
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
や

従
っ
て
右
に
の
べ
た
文
掌
的
性
撫
丁
…
つ
ま
り
形

ン
ル
　
　
ペ
ケ
ぞ
ゐ

態
・
様
式
・
形
象
な
ど
一
－
の
時
代
曲
特
殊
権
の
問

題
に
接
近
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
ρ
文

掌
酌
性
絡
…
の
聞
題
は
文
学
の
領
域
に
属
す
る
こ
と
か

も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
歴
史
家
が
精
確
な

準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
・
あ
る
。

　
以
上
、
は
な
は
だ
主
観
的
な
形
で
紹
介
と
批
判
を

の
べ
た
た
め
、
著
者
お
よ
び
読
者
に
対
し
ず
い
ぶ
ん

御
迷
惑
を
か
け
た
か
と
思
う
。
殊
に
、
幾
年
も
前
に

轡
か
れ
た
も
の
を
と
り
上
げ
て
、
今
日
の
角
度
か
ら

か
れ
こ
れ
こ
れ
勝
手
な
注
文
を
つ
け
た
の
は
た
し
か

に
云
い
す
ぎ
で
あ
る
が
、
し
か
し
卒
直
に
い
っ
て
本

書
が
今
日
の
間
接
一
意
識
か
ら
亀
あ
ま
り
に
生
き
生
き

と
し
た
内
容
を
も
つ
て
い
る
の
で
、
敢
て
非
糺
を
か

え
り
み
ず
後
学
の
一
人
と
し
て
自
己
の
う
け
と
り
方

を
の
べ
た
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
点
著
者
の
御
寛
恕
を

「
ね
が
う
こ
と
に
し
最
後
に
日
蚕
久
学
の
伝
統
を
民
衆

の
生
活
と
と
も
に
理
解
し
よ
5
と
さ
れ
る
古
典
文
掌

研
究
者
と
、
文
掌
史
に
接
近
し
よ
う
と
さ
れ
る
歴
史

家
に
、
特
に
本
書
の
一
読
を
お
す
す
め
し
て
、
つ
た

な
い
書
評
を
お
え
た
い
と
お
も
5
。
　
（
本
丈
三
九
〇

頁
図
版
一
山
ハ
㎏
貴
、
磁
器
コ
ご
○
頁
、
等
価
点
ハ
八
O
m
肖
、

幽
翠
出
版
会
発
行
）
　
　
　
－
－
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ド
イ
ツ
現
代
史

　
「
現
代
史
の
研
究
上
で
私
の
一
番
解
き
に
く
い
問

題
は
、
客
観
的
な
実
証
的
研
究
と
云
う
こ
と
で
は
な

く
、
そ
れ
を
宿
命
論
に
、
陥
ら
ぬ
よ
5
に
叙
述
す
る

こ
と
で
す
」
…
…
こ
れ
は
村
瀬
教
擾
が
、
こ
こ
に
紹

介
す
る
蓑
磐
の
発
刊
に
当
っ
て
、
私
に
議
せ
ら
れ
た

雷
葉
で
あ
る
。
今
日
ド
イ
ツ
・
フ
ァ
鉱
ズ
ム
に
対
す

る
批
判
が
、
漸
く
多
く
の
研
究
者
の
閾
心
に
上
り
、

夫
々
の
立
場
か
ら
、
論
争
を
も
交
え
て
、
重
要
な
問

題
が
提
畠
さ
れ
る
状
態
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
す
べ

て
の
現
代
史
研
究
に
と
っ
て
共
通
す
る
園
難
は
、
眼

前
に
展
開
さ
れ
る
同
時
代
の
譜
事
件
が
、
余
り
に
も

面
々
し
く
我
々
の
心
に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い
る
た
め

に
、
却
っ
て
近
視
限
的
な
、
冷
静
さ
を
欠
く
判
断
に

陥
り
ゃ
す
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
現
象
を
如

何
に
整
序
し
解
釈
し
過
表
の
流
れ
の
中
に
統
一
的
に

編
み
込
ん
で
行
く
か
と
い
5
こ
と
は
、
歴
史
学
者
に

要
請
さ
れ
て
い
る
使
命
で
あ
ろ
弓
。
そ
れ
は
歴
史
的

発
展
全
体
に
つ
い
て
の
透
徹
し
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヅ
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
こ
と
は
更
め

