
考
』
は
、
こ
の
第
五
章

の
姉
妹
編
と
し
て
書
か
れ
、
同
じ
く
著
者
の

、

実
験
講
義
の
報
告
を
主
と
す
る
も
の
な
の
で

先
に
見
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い

る
講
義
方
法
は
、
映
画
の
よ
う
な
素
材
を
使

わ
ず
、
ラ
イ
ブ
や
ア
ド
リ
ブ
の
要
素
だ
け
で

行
う
一
歩
進
ん
だ
方
式
で
あ
る
。
著
者
は
そ

れ
を

劇
場
型

ス
タ
イ
ル
と
名
付
け
て

教

「

」

、「

室
が
一
つ
の
劇
場
と
な
っ
て
、
講
義
の
参
加

者
が
、
と
き
に
は
観
劇
者
、
と
き
に
は
出
演

者
と
い
う
具
合
に
、
必
要
に
応
じ
て
次
々
と

役
割
を
入
れ
替
え
て
ゆ
く
よ
う
な
講
義
」

と
説
明
し
、
講
師
の
役
回
り
を
「
演

(p.312)

出
家
」
と
規
定
す
る
。
著
者
は
、
何
年
か
に

亘
っ
て
学
生
た
ち
と
社
会
問
題
を
考
察
し
て

ゆ
く
中
で

「
社
会
問
題
と
考
え
ら
れ
る
対
象

、

に
共
通
す
る
も
の
」
と
し
て
考
え
る
に
至
っ

た
「
居
場
所
」
と
い
う
問
題
を
学
生
に
提
示

し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
受
講
生
に
問
う
と
こ

ろ
か
ら
始
め
て
、
現
代
の
若
者
に
は
「
私
的

な
空
間
」
の
イ
メ
ー
ジ
し
か
な
く

「
居
場
所

、

の
公
的
な
意
味
は
消
失
し
て
い
る
」
こ
と
に

気
づ
く
。
そ
こ
か
ら

「
居
場
所
を
制
限
（
限

、

定
）
さ
れ
て
い
る
人
々
」
に
つ
い
て
、
具
体

的
指
示
を
与
え
て
学
生
た
ち
に
調
査
さ
せ
、

そ
れ
を
討
議
し
て
ゆ
く
と
い
う
方
法
を
と
り

、
そ
こ
か
ら
見
え
て
き
た
も
の

(p.323-325)

を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
高
齢
者
の
居

場
所
で
あ
っ
た
り
、
子
ど
も
の
居
場
所
で
あ

っ
た
り
、
或
い
は
病
者
の
、
受
刑
者
の
、
ホ

ー
ム
レ
ス
の
、
在
日
外
国
人
の
、
リ
ス
ト
ラ

さ
れ
た
人
々
の･

･
･

そ
れ
で
あ
っ
た
り
し
、
ひ

き
こ
も
り
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
で
あ
っ
た
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り
も
す
る
。
著
者
は
、
そ
う
し
た
考
察
を
踏

ま
え
て
、
フ
ー
コ
ー
を
引
き
つ
つ

「
監
視
に

、

、

代
表
さ
れ
る
人
を
信
用
し
な
い
シ
ス
テ
ム
は

人
の
心
を
根
本
か
ら
腐
ら
せ
る
こ
と
に
つ
な

が
り
」

「
行
為
の
規
範
を
定
め
、

(p.339)
、

、

そ
の
違
反
者
を
見
付
け
出
す
た
め
の
監
視
が

人
の
居
場
所
を
不
安
定
に
さ
せ
る
契
機
に
な

っ
て
い
る
」

と
考
え
る
に
至
る
。

(p.340)

尤
も
、
安
直
に
そ
う
結
論
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
監
視
や
管
理
の
問
題
点
を
指
摘

