
西
田
哲
学
に
と
っ
て
、
最
も
近
い
哲
学
者
の
一
人
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
西
田
哲
学
の
枢
要
な
諸
概
念

あ
る
い
は
論
理
に
、
表
現
上
、
類
似
し
た
も
の
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
仮
に
西
田
に
お
け
る
諸
概
念
の
意

味
が
、
へ
ｌ
ゲ
ル
に
お
け
る
類
似
し
た
諸
概
念
の
意
味
と
全
く
同
一
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
た

こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
『
続
思
索
と
体
験
』
（
一
九
三
七
年
）
に
収
め
ら
れ
た
論
稿
「
私
の
立
場
か
ら
見
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
」
に
お
い
て
、

西
田
自
身
も
、
「
私
の
今
日
の
考
が
多
く
の
も
の
を
へ
ｌ
ゲ
ル
か
ら
教
え
ら
れ
、
ま
た
何
人
よ
り
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
最
も
近
い
」
（
Ｚ
九
五
‐

九
六
）
と
認
め
て
い
る
。
西
田
の
弟
子
の
三
宅
剛
一
は
ド
イ
ツ
に
留
学
し
た
折
り
、
学
友
の
湯
浅
誠
之
助
の
助
力
を
得
つ
つ
、
『
一
般
者
の

自
覚
的
体
系
』
（
一
九
三
○
年
）
の
ド
イ
ツ
語
要
約
を
作
成
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
見
せ
た
と
こ
ろ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
似
て
い
る
」

と
評
し
た
と
伝
え
て
い
る
（
‐
）
。
そ
の
要
約
は
、
三
宅
自
身
が
回
顧
す
る
よ
う
に
、
「
ひ
ど
く
不
完
全
」
で
、
「
先
生
〔
西
田
〕
の
哲
学
の
真

意
は
出
て
い
な
か
っ
た
」
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
多
く
の
哲
学
者
の
中
か
ら
、
特
に
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
類
似
性
を
見
て
取

っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
な
ら
ず
と
も
、
日
本
の
哲
学
研
究
者
の
間
で
、
西
田
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
近
さ
は
従
来
よ
り
し
ば
し

存
在
と
無

「

「
存
在
と
無
の
同
一
」
と
し
て
の
「
生
成
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
［
熊
谷
］

序

の
同
一
」
と
し
て
の
「
生
成
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て

ｌ
西
田
に
よ
る
へ
－
ゲ
ル
生
成
論
批
判
の
妥
当
性
と
意
義
Ｉ

熊

谷
征
一
郎
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三



ば
指
摘
さ
れ
て
来
て
お
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
類
似
性
ゆ
え
、
な
か
に
は
西
田
哲
学
の
独
自
性
を
疑
問
視
す
る
向
き
さ
え
存
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

以
外
の
哲
学
者
と
の
類
似
性
か
ら
、
右
の
よ
う
な
疑
問
視
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
に
鑑
み
る
に
、
西
田
哲
学
の
独
自

性
は
、
ひ
と
え
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
の
差
異
の
存
否
に
か
か
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

先
に
西
田
に
お
け
る
諸
概
念
あ
る
い
は
論
理
的
表
現
が
、
へ
Ｉ
ゲ
ル
に
も
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
西
田
が
そ
れ
ら
の
諸
概
念
を

通
し
て
着
目
し
光
を
当
て
よ
う
と
し
て
い
た
事
態
が
、
へ
ｌ
ゲ
ル
と
は
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
親
近
性
を
認
め
る
先
の
発

言
に
続
け
て
、
西
田
が
「
私
は
へ
ｌ
ゲ
ル
に
対
し
て
多
く
の
い
う
べ
き
も
の
を
有
っ
て
い
る
三
Ｚ
九
五
‐
九
六
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

両
者
の
親
近
性
が
差
異
を
は
ら
ん
だ
関
係
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
我
々
は
表
面
的
な
表
現
上
の
類
似
性
に
幻
惑
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
西
田
が

見
据
え
て
い
た
事
態
が
何
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
事
態
ま
で
も
へ
ｌ
ゲ
ル
と
同
一
で
あ
っ
た
の
か
を
、
慎
重
に
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
。

当
初
、
西
田
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
批
判
を
明
言
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
管
見
に
入
っ
た
限
り
、
論
文
「
場
所
の
自
己
限
定
と
し
て

の
意
識
作
用
」
（
一
九
三
○
年
）
に
お
い
て
初
め
て
へ
ｌ
ゲ
ル
批
判
を
述
べ
て
い
る
（
六
・
九
七
）
。
そ
こ
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
し
て
一
言

批
判
的
に
論
及
し
た
に
留
ま
り
十
分
展
開
し
て
い
な
い
。
本
格
的
に
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
を
展
開
し
た
の
は
、
「
私
の
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
と

い
う
も
の
」
（
一
九
三
一
年
）
、
お
よ
び
同
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
「
私
の
立
場
か
ら
見
た
へ
ｌ
ゲ
ル
の
弁
証
法
」
（
一
九
三
一
年
）
（
以
下
、
「
へ

ｌ
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
稿
と
略
記
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
特
に
後
者
は
、
表
題
に
掲
げ
ら
れ
て
あ
る
通
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
差
異
を
主
題
と
し

た
論
稿
で
あ
る
。
同
論
稿
に
お
い
て
西
田
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
へ
ｌ
ゲ
ル
論
理
学
の
な
か
で
は
比
較
的
著
名
な
、
『
大
論
理
学
』
お
よ
び
『
エ

ン
ッ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
第
一
部
「
論
理
学
」
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
、
「
有
」
と
「
無
」
お
よ
び
「
生
成
つ
房
ａ
ｇ
）
」
を
め
ぐ
る

思
索
で
あ
る
（
以
下
、
「
生
成
論
」
と
略
記
）
。

拙
稿
に
お
い
て
は
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
稿
に
お
い
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
の
真
意
を
明
ら
か
に
し
、
へ
ｌ
ゲ
ル
哲
学

に
と
っ
て
、
西
田
か
ら
の
批
判
が
真
に
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
検
討
す
る
と
共
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
に
代
え
て
西
田
が
提
示
し
た
生
成
論

日
本
哲
学
史
研
究
第
八
号
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の
内
実
を
解
明
し
た
上
で
、
そ
の
意
義
と
、
独
自
性
の
有
無
を
究
明
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
西
田
生
成
論
の
解
明
は
、
実
質
的
に
、
「
へ

ｌ
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
稿
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
著
作
の
表
題
に
も
な
っ
て
い
る
「
無
の
自
覚
的
限
定
」
の
内
実
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
り
、

西
田
哲
学
の
一
つ
の
核
心
部
分
に
迫
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
困
難
を
極
め
る
作
業
で
あ
る
。
な
お
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
文
に
お
い
て
、

西
田
自
身
も
同
論
文
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
を
参
照
す
る
よ
う
に
述
べ
て
い
る
ゆ
え
、
適
宜
、
同
著
を
参
照
し
た
い
。

ま
ず
西
田
が
批
判
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
の
内
実
を
、
本
稿
の
課
題
に
関
わ
る
か
ぎ
り
で
把
握
し
て
お
き
た
い
。
先
に
論
及
し
た
よ
う
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
生
成
論
を
展
開
す
る
の
は
、
『
論
理
学
』
（
以
下
、
『
大
論
理
学
』
と
記
す
）
と
『
エ
ン
ッ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
第
一
部
「
論
理
学
」

（
以
下
「
小
論
理
学
」
と
記
す
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
西
田
が
「
へ
ｌ
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
稿
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
を
批
判
す
る
際
、

い
ず
れ
の
著
作
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
か
が
問
題
と
な
る
が
、
同
論
文
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
の
二
つ
の
引
用
文
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
言
葉

が
あ
る
の
は
「
小
論
理
学
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
後
に
取
り
上
げ
る
よ
う
に
、
西
田
は
へ
ｌ
ゲ
ル
が
生
成
の
例
と
し
て
「
始
ま
り
（
シ
コ
諒
信
）
」

の
事
例
を
挙
げ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
へ
ｌ
ゲ
ル
が
同
事
例
を
生
成
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
「
小
論
理
学
」
で
あ
っ
て
、
『
大

論
理
学
』
に
お
い
て
は
同
事
例
の
位
置
づ
け
が
幾
分
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
西
田
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
と
し
て
直
接
念
頭
に
置
き
批
判
し

た
の
は
、
「
小
論
理
学
」
に
対
し
て
だ
と
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
に
お
い
て
も
、
同
著
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
が
、
同
著
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲

学
の
集
大
成
と
い
う
性
格
上
、
論
理
学
の
部
門
が
分
量
的
に
圧
縮
さ
れ
、
論
述
も
凝
縮
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
、
必
要
に
応
じ
て
、
適
宜
、
『
大

論
理
学
』
を
参
照
し
た
い
。

さ
て
、
小
論
理
学
」
の
「
一
「第

「
存
在
と
無
の
同
ご
と
し
て
の
「
生
成
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
［
熊
谷
〕

一
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
の
内
実

一
部
存
在
論
」
の
「
Ａ
質
」
に
お
い
て
、
へ
ｌ
ゲ
ル
は
「
純
粋
な
存
在
」
合
亘
認
）
か
ら
論
を
起
こ
し
て
い
る
。

七
五



以
上
が
「
小
論
理
学
」
に
お
け
る
へ
ｌ
ゲ
ル
生
成
論
の
骨
子
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
「
へ
ｌ
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
稿
に
お
い
て
、
西

田
は
批
判
を
加
え
て
い
る
。
我
々
は
ま
ず
西
田
の
批
判
を
把
握
し
た
上
で
、
そ
の
真
意
を
探
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
批
判
と
は
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
無
が
直
接
に
自
己
自
身
に
同
一
な
る
も
の
と
し
て
有
と
同
一
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
か
か
る
意
味
に

お
い
て
同
一
と
考
え
ら
れ
た
無
と
い
う
も
の
は
真
の
無
と
い
う
べ
き
も
の
で
な
く
、
そ
れ
か
ら
恐
ら
く
成
と
い
う
如
き
も
の
も
出
て
来
な
ど

そ
れ
は
、
「
空
虚
な
存
在
」
倉
ご
旨
）
と
換
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
切
の
規
定
を
受
け
る
以
前
の
「
無
規
定
的
」
（
国
一
箇
）
で
「
無
内
容
」

窟
冒
電
）
な
も
の
で
あ
る
。
詳
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
感
覚
さ
れ
る
こ
と
も
、
表
象
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
「
乏
し
い
抽
象
物
」
急
自
余
）
で

あ
り
、
「
純
粋
な
思
想
」
合
自
重
）
で
あ
る
。
「
純
粋
な
思
想
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
純
粋
存
在
が
思
惟
に
よ
る
抽
象
の
所
産
で
あ
る

か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
純
粋
存
在
を
固
定
し
た
も
の
と
し
て
は
捉
え
ず
、
そ
の
「
無
規
定
性
の
ゆ
え
に
の
み
、
そ
れ
は

