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「
わ
れ
わ
れ
の
世
代
が
経
験
し
て
い
る
疑
い
な
く
最
も
重
要
な
歴
史
学
の

変
化
は
、
社
会
学
の
問
題
設
定
と
方
法
が
こ
の
学
問
に
浸
透
し
た
こ
と
で
あ

る
。
古
代
史
も
ま
た
こ
の
変
化
の
影
響
を
受
け
な
い
で
い
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
」
　
数
多
く
の
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
的
野
証
書
や
『
ロ
ー
マ
社
会
史
』

の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
古
代
史
教
授
G
・
ア
ル
フ

ェ
ル
デ
ィ
は
、
一
九
七
六
年
に
発
言
し
た
「
ロ
ー
マ
の
社
会
一
構
造
と
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

色
一
」
と
い
う
論
文
を
こ
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
始
め
て
い
る
。
ア
ル
フ

ェ
ル
デ
ィ
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
西
洋
古
典
古
代
史
と
社
会
学
の
結

び
つ
き
を
わ
れ
わ
れ
は
遠
く
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
が
出
来

る
わ
け
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ル
フ
ェ
ル
デ
ィ
が
同
じ
論
文
の

中
で
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
特
に
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
古
典
古
代
と

り
わ
け
ロ
ー
マ
の
社
会
構
造
を
と
ら
え
る
た
め
に
社
会
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

を
試
み
よ
う
と
す
る
研
究
が
増
加
し
て
き
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
遂
に
社
会
学
者
が
μ
…
マ
史
を
書
く
ま
で
に
至
っ
た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
作
品
の
著
者
キ
ー
ス
・
ホ
プ
キ
ソ
ズ
で
あ

る
。　

ホ
プ
キ
ン
ズ
は
、
現
在
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
東
部
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
州
に
あ

る
ブ
ル
ー
ネ
ル
大
学
の
社
会
学
教
授
で
あ
り
、
既
に
一
九
七
八
年
に
『
征
服

者
と
奴
隷
』
と
題
し
て
ロ
ー
マ
史
の
社
会
学
的
研
究
の
論
文
集
第
一
巻
を
刊

　
　
　
　
②

回
し
て
い
る
。
以
下
で
紹
介
・
論
評
を
試
み
よ
う
と
す
る
作
品
は
、
副
題
が

示
す
よ
う
に
ま
さ
に
そ
の
続
篇
で
あ
る
。
内
容
の
上
で
は
、
前
作
が
ロ
ー
マ

の
奴
隷
制
を
め
ぐ
る
論
文
集
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
今
度
の
作
品
は
、
題
名

と
な
っ
て
い
る
「
死
と
再
生
」
　
（
実
質
に
則
し
て
よ
り
正
確
に
い
え
ば
「
死

と
社
会
的
再
生
」
）
と
い
う
テ
ー
マ
で
共
通
に
繋
が
り
な
が
ら
も
、
事
実
上

は
独
立
し
た
四
篇
の
論
文
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
前
作
『
征
服
者
と
奴
隷
』
は
、
社
会
学
者
が
初
め
て
書
い
た
ロ
ー
マ
史

研
究
書
と
し
て
多
大
の
関
心
を
集
め
、
そ
の
研
究
方
法
上
の
問
題
点
や
描
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

れ
た
像
の
独
自
性
な
ど
の
点
で
厳
し
い
批
判
を
受
け
た
。
続
篇
で
あ
る
こ
の

『
死
と
再
生
』
に
お
い
て
も
、
著
者
自
ら
本
書
の
中
心
部
と
呼
ぶ
第
二
章
、

第
三
章
に
お
い
て
前
作
同
様
数
量
的
方
法
が
利
用
さ
れ
、
通
説
批
判
の
武
器

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
新
作
に
お
い
て
印
象
深
い
も
う
一
つ
の
点
は
、

こ
の
論
文
集
の
題
名
か
ら
直
ち
に
連
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
特
に
第
四
章
に
お

い
て
所
謂
「
ア
ナ
ル
派
」
的
な
社
会
史
研
究
に
類
す
る
要
素
が
み
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
。

　
で
は
、
面
罵
ご
と
に
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
つ
つ
、
論
評
し
て
ゆ
く
こ
と

に
し
た
い
。
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第
一
章
「
残
忍
な
競
技
会
」
は
、
剣
闘
士
シ
ョ
1
を
中
心
と
し
て
、
今
日