し
な
が
ら
も
、
管
理
を
や
め
れ
ば
社
会
が
混

乱
に
陥
る
こ
と
に
も
考
え
を
巡
ら
せ
て

「
そ

、

、

」

れ
で
は

い
っ
た
い
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か

と
問
い

「
結
論
を
言
え
ば
、
筆
者
に
も
答
は

、

な
い
」
と
率
直
に
吐
露
し
て
い
る

。

(p.339)

そ
の
上
で
、
管
理
社
会
が
、
本
来
な
ら
個
々

の
行
為
の
正
当
性
や
不
当
性
こ
そ
が
問
わ
れ

る
べ
き
な
の
に
、
そ
れ
が
、
罰
せ
ら
れ
る
か

否
か
と
い
う
判
断
へ
「
捻
れ
」
て
し
ま
う
傾

向
を
強
化
し
て
ゆ
く
点
に
、
問
題
の
所
在
を

見
て
い
る
。
従
っ
て
著
者
は
、
暫
定
的
な
が

ら
も
、
誰
し
も

「
自
ら
の
行
為
の
不
当
性
を

、

心
か
ら
納
得
す
れ
ば
、
少
し
で
も
そ
れ
を
直

そ
う
と
す
る
に
違
い
な
い
」

と
い
う

(p.341)

楽
観
論
に
託
し
、
で
き
る
か
ぎ
り
規
範
を
緩

や
か
に
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
互
い
の
居
場

。

所
を
確
保
す
る
方
向
を
探
ろ
う
と
し
て
い
る

五

第
六
章
と
第
七
章
に
は
、
講
義
に
関
す
る

話
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
即
ち
、
独
立
し

た
論
考
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
著
者
の

現
在
の
考
え
を
明
示
し
て
い
る
の
は
第
六
章

の
方
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
第
七
章
、
第
六

章
の
順
に
見
て
い
き
た
い
。

第
七
章
は
地
球
環
境
問
題
に
つ
い
て
の
論

考
で
あ
り

「
環
境
へ
の
倫
理
的
配
慮
に
つ
い

、

て
」
と
い
う
原
論
文
の
タ
イ
ト
ル
が
『
共
犯

』

、

者
の
つ
ぶ
や
き

と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に

著
者
が
こ
の
問
題
を
扱
う
姿
勢
が
窺
わ
れ
よ

う
。
但
し

「
こ
こ
で
は
問
題
が
ど
こ
に
あ
る

、

の
か
を
確
認
す
る

「
取
り
立
て
て
新
し
い

」
、

知
見
を
述
べ
立
て
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
」

と
断
っ
て
あ
り
、
本
章
の
意
図
は

「
環
境
倫

、

理
学
の
成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
何
が
倫
理

的
に
問
題
な
の
か
」
を
示
し

「
少
し
で
も
、

、

多
く
の
人
に
、
こ
の
問
題
の
深
刻
さ
を
知
っ

て
も
ら
え
れ
ば
そ
れ
で
よ
し
と
し
た
い
」
と

さ
れ
て
い
る

。
従
っ
て

「
人
類
に

(p.268)

、

お
け
る
時
空
間
の
拡
大
に
と
も
な
う
倫
理
的

配
慮
の
拡
大
」
に
始
ま
り
、
救
命
ボ
ー
ト
倫

理
や
宇
宙
船
倫
理
か
ら
シ
ン
ガ
ー
の
「
動
物

の
解
放
」
に
ま
で
及
ぶ
論
考
を
追
う
の
で
は

な
く
、
こ
こ
で
は

「
問
題
は
、
わ
れ
わ
れ
の

、

生
き
方
に
か
か
っ
て
お
り
、
そ
の
生
き
方
を

決
め
て
い
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
手
に
入
れ

た
科
学
技
術
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
の
倫

理
観
な
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て

「
倫
理
観
の

、

変
更
こ
そ
が
〈
環
境
問
題
〉
を
解
く
鍵
」

だ
と
し
て
い
る
点
を
確
認
し
て
お
く

(p.295)