無
」
合
三
段
）
で
あ
る
と
見
な
し
、
無
へ
「
転
化
」
合
巨
駅
）
す
る
と
考
え
て
い
る
。

次
い
で
、
へ
ｌ
ゲ
ル
は
純
粋
存
在
と
は
逆
の
純
粋
な
無
も
「
直
接
的
な
、
自
己
自
身
に
等
し
い
も
の
と
し
て
ま
た
逆
に
存
在
と
同
じ
」
だ

と
見
な
す
富
自
用
）
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
直
接
性
」
と
は
媒
介
の
対
義
語
で
あ
り
、
純
粋
無
が
、
媒
介
さ
れ
る
以
前
、
す
な
わ
ち

他
の
も
の
と
の
関
係
に
入
っ
て
規
定
を
受
け
る
以
前
の
無
内
容
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
自
己
自
身
と
の
同
等
性
と
は
、
純

粋
無
が
無
内
容
で
あ
る
ゆ
え
、
自
己
自
身
と
の
同
等
性
の
ほ
か
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
自
己
同
等
性
と
直
接

性
に
お
い
て
、
純
粋
無
は
純
粋
存
在
と
同
じ
で
あ
る
ゆ
え
、
純
粋
存
在
へ
転
化
す
る
と
さ
れ
、
こ
う
し
て
純
粋
存
在
と
純
粋
無
の
相
互
転
化

が
成
立
し
、
有
と
無
の
「
統
ご
合
二
ｇ
）
が
成
立
す
る
が
、
そ
の
統
一
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
生
成
」
で
あ
る
。

日
本
哲
学
史
研
究
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八
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（
Ｚ
八
三
‐
八
五
）
。
こ
の
言
葉
か
ら
、
西
田
の
批
判
の
要
点
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
「
無
」
か
ら
は
「
生
成
」
が
成
立
し
な
い
こ
と
だ
と
、

ま
ず
は
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
西
田
が
「
真
の
無
」
と
し
て
何
を
考
え
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
前
に
ま
ず
「
生
成
」
と
し
て
何
を
考
え
て
い
た
か
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
独
自
の
仕
方
で
無
か
ら
存
在
へ
の
転
化
を
論
じ
、
両
者
の

統
一
と
し
て
「
生
成
」
を
導
出
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
決
し
て
生
成
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
西
田
が
ヘ
ー
ゲ

ル
の
無
か
ら
は
成
立
し
な
い
と
言
う
「
生
成
」
は
、
へ
ｌ
ゲ
ル
自
身
の
「
生
成
」
と
は
意
味
を
異
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
西
田
の
言
う
「
生
成
」
と
は
何
か
。
そ
れ
を
知
る
に
は
、
兵
－
ゲ
ル
は
一
例
と
し
て
「
始
」
と
い
う
も
の
を
挙
げ
て
い
る
」
（
Ｚ

八
三
）
と
い
う
西
田
の
言
葉
が
手
掛
か
り
と
な
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
始
」
と
は
、
「
小
論
理
学
」
に
お
い
て
生
成
が
導
出
さ
れ
確

立
さ
れ
た
の
と
同
じ
節
（
第
八
八
節
）
に
提
示
さ
れ
て
い
る
「
始
ま
り
」
の
事
例
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
同
節
で
へ
ｌ
ゲ
ル
は
、
存
在
と

無
の
統
一
と
し
て
の
抽
象
的
な
「
生
成
」
の
概
念
を
見
出
し
得
る
表
象
の
一
例
と
し
て
、
「
始
ま
り
」
の
事
例
を
挙
げ
、
そ
れ
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
事
柄
は
そ
の
始
ま
り
の
と
こ
ろ
に
は
ま
だ
存
在
し
な
い
が
、
し
か
し
始
ま
り
は
単
に
事
柄
の
無
な
の
で
は
な
く

て
、
す
で
に
事
柄
の
存
在
も
そ
こ
に
あ
る
」
合
ご
ｇ
）
。
「
始
ま
り
」
は
、
「
存
在
」
と
「
無
」
の
同
一
性
の
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

の
だ
か
ら
、
右
の
言
葉
は
、
始
ま
り
が
事
柄
の
無
で
あ
る
こ
と
を
全
面
的
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
ま
ず
留
意
し
て
お
き

た
い
。
引
用
文
中
、
始
ま
り
が
「
単
に
」
無
で
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
始
ま
り
が
一
面
に
お
い
て
は
無
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
そ
れ
で
は
、
事
柄
が
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
無
の
状
態
に
お
い
て
、
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
事
柄
が
存
在
す
る
と
言
え
る
か
が
問

題
と
な
る
が
、
そ
の
点
に
関
し
て
は
、
「
始
ま
り
は
．
…
・
・
も
う
す
で
に
先
へ
の
進
行
を
見
越
し
て
い
る
」
倉
二
ｇ
‐
ら
一
）
と
い
う
言
葉
が
手

掛
か
り
と
な
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
進
行
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
事
柄
の
無
に
お
い
て
も
事
柄
が
出
て
く
る

勢
い
、
あ
る
い
は
傾
向
性
が
あ
り
、
無
が
事
柄
を
胚
胎
す
る
温
床
と
い
う
性
格
を
も
つ
こ
と
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
始
ま
り
が
事
柄
の
無
で
あ
る

と
同
時
に
存
在
だ
と
言
い
表
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

「
存
在
と
無
の
同
こ
と
し
て
の
「
生
成
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
〔
熊
谷
］

七
七



以
上
の
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
無
か
ら
は
「
生
成
」
が
成
立
し
な
い
と
い
う
西
田
の
批
判
は
、
始
ま
り
が
成
立
し
な
い
と
い
う
意
味
で
あ

っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
稿
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
に
代
え
て
、
西
田
は
彼
自
身
の
生
成
論
を
展
開

し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
始
ま
り
を
成
立
せ
し
め
る
論
理
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
西
田
の
生
成
論
は
、
著
作
の
表
題
に
も
掲
げ
ら
れ
て

い
る
「
無
の
自
覚
的
限
定
」
と
い
う
根
本
思
想
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
に
対
応
さ
せ
る
形
で
、
「
有
」
、
「
無
」
、
「
生
成
」
と
い
う
概
念
枠
組

で
語
り
直
し
た
も
の
で
あ
る
ゆ
え
、
以
下
、
右
の
三
つ
の
概
念
を
そ
れ
ぞ
れ
解
明
し
た
後
、
そ
れ
が
如
何
に
し
て
始
ま
り
を
基
礎
づ
け
る
か

を
考
察
し
た
い
。
先
の
引
用
文
か
ら
す
る
と
、
西
田
は
「
無
よ
り
有
が
生
ず
る
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
有
と
無
の
同
一
性
と
し
て
の
生

成
を
提
示
し
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
一
見
す
る
と
、
何
も
無
い
所
か
ら
物
が
生
ず
る
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
と
れ
る
。

始
ま
り
に
関
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
右
の
見
解
に
対
し
て
、
西
田
は
「
そ
れ
で
は
潜
在
的
有
と
択
ぶ
所
な
い
」
（
Ｚ
八
三
‐
八
五
）
と
批
判
し

て
い
る
。
こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、
無
を
物
の
潜
在
的
状
態
と
し
て
捉
え
る
見
解
で
あ
る
が
、
そ
の
何
が
問
題
で
あ
る
の
か
。
そ
れ

に
関
し
て
は
、
次
の
西
田
の
言
葉
が
手
掛
か
り
と
な
る
。
「
物
が
始
ま
る
と
い
う
こ
と
は
無
よ
り
有
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
無
な
る
も
の
の
自
己
限
定
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
Ｚ
八
三
‐
八
四
）
。
つ
ま
り
、
無
に
事
柄
が
潜
在
的
に
含
ま
れ

て
い
る
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
は
、
胚
胎
さ
れ
て
い
た
物
が
萌
芽
し
存
在
す
る
に
到
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
で
は
、
「
真
に
始
ま

る
と
い
う
こ
と
」
（
Ｚ
八
三
‐
八
五
）
が
成
立
し
な
い
と
い
う
の
が
、
西
田
の
批
判
の
真
意
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
我
々
は
さ
ら
に
そ
の
根
拠

を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
は
西
田
生
成
論
の
「
無
」
の
内
実
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
ゆ
え
、
西
田
生
成
論
を
一
通
り
解
明
し
た

後
、
第
六
節
に
お
い
て
改
め
て
立
ち
返
り
た
い
。
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し
か
し
な
が
ら
西
田
は
右
の
言
葉
を
「
無
が
有
と
な
る
」
（
Ｚ
八
三
‐
八
五
）
こ
と
だ
と
換
言
し
て
お
り
、
そ
こ
に
「
矛
盾
」
（
Ｚ
八
三
‐

八
五
）
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
右
の
表
面
的
な
解
釈
で
は
、
無
と
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
有
は
別
で
あ
り
、
有
が
無
と
な
る
と
い
う
矛
盾
は

な
い
。
さ
ら
に
、
「
無
よ
り
有
が
生
ず
る
」
こ
と
が
先
の
引
用
文
で
は
「
無
な
る
も
の
の
自
己
限
定
」
と
も
換
言
さ
れ
て
い
た
。
西
田
が
無

の
自
己
限
定
と
言
う
と
き
、
そ
の
「
無
」
は
「
絶
対
無
」
を
意
味
す
る
が
、
先
の
表
面
的
解
釈
で
は
、
無
は
単
に
或
る
物
が
無
い
状
態
、
つ

ま
り
或
る
物
の
「
非
有
」
で
あ
り
、
相
対
無
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
「
無
よ
り
有
が
生
ず
る
」
と
い
う
言
葉
の
表
面
的
な
印

象
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
言
葉
に
能
め
ら
れ
た
西
田
の
真
意
を
探
る
べ
く
、
西
田
生
成
論
の
内
実
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
節
で
は
、
ま
ず
西
田
生
成
論
に
お
け
る
「
有
」
の
内
実
を
究
明
し
た
い
。
通
説
で
は
、
西
田
の
言
う
「
有
」
と
は
、
諸
々
の
事
物
お
よ

び
人
間
等
、
一
切
の
万
物
を
指
す
概
念
で
あ
り
、
有
の
意
味
内
実
に
つ
い
て
は
改
め
て
論
ず
る
ま
で
も
な
い
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か

に
、
有
を
一
切
の
事
物
だ
と
言
う
限
り
で
は
問
題
な
い
の
だ
が
、
右
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
時
、
や
や
も
す
れ
ば
、
対
象
と
し
て
存
在
す
る
事

物
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
や
す
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
は
問
題
が
あ
る
。
西
田
に
お
け
る
「
有
」
と
は
、
「
我
々
の
自
己
は
…
…
無
の
自
己

限
定
と
し
て
の
有
な
る
が
故
に
そ
れ
は
有
な
る
と
共
に
無
で
あ
る
」
（
Ｚ
八
三
‐
八
五
）
と
い
う
言
葉
に
お
い
て
、
自
己
が
「
無
の
自
己
限

定
と
し
て
の
有
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
自
己
」
を
指
す
概
念
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
有
は
自
己
で
あ
る
と
言
う
の
み
で
は
、
い
ま
だ
有
の
内
実
と
し
て
十
分
で
は
な
い
。
論
文
「
私
の
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定