悪
名
高
い
ロ
…
マ
の
「
塗
せ
物
」
に
つ
い
て
簡
潔
に
論
じ
て
い
る
。
剣
闘
士

シ
ョ
ー
の
起
源
と
発
展
、
シ
ョ
ー
の
運
営
、
そ
の
政
治
的
意
味
な
ど
が
述
べ

ら
れ
る
。

　
著
者
は
、
剣
闘
士
シ
ョ
ー
が
ど
の
地
方
か
ら
ロ
ー
マ
へ
持
ち
込
ま
れ
た
の

か
な
ど
と
い
う
議
論
に
は
全
く
立
ち
入
ら
ず
、
か
か
る
シ
ョ
ー
の
起
源
は
葬

儀
と
密
接
に
関
係
す
る
と
い
う
観
点
よ
り
突
発
す
る
。
即
ち
、
共
和
政
時
代
、

ロ
ー
マ
の
貴
族
は
死
点
し
た
家
族
・
親
類
の
名
誉
の
た
め
に
剣
闘
士
シ
ョ
ー

を
開
催
し
た
。
帝
政
時
代
に
は
首
都
に
お
け
る
シ
ョ
ー
の
主
催
者
は
主
に
皇

帝
と
な
り
、
ま
た
イ
タ
リ
ア
の
地
方
都
市
や
属
州
都
市
に
様
々
な
競
技
会
が

普
及
し
て
、
剣
闘
士
シ
ョ
ー
の
開
催
が
そ
の
地
方
の
指
導
書
着
着
の
半
義
務

的
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
か
る
シ
ョ
ー
に
お

け
る
宗
教
的
要
素
は
重
要
で
あ
り
続
け
、
特
に
皇
帝
礼
拝
と
密
接
な
関
係
を

有
し
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
観
点
よ
り
剣
闘
士
シ
ョ
ー
を
考
え
る
著
者
で
は
あ
る
が
、
も
ち

ろ
ん
シ
ョ
ー
の
も
つ
政
治
的
な
性
格
を
忘
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も

そ
も
貴
族
の
葬
儀
と
い
う
も
の
が
極
め
て
政
治
的
な
行
為
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

帝
政
下
で
政
治
参
加
の
権
利
を
亡
し
く
縮
少
さ
れ
た
市
民
た
ち
に
と
っ
て
、

剣
闘
士
シ
ョ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
競
技
会
や
劇
場
が
、
支
配
者
た
る
皇
帝
と

被
支
配
者
た
る
市
民
と
の
劇
的
な
対
面
の
機
会
を
繰
り
返
し
提
供
し
、
競
技

場
の
群
衆
が
皇
帝
に
圧
力
を
か
け
て
政
策
を
変
更
さ
せ
た
り
し
た
事
実
に
も

言
及
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
ロ
レ
マ
が
元
来
武
人
の
国
家
で
あ
り
、
競
技
場
で
の
殺
職
や
公
開

処
刑
そ
し
て
模
擬
戦
な
ど
が
、
平
蒔
で
も
戦
時
の
雰
囲
気
を
維
持
す
る
た
め

の
も
の
で
あ
っ
た
点
も
忘
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
は
、
平
時
の
ロ
ー
マ

市
の
如
き
大
都
市
で
は
不
穏
の
種
は
尽
き
ず
、
そ
の
た
め
に
、
剣
闘
士
シ
ョ

ー
や
そ
れ
に
伴
な
う
処
刑
が
、
奴
隷
身
分
の
剣
闘
士
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
そ
し

て
野
獣
な
ど
の
犠
牲
の
上
に
立
っ
て
道
徳
的
政
治
的
秩
序
を
確
立
す
る
機
会

を
与
え
る
も
の
、
即
ち
、
都
市
住
民
の
た
め
の
心
理
的
政
治
的
安
全
弁
と
な

っ
て
い
た
点
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
た
だ
、
著
者
は
さ
ら
に
剣
闘
士
シ
ョ
ー
の
社
会
的
な
側
面
に
よ
り
具
体
的

に
立
ち
入
っ
て
、
　
「
英
雄
」
と
し
て
の
剣
闘
士
の
存
在
を
論
じ
、
剣
闘
士
が

大
い
に
性
的
魅
力
を
も
ち
、
当
時
の
社
会
の
女
性
を
魅
了
し
て
、
中
に
は
身

分
の
違
い
を
越
え
て
剣
闘
士
と
駈
け
落
ち
し
た
元
老
院
議
員
身
分
の
婦
人
が

い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
身
分
の
高
い
女
性
が
剣
闘
士
と
し
て
競
技
場
で
闘
っ

た
こ
と
に
も
話
が
及
ぶ
。
ま
た
、
剣
闘
士
の
悲
惨
な
運
命
と
、
勇
敢
さ
と
勝

利
の
栄
光
の
陰
に
隠
さ
れ
た
彼
ら
の
死
に
直
面
す
る
恐
怖
に
つ
い
て
も
ふ
れ

ら
れ
て
い
る
。

　
剣
闘
士
シ
ョ
ー
を
含
め
た
所
謂
「
パ
ソ
と
サ
ー
カ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
古

代
世
界
に
お
け
る
「
贈
与
」
の
観
点
か
ら
P
・
ヴ
ェ
ー
ヌ
が
既
に
大
著
で
論

⑧じ
、
ビ
ザ
ソ
ツ
時
代
に
特
に
大
問
題
と
な
る
、
か
の
競
技
場
の
「
党
派
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

問
題
に
つ
い
て
も
A
・
カ
メ
p
ソ
の
研
究
書
が
存
す
る
た
め
か
、
ホ
プ
キ
ソ

ズ
は
こ
れ
ら
二
者
の
扱
っ
た
論
点
に
は
ほ
と
ん
ど
立
ち
入
っ
て
い
な
い
。
ま

た
剣
闘
士
シ
ョ
ー
の
起
源
を
葬
儀
と
関
係
づ
け
、
シ
ョ
ー
の
も
つ
宗
教
的
要

素
を
強
調
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
結
論
部
に
お
い
て
は
比
較
的
平
凡

な
政
治
的
社
会
的
意
味
づ
け
に
の
み
終
始
し
て
い
る
の
は
評
老
に
は
若
干
残

念
に
感
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
剣
闘
士
シ
ョ
ー
な
ど
の
重
要
な
諸
側
面
、
諸

問
題
を
要
領
よ
く
ま
と
め
た
点
は
評
価
で
き
よ
う
。
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、
評