に
留
め
た
い
。
こ
の
認
識
は
重
要
だ
と
思
え

る
か
ら
で
あ
る
。
や
や
も
す
る
と
、
環
境
問

題
は
科
学
の
問
題
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち

だ
が

個
々
の
人
間
が
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
・

、
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生
き
方
を
し
て
い
る
か
の
問
題
で
あ
っ
て
、

そ
の
総
体
と
し
て
の
営
み
が
種
々
の
危
険
な

徴
候
を
示
し
始
め
て
い
る
と
い
う
事
態
で
あ

る
。
従
っ
て
根
本
に
あ
る
問
題
は
倫
理
観
だ

と
い
う
著
者
の
指
摘
は
妥
当
だ
し
、
同
様
の

意
味
で
哲
学
の
問
題
で
あ
り
、
就
中
、
近
世

哲
学
の
問
題
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

第
六
章
『
人
間
の
輪
郭
』
は
、
本
書
の
表

題
に
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、

妊
娠
中
絶
や
延
命
治
療
な
ど
の
生
命
倫
理
に

も
言
及
し
な
が
ら
、
著
者
の
人
間
観
を
表
明

、

、

し
た
論
考
で
あ
り

そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に

現
代
の
諸
問
題
に
対
す
る
現
在
の
著
者
の
立

。

、

場
を
明
示
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る

ま
ず

著
者
は
、
人
間
と
は
何
か
、
人
間
性
と
い
う

概
念
は
何
を
含
意
す
る
の
か
、
と
い
う
原
点

に
立
ち
戻
り
、
人
間
と
人
間
で
な
い
も
の
は

ど
こ
に
境
界
が
引
か
れ
う
る
の
か
を
問
う
。

そ
れ
を
考
察
し
て
ゆ
く
た
め
に
、
著
者
の
専

門
で
あ
る
デ
カ
ル
ト
の
動
物
機
械
論
が
ど
の

よ
う
な
意
図
で
主
張
さ
れ
、
そ
れ
が
、
ド
・

ラ
・
メ
ト
リ
の
『
人
間
機
械
論
』
に
よ
っ
て

い
か
に
修
正
さ
れ
た
か
を
辿
り
、
二
〇
世
紀

の
新
し
い
人
間
機
械
論
と
し
て
の
サ
イ
バ
ネ

テ
ィ
ッ
ク
ス
に
も
触
れ
て
い
る

そ
し
て

所

。

「

詮
人
間
は
不
純
な
炭
素
と
水
の
ご
く
小
さ
な

固
ま
り
に
す
ぎ
な
い
」
と
言
い
切
る
よ
う
な

思
想
や
、
そ
の
思
想
を
撒
き
散
ら
す
人
々
こ

そ
が
、
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
の
真
犯
人
な
の
だ

と
す
る
Ｖ
・
Ｅ
・
フ
ラ
ン
ク
ル
の
言
葉
を
至

言
だ
と
す
る

。

(p.235-244)

こ
こ
で
著
者
は
、
ソ
リ
テ
ス
・
パ
ラ
ド
ク

ス
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
境
界
を
劃
定
し

よ
う
と
す
る
こ
と
の
困
難
性
を
指
摘
し

「
人

、

間
」
に
関
し
て
も
そ
う
な
の
だ
と
考
え
る
。

そ
の
例
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
妊
娠
中
絶
を
巡

る
言
説
で
あ
り

「
受
精
卵
と
新
生
児
の
間
に

、

は
明
ら
か
に
連
続
性
が
存
す
る
か
ら
、
新
生

児
を
殺
す
こ
と
が
殺
人
な
ら
ば
、
受
精
卵
を

殺
す
こ
と
も
殺
人
で
あ
る
、
と
い
う
論
法
」

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
境
界
が
引
け
な

(p.247)