と
い
う
も
の
」
に
お
い
て
、
西
田
は
自
己
が
「
「
有
る
」
と
い
う
こ
と
」
の
「
意
義
」
（
六
・
一
六
七
）
を
問
題
に
し
、
自
己
は
「
対
象
的
に

無
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
て
い
る
（
六
・
一
六
七
）
。
「
有
る
」
と
い
う
語
に
鍵
括
弧
が
付
さ
れ
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
西

田
が
、
自
己
は
、
「
対
象
的
有
」
（
Ｚ
八
三
）
（
対
象
的
事
物
）
と
は
、
存
在
の
仕
方
あ
る
い
は
存
在
の
質
が
異
な
る
と
洞
察
し
て
い
る
こ
と

を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
が
、
対
象
的
事
物
が
も
つ
存
在
性
（
以
下
、
対
象
的
存
在
性
と
略
記
）
を
全
く
も
た
な
い
な
ら
ば
、
如

何
な
る
仕
方
で
存
在
す
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
れ
に
関
し
て
は
、
「
へ
ｌ
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
稿
に
お
け
る
次
の
言
葉
が
手
掛
か
り
と
な
る
。

「
存
在
と
無
の
同
ご
と
し
て
の
「
生
成
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
［
熊
谷
］
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「
自
己
自
身
に
お
い
て
矛
盾
す
る
も
の
は
い
つ
で
も
自
覚
的
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
自
覚
的
有
と
し
て
「
有
る
も
の
」
で
な
け

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
我
々
の
自
己
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
か
か
る
意
味
に
お
い
て
考
え
ら
れ
、
か
か
る
意
味
に
お
い
て
有
る
の
で
あ
る
」

（
Ｚ
八
二
。
引
用
文
末
尾
の
傍
点
を
付
し
た
箇
所
、
お
よ
び
弓
有
る
も
の
筐
と
鍵
括
弧
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
も
、
自
己

の
存
在
の
仕
方
お
よ
び
質
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
ま
ず
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
で
引
用
文
中
、
「
自
覚
的
有
」
と
い
う
用

語
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
西
田
は
、
自
己
が
自
覚
と
い
う
仕
方
で
「
有
る
」
と
洞
察
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
さ
ら
に
我
々
は
、
自
覚
と
し
て
存
在
す
る
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
る
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
「
自
覚
的
有
」

の
内
実
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
西
田
の
言
う
自
己
と
は
、
「
行
為
的
自
己
」
（
Ｚ
七
八
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
行
為
す
る

主
体
を
指
す
。
そ
し
て
、
「
行
為
な
く
し
て
自
覚
と
い
う
も
の
な
」
し
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
六
・
一
七
四
）
、
行
為
に
よ
っ
て
始
め
て

主
体
の
目
覚
め
が
あ
る
と
洞
察
し
て
い
る
。
主
体
の
目
覚
め
が
生
ず
る
位
置
は
、
「
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
と
考
え
ら
れ
る
所
に
自

覚
が
あ
」
る
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
（
Ｚ
八
八
）
、
行
為
の
「
尖
端
」
（
六
・
二
二
で
あ
る
と
言
え
る
。
以
上
の
こ
と
を
考
え
合
わ

せ
る
な
ら
ば
、
自
覚
的
有
と
は
、
行
為
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
尖
端
に
生
じ
る
、
主
体
の
目
覚
め
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
上
述
し
た
通

り
、
自
己
の
「
有
る
」
こ
と
の
意
味
が
問
題
に
さ
れ
、
自
己
が
全
く
対
象
的
存
在
性
を
も
た
な
い
こ
と
が
洞
察
さ
れ
、
「
対
象
的
有
」
か
ら

峻
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
「
自
覚
的
有
」
は
、
主
体
の
、
目
覚
め
と
し
て
の
存
在
の
仕
方
お
よ
び
存
在
の
質
を
際
立

た
せ
た
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
西
田
は
「
行
為
」
を
根
本
か
ら
捉
え
直
し
て
い
る
ゆ
え
に
、
そ
れ
に
伴
い
、
自
覚
的
有
に
も
新
た
な
意
味
が
付
け
加
わ
っ

て
く
る
。
行
為
に
関
し
て
、
西
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
絶
対
無
の
自
覚
に
お
い
て
は
行
為
的
自
己
と
い
う
如
き
も
の
も
失
わ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
こ
で
は
た
だ
、
事
実
が
事
実
自
身
を
限
定
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
、
行
為
的
限
定
は
そ
こ
で
は
た
だ
感
官
的
限
定
と

い
う
如
き
意
味
を
有
っ
て
来
る
の
で
あ
る
…
…
。
．
：
…
事
実
が
事
実
自
身
を
限
定
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
感
官
的
な
る
所
に
真
の
自
己
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が
あ
る
と
す
れ
ば
、
斯
く
考
え
ざ
る
を
得
ざ
る
べ
く
、
そ
の
ノ
エ
シ
ス
的
方
向
に
行
為
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
ノ
エ
マ
的
方
向
に

表
現
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
（
Ｚ
八
七
－
八
八
）
。
引
用
文
中
、
行
為
的
自
己
が
失
わ
れ
る
と
言
う
の
は
、
我
々
の
「
意
識

と
い
う
も
の
も
失
わ
れ
」
（
六
・
一
二
九
）
る
と
換
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
が
、
例
え
ば
手
を
挙
げ
よ
う
と
意
志
し
て
も
、
現

実
に
手
が
挙
が
る
か
否
か
は
、
我
々
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
ぬ
、
能
く
し
得
な
い
出
来
事
で
あ
る
よ
う
に
、
行
為
の
「
尖
端
」
（
六
・
二
二

に
お
い
て
、
我
々
の
意
志
や
権
能
を
超
え
た
「
事
実
」
と
し
て
、
行
為
が
生
ず
る
こ
と
を
言
わ
ん
と
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
右

の
言
葉
か
ら
、
西
田
が
、
我
々
の
行
為
を
、
事
実
に
お
け
る
「
自
己
自
身
を
限
定
す
る
」
（
Ｚ
七
九
‐
八
○
）
自
発
性
の
側
面
と
し
て
位
置

づ
け
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
覚
的
有
も
、
「
行
為
的
自
覚
」
（
六
・
一
七
四
）
と
規
定
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、

よ
り
根
本
的
に
は
、
行
為
と
言
う
よ
り
、
事
実
の
自
発
性
と
し
て
、
主
体
の
目
覚
め
が
生
じ
る
こ
と
だ
と
言
え
る
。
ま
だ
、
自
覚
的
有
が
人

間
の
行
為
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
換
言
す
れ
ば
自
覚
的
有
の
成
立
範
囲
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
考
察
す
る

た
め
に
は
、
次
節
の
無
底
性
の
内
実
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
ゆ
え
に
、
後
に
改
め
て
論
じ
た
い
。

前
節
で
は
、
西
田
生
成
論
に
お
け
る
「
有
」
の
契
機
を
解
明
し
た
が
、
本
節
で
は
次
の
契
機
で
あ
る
「
無
」
の
内
実
を
究
明
し
た
い
。
「
無
」

に
は
い
く
つ
か
の
側
面
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
側
面
を
解
明
す
る
上
で
、
「
へ
ｌ
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
稿
に
お
け
る
、
次
の
西
田
の
言
葉

が
手
掛
か
り
と
な
る
。
や
や
長
く
な
る
が
、
本
稿
全
体
の
課
題
に
と
っ
て
も
重
要
な
箇
所
で
あ
る
ゆ
え
に
引
用
し
た
い
。
「
現
在
の
底
に
は

何
物
も
な
い
。
…
…
過
去
が
現
在
を
限
定
す
る
と
考
え
ら
れ
る
時
、
…
…
自
己
は
因
果
的
に
限
定
せ
ら
る
る
も
の
と
し
て
物
と
な
る
。
未

来
が
現
在
を
限
定
す
る
と
考
え
ら
れ
る
時
、
：
。
…
自
己
は
自
己
の
自
由
を
失
っ
て
単
な
る
手
段
と
な
る
。
未
来
に
お
い
て
も
過
去
に
お
い
て

「
存
在
と
無
の
同
ご
と
し
て
の
「
生
成
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
［
熊
谷
］

四
西
田
生
成
論
に
お
け
る
「
無
」
の
内
実
ｌ
事
実
の
無
底
性
お
よ
び
主
体
の
非
対
象
性
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も
自
己
の
底
に
何
物
か
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
が
限
定
せ
ら
れ
る
と
考
え
る
時
、
即
ち
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
自
己
が
外
か
ら

限
定
せ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
時
、
そ
れ
は
も
は
や
自
覚
的
限
定
で
は
な
い
。
自
己
の
底
に
は
何
ら
の
意
味
に
お
い
て
も
潜
在
的
な
も
の
が

考
え
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ
、
た
だ
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
と
考
え
ら
れ
る
所
に
自
覚
が
あ
り
、
そ
れ
は
限
定
す
る
も
の
な
き
も
の
の
自

己
限
定
と
し
て
事
実
が
事
実
自
身
を
限
定
す
る
と
い
う
の
ほ
か
な
い
」
（
Ｚ
八
八
）
。
現
在
と
自
己
と
事
実
の
位
置
づ
け
が
同
じ
で
あ
る
こ
と

を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
言
葉
は
、
現
在
の
事
実
が
、
過
去
か
ら
機
械
的
因
果
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
て
も
、
あ
る
い
は
逆
に
未
来
か
ら
合

目
的
的
因
果
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
て
も
、
「
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
と
い
う
意
味
」
（
六
・
一
四
二
）
が
無
く
な
り
、
現
在
の
事
実
の

自
由
お
よ
び
自
立
性
が
失
わ
れ
、
現
在
の
事
実
が
自
ず
か
ら
起
こ
る
も
の
と
し
て
成
立
し
な
く
な
る
と
共
に
、
事
実
の
自
発
性
に
お
い
て
生

じ
る
主
体
の
目
覚
め
も
無
く
な
る
こ
と
を
言
お
う
と
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
引
用
文
冒
頭
「
現
在
の
底
に
は
何
物
も
な
い
」
と
い
う
言

葉
（
以
下
、
仮
に
「
無
底
性
」
と
呼
ぶ
）
は
、
現
在
の
事
実
が
現
在
自
身
か
ら
起
こ
る
も
の
と
し
て
成
立
し
主
体
が
目
覚
め
る
裏
面
に
お
い

て
、
現
在
の
事
実
を
引
き
起
こ
す
過
去
や
未
来
が
無
い
こ
と
を
言
い
表
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
右
の
無
底
性
は
「
絶
対
の
無
」
（
六
・

一
四
二
）
と
換
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
西
田
の
無
の
内
実
を
な
す
と
言
え
る
。

右
の
事
態
を
潜
在
・
顕
現
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
す
な
ら
ば
、
過
去
が
現
在
を
限
定
す
る
と
は
、
現
在
が
、
過
去
の
温
床
の
萌
芽
と
な

る
こ
と
で
あ
り
、
未
来
が
現
在
を
限
定
す
る
と
は
、
現
在
が
、
目
的
の
実
現
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
（
潜
在
的
な
も
の
が
過
去
的
な
も
の