書

　
第
二
章
は
「
共
和
政
時
代
後
期
に
お
け
る
政
治
的
継
承
」
と
題
し
て
、
共

和
政
ロ
ー
マ
は
安
定
し
た
世
襲
貴
族
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る

従
来
の
支
配
的
見
解
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
意
欲
的
な
論
文

で
あ
り
、
次
の
第
三
章
と
と
も
に
G
・
バ
ー
ト
ソ
と
の
共
同
執
筆
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。

　
ま
ず
著
者
は
、
共
和
政
時
代
、
特
に
そ
の
最
後
の
二
世
紀
間
に
お
い
て
、

元
老
院
貴
族
政
は
世
襲
の
元
老
院
貴
族
（
ノ
ビ
レ
ス
）
に
よ
っ
て
独
占
的
に

支
配
さ
れ
て
い
た
と
す
る
伝
統
的
見
解
に
対
し
て
、
統
計
的
方
法
と
人
口
史

的
方
法
で
挑
戦
す
る
。
具
体
的
に
は
ノ
ビ
レ
ス
が
独
占
し
た
と
さ
れ
る
コ
ン

ス
ル
職
に
つ
い
て
、
前
二
四
九
年
か
ら
前
五
〇
年
に
至
る
ま
で
に
就
任
し
た

三
六
四
名
の
コ
ン
ス
ル
職
の
人
物
を
、
祖
先
三
代
、
子
孫
三
代
、
本
人
を
含

め
て
計
七
代
に
わ
た
っ
て
調
査
を
行
い
、
そ
の
連
続
性
を
調
べ
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
、
コ
ソ
ス
ル
に
次
ぐ
高
位
官
職
プ
ラ
エ
ト
ル
の
就
任
者
に
つ
い
て
も

出
様
の
調
査
を
行
う
。
こ
の
調
査
に
は
史
料
上
の
問
題
な
ど
多
く
の
難
点
が

あ
る
こ
と
を
著
者
は
充
分
承
知
で
あ
る
が
、
そ
の
上
で
調
査
結
果
を
数
量
化

し
て
明
ら
か
に
す
る
。
複
雑
で
莫
大
な
量
に
な
る
と
思
わ
れ
る
史
料
操
作
の

過
程
は
す
べ
て
省
略
さ
れ
、
読
者
は
表
に
書
か
れ
た
数
字
を
見
な
が
ら
著
者

の
解
説
と
解
釈
を
聞
く
の
が
本
章
の
重
要
部
分
の
構
成
で
あ
る
。

　
分
析
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
当
該
時
代
の
コ
ン
ス
ル
就
任
奢
の
う
ち
、
コ
ン

ス
ル
経
験
者
た
る
父
を
も
つ
者
は
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
コ
ン

ス
ル
に
就
任
し
え
た
息
子
を
残
し
え
た
者
は
三
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
。

全
コ
ソ
ス
ル
の
う
ち
、
二
七
パ
ー
セ
ン
ト
は
そ
の
人
一
代
限
り
で
政
治
の
中

心
舞
台
か
ら
消
え
、
父
子
二
代
こ
の
職
を
有
し
え
た
割
合
も
五
分
の
一
女
、

六
世
代
に
わ
た
っ
て
コ
ソ
ス
ル
に
就
任
し
え
た
者
は
僅
か
に
四
パ
ー
セ
ン
ト

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
著
者
た
ち
は
、
他
に
周
ω
冨
（
夢
。
菊
無
Φ
o
隔
蜀
㌘

ヨ
控
団
ω
蜜
9
ω
冨
鉱
暮
。
器
コ
o
o
）
や
ω
潟
勺
（
夢
。
勾
暮
①
o
隔
ω
o
島
巴
口
①
－

嘆
。
α
暮
¢
8
汐
娼
。
一
事
畠
）
の
計
算
を
用
い
て
多
角
的
に
分
析
を
行
っ
て

い
る
が
、
紙
幅
の
関
係
で
今
そ
の
紹
介
は
略
す
。
こ
の
よ
う
な
分
析
を
通
じ

て
、
ロ
ー
マ
の
政
漁
的
エ
リ
ー
ト
の
中
に
は
相
続
率
の
比
較
的
高
い
小
さ
な

核
が
存
在
し
た
が
、
総
じ
て
、
最
高
政
務
官
職
で
最
高
権
力
者
で
あ
る
コ
ン

ス
ル
就
任
老
が
世
襲
的
な
一
部
の
集
団
に
よ
っ
て
排
他
的
に
独
占
さ
れ
て
い

た
と
は
考
え
難
く
、
コ
ン
ス
ル
（
そ
し
て
プ
ラ
ェ
ト
ル
）
の
多
く
の
ポ
ス
ト

が
外
部
よ
り
の
新
来
者
に
開
か
れ
て
い
た
と
結
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
調
査
を
行
っ
た
後
、
考
察
は
か
か
る
状
況
の
原
因
の
解
明

に
移
り
、
ま
ず
ロ
ー
マ
に
お
け
る
高
い
死
亡
率
と
低
い
出
生
率
か
ら
説
明
し

よ
う
と
す
る
。
即
ち
、
共
和
政
の
終
わ
り
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
ロ
ー
マ
の
エ

リ
ー
ト
の
出
生
率
は
低
下
し
、
彼
ら
は
生
物
学
的
に
自
ら
を
再
生
産
す
る
こ

と
が
出
来
な
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
低
い
出
生
率
の
原
圏
に
は
、
高
い
地
位