い
た
め
に
極
論
に
陥
り
、
論
理
的
な
虚
偽
を

生
じ
さ
せ
る
。
従
っ
て

「
胎
児
が
人
間
か
否

、

か
」
の
よ
う
な
問
題
に
厳
密
な
規
定
を
要
求

す
る
考
え
方
こ
そ
が
問
題
で
あ
っ
て
、
著
者

は
そ
う
し
た
態
度
を
「
悪
し
き
論
理
主
義

、」

「
論
理
的
蛮
行
」
と
見
な
し
、
人
間
を
定
義

す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
認
め

「
人
間
の
定

、

義
に
関
し
て
は
、
曖
昧
な
ま
ま
に
留
め
る
べ

き
で
あ
る
」
と
主
張
す
る

「
人
間
を
定
義
し

。

よ
う
と
す
れ
ば
、
必
ず
や
境
界
劃
定
の
問
題

が
顔
を
出
し
、
も
っ
と
も
ら
し
い
理
由
が
つ

け
ら
れ
」
て
も
、
そ
の
境
界
の
外
に
い
る
存

、

。

在
者
が
疎
外
さ
れ
る
に
至
る
か
ら

で
あ
る

そ
れ
故
に

「
わ
れ
わ
れ
は
、
も
っ
と
柔
軟
に

、

〈
人
間
〉
を
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
論
理
で

は
な
く
、
心
情
を
も
っ
て
。
こ
れ
が
筆
者
の

基
本
的
立
場
で
あ
る
」
と
表
明
さ
れ
る

。

(p.250)

確
か
に
、
脳
死
で
あ
れ
、
中
絶
や
延
命
治

療
で
あ
れ
、
生
命
倫
理
の
問
題
は
、
本
来
は

連
続
的
で
あ
る
も
の
に
ど
こ
か
で
境
界
線
を

引
こ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
境
界
線

が
議
論
の
的
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

う
し
た
問
題
を
「
曖
昧
な
ま
ま
に
留
め
る
」

こ
と
が
で
き
な
い
種
々
の
問
題
が
現
実
に
生
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じ
て
い
る
か
ら
、
議
論
が
戦
わ
さ
れ
て
い
る

の
で
も
あ
る
。
誰
も
が
納
得
す
る
線
引
き
は

引
け
な
い
の
に
、
現
実
は
線
引
き
を
要
求
し

。

て
い
る
―
―
そ
れ
故
に
こ
そ
の
論
争
で
あ
る

従
っ
て

「
曖
昧
な
ま
ま
に
留
め
る
」
こ
と
は

、

そ
う
し
た
問
題
に
対
し
て
判
断
を
保
留
す
る

こ
と
に
通
じ
か
ね
な
い
。
更
に
言
え
ば
、
お

よ
そ
生
き
る
こ
と
は
常
に
判
断
を
迫
ら
れ
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
判
断
は
大
抵
の
場
合
、

何
ら
か
の
線
引
き
を
含
ま
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る
。

無
論
、
そ
の
辺
り
の
こ
と
は
著
者
に
も
了

解
さ
れ
て
い
て

従
っ
て
著
者
の
危
惧
は

法

、

、「

は
取
り
決
め
（
約
束
事
）
で
あ
っ
て
、
絶
対

的
に
厳
密
な
規
定
で
は
な
い
」
こ
と
を
押
さ

え
て
お
か
な
け
れ
ば

「
法
的
規
定
が
一
人
歩

、

き
し
か
ね
な
い

事
態
で
あ
り

人

」

、「

(p.248)

間
を
固
定
化
さ
せ
て
、
人
間
本
来
の
可
塑
性

」

。

を
台
無
し
に
す
る

事
態
で
あ
る

(p.250)