て
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
我
が
國
の
西

洋
史
孕
界
に
お
い
て
、
ド
ィ
ッ
藩
命
と
ワ
ィ
畔
ー
ル

共
繍
捌
を
中
心
と
す
る
研
究
に
、
常
に
先
達
の
位
置

に
立
っ
て
来
ら
れ
た
教
授
が
、
前
述
の
言
葉
を
漏
ら

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
長
い
研
鎖
の
果
に
到
達
さ

れ
た
心
境
を
披
渥
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
深
い
感
銘

を
覚
び
醒
ま
さ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
現
代
史
の
解
開
は
、
現

在
な
お
根
本
的
な
費
料
が
刊
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
5

な
状
態
で
あ
り
、
本
門
約
な
立
論
は
、
実
は
今
か
ら

漸
…
く
開
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
教

授
の
こ
の
薯
書
に
、
た
だ
全
癒
的
に
完
威
さ
れ
た
成

果
の
み
を
期
待
す
る
こ
と
は
、
却
っ
て
教
授
の
真
意

を
誤
解
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

む
し
ろ
我
々
は
、
肩
書
の
申
に
、
ド
イ
ツ
現
代
史
に

含
ま
れ
て
い
る
重
要
な
問
題
点
と
、
そ
れ
に
つ
い
て

の
現
段
階
…
に
お
け
る
諸
外
国
の
研
究
水
準
を
汲
み
取

る
こ
と
に
霊
点
を
響
き
、
後
学
の
我
々
が
そ
れ
を
踏

み
台
に
し
て
よ
り
多
く
の
も
の
を
積
み
重
ね
る
糧
と

す
る
心
構
え
で
、
本
書
に
毒
す
る
こ
と
が
肝
心
で
あ

る
よ
5
に
思
う
。
こ
の
よ
う
な
態
度
で
通
読
す
る
な

ら
、
本
書
は
誠
に
貴
重
な
教
示
を
我
々
に
提
供
し
て

い
る
。
殊
に
欧
米
学
界
の
鋤
向
は
、
極
く
最
近
の
も

の
に
至
る
ま
で
、
殆
ん
ど
見
落
さ
れ
る
こ
と
な
く
紹

一
〇
七
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轡

評

介
さ
れ
て
お
り
、
藩
主
な
努
力
の
跡
が
よ
く
現
れ
て

い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
（
た
だ
古
典
的
な
も
の

で
あ
る
が
チ
ー
ク
ル
シ
ュ
の
交
献
に
触
れ
ら
れ
て
い

な
い
こ
と
は
い
さ
さ
か
奇
妙
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ

る
が
）
。
以
下
紹
介
と
若
干
の
感
想
を
述
べ
て
毘
た

い
。

　
は
じ
め
の
訟
章
は
、
第
二
帝
制
の
政
治
的
支
柱
を

な
す
ユ
ン
カ
ー
の
、
第
一
次
大
戦
前
に
お
け
る
状
態

が
概
観
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
特
権
、
支
配
的
地
位
の

具
体
敏
な
様
稲
（
中
央
及
び
地
方
行
政
機
構
内
に
お

け
る
中
繧
的
地
位
、
参
謀
将
校
団
、
或
い
は
臼
常
生

活
を
　
趨
じ
て
の
梢
互
の
結
合
関
係
な
ど
）
が
述
べ
ら

れ
、
統
一
後
の
ド
イ
ツ
の
巾
・
に
、
封
建
制
の
残
存
勢

力
が
強
力
な
形
で
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
が
、
本
書
全

体
の
大
前
提
と
し
て
説
か
れ
る
。
次
い
で
第
三
・
四

漁箪

ﾅ
は
、
帯
嗣
制
の
縮
圃
め
て
舶
幌
雑
な
国
家
…
機
構
（
プ
P

イ
セ
ン
王
国
の
優
越
性
と
そ
の
絶
対
主
義
的
支
配
）

が
、
ユ
ン
カ
ー
の
支
配
的
地
位
の
丸
持
を
志
向
す
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
は

帝
函
に
於
い
て
「
最
も
昆
主
的
制
凌
」
で
あ
る
議
会

の
機
能
を
抑
擬
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
逐
行
さ
れ
た
こ

と
、
従
っ
て
民
主
的
改
革
は
、
プ
鴇
イ
セ
ン
下
院
の

三
級
選
挙
法
改
正
と
帝
国
の
議
会
敵
塁
の
要
求
に
集

中
的
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
注
同
す
べ
き
こ
と
は
、
帝
展
の
昆
主
的