を
維
持
す
る
に
必
要
な
多
額
の
費
用
、
ま
た
、
そ
れ
故
に
分
割
相
続
が
招
く

次
代
家
族
の
勢
力
・
地
位
の
低
下
の
危
険
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
傾
向
、
さ

ら
に
女
性
の
地
位
と
そ
の
権
利
の
変
化
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
コ
ソ
ス
ル
や
プ
ラ
エ
ト
ル
に
就
任
す
る
に
は
一
定
の
年
齢
に
達
し

て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
も
継
承
の
障
害
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

こ
こ
で
、
ロ
ー
マ
入
の
平
均
余
命
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
が
、
こ
の
点
に
つ

い
て
も
著
老
は
独
自
の
検
討
を
行
う
。
即
ち
、
死
亡
率
、
出
生
率
と
も
満
足

な
史
料
が
ロ
ー
マ
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
前
工
業
化
社
会
一
般
の
わ

く
の
中
に
そ
れ
ら
を
仮
定
し
、
い
く
つ
か
の
モ
デ
ル
を
利
用
し
て
考
え
よ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
近
代
の
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
そ
し
て
L
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ヘ
ン
ジ
の
有
名
な
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
関
す
る
研
究
よ
り
、
高
い
出
生
率
、
低
い

出
生
率
、
両
者
の
中
間
的
な
出
生
率
の
三
つ
の
モ
デ
ル
を
設
定
、
そ
の
各
々
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に
つ
い
て
息
子
を
残
し
う
る
比
率
、
あ
る
い
は
そ
の
息
子
が
（
最
年
少
で
コ

ン
ス
ル
に
就
任
す
る
場
合
の
年
齢
で
あ
る
）
四
〇
歳
ま
で
生
き
残
る
比
率
を

推
定
し
て
い
る
部
分
は
、
大
胆
で
興
味
深
い
。

　
最
後
に
、
ロ
ー
マ
の
社
会
構
造
全
体
の
理
解
に
ふ
れ
て
、
共
和
政
ロ
ー
マ

は
、
単
に
生
ま
れ
が
高
貴
な
だ
け
で
は
政
治
的
成
功
の
た
め
に
は
充
分
で
は

な
い
、
極
め
て
競
争
の
激
し
い
政
治
文
化
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ

て
い
る
。

　
こ
う
し
て
、
共
和
政
ロ
ー
マ
の
元
老
院
貴
族
は
、
ロ
ー
マ
人
自
身
の
世
襲

的
相
続
の
理
想
や
現
代
の
学
者
の
見
解
に
比
し
て
、
ま
た
他
の
社
会
の
貴
族

層
に
比
し
て
、
驚
く
ほ
ど
に
低
い
社
会
的
再
生
し
か
行
っ
て
い
な
い
こ
と
が

本
章
で
は
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
章
は
本
書
の
中
で
も
最
も
読

み
ご
た
え
の
あ
る
論
文
で
あ
り
、
著
者
の
社
会
学
者
と
し
て
の
手
腕
が
遺
憾

無
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
不
完
全
な
史
料
か
ら
の
数
量
化
、
史
料

の
な
い
分
野
を
他
時
代
の
史
料
よ
り
作
成
し
た
モ
デ
ル
を
利
用
し
て
考
察
し

よ
う
と
す
る
大
胆
な
方
法
に
は
異
議
を
唱
え
る
歴
史
家
も
少
な
く
は
な
か
ろ

う
。
ま
た
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
史
料
操
作
の
部
分
は
す
べ
て
略
さ
れ
、
そ

の
成
果
で
あ
る
数
字
が
読
老
に
は
与
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
数

字
の
葬
出
に
至
る
経
過
に
つ
い
て
読
者
は
著
者
を
全
く
信
用
し
て
読
み
進
ま

ね
ぼ
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
本
文
中
に
は
初
歩
的
な
数
字
や
史
料
番
号
の

誤
り
が
散
見
さ
れ
、
表
の
数
字
へ
の
信
頼
度
を
著
し
く
低
め
て
し
ま
う
。
数

量
的
方
法
を
用
い
る
研
究
に
と
っ
て
そ
の
手
続
き
と
数
字
の
正
確
さ
は
生
命

で
あ
り
、
こ
の
点
に
不
安
を
懐
か
せ
た
と
こ
ろ
は
本
論
文
の
大
き
な
欠
点
で

あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
論
文
の
論
じ
た
内
容
は
魅
力
を
失
わ

な
い
。
本
章
は
ま
さ
に
、
世
襲
ノ
ビ
レ
ス
の
権
力
の
大
き
さ
を
強
調
し
た
M

・
ゲ
ル
ツ
ァ
ー
以
来
の
学
説
に
親
し
ん
で
い
る
評
者
を
含
め
た
研
究
者
た
ち

に
と
っ
て
、
大
い
に
刺
激
的
な
問
題
作
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
世
襲
」
と

い
う
点
が
大
い
に
批
判
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
ノ
ビ
レ
ス
権
力
の
大
き
さ
そ

の
も
の
の
評
価
が
す
ぐ
に
動
く
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
が
、
そ
の
実
態

を
数
字
で
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
た
意
味
は
大
き
い
。
ご
く
最
近
の
P
・

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

A
・
プ
ラ
ン
ト
の
論
文
が
異
っ
た
ル
ー
ト
を
通
っ
て
本
章
の
結
論
と
ほ
ぼ
同

様
の
結
論
に
至
っ
て
い
る
こ
と
は
た
い
へ
ん
興
味
深
く
、
今
後
こ
の
問
題
の

さ
ら
な
る
論
議
が
大
い
に
期
待
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　
第
三
章
「
野
心
と
撤
退
－
皇
帝
支
配
下
に
お
け
る
元
老
院
貴
族
層
」
は
、