と
す
れ
ば
、
問
題
は
む
し
ろ
境
界
劃
定
や
論

理
・
定
義
に
あ
る
と
言
う
よ
り
、
そ
の
定
義

を
絶
対
化
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
唯
一
つ
の
定

義
し
か
認
め
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
は
「
固
定

化
」
す
る
こ
と
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
か
。

、

、

と
言
う
の
も

哲
学
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず

「
論
理
」
的
思
考
を
も
と
に
人
間
を
定
義
す

る
試
み
を
連
綿
と
繰
り
返
し
た
歴
史
で
あ
っ

て
、
そ
れ
ら
の
試
み
は
、
人
間
を
新
た
な
視

点
か
ら
照
射
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間

の
新
た
な
側
面
を
発
見
し
、
新
た
な
可
能
性

を
拓
い
て
き
た
歴
史
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
確
か
に
特
定
の
定
義
が
不
健
全
な
ま
で

の
逸
脱
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な

い
が
、
そ
れ
は
そ
の
定
義
を
固
定
化
し
絶
対

化
し
た
た
め
に
生
じ
た
逸
脱
だ
っ
た
。
例
え

ば
、
先
の
「
所
詮
人
間
は
不
純
な
炭
素
と
水

の
ご
く
小
さ
な
固
ま
り
に
す
ぎ
な
い
」
と
い

う
の
も
一
つ
の
事
実
の
発
見
で
あ
っ
て
、
問

題
は
、
そ
の
側
面
で
し
か
人
間
を
捉
え
な
い

硬
直
し
た
人
間
観
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
こ

の
点
は

「
三
」
で
も
触
れ
た
学
問
観
に
も
絡

、

む
の
で
、

後
に
も
う
少
し
付
言
し
て
お
き

た
い
。

六

羸

著
者
は
、
第
二
章
で
触
れ
た
「
理
性
の

」

、「

、

、

弱
化

に
関
し

現
在
で
も

わ
れ
わ
れ
は

あ
る
意
味
で
デ
カ
ル
ト
の
拵
え
た
枠
組
の
中

に
生
き
て
い
る
。･

･
･

し
か
し
、
そ
の
枠
組
は

大
分
歪
ん
で
し
ま
っ
た
」
と
書
き
、
ロ
デ
ィ

「

、

〈

〉

ス
＝
レ
ヴ
ィ
ス
の

し
ば
し
ば

こ
の

父

は
、
自
ら
の
子
供
た
ち
を
認
め
な
い
で
あ
ろ

う
」
と
い
う
言
葉
を
引
い
て

「
わ
れ
わ
れ
は

、

も
は
や
デ
カ
ル
ト
の
子
で
あ
る
こ
と
を
や
め

よ
う
と
し
て
い
る
」
と
言
う
。
し
か
し
ど
の

点
で
疲
れ
て
弱
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
ど
の

点
で
歪
み
、
ど
の
点
で
「
父
殺
し
」
の
オ
イ

デ
ィ
プ
ス
に
喩
え
ら
れ
る
の
か
は
必
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
い
。
著
者
は
、
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
の
「
思
惟
の
非
人
間
化
」
と
い
う
見
解

に
与
し

「
今
日
、
学
問
は
ま
す
ま
す
産
業
主

、

義
に
荷
担
す
る
よ
う
に
な
り
、
効
率
、
生
産

性
、
知
的
計
画
が
現
代
人
の
神
と
称
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
」

と
い
う
見
方
を
し

(p.89)

て
い
る
よ
う
で
、
成
果
主
義
や
競
争
主
義
に
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問
題
を
見
て
取
り

「
現
代
の
科
学
は
、
こ
の

、

よ
う
な
競
争
主
義
の
も
と
で
、
有
限
な
人
間

を
超
え
る
も
の
へ
の
思
索
を
や
め
て
し
ま
っ

た
」

と
書
く
。
だ
が
、
例
え
ば
デ
カ

(p.90)