で
あ
る
か
、
未
来
的
な
も
の
で
あ
る
か
の
相
違
は
あ
る
に
せ
よ
）
い
ず
れ
も
現
在
が
潜
在
の
顕
現
と
な
る
が
、
そ
の
場
合
、
現
在
の
事
実
は
、

潜
在
か
ら
自
由
に
、
か
つ
自
立
的
に
自
己
限
定
す
る
も
の
と
し
て
成
立
し
得
な
く
な
る
。
先
述
し
た
、
現
在
の
事
実
を
引
き
起
こ
す
過
去
．

未
来
が
無
い
と
い
う
無
底
性
は
、
現
在
の
事
実
を
顕
現
と
な
す
潜
在
的
な
も
の
が
無
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
言
え
る
。

こ
こ
で
、
先
に
取
り
残
し
た
、
自
覚
的
有
は
人
間
の
行
為
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
を
検
討
し
た
い
。
ま
ず

生
物
の
事
実
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
西
田
自
身
、
「
自
己
自
身
を
限
定
す
る
自
己
の
自
己
限
定
」
（
六
・
一
六
七
）
の
事
例
と
し
て
、
「
こ
の
烏

日
本
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が
飛
ぶ
」
（
六
・
一
六
八
）
と
い
う
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
場
合
も
、
人
間
の
行
為
の
場
合
と
同
様
、
事
実
の
自
発
性
と
し
て
、
主
体
の

目
覚
め
（
こ
の
場
合
、
烏
、
あ
る
い
は
烏
の
生
命
の
目
覚
め
）
が
有
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
生
物
の
事
実
の
場
合
に
お
い
て
は

自
覚
的
有
が
成
立
す
る
と
、
ま
ず
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
無
生
物
の
事
実
の
場
合
に
も
主
体
の
目
覚
め
が
あ
る
か
で
あ

る
が
、
現
在
の
事
実
が
、
過
去
や
未
来
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
な
く
、
現
在
自
身
か
ら
、
自
ず
か
ら
起
こ
る
も
の
と
し
て
成
立
す
る
限
り
、

そ
こ
に
事
実
の
自
発
性
と
し
て
、
最
低
限
の
主
体
性
の
目
覚
め
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
無
生
物
の
事
実
の
場
合
で
も
、
自
覚
的
有
が
成
立
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。
「
自
覚
的
有
」
は
、
勝
義
に
お
い
て
は
、
や
は
り
人
間
の
行
為
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
広
義
に
お
い
て
は
、

無
生
物
の
事
実
を
含
め
、
一
般
に
、
「
事
実
」
が
自
ず
か
ら
起
こ
る
と
こ
ろ
に
は
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
西
田
生
成
論
に
お
け
る
無
と
は
、
現
在
の
事
実
を
顕
現
と
な
す
潜
在
的
な
過
去
・
未
来
が
無
い
と
い
う
無
底
性
で
あ
る
こ
と
を
解

明
し
た
が
、
無
底
性
の
内
実
は
、
い
ま
だ
十
分
で
は
な
い
。
無
底
性
の
他
の
側
面
は
、
論
文
「
私
の
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
と
い
う
も
の
」

に
お
け
る
、
。
こ
の
鳥
」
が
飛
ぶ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
「
こ
の
烏
が
飛
ぶ
」
と
い
う
事
実
が
あ
る
」
（
六
・
一
六
八
）
と
い
う
言
葉
か
ら
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
事
実
」
と
は
、
「
主
客
未
分
以
前
」
（
六
・
一
七
五
）
の
事
実
で
あ
り
、
我
々
が
「
働
き
」

（
六
・
一
六
七
）
（
こ
の
場
合
は
、
「
飛
ぶ
」
）
を
は
じ
め
と
す
る
諸
範
嶬
に
よ
っ
て
「
構
成
」
（
六
・
一
六
七
）
す
る
以
前
の
事
実
で
あ
る
こ
と

を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
こ
の
言
葉
は
、
我
々
が
反
省
し
判
断
を
加
え
る
以
前
の
事
実
は
、
主
語
・
動
詞
と
い
う
構
造
、
換
言
す
れ
ば
、
「
何

か
が
動
く
」
と
い
う
構
造
を
な
し
て
い
な
い
ゆ
え
、
そ
こ
に
は
、
右
の
構
造
の
契
機
で
あ
る
「
こ
の
烏
」
と
い
う
主
体
も
存
立
し
て
い
な
い

こ
と
を
言
お
う
と
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
（
右
の
主
体
を
西
田
が
「
主
語
的
有
」
（
六
・
一
六
七
）
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
以
下
、
仮

に
主
語
的
主
体
と
略
記
す
る
）
（
２
）
。
事
実
が
生
起
し
た
後
、
事
後
的
に
、
我
々
が
そ
れ
を
反
省
し
、
そ
こ
に
、
主
語
・
動
詞
と
い
う
構
造
を

読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
「
こ
の
烏
」
と
い
う
主
体
が
存
立
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
事
実
を
起
こ
す
主
語
的
主
体
が
無
い
こ
と
は
、

現
在
の
事
実
の
無
底
性
の
他
の
側
面
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
。

「
存
在
と
無
の
同
一
」
と
し
て
の
「
生
成
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
［
熊
谷
］
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事
実
に
は
、
現
に
主
語
的
主
体
が
無
い
と
い
う
の
み
で
は
な
く
、
事
実
を
、
主
語
的
主
体
の
動
作
と
し
て
捉
え
る
見
方
に
は
問
題
が
含
ま

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
西
田
の
言
葉
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
事
実
と
い
う
の
は
、
唯
一
な
る
個
物
の
自
己
限
定
と
し
て
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
自
己
自
身
を
限
定
す
る
事
実
で
は
な
い
。
加
う
る
に
、
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
個
物
の
自
己
限

定
と
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
属
性
的
で
あ
っ
て
真
に
事
実
と
言
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
…
…
真
に
事
実
そ
の
も
の
に
権
威
を
有
っ
た

事
実
を
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
」
（
一
○
・
九
六
）
。
ま
ず
引
用
文
中
、
「
権
威
」
と
い
う
の
は
、
自
ら
に
依
っ
て
立
つ
自
立
性
、
お
よ
び
自

ら
を
限
定
す
る
自
発
性
、
他
の
も
の
（
「
個
物
」
）
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
自
己
根
拠
性
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
「
「
こ

の
烏
」
が
飛
ぶ
」
と
い
う
よ
う
に
、
事
実
を
、
個
物
の
動
作
（
飛
ぶ
）
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
あ
た
か
も
属
性
が
実
体
に
帰
属
し
所
有
さ

れ
る
よ
う
に
、
事
実
は
主
体
に
依
拠
し
従
属
す
る
も
の
と
な
り
、
自
己
自
身
に
依
っ
て
立
つ
自
立
的
な
も
の
で
な
く
な
る
。
む
し
ろ
何
者
に

も
属
せ
ず
、
自
ら
を
限
定
す
る
事
実
の
自
発
性
と
し
て
主
体
の
目
覚
め
が
有
る
の
で
あ
っ
た
。
事
実
を
、
主
語
的
主
体
の
動
作
と
し
て
捉
え

る
こ
と
に
は
、
事
実
の
主
体
と
の
等
根
源
性
を
看
過
す
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

以
上
、
現
在
の
事
実
の
無
底
性
に
は
、
主
語
的
主
体
が
無
い
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
を
解
明
し
て
き
た
が
、
無
底
性
に
は
、
右
の
側
面

に
関
連
す
る
内
実
が
な
お
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
同
論
文
に
お
け
る
、
次
の
西
田
の
言
葉
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
事

、

実
の
背
後
に
は
何
物
も
な
い
、
物
と
は
事
実
に
即
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
限
定
す
る
も
の
な
く
し
て
自
己
自
身
を
限
定
す
る
所
に

事
実
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
」
（
六
・
一
四
二
‐
三
）
。
引
用
文
冒
頭
の
「
事
実
の
背
後
に
は
何
物
も
な
い
」
と
い
う
言
葉
も
、
限
定

す
る
も
の
な
き
自
己
限
定
と
い
う
言
葉
も
、
い
ず
れ
も
無
底
性
の
言
い
換
え
で
あ
る
ゆ
え
に
、
右
の
引
用
文
は
現
在
の
事
実
の
無
底
性
に
つ

い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
傍
点
を
付
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
特
に
、
物
か
ら
事
実
が
起
こ
る
の
で
は
な
い
と

西
田
が
洞
察
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
根
拠
は
、
物
体
が
「
主
語
的
有
」
、
す
な
わ
ち
主
語
と
し
て
同
定
さ
れ
る

対
象
的
存
在
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
の
「
こ
の
鳥
」
の
事
例
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
が
反
省

日
本
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し
判
断
を
加
え
る
以
前
の
事
実
は
、
主
語
・
動
詞
と
い
う
構
造
、
換
言
す
れ
ば
、
「
何
か
が
動
く
」
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
な
い
ゆ
え
、
そ

こ
に
は
動
く
当
体
と
し
て
の
物
も
存
立
し
て
お
ら
ず
、
事
実
は
物
か
ら
起
こ
る
の
で
は
な
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
が
生
起
し
た
後
、

我
々
が
そ
こ
に
主
語
・
動
詞
と
い
う
構
造
を
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
、
そ
の
主
語
と
し
て
物
が
存
立
す
る
。
引
用
文
中
、
「
物
と

は
事
実
に
即
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
」
だ
と
い
う
言
葉
も
、
右
の
事
態
を
言
お
う
と
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
を
起
こ
す
「
物
」
が

無
い
こ
と
は
、
主
語
的
主
体
が
無
い
こ
と
と
同
じ
、
無
底
性
の
側
面
を
成
す
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
西
田
の
無
と
は
、
現
在
の
事
実
が
、
過
去
・
未
来
、
あ
る
い
は
主
語
的
主
体
・
物
か
ら
起
こ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
無
底
性
で
あ
る

こ
と
を
解
明
し
て
き
た
が
、
両
側
面
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
無
底
性
と
は
、
事
実
を
起
こ
す
も
の
が
、
事
実
自
身
の
他
に
何
も
無
い
こ

と
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
「
限
定
す
る
も
の
な
き
も
の
の
自
己
限
定
と
し
て
事
実
が
事
実
自
身
を
限
定
す
る
」
（
Ｚ
八
八
）
と
い
う
言

葉
か
ら
も
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
や
は
り
無
に
は
事
実
の
無
底
性
と
し
て
の
み
で
は
捉
え
切
れ
な
い
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
言
葉
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
「
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
と
い
う
時
、
現
在
は
何
処
ま
で
も
つ
か
む
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
、
こ
う
い
う
意
味
に
お
い

て
は
現
在
は
無
で
あ
る
」
（
六
・
一
四
二
）
。
し
ば
し
ば
西
田
が
、
現
在
を
固
定
し
得
た
と
思
っ
た
時
に
は
、
そ
れ
は
す
で
に
過
去
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
引
用
文
中
、
「
つ
か
む
」
と
は
、
対
象
認
識
に
よ
る
捕
捉
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て