前
章
と
同
種
の
問
題
を
元
首
政
時
代
に
つ
い
て
扱
っ
た
論
文
で
あ
る
。

　
著
者
に
よ
れ
ば
、
初
代
皇
帝
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
は
元
老
院
階
層
を
法
的
に

世
襲
の
団
体
に
変
化
さ
せ
、
そ
れ
以
来
こ
の
階
層
は
長
く
世
襲
貴
族
で
あ
り

続
け
た
と
T
・
モ
ム
ゼ
ン
以
来
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
今
日
で
も
そ

の
見
解
は
支
学
的
で
、
元
老
院
議
員
の
息
子
は
通
例
父
の
跡
を
継
い
で
元
老

院
に
入
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
属
州
人
の
元
老
院
進
出
は

夙
に
知
ら
れ
て
は
い
た
が
、
充
分
説
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
そ
こ
で
ま
ず
著
者
は
、
後
一
世
紀
よ
り
三
世
紀
に
至
る
間
の
コ
ソ
ス
ル
就

任
者
を
前
章
同
様
七
世
代
に
わ
た
っ
て
調
査
し
、
そ
の
相
続
の
状
況
を
明
確

に
し
ょ
う
と
す
る
。
た
だ
し
、
共
和
政
時
代
と
異
な
っ
て
元
善
政
時
代
に
は

正
規
の
コ
ソ
ス
ル
以
外
に
補
充
の
コ
ソ
ス
ル
が
各
年
数
組
任
命
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
コ
ソ
ス
ル
数
が
非
常
に
多
い
の
で
、
調
査
に
は
特
別
の
手
続
が
な

さ
れ
る
。
即
ち
、
両
三
〇
年
か
ら
後
二
三
五
年
に
至
る
間
に
は
一
八
○
○
名

以
上
の
人
物
が
コ
ソ
ス
ル
に
就
任
し
た
と
考
え
ら
れ
、
う
ち
一
四
〇
〇
名
ほ
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評書

ど
の
名
前
が
知
ら
れ
て
い
る
。
正
規
コ
ソ
ス
ル
の
リ
ス
ト
は
完
全
で
あ
る
が
、

補
充
コ
ソ
ス
ル
に
つ
い
て
は
不
充
分
な
情
報
し
か
存
し
な
い
。
ま
た
、
三
世

紀
間
の
う
ち
で
、
史
料
の
多
い
初
期
と
少
な
い
後
期
と
で
は
情
報
蚤
に
相
当

の
差
が
あ
る
。
か
か
る
状
況
に
対
し
て
著
者
は
、
非
常
に
量
が
多
く
、
か
つ

不
完
全
な
史
料
を
す
べ
て
調
査
す
る
の
は
無
駄
で
あ
る
と
し
て
、
ま
ず
四
つ

の
時
期
（
後
一
八
～
五
四
年
、
七
〇
～
九
六
年
、
一
三
一
～
一
六
〇
年
、
一

九
三
～
二
三
五
年
）
を
選
び
、
次
い
で
各
時
期
に
つ
い
て
有
名
な
A
・
デ
グ

ラ
シ
の
コ
ソ
ス
ル
表
に
関
す
る
著
作
か
ら
年
代
の
確
実
な
コ
ン
ス
ル
を
四
分

の
一
、
年
代
の
や
や
不
確
実
な
コ
ソ
ス
ル
五
分
の
一
を
選
び
出
し
て
分
析
す

る
と
い
う
手
続
を
行
う
の
で
あ
る
。

　
そ
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
調
査
さ
れ
た
全
コ
ソ
ス
ル
の
僅
か
二
七
パ
ー
セ
ン

ト
の
み
が
コ
ソ
ス
ル
の
父
を
も
ち
、
祖
父
や
曾
祖
父
を
含
め
て
も
三
代
の
祖

先
の
う
ち
に
コ
ン
ス
ル
就
任
老
が
存
す
る
者
の
割
合
は
三
三
パ
ー
セ
ン
ト
に

す
ぎ
な
い
。
一
方
、
全
コ
ソ
ス
ル
の
僅
か
二
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
コ
ソ
ス
ル
に

な
っ
た
患
子
を
も
つ
の
み
で
、
三
代
の
子
孫
の
う
ち
に
コ
ン
ス
ル
就
任
者
が

存
す
る
者
の
割
合
は
三
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
。
次
い
で
分
析
は
正
規

コ
ソ
ス
ル
と
補
充
コ
ソ
ス
ル
の
各
々
に
つ
い
て
行
わ
れ
、
特
に
補
充
コ
ン
ス

ル
の
家
族
の
転
変
が
い
か
に
激
し
い
か
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
他
に
前
章
と
同

じ
く
頃
ω
冨
や
ω
閃
℃
の
計
箕
に
よ
る
分
析
な
ど
も
行
わ
れ
た
上
で
、
元
老

院
貴
族
層
の
相
続
率
は
非
常
に
低
く
、
決
し
て
世
襲
の
集
団
と
は
言
い
難
い

と
結
論
さ
れ
る
。

　
次
に
、
著
者
は
こ
の
相
続
率
の
低
さ
の
原
因
の
説
明
に
移
り
、
元
老
院
議

員
の
公
職
経
歴
の
検
討
な
ど
を
行
う
。
そ
し
て
、
原
因
と
し
て
、
共
和
政
時

代
と
同
様
に
、
高
い
死
亡
率
の
た
め
コ
ン
ス
ル
就
任
年
齢
ま
で
達
し
う
る
後

継
者
が
少
な
か
っ
た
こ
と
、
激
し
い
競
争
に
必
要
な
多
額
の
出
費
が
複
数
の

子
供
の
政
界
進
出
を
押
し
留
め
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
元
首
政
時
代
に