ル
ト
の
『
人
間
論
』
に
関
し
て
、
こ
の
書
が

身
体
を
中
心
に
考
察
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、

「
デ
カ
ル
ト
は
、
人
間
に
は
文
化
的
な
側
面

が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
わ

け
で
は
あ
る
ま
い
。
問
題
と
す
る
に
は
あ
ま

り
に
複
雑
で
、
当
面
の
探
究
か
ら
除
外
し
た

に
す
ぎ
な
い
」
と
書
か
れ
、
更
に
「
デ
カ
ル

ト
は
、
確
実
に
知
ら
れ
る
も
の
だ
け
を
問
題

に
す
る
。

中
略

た
だ
、
語
る
こ
と
が
で
き

(
)

る
こ
と
だ
け
を
語
り
た
か
っ
た
の
で
あ
る
」

と
書
か
れ
て
い
る
の
を
読
む
と

(p.238-239)

き
、
評
者
は
、
そ
れ
こ
そ
科
学
が
採
っ
た
戦

。

略
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い

科
学
は

「
確
実
に
知
ら
れ
る
も
の

「
語
る

、

」
、

こ
と
が
で
き
る
こ
と

、
ま
た
そ
れ
故
に
共
有

」

可
能
な
知
を
一
つ
一
つ
積
み
上
げ
て
ゆ
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
界
に
つ
い
て
の
膨
大

な
知
を
蓄
積
し
て
き
た
と
言
え
る
か
ら
で
あ

る
。
著
者
は
、
デ
カ
ル
ト
の
学
問
観
に
触
れ

て
、
彼
が
数
学
を

「
当
時
は
、
そ
の
基
礎
の

、

盤
石
さ
と
比
べ
て
、
応
用
方
面
が
貧
弱
で
あ

(p.71)

る
こ
と
を
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
」

と
も
紹
介
し
て
い
る
が
、
科
学
は
、
科
学
技

術
と
い
う
形
で
、
こ
の
〈
応
用
方
面
〉
を
実

に
大
胆
か
つ
大
規
模
に
展
開
し
て
い
っ
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
思
う
と
、
評
者
に
は
、

そ
の
後
の
歴
史
は
デ
カ
ル
ト
の
引
い
た
線
の羸

上
を
驀
進
し
た
も
の
で
あ
り
、
理
性
は
、

弱
化
ど
こ
ろ
か
、
益
々
逞
し
く
強
化
さ
れ
、

現
代
の
我
々
は
デ
カ
ル
ト
の
〈
忠
実
な
子
〉

で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
て
く
る
。

無
論
、
著
者
は
そ
う
し
た
見
解
に
は
立
た

な
い

「
晩
年
の
デ
カ
ル
ト
が
愛
や
至
福
や

。

高
善
に
つ
い
て
真
摯
に
思
索
し
た
こ
と
を
思

い
起
こ
し
て
み
よ
う
」

と
言
い
、
理

(p.88)

性
が
自
律
を
抛
擲
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆

く
。
だ
が
、
そ
う
し
た
事
柄
や
、
先
の
「
有

限
な
人
間
を
超
え
る
も
の
」
を
思
索
す
る
こ

と
が
、
理
性
の
自
律
を
取
り
戻
す
た
め
の
処

方
箋
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
居
場
所
」
を
巡
る
考
察
の
中
に

「
近
代

、

の
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
（
た
と
え
ば
、
家
父
長

制
の
解
体
）
が
十
分
に
成
功
し
て
い
な
い
た

め
に
、
近
代
以
前
の
思
想
の
残
滓
が
邪
魔
を

し
て
い
る
」

と
い
う
言
葉
が
見
出
さ

(p.334)

れ
る
（
こ
の
言
葉
の
み
を
取
り
出
す
の
は
恐

縮
だ
が
、
既
に
予
定
の
紙
幅
を
大
幅
に
越
え

て
い
て
、
前
後
の
文
脈
を
紹
介
す
る
余
裕
は

な
い

。
問
題
は
、
そ
れ
を
〈
十
分
に
成
功
〉

）

さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策
で
あ
る
。
近
代

が
、
デ
カ
ル
ト
の
一
つ
の
側
面
を
極
端
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
歪
ん
だ
と
見
る
に
し
ろ
、