改
革
は
、
プ
ロ
イ
池
ン
の
ユ
ン
カ
ー
的
支
配
を
切
り

崩
し
、
そ
れ
は
帝
国
存
立
の
本
拠
た
る
プ
ロ
イ
セ
ン

の
優
越
を
覆
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
、
心
綱
ド
イ
ツ

の
政
治
動
議
の
矛
盾
が
、
教
授
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。
民
主
化
の
問
題
が
か
く
竜
根
本

的
な
困
難
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
を
明
確
に
櫓
摘
さ
れ

た
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
に
と
っ
て
非
常
に

重
要
な
原
理
的
な
問
題
で
あ
り
、
従
来
の
帝
国
と
プ

ロ
イ
セ
ン
の
関
係
を
更
に
一
歩
明
確
に
示
さ
れ
た
こ

と
は
大
き
な
貢
献
で
あ
ろ
う
。

　
次
い
で
教
授
は
、
こ
の
よ
5
な
戸
主
的
改
革
は
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
社
会
民
主

主
義
者
に
よ
っ
て
の
み
推
進
さ
れ
得
た
点
に
、
後
進

的
な
ド
イ
ツ
の
特
徴
を
認
め
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
こ

と
は
教
授
の
い
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
が
、
何
故
そ
の

よ
5
な
民
主
化
の
道
が
、
斎
会
民
主
主
義
に
負
わ
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
弓
馬
は
、
本
書

で
は
充
分
な
説
開
に
許
し
得
な
い
よ
5
で
あ
る
。
そ

れ
は
教
授
が
帝
制
の
特
徴
と
し
て
、
封
建
繁
雑
（
ユ

ン
カ
ー
）
に
帯
麗
の
支
柱
の
重
点
を
か
け
る
叙
述
を

さ
れ
た
関
係
上
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
帝
国
に
お
け

｝
O
八

る
地
位
、
役
劉
（
ド
イ
ツ
資
．
本
主
義
の
発
展
の
性

格
）
に
言
及
し
難
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
事
実
教

授
も
帝
制
下
で
「
実
権
を
握
っ
て
い
た
の
は
ユ
ン
カ

ー
で
な
く
て
、
世
界
に
覇
を
唱
え
た
ド
イ
ツ
重
工
業

資
本
家
と
金
融
資
本
家
で
あ
っ
た
」
と
さ
え
述
べ

て
、
帝
制
の
社
会
体
綱
は
資
本
主
義
で
あ
り
、
ユ
ソ

ヵ
1
も
ま
た
単
な
る
封
建
的
経
済
の
基
礎
に
立
っ
て

い
る
の
で
は
な
く
、
市
場
生
産
を
醤
的
と
し
合
理
的

計
算
に
基
づ
く
農
業
経
営
者
と
し
て
資
・
本
主
義
へ
の

適
合
に
努
力
し
、
近
代
社
会
の
中
に
長
く
生
き
続
け

て
来
た
こ
と
を
繰
返
し
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
従
っ

て
心
急
下
で
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
；
の
占
め
る
社
会
的
・

政
治
的
地
位
が
、
も
っ
と
明
確
に
示
さ
れ
る
こ
と
が

必
要
な
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
自

明
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
な
ら
そ
れ
ま
で
だ
が
、
教

授
の
み
な
ら
ず
、
今
日
ま
で
の
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
史

研
疵
で
、
具
体
的
な
立
論
の
弱
い
点
で
あ
る
よ
う
に

思
う
。
ド
イ
ツ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
自
ら
の
手
で

市
座
的
支
配
秩
序
を
右
記
的
に
形
成
し
穏
な
か
っ
た

こ
と
と
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
前
世
紀
後
記
に
ド
イ
ツ

資
庫
主
瀧
が
急
速
に
発
展
し
、
祉
会
秩
序
の
根
幹
に

な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
と
の
闘
聯
、
或
は
こ
の
関
係

を
基
礎
と
し
て
、
更
に
、
帝
黒
帯
養
畜
睡
に
進
む
ド

（6ユ8）



　
イ
ツ
轡
苧
本
・
王
驚
帆
が
、
封
建
古
制
ー
ユ
ン
五
三
ー

と
経
済
的
に
矛
耀
し
な
が
ら
も
、
や
が
て
そ
れ
を
調

節
克
服
し
よ
5
と
努
力
す
る
過
程
の
中
か
ら
、
両
者

　
の
よ
り
反
動
的
な
結
合
が
導
き
出
さ
れ
て
来
る
問
題

な
ど
、
そ
ぢ
し
た
諸
問
題
は
今
後
我
々
に
残
さ
れ
た

繰
題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
解
閣
に
裏
づ
け
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
忍
会
民
主
主
義
が
ド
イ
ツ
の
民