は
皇
帝
と
反
目
し
て
こ
れ
み
よ
が
し
に
政
界
よ
り
退
い
て
し
ま
う
議
員
も
い

た
こ
と
に
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
進
ん
で
著
者
は
、
元
首
政
成
立
後
の
政
治
シ
ス
テ
ム
の
変
化
に
よ

り
、
元
老
院
議
員
と
し
て
の
高
い
地
位
と
実
際
の
政
治
的
権
力
と
の
間
に
分

離
が
生
じ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
門
地
は
高
い
が
帝
国
政
治
の
重
要
部
分
に
積

極
的
に
関
与
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
元
老
院
議
員
群
と
、
皇
帝
下
で
帝

国
政
治
や
軍
事
を
直
接
担
当
す
る
議
員
群
と
を
区
別
し
て
、
前
者
を
σ
q
δ
邑

ω
簿
、
後
者
を
や
。
芝
霞
ω
暮
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
も
。
妻
鍵
ω
簿
も
や
が
て

αq

堅
C
ω
霧
と
な
る
か
没
落
す
る
か
し
て
ゆ
き
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
の
繰
り
返

し
が
上
州
蹟
身
者
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
元
老
院
の
空
席
を
生
み
出
す
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
本
章
の
最
終
部
分
で
は
、
皇
帝
行
政
の
成
長
と
元
老
院
議
員
の
権
力
の
衰

退
が
叙
述
さ
れ
、
全
州
出
身
議
員
が
次
第
に
登
院
し
な
く
な
り
、
さ
ら
に
議

員
の
子
孫
は
ロ
ー
マ
市
の
政
界
に
入
ら
ず
と
も
議
員
身
分
の
特
権
の
恩
恵
に

浴
し
え
た
た
め
、
属
州
に
留
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
章
の
内
容
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
脚
註
を
丁
寧
に
み
て
ゆ
く
と
、

本
章
が
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
的
諸
研
究
に
立
脚
し
、
か
つ
方
法
的
に
そ
れ

ら
に
修
正
を
加
え
つ
つ
、
元
首
政
時
代
の
元
老
院
階
層
の
実
態
を
ま
と
め
よ

う
と
意
図
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
史
料
状
況
に
違
い
が
あ
る

と
は
い
え
、
前
章
に
比
し
て
本
章
は
方
法
的
に
大
胆
さ
と
い
う
よ
り
む
し
ろ

粗
さ
が
團
立
ち
、
例
え
ば
四
つ
の
検
討
時
期
を
設
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら

の
選
定
の
理
由
は
ほ
と
ん
ど
説
得
力
が
な
く
、
従
来
の
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ

…
的
研
究
が
重
視
し
た
晴
期
（
例
え
ば
マ
ル
ク
ス
帝
治
撚
）
が
脱
照
す
る
な

ど
、
緻
密
な
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
的
研
究
に
親
し
ん
で
い
る
評
者
な
ど
に
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は
い
さ
さ
か
不
備
と
感
じ
ら
れ
る
。

　
そ
も
そ
も
評
者
の
今
日
の
意
識
で
は
、
共
和
政
時
代
と
異
な
り
、
元
首
政

時
代
の
元
老
院
議
員
階
層
に
つ
い
て
は
そ
の
社
会
的
移
動
を
前
提
と
す
る
べ

き
で
あ
っ
て
、
そ
の
変
動
と
帝
国
政
治
と
の
関
係
の
解
明
こ
そ
考
察
を
深
め

る
べ
き
課
題
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
央
政
界
と
属
州
都
市
上
層
と
の
問
に

存
す
る
人
的
資
源
確
保
の
問
題
に
大
き
な
関
心
を
払
っ
た
M
・
シ
ュ
タ
ー
ル

　
　
⑧

の
近
業
な
ど
、
成
果
は
着
実
に
あ
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
四
章
は
「
ロ
ー
マ
に
お
け
る
死
」
と
題
し
て
、
ロ
ー
マ
人
が
死
に
出
会

っ
て
経
験
し
た
感
情
を
い
く
ら
か
で
も
摺
写
す
る
こ
と
、
そ
し
て
死
に
対
処

す
る
際
探
ー
マ
人
を
助
け
た
彼
ら
の
制
度
や
習
慣
を
理
解
す
る
こ
と
が
目
標

と
さ
れ
て
い
る
。

　
考
察
の
た
め
に
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
や
問
題
が
選
ば
れ
て
い
る
が
、
整
理

し
て
そ
れ
ら
を
紹
介
す
る
と
、
ま
ず
最
初
の
問
題
は
墓
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ロ
…
マ
人
が
墓
碑
銘
を
も
っ
た
墓
を
有
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

も
ち
ろ
ん
そ
う
し
え
た
の
は
あ
る
程
度
の
財
産
を
有
す
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
。

多
く
の
貧
民
は
何
の
記
念
も
残
さ
ず
、
何
の
儀
式
も
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
都