近
代
が
そ
の
改
革
を
ま
だ
不
十
分
に
し
か
成

し
遂
げ
て
い
な
い
と
見
る
に
し
ろ
、
そ
の
歪

み
を
是
正
す
る
に
は
如
何
な
る
方
策
が
可
能

な
の
か
、
或
い
は
近
代
の
改
革
を
十
分
に
成

功
さ
せ
る
た
め
に
は
何
を
ど
う
試
み
る
べ
き

な
の
か
。
つ
ま
り
は

〈
理
性
の
自
律
〉
を
回

、

復
す
る
道
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
の
問
題
で

あ
る
。
そ
れ
は
過
大
す
ぎ
る
問
題
で
あ
り
、

本
書
の
課
題
で
は
な
か
っ
た
の
は
重
々
承
知

し
な
が
ら
も
、
近
世
哲
学
を
研
究
す
る
我
々
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に
共
通
の
課
題
で
あ
る
だ
け
に
、
著
者
の
今

後
の
思
索
に
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七

と
こ
ろ
で
カ
バ
ー
を
取
っ
た
本
書
の
表
紙

に
は

、
裏
表
紙
に
は
こ
の

N
E
O
A
R
B
IT
E
R

綴
り
を
裏
返
し
に
し
た
語
が
印
刷
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
著
者
の
造
語
で
あ
っ
て
、
原
発

か
ら
携
帯
電
話
に
至
る
ま
で
、
次
々
に
新
た

に
登
場
す
る
文
明
の
利
器
に
ど
う
対
処
す
べ

き
か
を
考
察
し
て

「

新
し
い
も
の
好
き

、
〈

〉

も

〈

新

し

い

も

の

嫌

い

(n
eoph

ilia)

〉

」

(n
eoph

obia)

も
偏
見
と
独
断
に
陥
り
が
ち

だ
か
ら

「
新
し
い
も
の
の
正
当
な
評
価
を
行

、

う

べ

く

〈

新

し

い

も

の

の

審

判

者

、

〉
と
で
も
呼
べ
る
よ
う
な
も
の

(n
eoarbiter)

が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」

と
提

(p.156)

案
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
評
価

を
行
う
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
資
質
が
求
め

ら
れ
る
か
を
列
挙
し
た
後
で
、
ネ
オ
ア
ル
ビ

テ
ル
に
は
「
歴
史
、
経
済
、
生
態
系
、
国
際

関
係
、
国
民
感
情
な
ど
を
総
合
的
に
勘
案
す

る
鳥
瞰
的
視
点
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な

り

、
同
時
に
「
各
人
が
各
人
の
立
場
を
越
え

」

」

て
ネ
オ
ア
ル
ビ
テ
ル
た
ら
ん
こ
と
を
目
指
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る

。

(p.160)

著
者
は
、
学
問
が
専
門
化
し
す
ぎ
て
い
る

こ
と
を
不
健
全
だ
と
指
摘
し
た
後
に
も

「
デ

、

カ
ル
ト
の
時
代
に
は
、
学
全
体
が
素
朴
だ
っ

た
せ
い
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
不
健
全
さ

を
回
避
さ
せ
る
鳥
瞰
的
視
点
が
あ
っ
た
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
」