右
の
引
用
文
は
、
自
ら
を
限
定
す
る
尖
端
と
し
て
の
現
在
は
、
対
象
認
識
の
視
界
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
対
象
と
し
て
は
無
で
あ
る
こ

と
を
主
張
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
単
に
経
験
的
に
捕
捉
し
得
な
い
と
言
う
に
留
ま
ら
ず
、
対
象
認
識
は
、
現
在
の
自
己
限
定
の
後
、
事
後

的
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
、
現
在
を
認
識
対
象
と
な
す
こ
と
は
原
理
的
に
で
き
な
い
。

現
在
の
自
己
限
定
の
尖
端
は
、
事
実
が
生
起
す
る
尖
端
で
も
あ
る
。
上
で
論
じ
た
、
現
在
の
非
対
象
性
と
い
う
意
味
に
お
け
る
無
を
、
「
事

実
」
の
生
起
の
場
面
に
即
し
て
捉
え
返
す
こ
と
で
よ
り
具
体
的
に
把
握
し
て
お
き
た
い
。
先
に
も
引
用
し
た
言
葉
で
あ
る
が
、
西
田
は
、
現

「
存
在
と
無
の
同
一
」
と
し
て
の
「
生
成
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
［
熊
谷
］
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在
の
自
己
限
定
の
尖
端
で
生
起
す
る
事
実
を
、
。
こ
の
烏
」
が
飛
ぶ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
「
こ
の
鳥
が
飛
ぶ
」
と
い
う
事
実
が
あ
る
」
（
六
・

一
六
八
）
と
言
い
表
し
て
い
る
。
そ
の
事
実
は
、
「
ま
だ
「
こ
の
烏
」
と
し
て
言
表
の
内
容
が
外
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、

こ
の
事
実
を
見
て
い
る
「
私
」
と
い
う
も
の
が
内
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
」
（
同
上
）
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
主
客
が
別
れ

る
以
前
の
場
面
で
生
起
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
客
体
と
し
て
の
存
在
性
を
も
た
な
い
。
単
に
現
に
そ
う
で
あ
る
の
み
で
は
な
く
、
上
で
論

じ
た
現
在
の
尖
端
の
場
合
と
同
様
、
反
省
は
事
実
が
生
起
し
た
後
、
事
後
的
に
な
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
ま
さ
に
生
起
し
つ
つ
あ
る
事
実
を
認
識

対
象
と
な
す
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
先
に
解
明
し
た
、
現
在
の
非
対
象
性
と
い
う
意
味
に
お
け
る
無
は
、
具
体
的
に
は
、
生
起

す
る
事
実
が
対
象
的
存
在
性
を
も
ち
得
な
い
こ
と
だ
と
言
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
事
実
の
尖
端
は
、
対
象
視
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
は
言
え
、
我
々
の
眼
に
見
え
、
耳
に
聞
こ
え
る
も
の
で
あ
る
。

自
覚
的
有
は
、
「
こ
の
烏
が
飛
ぶ
」
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
と
言
う
よ
り
、
右
の
事
実
の
自
発
性
に
お
け
る
、
主
体
の
目
覚
め
（
烏
、
あ
る

い
は
烏
の
生
命
の
目
覚
め
）
を
指
す
概
念
で
あ
っ
た
。
主
体
の
目
覚
め
は
、
事
実
の
尖
端
で
生
じ
る
ゆ
え
に
、
も
ち
ろ
ん
反
省
さ
れ
得
ず
、

そ
れ
ゆ
え
対
象
的
存
在
性
を
も
ち
得
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
の
み
で
は
な
く
、
事
実
の
生
起
す
る
場
面
、
す
な
わ
ち
主
体
が
目
覚
め
る

場
面
で
あ
っ
て
も
、
主
体
は
目
覚
め
と
し
て
あ
る
の
で
あ
り
、
色
も
形
も
な
い
ゆ
え
に
、
目
に
見
え
ず
耳
に
聞
こ
え
ず
、
何
ら
対
象
的
存
在

性
を
も
た
な
い
。
西
田
は
自
覚
的
有
を
、
「
対
象
的
有
」
（
Ｚ
八
八
）
（
対
象
的
事
物
）
と
は
存
在
の
仕
方
が
異
な
る
も
の
だ
と
峻
別
し
、
「
主

語
的
に
対
象
的
に
無
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
六
・
一
六
七
）
と
述
べ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
当
然
、
主
体
は
非
感
覚
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
西
田
の
言
う
無
と
は
、
主
体
の
目
覚
め
が
、
認
識
対
象
と
な
ら
な
い
の
み
で
な
く
、
非
感
覚
的
で
も
あ
り
、
何
ら
対
象
的
存
在
性
を

つ
ま
り
西
田
の
言
う
無
と
は
、

も
た
な
い
こ
と
だ
と
言
え
る
。
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さ
て
、
西
田
に
お
け
る
「
無
」
お
よ
び
「
有
」
の
内
実
を
い
ず
れ
も
解
明
し
た
今
、
次
に
究
明
す
べ
き
は
、
有
と
無
の
同
一
性
と
し
て
の

「
生
成
」
の
内
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
や
自
ず
と
明
ら
か
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
確
認
し
て
お
き
た
い
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」

論
稿
に
お
い
て
、
へ
ｌ
ゲ
ル
の
生
成
論
に
対
応
さ
せ
つ
つ
、
西
田
は
生
成
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
我
々
の
自
覚
の
底
は
絶

対
に
無
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
何
物
も
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
、
何
物
か
が
あ
れ
ば
我
々
は
物
で
あ
っ
て
自
己
で
は
な
い
。
自
己
は
永
遠
に
新

た
な
る
今
で
あ
る
、
我
々
の
自
己
は
永
遠
の
成
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
無
の
自
己
限
定
と
し
て
の
有
な
る
が
故
に
そ
れ
は
有
な
る
と
共
に

無
で
あ
る
、
否
有
即
無
で
あ
る
、
成
に
お
い
て
有
と
無
と
一
と
い
う
意
味
は
こ
こ
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
Ｚ
八
三
‐
八
五
）
。
西
田
に
お

け
る
自
己
と
は
、
事
実
の
生
起
に
お
け
る
行
為
的
主
体
の
目
覚
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
、
か
つ
事
実
の
無
底
性
の
内
実
を
踏
ま
え

る
な
ら
ば
、
こ
の
言
葉
か
ら
、
西
田
の
言
う
「
生
成
」
と
は
、
起
こ
す
も
の
が
何
も
無
い
生
起
と
し
て
、
自
ず
か
ら
起
こ
る
事
実
が
成
立
し
、

そ
こ
に
行
為
的
主
体
の
目
覚
め
（
自
覚
的
有
）
が
生
じ
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
西
田
は
生
成
を
「
無
が
有
と
な
る
」
と
も
言
い
表
し
て

い
る
が
、
そ
れ
も
右
の
こ
と
を
言
い
表
し
た
も
の
だ
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
は
無
底
性
と
自
覚
的
有
の
同
一
性
と
し
て
の
生
成
で
あ
る
が
、
生
成
に
は
、
今
一
つ
他
の
側
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
ノ
エ
マ
的
に

無
な
る
も
の
が
ノ
エ
シ
ス
的
に
有
と
し
て
限
定
せ
ら
れ
る
の
が
成
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
Ｚ
八
三
‐
八
五
）
と
い
う
言
葉
か
ら
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
引
用
文
中
、
ノ
エ
シ
ス
的
に
限
定
さ
れ
る
有
と
は
、
自
覚
的
有
を
指
す
。
そ
れ
で
こ
の
言
葉
か
ら
、
生
成
に
は
、
何
ら
対
象
的

存
在
性
を
も
た
な
い
行
為
主
体
が
、
目
覚
め
と
し
て
存
在
性
を
も
つ
と
い
う
意
味
に
お
け
る
無
と
有
の
同
一
性
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
の
側
面
は
、
無
底
性
と
自
覚
的
有
の
同
一
性
で
あ
っ
た
が
、
右
の
側
面
は
、
非
対
象
性
と
自
覚
的
有
の
同
一
性
で

「
存
在
と
無
の
同
こ
と
し
て
の
「
生
成
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
［
熊
谷
］
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意
義
を
も
つ
と
言
え
る
。

以
上
で
、
西
田
生
成
論
の
ほ
ぼ
全
貌
が
解
明
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
西
田
は
へ
ｌ
ゲ
ル
の
生
成
論
を
以
て
し
て
は
「
始
ま
り
」

が
成
立
し
得
な
い
と
批
判
し
て
、
独
自
の
生
成
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
西
田
生
成
論
は
始
ま
り
を
基
礎
づ
け
得
る
と
推
察

さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
西
田
生
成
論
が
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
始
ま
り
を
基
礎
づ
け
る
か
を
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

西
田
生
成
論
に
お
い
て
、
始
ま
り
の
論
理
的
基
礎
づ
け
に
関
し
て
特
に
重
要
性
を
帯
び
て
く
る
の
は
、
第
四
節
で
解
明
し
た
「
無
底
性
」

で
あ
る
。
事
柄
が
ま
だ
生
じ
て
い
な
い
無
の
中
に
有
を
認
め
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
に
対
し
、
西
田
は
、
「
そ
れ
で
は
潜
在
的
有
と
択
ぶ
所
が

な
い
」
と
述
べ
、
そ
れ
で
は
「
真
に
始
ま
る
と
い
う
こ
と
」
（
Ｚ
八
三
‐
八
五
）
が
成
立
し
な
い
と
批
判
し
て
い
た
が
、
「
無
底
性
」
の
内
実

を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
右
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
は
、
現
在
の
事
実
を
潜
在
の
顕
現
と
見
な
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
で
は
、
現
在
の
事
実
が
、

過
去
か
ら
自
由
に
自
発
的
に
起
こ
る
も
の
と
し
て
成
立
し
え
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
事
実
が
過
去
か
ら
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
り
、
現
在
自

身
か
ら
生
ず
る
の
で
は
な
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
何
か
が
今
新
た
に
始
ま
る
こ
と
は
成
立
し
な
い
。
西
田
が
着
眼
し
た
、
事
実
の
背
後
に
何
ら

潜
在
的
な
も
の
が
ひ
そ
ん
で
い
な
い
と
い
う
「
無
底
性
」
は
、
現
在
、
新
た
に
「
始
ま
る
」
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
の
成
立
条
件
と
い
う

あ
る
。
無
の
内
実
に
、
無
底
性
と
非
対
象
性
の
二
つ
が
あ
っ
た
の
に
対
応
し
て
、
無
と
有
の
同
一
性
と
し
て
の
生
成
に
も
、
二
つ
の
側
面
が

あ
る
の
で
あ
る
。
生
成
の
両
意
味
を
集
約
す
れ
ば
、
西
田
の
生
成
と
は
、
起
こ
す
も
の
が
何
も
無
い
生
起
と
し
て
の
事
実
に
お
い
て
、
非
対

象
的
な
行
為
的
主
体
の
目
覚
め
が
生
じ
存
在
性
を
得
る
こ
と
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