民
の
外
に
存
し
た
プ
テ
ィ
ク
リ
と
呼
ば
れ
る
墓
穴
へ
投
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
穴
は
深
さ
が
平
均
一
〇
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
、
人
間
の
死
体
ば
か
り
で
な

く
動
物
の
死
体
や
汚
物
も
投
げ
入
れ
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
立
派
な
記
念

物
が
残
さ
れ
る
一
方
で
、
貧
民
は
死
に
際
し
て
か
か
る
非
人
間
的
な
扱
い
を

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
首
都
で
は
人
口
増
加
に
伴
っ
て
地
価
が
上
昇
し
、
墓
所
の
確
保
が
困
難
に

な
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
ロ
ー
マ
人
は
二
つ
の
対
策
を
講
じ
た
。
一
つ
は

コ
ル
ム
バ
ー
リ
ア
と
呼
ば
れ
る
ハ
ト
小
屋
の
よ
う
な
形
を
し
た
集
合
墓
所
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
埋
葬
に
関
し
て
協
力
す
る
た
め
の
ク
ラ
ブ
の
結
成
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
、
大
衆
社
会
に
あ
っ
て
何
と
か
し
て
死
に
際
し
て
個
性
を
残

し
た
い
と
す
る
人
々
の
関
心
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
個
人
で
墓
所
を
買
う
こ

と
が
で
き
る
ほ
ど
豊
か
で
は
な
い
が
、
先
述
し
た
よ
う
な
貧
民
の
墓
穴
の
み

じ
め
さ
か
ら
は
逃
れ
た
い
と
す
る
人
々
の
希
望
が
実
現
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
注
目
で
き
る
点
は
、
自
由
人
ぽ
か
り
で
な
く
奴

隷
も
平
等
に
加
入
し
て
い
た
と
い
う
畜
実
と
、
ク
ラ
ブ
が
定
期
的
な
宴
と
会

合
を
も
つ
社
会
的
な
組
織
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
の
問
題
は
、
葬
儀
に
際
し
て
の
悲
し
み
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

「
悲
し
み
を
理
解
す
る
」
と
い
う
歴
史
学
の
上
で
は
決
し
て
容
易
と
は
思
わ

れ
な
い
作
業
の
た
め
に
、
特
に
方
法
論
上
の
問
題
点
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、

イ
ギ
リ
ス
史
の
L
・
ス
ト
ー
ン
や
人
類
学
老
B
・
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
ら
の
考

え
方
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
史
固
有
の
問
題
に
つ
い
て
の
言
及
は
極

め
て
少
な
い
。

　
第
三
の
問
題
は
死
者
の
記
録
と
死
後
の
生
に
つ
い
て
で
あ
り
、
墓
碑
銘
を

史
料
と
し
て
ロ
ー
マ
人
の
死
後
の
生
に
関
す
る
考
え
方
や
キ
リ
ス
ト
数
の
影

響
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
第
四
の
問
題
は
、
生
者
と
死
者
と
の
関
係
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
で
は
、
パ
レ

ソ
タ
ー
リ
ア
と
レ
ム
ー
リ
ア
の
二
つ
の
祭
が
死
者
の
た
め
に
存
し
、
祭
の
間

は
法
廷
や
神
殿
は
閉
じ
ら
れ
、
公
務
も
休
み
と
な
り
、
死
者
の
栄
誉
の
た
め

に
特
別
の
儀
式
が
な
さ
れ
た
。
人
々
は
亡
き
親
族
の
墓
所
を
訪
れ
、
墓
の
そ

ば
で
食
事
を
と
っ
た
。
集
合
墓
所
は
し
ば
し
ば
近
く
に
宴
会
用
の
部
屋
を
備

え
て
い
た
。
こ
れ
は
ま
る
で
ピ
ク
ニ
ッ
ク
で
あ
り
、
人
々
は
飲
食
を
し
て
し

ば
し
ば
騒
い
だ
が
、
こ
の
時
死
者
は
そ
の
場
に
彼
ら
と
共
に
存
す
る
と
考
え

ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
死
者
は
、
三
族
に
よ
っ
て
食
べ
物
と
飲
み
物
を
供
さ
れ
て
慰
め
ら
れ
る
べ
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評書

き
存
在
で
あ
っ
た
。
供
養
さ
れ
な
か
っ
た
死
者
が
幽
霊
と
し
て
現
れ
、
生
者

を
苦
し
め
る
と
い
う
話
は
ロ
ー
マ
時
代
に
も
存
し
、
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
如
き

教
養
人
で
す
ら
幽
霊
の
存
在
を
信
じ
て
い
た
。

　
第
五
の
問
題
は
、
遺
言
と
遺
産
狩
り
の
問
題
で
あ
る
。
富
め
る
ロ
ー
マ
人

は
、
血
の
繋
が
り
も
婚
姻
に
よ
る
繋
が
り
も
な
い
知
人
に
痴
言
で
遺
産
の
一

部
を
し
ば
し
ば
与
え
、
貴
族
の
聞
で
は
相
互
遺
贈
の
関
係
が
で
き
て
い
た
と

い
う
。
ま
た
、
ロ
ー
マ
人
の
間
で
憎
ま
れ
た
「
遺
産
狩
り
」
の
活
動
に
つ
い

て
は
、
政
治
生
活
の
高
い
費
用
、
政
治
エ
ジ
ー
ト
の
致
富
へ
の
限
定
、
そ
し

て
生
物
学
的
再
生
産
と
社
会
的
再
生
産
の
間
の
不
均
衡
に
対
し
て
適
応
さ
れ

た
も
の
と
理
解
さ
れ
う
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
最
後
に
論
じ
ら
れ
る
問
題
は
、
死
に
ゆ
く
老
が
永
遠
に
記
憶
を
残
し
、
ま