主
化
i
し
か
も
社
会
主
義
的
門
主
化
で
は
な
く
、

改
良
主
義
的
な
そ
れ
一
を
推
進
し
得
る
唯
一
の
強

力
な
勢
力
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
充
分
に
納
得
さ
れ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
中
央
党
の
性
格

を
知
る
上
に
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
政
党
が
我
々
に

と
っ
て
甚
だ
理
解
し
難
い
竜
の
で
あ
り
、
本
書
が
そ

の
点
を
萌
か
に
し
て
い
る
こ
と
は
膚
意
義
で
あ
る

が
、
た
だ
蛇
足
を
付
加
え
る
な
ら
、
西
ド
イ
ツ
の
中

小
土
地
所
有
者
が
、
ユ
ン
カ
ー
等
の
大
地
主
と
利
害

を
異
に
し
、
そ
れ
が
中
央
党
左
翼
の
性
格
を
規
定
し

て
い
る
点
が
指
摘
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
5
か
。
こ
の
こ
と
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
以
後
に
ド

イ
ツ
政
府
が
益
々
独
占
資
本
の
勢
力
に
傾
い
て
行
く

こ
と
を
裏
づ
け
る
と
共
に
ド
イ
ツ
昆
主
化
の
牲
絡
を

」
理
解
す
る
上
で
左
翼
自
由
派
の
動
向
と
関
聯
し
て
や

ほ
り
大
切
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

評

　
更
に
社
会
民
主
党
の
革
命
に
対
す
る
態
塵
の
問
題

で
あ
る
が
、
当
時
正
統
派
と
修
総
轄
が
共
に
社
会
虫

義
を
ど
の
よ
5
に
理
解
し
て
い
た
か
を
竜
つ
と
明
確

に
す
る
こ
と
が
、
今
後
に
残
さ
れ
た
問
題
で
は
な
か

ろ
う
か
。
こ
れ
は
案
外
定
式
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
自

明
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
社
会
民
主
党
一
従

っ
て
第
ニ
イ
ン
タ
…
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ー
…
で
は
、
社
会

主
義
革
禽
に
対
す
る
実
際
酌
方
策
が
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
現
山
仕
で
は
ロ
シ
ア
革
命

以
来
、
縫
会
主
義
政
治
の
あ
り
方
が
具
体
的
に
既
に

三
十
…
数
年
間
経
験
さ
れ
て
来
て
い
る
の
で
、
ソ
ヴ
ィ

エ
ト
の
意
義
は
充
分
蜘
ら
れ
て
い
る
が
、
第
ニ
ィ
ン

タ
ー
が
、
パ
リ
・
コ
ン
ミ
ュ
、
ン
や
或
は
ロ
シ
ア
第
．

一
次
草
命
に
ど
の
よ
う
な
教
訓
を
汲
み
取
っ
て
い
た

か
、
従
っ
て
箪
命
を
ど
の
よ
・
り
に
準
備
し
、
豫
帯

し
、
画
い
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
社
会

民
主
党
の
市
民
的
・
日
和
見
的
性
絡
を
理
解
す
る
点

に
必
要
な
検
討
で
は
な
い
だ
ろ
5
か
。
本
書
に
於

て
、
ビ
ュ
ー
ロ
ー
の
プ
ロ
ッ
〃
政
策
に
闊
与
し
て
、

社
会
民
主
党
が
ゼ
ネ
。
ス
ト
を
政
治
闘
争
の
手
段
と

し
て
は
じ
め
て
採
用
す
る
に
箆
る
閥
題
は
、
暗
…
覚
す

る
も
の
が
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
第
五
章
の
ド
イ
ツ
革
命
は
、
教
授
が
長
年
に
わ
た