事
実
を
起
こ
す
過
去
・
未
来
が
無
い
と
い
う
無
底
性
の
み
で
は
な
く
、
無
底
性
の
他
方
の
側
面
、
す
な
わ
ち
事
実
を
起
こ
す
物
（
お
よ
び
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無
底
性
は
西
田
生
成
論
に
お
け
る
無
で
あ
る
が
、
有
の
方
も
始
ま
り
に
関
わ
る
。
そ
れ
は
次
の
言
葉
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
永

、
、
、

遠
に
老
い
な
い
、
永
遠
に
新
た
な
る
、
ど
こ
で
も
始
ま
る
今
の
自
己
限
定
と
し
て
ス
ム
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
行
為
的
意
義
に
お
い

て
事
実
が
事
実
自
身
を
限
定
す
る
」
（
六
・
一
七
六
）
。
ス
ム
と
は
、
自
覚
的
有
を
指
す
。
自
覚
的
有
は
、
事
実
の
自
発
性
に
お
け
る
行
為
的

主
体
の
目
覚
め
で
あ
っ
た
が
、
西
田
の
言
う
事
実
と
は
、
突
き
詰
め
て
言
え
ば
、
現
在
新
た
に
始
ま
る
こ
と
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
こ
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
西
田
は
、
新
た
に
始
ま
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
行
為
的
主
体
の
目
覚
め
を
見
定
め
た
の
で
あ
る
。

主
語
的
主
体
）
が
無
い
と
い
う
側
面
も
始
ま
り
に
関
わ
る
。
も
し
物
（
主
語
的
主
体
）
が
事
実
を
起
こ
す
と
す
れ
ば
、
事
実
は
物
に
依
る
も

の
と
な
り
、
他
に
依
ら
ず
自
ず
か
ら
起
こ
る
も
の
と
し
て
成
立
し
な
く
な
る
が
、
そ
れ
は
、
自
ず
か
ら
始
ま
る
と
い
う
始
ま
り
の
自
立
性
お

よ
び
自
発
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
事
実
を
起
こ
す
物
（
主
語
的
主
体
）
が
無
い
と
い
う
無
底
性
の
側
面
も
、
始
ま

り
の
成
立
条
件
で
あ
る
と
言
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
西
田
は
、
始
ま
り
に
関
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
に
見
出
さ
れ
た
問
題
を
克
服
し
つ
つ
、
始
ま
り
の
論
理
的
基
礎
づ
け
と

い
う
性
格
を
も
つ
生
成
論
を
提
示
し
た
と
言
え
る
が
、
こ
こ
で
我
々
は
、
そ
も
そ
も
西
田
が
見
出
し
た
問
題
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
に
と
っ

て
如
何
ほ
ど
妥
当
す
る
の
か
、
つ
ま
り
西
田
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
の
妥
当
性
を
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
、
西
田
が
批
判
を
向

け
た
「
始
ま
り
」
の
例
が
、
へ
ｌ
ゲ
ル
生
成
論
に
お
い
て
い
か
な
る
位
置
を
も
つ
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
小
論
理
学
」
に
お
け
る
、
存
在
と
無
の
同
一
性
と
し
て
の
生
成
と
は
、
無
規
定
的
な
存
在
か
ら
無
へ
の
転
化
（
お
よ
び
逆
の
転
化
）
と

し
て
成
立
す
る
、
純
粋
に
抽
象
的
な
「
統
一
の
概
念
」
白
冒
ｇ
）
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
読
者
に
、
そ
の
統
一
を
抽
象
的
に
理
解
す
る

「
存
在
と
無
の
同
ご
と
し
て
の
「
生
成
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
〔
熊
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批
判
の
妥
当
性

八
九



を
難
ず
る
の
は
当
を
得
な
い
。

西
田
自
身
、
本
稿
で
解
明
．

し
て
成
立
し
、
上
に
述
べ
た
↑

本
稿
で
解
明
し

ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
の
本
論
と
、
始
ま
り
の
例
と
に
お
い
て
、
果
た
し
て
、
有
と
無
の
統
一
の
意
味
が
同
じ
で
あ
る
か
が
問
題
と
な

る
。
生
成
論
本
論
に
お
い
て
、
純
粋
存
在
が
無
と
同
一
で
あ
る
の
は
、
そ
の
無
規
定
性
ゆ
え
で
あ
り
、
無
が
存
在
と
同
一
で
あ
る
の
は
、
未

だ
媒
介
さ
れ
ず
、
「
自
己
自
身
に
等
し
い
」
筒
亘
囹
）
ゆ
え
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
始
ま
り
の
例
に
お
い
て
、
無
が
存
在
と
同
一
で

あ
る
の
は
、
ま
だ
無
の
状
態
に
お
い
て
も
す
で
に
「
先
へ
の
進
行
」
合
ご
望
）
が
孕
ま
れ
て
お
り
、
存
在
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
生
成
論
本
論
と
始
ま
り
の
例
と
で
は
、
有
と
無
の
同
一
性
の
意
味
が
異
な
る
。
始
ま
り
の
例
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
表
象
を
求
め

る
読
者
の
た
め
に
、
何
ら
か
の
意
味
で
「
存
在
と
無
と
の
統
ご
甫
亘
ｇ
）
を
分
析
的
に
導
出
で
き
る
一
例
と
し
て
挙
げ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、

そ
の
統
一
の
意
味
は
、
生
成
論
本
論
の
そ
れ
と
同
じ
で
は
な
い
ゆ
え
、
厳
密
に
は
、
生
成
論
本
論
の
具
体
例
と
は
言
え
な
い
。
し
た
が
っ
て

西
田
が
、
始
ま
り
の
例
に
お
け
る
同
一
性
を
、
生
成
論
本
論
の
同
一
性
の
具
体
例
だ
と
見
な
し
、
前
者
に
見
出
し
た
問
題
点
で
以
っ
て
後
者

末
転
倒
で
あ
る
。

こ
と
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
抽
象
的
理
解
に
不
慣
れ
で
あ
る
た
め
、
「
よ
く
知
り
慣
れ
て
い
る
も
っ
と
具
体
的
な
ケ
ー
ス
」
急

二
ｇ
）
、
す
な
わ
ち
「
表
象
」
白
目
ｇ
）
を
求
め
る
読
者
の
た
め
に
、
存
在
と
無
の
統
一
を
見
て
取
れ
る
「
無
限
に
多
く
の
表
象
」
合
］

ら
ｅ
の
中
か
ら
、
手
近
な
例
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
が
、
「
始
ま
り
」
の
例
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
何
ら
か

の
具
体
的
な
事
例
に
お
い
て
、
存
在
と
無
の
統
一
を
見
出
せ
れ
ば
良
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
始
ま
り
の
例
は
代
替
可
能
な
一
例
に
す
ぎ
ず
、

へ
ｌ
ゲ
ル
は
始
ま
り
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
生
成
論
を
展
開
し
た
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
へ
ｌ
ゲ
ル
生
成
論
が
始
ま
り
を
基
礎
づ
け
得

な
い
こ
と
を
難
ず
る
西
田
の
批
判
は
、
へ
ｌ
ゲ
ル
が
始
ま
り
の
例
を
挙
げ
た
意
図
を
無
視
し
、
始
ま
り
の
例
に
重
き
を
置
き
す
ぎ
て
お
り
本

日
本
哲
学
史
研
究
第
八
号て

き
た
彼
自
身
の
生
成
論
の
内
実
を
踏
ま
え
つ
つ
、
「
私
は
真
の
弁
証
法
と
い
う
の
は
上
に
述
べ
た
如
く
に

上
に
述
べ
た
如
く
に
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
へ
ｌ
ゲ
ル
自
身
が
意
識
し
て
い
た
と
否
と
に
関
せ
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル

九
○



の
弁
証
法
と
い
う
も
の
も
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
成
り
立
ち
、
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
理
解
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
信
ず
る
」
（
Ｚ
八
二
）

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
批
判
は
始
ま
り
の
事
象
に
即
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
へ
ｌ
ゲ
ル
の
意
図

を
十
分
に
汲
ん
で
な
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

西
田
の
批
判
は
、
始
ま
り
の
事
象
に
鑑
み
た
場
合
に
は
妥
当
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
へ
Ｉ
ゲ
ル
生
成
論
に
お
け
る
始
ま
り
の
例
の
位
置
づ

け
を
誤
解
し
過
大
評
価
し
た
も
の
で
あ
り
、
へ
ｌ
ゲ
ル
生
成
論
批
判
と
し
て
は
正
鵠
を
失
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
西
田
の
批
判
お
よ
び
生

成
論
を
、
西
田
が
批
判
を
向
け
た
当
該
箇
所
を
超
え
、
へ
ｌ
ゲ
ル
生
成
論
の
範
囲
内
で
や
や
広
い
視
野
に
お
い
て
位
置
づ
け
た
場
合
、
い
か

な
る
特
質
お
よ
び
意
義
を
も
っ
て
く
る
か
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

「
小
論
理
学
」
に
お
い
て
生
成
を
導
出
し
た
第
八
八
節
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
無
か
ら
は
何
も
の
も
生
じ
な
い
」
含
冒
窒
）
と
主

張
す
る
思
想
を
紹
介
し
、
そ
れ
を
、
生
成
に
関
す
る
彼
自
身
の
思
想
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
だ
が
、
『
大
論
理
学
』

に
お
い
て
は
、
右
の
思
想
を
敷
術
し
た
、
「
世
界
ま
た
は
も
の
含
冒
麗
）
の
始
ま
り
の
可
能
で
な
い
こ
と
」
Ｐ
二
ｅ
を
証
明
す
る
「
単
純

な
通
俗
的
弁
証
法
」
Ｐ
Ｓ
ｅ
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
『
大
論
理
学
』
に
お
け
る
右
の
弁
証
法
に
よ
れ
ば
、
も
し
「
も
の
」
が
始
ま
っ
た
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
「
無
に
お
い
て
始
ま
っ
た
」
Ｐ
屋
ｅ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
「
始
ま
り
は
有
を
含
む
」
Ｐ
二
ｓ
も
の
で
あ
り
、
如
何

な
る
有
を
も
含
ま
な
い
無
は
始
ま
り
と
は
な
り
得
な
い
。
無
は
あ
く
ま
で
無
に
す
ぎ
な
い
。
か
く
し
て
通
俗
的
弁
証
法
は
、
「
も
の
」
の
始

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
右
の
弁
証
法
は
「
有
と
無
と
の
対
立
」
（
Ｅ
Ｓ
）
お
よ
び
「
分
離
」
（
こ
ろ
）
に
「
固
執
」
（
Ｅ
Ｓ
）
し
、
「
有
と
無
の
統
ご
Ｐ

Ｓ
ｅ
を
否
定
す
る
も
の
だ
と
批
判
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
点
、
「
小
論
理
学
」
に
お
け
る
始
ま
り
に
つ
い
て
の
へ
ｌ
ゲ
ル
の
洞
察
（
以
下
、

仮
に
「
始
元
論
」
と
略
記
）
は
、
「
始
ま
り
は
…
…
も
う
す
で
に
先
へ
の
進
行
を
見
越
し
て
い
る
」
百
二
ｇ
‐
ら
ご
と
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