た
快
い
死
後
の
生
を
得
る
た
め
に
行
っ
た
試
み
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
死
に
ゆ
く
者
は
、
死
後
に
犠
牲
や
酒
で
供
養
さ
れ
た
り
、
誕
生
日
を
記
億

し
、
祝
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
欲
し
た
。
子
孫
に
そ
れ
を
託
し
た
だ
け
で
は
な

く
、
そ
の
た
め
に
公
共
施
設
な
ど
へ
多
く
の
寄
贈
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
彼
ら
は
、
自
ら
の
願
い
を
確
実
に
果
た
し
て
も
ら
う

た
め
に
、
地
方
都
市
に
遺
産
を
贈
る
こ
と
で
都
市
参
事
会
噛
も
巻
き
込
ん
だ
。

さ
ら
に
は
財
団
ま
で
設
立
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
孫
に
よ
る
委
託
さ

れ
た
金
の
流
用
、
突
然
の
危
機
、
社
会
変
化
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改

宗
が
彼
ら
の
努
力
を
無
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
。
墓
は
盗
掘
さ
れ
、
墓
石
は
転

用
さ
れ
て
、
し
ぼ
し
ば
キ
リ
ス
ト
教
会
の
壁
に
ま
で
流
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。

　
以
上
が
最
終
章
の
概
要
で
あ
る
。
本
稿
の
冒
頭
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の

章
の
テ
ー
マ
は
し
ば
し
ば
社
会
史
研
究
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
中
世

以
降
の
か
か
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
近
年
邦
訳
も
な
さ
れ
た
P
・
ア
リ
エ

　
　
　
⑨

ス
の
作
品
が
存
す
る
が
、
脚
注
の
豊
か
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ホ
プ
キ
ソ
ズ

は
ア
リ
ェ
ス
の
業
績
に
全
く
雷
及
し
て
い
な
い
。

　
古
典
古
代
史
で
は
、
高
名
な
政
治
家
や
哲
学
者
の
「
特
別
な
」
死
は
大
き

く
と
り
あ
げ
ら
れ
た
が
、
「
一
般
の
」
人
々
の
死
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
な
か

っ
た
。
こ
の
点
で
本
章
は
興
味
深
い
整
理
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。
し
か
し
、
論
点
の
豊
か
さ
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
ど
の
問
題
の
考
察
も
充

分
深
い
と
は
い
え
ず
、
ま
た
、
結
局
何
が
明
ら
か
に
な
っ
て
、
ど
の
部
分
の

問
題
の
研
究
が
ど
の
よ
う
に
進
ん
だ
の
か
、
あ
ま
り
明
示
的
で
は
な
い
。
た

だ
、
著
者
は
本
章
で
論
じ
た
テ
…
マ
に
つ
い
て
さ
ら
に
論
文
集
を
矯
聾
し
て

検
討
す
る
予
定
が
あ
る
よ
う
な
の
で
、
今
は
そ
れ
を
期
待
し
て
ま
つ
こ
と
に

し
た
い
。

　
評
者
に
と
っ
て
本
書
の
中
で
最
も
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
と
感
じ
ら
れ
た
部

分
は
、
や
は
り
第
二
、
第
三
章
で
用
い
ら
れ
た
大
胆
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法

で
あ
り
、
か
か
る
方
法
で
出
さ
れ
た
結
論
を
ど
の
程
度
評
価
で
き
る
か
と
い

う
点
で
、
伝
統
的
な
古
典
古
代
史
学
は
一
つ
の
踏
み
絵
を
迫
ら
れ
て
い
る
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
一
方
、
一
つ
の
問
題
に
関
す
る
通
説
に
批

判
を
加
え
た
著
者
に
対
し
て
、
直
ち
に
従
来
の
全
体
像
の
修
正
如
何
を
問
う

こ
と
は
、
書
評
を
行
う
も
の
の
し
ば
し
ば
陥
り
が
ち
な
性
急
さ
で
あ
る
が
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
評
者
は
著
者
に
対
し
て
、
特
に
共
和
政
時
代
後
期
か
ら
元

首
政
成
立
に
至
る
ま
で
の
ロ
ー
マ
社
会
の
権
力
構
造
、
否
、
歴
史
的
展
開
そ

の
も
の
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
是
非
示
し
て
も
ら
い
た
い
。

静
態
的
に
分
析
さ
れ
た
結
果
が
、
歴
史
の
流
れ
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
の
か
、
大
い
に
関
心
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
本
書
は
、
元
老
院
貴
族
を
考
察
す
る
際
も
中
世
・
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
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貴
族
と
比
較
す
る
な
ど
常
に
世
界
史
的
視
野
を
忘
れ
て
い
な
い
。
ロ
ー
マ
の

女
性
の
権
利
を
考
え
る
際
に
は
、
　
『
枕
草
子
』
な
ど
を
材
料
と
し
て
日
本
の

平
安
時
代
の
女
性
が
比
較
の
対
象
に
脚
注
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

し
か
も
、
古
典
作
品
や
碑
銘
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
英
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
、

ぜ
ひ
他
の
時
代
・
地
域
を
専
攻
す
る
研
究
者
の
目
に
も
ふ
れ
る
こ
と
を
願
い

た
い
。
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