と
、
こ
こ
で
も

(p.85)
鳥
瞰
的
視
点
〉
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
ぐ
続

〈
け
て

「
も
ち
ろ
ん
、
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
な
、

、

一
種
の
〈
普
遍
的
な
人
間
〉
の
出
現
を
望
む

こ
と
は
叶
わ
ぬ
夢
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」

と
書
い
て
は
い
る
が
、
鳥
瞰
的
視
点
は
諸
学

の
細
部
に
通
暁
し
な
け
れ
ば
持
て
な
い
も
の

。

、

で
は
な
い

各
自
に
限
界
は
あ
る
に
し
て
も

諸
学
が
何
を
ど
の
よ
う
に
研
究
し
、
ど
の
よ

う
な
成
果
を
挙
げ
つ
つ
あ
る
か
の
概
略
な
ら

知
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
著
者
も
ま
た
「
一

、

、

人
一
人
が
情
報
を
獲
得
し

知
識
を
殖
や
し

知
恵
を
付
け
る
こ
と
は
、
す
で
に
義
務
の
領

域
に
達
し
て
い
る
」
と
書
い
て
い
た
。

と
す
れ
ば
、
広
範
な
読
書
歴
が
示
す
よ
う

に
、
著
者
自
身
が
ネ
オ
ア
ル
ビ
テ
ル
を
め
ざ

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
な

〈
普
遍
的
な
人
間
〉
を
め
ざ
し
て
い
る
と
窺

え
る
。
し
か
も

「
各
人
が
」
そ
う
し
た
鳥
瞰

、

的
視
点
を
持
っ
て
ネ
オ
ア
ル
ビ
テ
ル
を
め
ざ

す
べ
き
だ
と
主
張
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

開
か
れ
て
く
る
だ
ろ
う
「
共
生
の
」
世
界
を

構
想
し
て
い
る
と
見
う
る
。
そ
こ
に
は
、
デ

カ
ル
ト
が
各
人
の
〈
良
識
〉
に
期
待
し
た
の

と
同
様
の
趣
が
感
じ
ら
れ
、
評
者
に
は
、
ど

こ
ま
で
も
著
者
は
デ
カ
ル
ト
の
徒
で
あ
る
よ

う
に
映
る
の
で
あ
る

（
繰
り
返
し
述
べ
た
よ

。

う
に
、
そ
の
デ
カ
ル
ト
の
徒
が
、
デ
カ
ル
ト

そ
の
人
が
軌
道
を
敷
い
た
科
学
お
よ
び
科
学

技
術
の
成
果
に
懐
疑
的
な
こ
と
に
、
評
者
は

ひ
っ
か
か
り
を
感
じ
て
な
ら
な
い
。
は
た
し

て
ネ
オ
ア
ル
ビ
テ
ル
の
鳥
瞰
的
視
点
か
ら
見

て
も
そ
う
な
る
の
だ
ろ
う
か

）
。
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後
に

本
書
を
通
底
し
て
い
る
の
は

人

、

、「

」

間
は
そ
う
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る

と
い
う
言
葉
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い

(p.341)

る
よ
う
な
人
間
へ
の
基
本
的
な
信
頼
感
で
あ

る
こ
と
に
触
れ
て
、
長
す
ぎ
た
書
評
を
閉
じ

よ
う
。
同
時
に

「
あ
と
が
き
」
で

「
劣
等

、

、

生
に
も
答
案
を
提
出
す
る
権
利
が
あ
る
の
な

ら
ば
、
そ
れ
が
本
書
で
あ
る
」

と
つ

(p.353)

い
書
い
て
し
ま
う
よ
う
な
謙
虚
さ
も
崩
さ
な

い
か
ら
、
著
者
が
自
ら
の
思
い
を
熱
く
語
る

と
こ
ろ
で
も
押
し
つ
け
が
ま
し
さ
が
感
じ
ら

れ
な
い
。
そ
れ
故
、
著
者
の
理
想
論
や
楽
観

論
は
健
全
な
理
想
論
で
あ
り
、
健
康
な
楽
観

論
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
れ
は
著
者
の

人
柄
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
こ
そ
、
著

者
が
デ
カ
ル
ト
と
共
有
す
る

大
の
も
の
で

。

は
な
い
か
と
い
う
の
が
評
者
の
思
い
で
あ
る