無
の
中
に
す
で
に
有
が
胚
胎
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
、
「
有
と
無
の
統
ご
Ｆ
二
ｅ
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
無
は
如
何
な

ま
り
は
不
可
能
だ
と
主
張
す
る
。

「
存
在
と
無
の
同
ご
と
し
て
の
「
生
成
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
［
熊
谷
］

九
一



へ
ｌ
ゲ
ル
生
成
論
お
よ
び
通
俗
的
弁
証
法
と
の
連
関
に
お
い
て
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
西
田
生
成
論
の
特
質
お
よ
び
意
義
を
究
明
し
た
今
、

最
後
に
、
そ
も
そ
も
西
田
生
成
論
が
真
に
西
田
に
独
自
の
論
理
で
あ
る
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
を
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
こ

れ
ま
で
、
西
田
が
批
判
を
向
け
た
「
小
論
理
学
」
（
お
よ
び
『
大
論
理
学
』
）
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
を
取
り
上
げ
て
き
た
が
、
西
田
生

成
論
は
右
の
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
独
自
性
の
存
否
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
小
論
理
学
」
お
よ
び
『
大
論
理
学
』
の
他
に
、
『
エ
ン
ッ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
第
二
部
、
い
わ
ゆ
る
「
自
然
哲
学
」
に
お
い
て
、

時
間
論
の
文
脈
で
も
生
成
論
を
展
開
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
西
田
生
成
論
と
類
似
し
た
論
理
が
見
受
け
ら
れ
る
ゆ
え
に
、
西
田
生
成
論
の

る
有
を
も
含
む
も
の
で
は
な
い
」
Ｐ
三
ｅ
と
主
張
す
る
通
俗
的
弁
証
法
に
対
す
る
真
向
か
ら
の
反
駁
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
西
田
が
批
判
し
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
は
、
も
の
の
始
ま
り
を
潜
在
的
な
も
の
の
顕
現
と
見
な
す
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
で
は
も
の
が
過
去
か
ら
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
り
、
現
在
新
た
に
始
ま
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
を
含
み
、
通
俗
的
弁
証
法
と
は

異
な
る
意
味
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
始
ま
り
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
も
、
通
俗
的
弁
証
法
と
同
様
、
も
の
が
「
無
か
ら
始
ま
る
」
と
言
わ
れ
る
際
の
「
無
」
を
、
も
の
が
存
在
す
る
以
前
の
状
態
と

し
て
捉
え
る
点
で
相
違
は
な
い
が
、
西
田
生
成
論
は
、
「
無
」
を
、
現
在
の
事
実
の
背
後
に
潜
在
が
ひ
そ
ん
で
い
な
い
と
い
う
「
無
底
性
」

と
し
て
捉
え
直
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
新
た
に
も
の
が
始
ま
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
西
田
生
成
論
は
無

を
、
状
態
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
も
の
が
現
れ
る
事
実
に
お
け
る
事
態
（
側
面
）
と
し
て
捉
え
返
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
始
元
論

の
問
題
点
を
含
む
こ
と
な
く
、
通
俗
的
弁
証
法
に
反
駁
し
、
始
ま
り
を
論
拠
づ
け
た
の
だ
と
言
え
る
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
八
号

八
西
田
生
成
論
の
独
自
性
の
存
否

九
一

一



「
小
論
理
学
」
と
「
自
然
哲
学
」
と
に
お
け
る
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
二
つ
の
生
成
論
の
連
関
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「
小
論
理
学
」
に
お
い
て
、

有
と
無
と
の
同
一
性
と
し
て
の
「
生
成
」
は
純
粋
に
抽
象
的
で
無
内
容
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
も
っ
と
内
包
的
な
、
も
っ
と
豊
富
な

生
成
」
へ
と
「
充
実
」
筒
一
圏
）
し
て
行
く
と
言
わ
れ
て
い
る
。
『
大
論
理
学
』
に
お
い
て
も
、
「
生
成
」
は
、
同
著
の
そ
の
後
の
思
索
に
お

い
て
、
「
後
続
の
す
べ
て
の
も
の
の
地
盤
（
里
①
ョ
①
三
）
を
な
す
」
Ｐ
駅
）
も
の
で
あ
り
、
「
す
べ
て
の
論
理
的
規
定
」
Ｐ
誤
）
、
お
よ
び
二

般
に
哲
学
の
全
概
念
」
Ｐ
誤
）
は
、
生
成
の
「
例
」
Ｐ
誤
）
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
他
方
、
「
自
然
哲
学
」
に
お
い
て
、
時
間
が
「
存
在
」

と
「
非
存
在
」
の
同
一
性
と
し
て
「
直
観
さ
れ
た
生
成
」
合
畠
全
）
だ
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
時
間
は
、
「
小
論
理
学
」
に
お

け
る
純
粋
に
抽
象
的
な
生
成
が
具
体
化
さ
れ
、
表
象
性
を
帯
び
た
事
例
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

も
し
時
間
論
に
お
け
る
生
成
論
が
、
西
田
生
成
論
と
同
趣
旨
で
あ
る
な
ら
ば
、
西
田
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
「
自
然
哲
学
」
の
時
間
論
に
お
け
る

生
成
論
で
以
っ
て
、
「
小
論
理
学
」
の
生
成
論
を
批
判
し
、
同
箇
所
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
始
ま
り
の
事
例
の
含
む
問
題
点
を
回
避
し
た
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
西
田
生
成
論
の
独
自
性
は
失
わ
れ
る
。
従
来
、
し
ば
し
ば
、
西
田
と
同
様
の
言
葉
が
、
へ
ｌ
ゲ
ル
の
著
作
に

お
い
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
以
て
、
西
田
哲
学
の
独
自
性
が
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
生
成
論
に
関
し
て
も
、
西
田
と
同
様
の
こ
と

を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
す
で
に
「
自
然
哲
学
」
時
間
論
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
と
言
う
向
き
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
我
々
は
、
両
者

が
、
表
面
的
な
表
現
上
の
一
致
の
み
で
は
な
く
、
内
実
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
か
を
慎
重
に
吟
味
し
、
西
田
生
成
論
の
独
自
性
の
有
無
を

を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
す
で
』

が
、
表
面
的
な
表
現
上
（

独
自
性
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
自
然
哲
学
」
に
お
け
る
、
西
田
生
成
論
に
類
似
し
た
論
理
と
は
、
「
時
間
は
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
せ
ず
、
存
在
し
な
い
こ
と
に

よ
っ
て
存
在
す
る
存
在
で
あ
る
」
臼
冒
禽
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
が
、
西
田
と
同
様
に
、
現
在
が
自
己
限
定
す
る
尖
端
に
生

ま
れ
る
主
体
が
、
対
象
認
識
に
よ
っ
て
は
捕
捉
し
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え
対
象
的
存
在
性
を
も
た
ず
、
目
覚
め
（
自
覚
的
有
）
と
し
て
存
在
性
を

「
存
在
と
無
の
同
巨
と
し
て
の
「
生
成
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
［
熊
谷
］

九
三



「
自
然
哲
学
」
に
お
け
る
、
西
田
生
成
論
に
類
似
し
た
論
理
と
し
て
、
他
に
、
「
「
今
」
は
そ
れ
自
身
、
そ
の
存
在
が
無
へ
消
滅
す
る
こ
と

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

と
無
が
そ
の
存
在
〔
今
の
存
在
〕
へ
消
滅
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
含
自
圏
）
と
言
わ
れ
、
傍
点
を
付
し
た
、
無
の
存
在
へ
の
消
滅

が
、
「
存
在
へ
の
移
行
と
し
て
の
無
」
（
国
尿
？
色
）
と
換
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
言
葉
が
、
西
田
が
「
無
が

有
と
な
る
」
と
言
っ
て
い
た
の
と
同
様
に
、
起
こ
す
も
の
が
何
も
無
い
生
起
と
し
て
、
自
ず
か
ら
起
こ
る
事
実
が
成
立
し
、
そ
こ
に
主
体
の

目
覚
め
が
有
り
、
存
在
性
を
得
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
上
の
引
用
文
の
内
実
を
解
明
す
る
に
は
、
補
遺
に
お
い
て
、

「
今
が
と
っ
て
代
わ
る
存
在
の
非
存
在
が
過
去
で
あ
る
。
現
在
の
な
か
に
保
た
れ
て
い
る
非
存
在
の
存
在
が
未
来
で
あ
る
」
含
量
観
）
と
言

わ
れ
て
い
る
こ
と
が
手
掛
か
り
と
な
る
。
過
去
と
は
、
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
が
今
や
無
く
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
未
来
と
は
、
現
在
の
う

ち
に
「
希
望
」
雷
。
露
ご
侭
）
（
国
一
周
）
と
し
て
あ
っ
た
が
未
だ
現
実
化
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
存
在
す
る
に
到
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

補
遺
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
先
の
「
存
在
へ
の
移
行
と
し
て
の
無
」
と
い
う
言
葉
は
、
未
だ
な
か
っ
た
未
来
が
存
在
す
る
に
到
る
こ
と
を
表

し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
西
田
の
よ
う
に
無
底
的
事
実
に
お
い
て
主
体
の
目
覚
め
が
存
在
性
を
得
る
こ
と
を
意
味
す
る

も
の
で
は
な
い
。

得
る
こ
と
を
言
わ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
右
の
引
用
文
の
内
実
と
し
て
は
、
「
時
間
は
、
純
粋
な
自
己
内
存
在

（
言
、
言
言
の
旨
）
が
、
そ
の
ま
ま
自
己
外
脱
出
（
皆
め
い
の
勗
言
房
。
自
己
ｇ
）
で
あ
る
」
（
国
］
お
）
と
い
う
言
葉
が
手
掛
か
り
と
な
る
。
こ
の
言
葉

か
ら
、
先
の
引
用
文
は
、
時
間
が
不
断
の
自
己
超
越
と
い
う
仕
方
で
存
在
す
る
自
己
矛
盾
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
表
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
（
３
）
。
し
た
が
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
時
間
は
「
存
在
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
す
る
」
と
言
う
時
、
後
者
の
「
存
在
」
が
、
前
者
の
「
存

在
」
と
は
異
質
な
、
目
覚
め
と
し
て
の
存
在
性
を
意
味
す
る
こ
と
は
な
い
と
言
え
る
。
「
自
然
哲
学
」
の
時
間
論
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
自

覚
」
と
い
う
契
機
を
持
ち
込
ん
で
い
な
い
こ
と
か
ら
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
後
者
の
存
在
で
以
て
目
覚
め
と
し
て
の
存
在
性
を
念
頭
に
置
い
て
い

た
と
は
考
え
難
い
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
八
号
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へ
ｌ
ゲ
ル
が
生
成
論
の
始
ま
り
の
事
例
に
お
い
て
示
し
た
潜
在
・
顕
現
図
式
に
対
す
る
西
田
の
批
判
は
、
始
ま
り
の
事
象
に
照
ら
せ
ば
妥