　
つ
て
積
ま
れ
た
藏
蓄
を
綜
倉
さ
れ
た
だ
け
に
、
本
書

　
の
巾
で
裳
階
に
纒
つ
た
こ
草
で
あ
る
。
関
係
文
献
の

紹
介
も
よ
く
整
備
さ
れ
、
以
前
の
諮
表
（
酉
洋
史
学

入
門
）
に
影
響
が
多
く
追
撫
補
充
さ
れ
て
い
る
。
殊

に
十
一
月
革
命
に
際
し
て
の
指
導
者
遙
の
鋤
向
は
、

編
密
な
更
料
の
吟
昧
に
基
づ
い
て
お
り
、
こ
の
研
究

領
域
で
の
水
灘
を
示
す
竜
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の

輩
だ
け
で
は
、
革
命
に
お
け
る
青
簾
察
の
動
向
が
ほ

　
つ
き
り
し
な
い
。
ま
た
革
命
で
変
革
さ
れ
た
秩
序
の
・

叙
述
が
弱
い
の
で
は
な
い
か
と
思
5
。
ド
イ
ツ
革
命

の
市
昆
的
性
格
を
政
治
勢
力
関
係
の
面
だ
け
で
は
な

く
、
社
会
体
制
の
面
か
ら
追
求
し
て
行
く
今
後
の
研

究
に
期
待
し
た
い
。
や
は
り
前
章
と
同
様
資
本
虫
義

の
発
展
と
結
び
つ
い
た
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
第
六
章
の
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
欄
の
盛
衰
と
、
第
七

章
の
ナ
チ
ズ
ム
の
発
展
、
第
三
外
語
の
動
向
は
、
最

も
新
し
い
研
究
分
野
で
、
多
く
の
資
料
が
刊
行
さ
れ

て
い
る
と
は
い
え
、
教
授
が
疑
わ
れ
る
よ
5
に
、
立

論
の
た
ぬ
の
充
分
な
基
礎
的
吟
．
昧
が
栄
だ
困
難
↑
な
段

階
に
あ
る
。
た
だ
伝
授
の
主
張
と
し
て
、
共
和
制
の

’
柱
蕎
が
軍
都
（
再
編
成
さ
れ
た
園
防
軍
）
に
あ
っ
た

こ
と
、
し
か
竜
そ
れ
は
政
漕
に
対
し
合
理
的
に
対
応

す
る
残
存
ユ
y
カ
ー
の
穆
謀
将
校
醐
を
頭
脳
に
し
て

一
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お
り
、
そ
れ
が
ナ
チ
の
政
権
掌
握
に
と
っ
て
却
っ
て

曲
折
し
た
過
程
を
辿
ら
せ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
優
れ
た
卓
見
で
あ
る
。
従
来
共
和
制
の

理
解
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
連
合
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
支
配
体
制
…
に
一
般
的
に
重
点
が
お
か

れ
、
保
守
派
が
そ
れ
に
対
署
し
て
ナ
チ
を
育
成
麦
援

す
る
に
至
っ
た
と
概
説
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
軍

部
の
申
に
生
き
の
び
る
ユ
ン
カ
ー
が
共
莉
制
に
お
い

て
占
め
る
役
割
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
古
い
見
解
に

反
省
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
更
に
最
近
の
猷
米
学
界
の
動
向
と
し
て
、
ブ
ル
ジ

ョ
ア
変
配
を
鼻
熊
　
な
ら
し
め
た
の
は
、
国
際
的
に
、

連
合
国
が
ド
イ
ツ
の
ヴ
ォ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
化
を
恐

れ
、
敗
戦
国
ド
イ
ツ
に
種
々
の
反
革
命
的
処
置
を
講

じ
た
と
す
る
見
解
を
紹
介
さ
れ
、
ま
た
シ
ュ
ト
レ
ー

ゼ
マ
ン
の
政
策
は
、
西
欧
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
聞
に
介

在
し
て
、
そ
の
対
立
を
利
用
す
る
方
策
を
と
っ
て
お

．
り
、
W
翠
に
西
欧
特
に
フ
ラ
ン
ス
と
の
協
調
の
み
に
傾

い
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
ら

れ
る
。
こ
れ
は
何
れ
も
従
来
の
通
説
の
視
野
を
広

め
、
或
は
修
正
批
判
す
る
堅
し
い
欧
米
掌
界
の
動
向

を
侭
え
る
も
の
で
あ
り
、
甚
だ
興
昧
潔
い
問
題
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
に
対
す
る
欧
米
の
磁
資
な
ど