当
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
へ
ｌ
ゲ
ル
の
始
ま
り
の
位
置
づ
け
を
誤
解
し
た
も
の
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
と
し
て
は
当
を
得
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
に
代
え
て
、
西
田
が
提
示
し
た
生
成
論
は
、
無
を
、
過
去
・
未
来
や
、
物
あ
る
い
は
主
語
的
主
体
な
ど
、
事

実
を
起
こ
す
も
の
が
何
も
無
い
と
い
う
無
底
性
と
し
て
捉
え
た
も
の
で
あ
り
、
過
去
・
未
来
が
無
い
と
い
う
側
面
は
、
事
実
が
現
在
始
ま
る

も
の
と
し
て
成
立
す
る
た
め
の
条
件
で
あ
り
、
物
や
主
語
的
主
体
が
無
い
と
い
う
側
面
は
、
事
実
が
自
ず
か
ら
始
ま
る
た
め
の
成
立
条
件
と

い
う
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
潜
在
・
顕
現
図
式
に
対
し
て
、
と
り
わ
け
直
接
的
に
噛
み
合
う
の
は
前
者
の
側
面
で
あ
り
、
西
田
は
、

現
在
の
事
実
を
顕
現
と
な
す
潜
在
的
過
去
が
無
い
と
洞
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
ま
り
が
可
能
と
な
る
論
理
を
示
し
た
と
言
え
る
。
無
底

性
の
両
側
面
が
始
ま
り
の
成
立
条
件
で
あ
っ
た
の
み
で
は
な
く
、
有
の
ほ
う
も
、
無
底
性
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
、
新
た
に
始
ま
る
こ
と
、

そ
の
こ
と
に
主
体
性
の
目
覚
め
を
見
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
総
じ
て
、
西
田
生
成
論
は
始
ま
り
の
論
理
的
基
礎
づ
け
と
い
う
性
格
を
も
つ
も

「
自
然
哲
学
」
時
間
論
に
お
け
る
西
田
生
成
論
と
類
似
し
た
論
理
の
最
た
る
も
の
は
右
の
二
つ
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
自
覚
の
存
在
性
を

問
題
に
し
た
も
の
で
は
な
い
ゆ
え
に
、
内
容
的
に
は
、
少
な
か
ら
ぬ
懸
隔
が
あ
り
、
始
ま
り
を
基
礎
づ
け
た
西
田
の
論
理
は
、
実
質
的
に
は

彼
独
自
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

始
ま
り
を
不
可
能
と
す
る
通
俗
的
弁
証
法
を
視
野
に
入
れ
て
見
た
場
合
、
へ
ｌ
ゲ
ル
始
元
論
は
通
俗
的
弁
証
法
に
対
す
る
反
駁
の
意
義
を

も
つ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
潜
在
・
顕
現
図
式
の
含
む
新
た
な
問
題
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
通
俗
的
弁
証
法
と
は
異
な
る
意
味
で
始
ま
り
が

の
で
あ
っ
た
。

「
存
在
と
無
の
同
こ
と
し
て
の
「
生
成
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
［
熊
谷
］

結
論

0

九
五



不
可
能
で
あ
っ
た
。
両
者
が
い
ず
れ
も
、
「
無
か
ら
有
が
生
ず
る
」
こ
と
に
お
け
る
「
無
」
を
、
事
物
が
未
だ
無
い
状
態
と
し
て
捉
え
て
い

た
の
に
対
し
、
西
田
生
成
論
は
、
無
を
事
実
の
背
後
に
潜
在
が
無
い
と
い
う
無
底
性
と
し
て
、
す
な
わ
ち
事
実
の
も
つ
性
格
と
し
て
捉
え

た
こ
と
で
、
通
俗
的
弁
証
法
に
反
駁
し
つ
つ
も
、
潜
在
・
顕
現
図
式
の
含
む
問
題
を
は
ら
む
こ
と
な
く
、
始
ま
り
を
可
能
な
ら
し
め
る
論
理

で
あ
る
と
特
徴
づ
け
意
義
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

西
田
生
成
論
と
表
現
上
、
類
似
し
た
論
理
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
「
自
然
哲
学
」
の
時
間
論
に
お
け
る
生
成
論
に
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
西
田

生
成
論
に
お
け
る
有
は
、
主
体
性
の
目
覚
め
と
い
う
意
味
で
あ
る
ゆ
え
に
、
内
実
に
お
い
て
は
懸
隔
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
西
田
は
始
ま
り

を
基
礎
づ
け
る
独
自
の
論
理
を
提
示
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
始
元
論
を
や
や
広
い
視
圏
に
お
い
て
、
通
俗
的
弁
証
法
と
の
連
関
に
お
い
て
位
置
づ
け
、
両
者
に
対
す
る
西
田
生
成

論
の
意
義
を
探
っ
た
が
、
右
の
弁
証
法
は
『
大
論
理
学
』
の
生
成
論
に
お
い
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
稿
で
は
、
生
成
論
の
概
念
枠
組

み
の
中
で
、
へ
ｌ
ゲ
ル
と
西
田
を
突
き
合
わ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
の
枠
内
で
は
、
始
ま
り
の
事
例
は
周
縁
的
な
位

置
し
か
も
た
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
西
田
に
よ
る
批
判
は
当
を
得
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
生
成
論
の
枠
を
超
え
て
へ
ｌ
ゲ
ル
哲

学
を
見
た
場
合
、
始
ま
り
の
事
例
に
見
ら
れ
る
潜
在
・
顕
現
図
式
が
如
何
な
る
位
置
を
占
め
る
の
か
、
そ
れ
に
伴
い
西
田
の
批
判
が
い
か
な

る
意
義
を
持
っ
て
く
る
の
か
と
い
う
問
題
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
稿
以
降
も
、
西
田
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対

し
て
批
判
を
加
え
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
批
判
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
、
始
ま
り
に
対
す
る
批
判
と
は
た
し
て
連
関
を
も
つ
の
か
と
い
う

諸
問
題
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
生
成
論
の
概
念
枠
組
み
を
超
え
る
問
題
で
あ
る
ゆ
え
に
稿
を
改
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
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凡
例

・
西
田
か
ら
の
引
用
は
、
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
（
岩
波
番
店
、
一
九
八
七

，
一
九
八
九
年
）
を
用
い
、
引
用
文
末
尾
に
巻
数
と
頁
数
を
付
し
た
（
な
お
、

『
続
思
索
と
体
験
』
か
ら
の
引
用
は
次
の
岩
波
文
庫
に
よ
り
、
引
用
文
末

尾
に
Ｚ
と
略
記
し
頁
数
を
記
し
た
）
。
『
統
思
索
と
体
験
『
続
思
索
と
体
験
』

以
後
』
（
上
田
閑
照
編
、
岩
波
書
店
、
岩
波
文
庫
、
二
○
○
○
年
）
。

、
へ
Ｉ
ゲ
ル
か
ら
の
引
用
は
、
以
下
の
普
言
雷
ョ
で
版
に
よ
り
、
引
用
文

末
尾
に
略
号
と
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
た
。

国
ｇ
詳
言
舞
詩
鳥
『
暮
詳
覇
§
蔦
ｇ
ｇ
三
富
ｇ
胃
雷
、
ｇ
晶
普
言
冨
§
言
『
肩

「
国
具
昏
風
“
ョ
室
四
目
．
こ
ま
・
（
略
号
国
）

国
ｇ
蚤
骨
幹
詩
号
『
ｇ
詳
冨
号
言
ｓ
ｇ
ご
廓
ｇ
唾
ｓ
島
ｇ
室
．
普
言
雷
ョ
で
房
『
眉

卑
営
昊
昏
凰
画
ョ
三
豊
．
己
誤
．
（
略
号
国
二

量
冴
ｇ
曽
雷
毎
号
息
侭
碍
易
普
言
冨
ヨ
ロ
房
『
肩
詞
国
具
昏
風
四
ョ
冨
昌
．
這
誤
．
（
略

号
Ｆ
）

訳
出
に
際
し
、
以
下
の
著
作
を
参
照
し
た
が
、
訳
文
を
変
え
た
箇
所
も
あ

づ
（
》
。

『
小
論
理
学
』
、
真
下
信
一
・
宮
本
十
蔵
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
。

『
自
然
哲
学
』
上
巻
、
加
藤
尚
武
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
。

『
へ
ｌ
ゲ
ル
大
論
理
学
』
上
巻
の
一
、
武
市
健
人
訳
、
岩
波
書
店
、

二
○
○
二
年
。

・
引
用
文
中
の
〔
〕
は
す
べ
て
本
稿
執
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
り
、
引

「
存
在
と
無
の
同
二
と
し
て
の
「
生
成
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
［
熊
谷
］

用
文
中
の
傍
点
も
す
べ
て
本
稿
執
筆
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

注（
１
）
三
宅
剛
一
「
思
い
出
す
ま
ま
」
『
西
田
幾
多
郎
ｌ
同
時
代
の
記

録
ｌ
』
下
村
寅
太
郎
編
、
岩
波
番
店
、
昭
和
四
六
年
、
一
二
三
頁
。
な
お
、

三
宅
は
二
般
者
の
自
覚
的
限
定
」
を
要
約
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
ヨ

般
者
の
自
覚
的
体
系
』
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
ゆ
え
訂
正
し
た
。

（
２
）
「
純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
」
に
お
い
て
、
「
真
の
直
覚
と
は
未
だ

判
断
の
な
い
以
前
で
あ
る
。
風
が
ざ
わ
ざ
わ
い
え
ば
ざ
わ
ざ
わ
が
直
覚
の

、
、

事
実
で
あ
る
。
風
が
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
事
実
に
は
主
語
も
客
語
も
な

い
」
（
一
六
・
二
八
三
）
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
傍
点
を
付
し
た
箇
所
か
ら
、

事
実
に
は
主
語
的
主
体
が
無
い
と
い
う
洞
察
を
、
西
田
が
初
期
か
ら
持
っ

て
い
た
と
言
え
る
。
あ
る
い
は
、
判
断
を
加
え
る
以
前
の
事
実
が
、
主

語
・
客
語
と
い
う
構
造
を
な
し
て
い
な
い
と
い
う
解
釈
に
疑
義
が
呈
さ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
主
語
も
客
語
も
無
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
語
．

客
語
の
構
造
が
あ
る
と
考
え
る
ほ
う
が
、
む
し
ろ
不
自
然
で
あ
る
ゆ
え
、

櫛
造
そ
の
も
の
が
無
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

（
３
）
取
り
上
げ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
の
箇
所
は
異
な
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に

お
け
る
時
間
を
、
自
己
差
異
化
す
る
運
動
で
あ
り
な
が
ら
、
自
ら
に
留

ま
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
の
「
脱
自
的
構
造
」
を
論
じ
た
も
の
と
し

て
、
次
の
論
稿
が
あ
る
。
三
重
野
清
顕
「
へ
ｌ
ゲ
ル
に
お
け
る
時
間
と

九
七



想
起
ｌ
『
精
神
の
現
象
学
』
序
論
を
導
き
の
糸
と
し
て
」
『
倫
理
学
紀

要
』
第
一
七
号
、
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
倫
理
学
研
究
室

編
、
二
○
○
九
年
、
七
六
頁
、
七
八
頁
。
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