と
関
連
し
て
、
今
後
外
交
輿
料
の
利
用
と
と
も
に
更

に
深
く
究
明
さ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

　
ナ
チ
の
問
題
は
覚
轡
程
度
の
叙
述
で
あ
り
、
こ
の

一
章
の
み
を
以
て
批
判
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、

た
だ
屡
々
理
論
的
に
言
わ
れ
て
い
る
ナ
チ
と
金
融
資

本
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
、
ナ
チ
の
党
資
金
の
出

所
な
ど
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
敢
策
、
綱
領
、
運
動

等
に
お
け
る
結
合
閾
係
に
何
ら
か
の
ヒ
y
ト
を
与
え

て
頂
き
た
か
っ
た
。
ま
た
ナ
チ
の
反
撃
－
命
的
性
格
、

デ
マ
ゴ
ー
グ
の
根
拠
に
つ
い
て
屯
今
後
教
示
さ
れ
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

　
以
上
不
明
を
雀
み
ず
勝
手
な
紹
介
を
述
べ
た
の
で

あ
る
が
、
教
授
が
最
近
発
表
さ
れ
た
論
文
を
補
訂
さ

れ
、
転
た
に
碧
干
篇
を
加
え
て
一
業
に
ま
と
め
ら
れ

た
本
書
は
、
後
掌
の
我
々
に
と
っ
て
多
く
の
示
唆
に

富
む
問
題
を
整
序
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
。
本
書
の

出
来
上
る
間
に
も
、
ド
イ
ツ
現
代
史
は
刻
々
と
薪
た

な
見
解
や
研
究
領
域
が
開
か
れ
て
い
る
訳
で
あ
り
、

そ
の
た
め
論
述
の
馬
蝉
や
論
理
の
不
徹
底
さ
を
感
ぜ

し
め
る
点
が
な
い
で
も
な
い
。
種
々
め
翫
判
が
出
る

と
怯
思
う
が
、
し
か
し
そ
の
多
く
は
現
代
史
を
学
、
ふ

者
が
等
し
く
、
負
わ
さ
れ
て
い
る
資
務
で
あ
り
、
殊

に
根
本
的
な
資
料
が
な
お
三
尊
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
状

一
一
〇

　
で
は
、
そ
の
よ
う
な
批
判
は
何
よ
り
も
先
ず
我
々
自

身
の
共
通
の
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
相
当
大
胆
な

割
切
り
方
で
有
益
な
理
論
を
提
供
し
た
箸
作
も
あ
る

が
、
し
か
し
よ
り
広
く
史
料
を
渉
猟
し
て
、
綜
合
的

　
な
把
握
を
試
み
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
歴
韻
学
に

　
と
っ
て
は
、
教
授
の
よ
う
に
、
薫
実
に
基
礎
的
操
作

を
続
け
る
過
程
が
立
論
の
前
提
と
し
て
必
要
で
あ
る

・
こ
と
は
い
5
ま
で
竜
な
い
。
史
怠
者
に
と
っ
て
は
、

　
退
屈
な
、
そ
し
て
魔
々
酬
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
少
い
廻

　
り
途
が
必
要
で
あ
り
、
素
朴
な
意
昧
で
「
自
己
に
都
合

　
の
悪
い
こ
と
・
も
追
求
し
説
漏
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

．
の
で
あ
る
。
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
我
々
は
教

授
の
今
後
の
研
鐵
に
去
り
盤
か
な
成
果
を
期
待
す
る

　
と
と
竜
に
、
我
々
自
身
本
書
を
通
し
て
、
教
授
の
進

　
ま
れ
た
道
を
更
に
一
歩
前
進
せ
し
め
る
こ
と
に
努
力

　
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
こ
の
紹
介
を
記
す
る
に
当
り
、
村
瀬
教

授
か
ら
特
に
懇
切
な
御
忠
告
と
教
示
を
頂
い
た
こ
と

　
を
感
謝
す
る
と
と
竜
に
、
教
授
の
真
意
を
充
分
汲
と

　
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
趨
れ
る
次
第
で
あ

る
。
　
（
東
京
大
掌
出
版
会
刊
・
定
憾
四
五
〇
円
）
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