
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　な
問
題
設
定
の
枠
組
み
の
も
と
に
こ
れ
を
捉
え
、
解
決
し
よ
う
と
し
た
か

　
　
　P
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
、
思
想
構
造
の
観
点
か
ら
分
析
を
試
み
る
。

　
　
　
　
　
「カ
イ
ロ
ス
」
と
認
識
の
形
而
上
学

　
　
　
　
　
－
歴
史
相
対
主
義
の
克
服
を
巡
っ
て
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
、
歴
史
相
対
主
義
の
問
題
と
ト
レ
ル
チ
の
歴
史
哲
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今

井
尚
生
　
　
歴
史
主
義
と
い
う
言
葉
は
多
義
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
先
ず
ト
レ
ル
チ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
肯定
的
に
用
い
よ
う
と
し
た
歴
史
主
義
の
意
味
と
、
彼
が
克
服
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　と
考
え
た
そ
の
副
次
的
意
味
と
を
分
け
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
ト
レ
ル

　
　　
一

、
研
究
の
目
的
と
分
析
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
が
歴
史
主
義
と
い
う
と
き
・
そ
れ
は
「
我
々
の
知
識
と
思
考
と
が
根
本

　
本

研
究
の目
的
は
、
歴
史
相
対
主
義
の
克
服
と
い
う
主
題
の
も
と
に
、
　
　
的
に
歴
史
化
し
た
」
（
ト
レ
ル
チ
〔
一
8
b
。
6
〕
）
と
い
う
事
態
の
認
識
を
含

カ
イ
ロ
ス
論
の
一
つ
の
展
開
と
し
て
提
出
さ
れ
た
P
・
テ
イ
リ
ッ
ヒ
の
認
　
　
意
し
て
い
る
。
ト
レ
ル
チ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
思
惟
の
歴
史
化
は
、
思

識
の

形而
上
学
を
、
ト
レ
ル
チ
と
の
連
関
に
お
い
て
分
析
す
る
こ
と
を
通
　
　
惟
の
自
然
化
、
な
い
し
思
惟
の
数
学
化
の
後
に
十
八
世
紀
に
な
っ
て
次
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
リ

し
て
彼
の
思
想
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
分
析
の
中
　
　
に
生
じ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
ト
レ
ル
チ
は
こ
の
世
界
の
自
然
科
学
的
考

心と
な
る
テ
キ
ス
ト
は
「
カ
イ
ロ
ス
と
ロ
ゴ
ス
ー
認
識
の
形
而
上
学
的
　
　
察
に
、
現
実
性
の
歴
史
的
考
察
を
対
置
し
、
前
者
を
自
然
主
義
、
後
者
を

研究
l
l
」
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
〔
H
㊤
b
。
O
〕
）
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
歴
史
相
対
　
　
歴
史
主
義
と
名
付
け
る
。
（
画
三
F
H
O
b
。
沖
）
こ
れ
に
対
し
て
、
ト
レ
ル
チ
が

主義
の
克
服
と
し
て
の
動
的
真
理
思
想
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
　
　
克
服
す
べ
き
問
題
と
考
え
て
い
る
の
は
、
歴
史
相
対
主
義
で
あ
る
。
歴
史

こ
の
動
的
真
理
思
想
は
、
も
と
も
と
ト
レ
ル
チ
の
著
作
『
歴
史
主
義
と
そ
　
　
相
対
主
義
は
あ
ら
ゆ
る
価
値
を
相
対
化
す
る
。
そ
こ
で
は
多
く
の
歴
史
的

の諸
問
題
』
（
ト
レ
ル
チ
ロ
O
b
。
b
。
〕
）
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
　
　
素
材
は
た
だ
静
観
的
に
取
り
扱
わ
れ
、
歴
史
は
せ
い
ぜ
い
距
離
の
あ
る
態

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
も
、
既
に
一
九
二
一
二
年
の
『
学
の
体
系
』
の
中
に
　
　
度
で
観
察
さ
れ
る
べ
き
興
味
あ
る
主
題
に
す
ぎ
な
く
な
る
。

そ
の
思
想
的
萌
芽
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
こ
れ
ら
の
文
献
　
　
　
ト
レ
ル
チ
は
歴
史
哲
学
を
形
式
的
歴
史
論
理
学
と
実
質
的
歴
史
哲
学
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

を
視
野
に
入
れ
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
を
考
察
す
る
。
そ
の
際
分
析
方
　
　
に
分
け
る
。
第
一
の
形
式
的
歴
史
論
理
学
で
は
、
経
験
に
立
脚
し
つ
つ
歴

法
と
し
て
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
及
び
ト
レ
ル
チ
の
思
想
の
構
造
に
焦
点
を
当
　
　
史
学
固
有
の
概
念
が
確
保
さ
れ
る
。
即
ち
、
個
性
概
念
お
よ
び
発
展
概
念

て
る
こ
と
に
す
る
。
即
ち
、
歴
史
相
対
主
義
に
関
し
て
彼
ら
が
ど
の
よ
う
　
　
で
あ
る
。
自
然
科
学
に
お
い
て
は
、
法
則
性
、
普
遍
性
が
取
り
上
げ
ら
れ

P
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
「
カ
イ
ロ
ス
」
と
認
識
の
形
而
上
学
　
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五



九
六

る
が
、
歴
史
的
思
惟
は
特
殊
な
も
の
、
個
体
的
な
も
の
に
注
目
す
る
ゆ
え
　
　
は
、
経
験
的
歴
史
論
理
学
か
ら
得
ら
れ
た
発
展
概
念
を
足
が
か
り
に
、
普

に
、
歴
史
学
に
と
っ
て
の
基
礎
的
範
疇
は
、
根
本
的
統
一
と
し
て
の
「
個
　
　
遍
妥
当
的
な
発
展
目
標
と
い
う
形
で
、
普
遍
的
な
も
の
を
確
保
し
よ
う
と
　
　
　
，

性的
総
体
（
α
凶
O
画
5
ユ
団
く
一
住
虞
O
目
Φ
］
」
O
肖
四
一
凶
岳
け
）
」
で
あ
る
。
個
性
的
総
体
と
し
　
　
す
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
発
展
目
標
は
歴
史
の
意
味
を
決
定
す
る
基
準

て
は
、
例
え
ば
ル
ネ
サ
ン
ス
や
宗
教
改
革
と
い
っ
た
も
の
を
念
頭
に
お
け
　
　
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
基
準
を
ト
レ
ル
チ
は
「
現

ばよ
い
。
そ
れ
は
複
合
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
自
然
科
学
に
お
け
る
よ
　
　
在
的
文
化
総
合
（
ユ
剛
O
α
q
O
α
q
Φ
葺
o
q
O
｝
（
口
一
け
9
ω
網
口
什
ゴ
①
ω
O
）
」
と
よ
ぶ
。
こ
の

う
な
基
本
的
要
素
に
は
分
解
さ
れ
え
な
い
。
個
性
的
総
体
の
も
つ
こ
の
統
　
　
よ
う
に
現
在
的
文
化
総
合
と
い
う
理
念
の
下
に
従
来
の
意
味
で
の
普
遍
史

一
性を
、
ト
レ
ル
チ
は
価
値
な
い
し
意
味
の
統
一
性
で
あ
る
と
す
る
。
ま
　
　
を
放
棄
す
る
中
で
、
ト
レ
ル
チ
は
彼
の
動
的
真
理
思
想
と
言
わ
れ
る
も
の

た
個
性
的
総
体
は
統
一
性
を
有
す
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
間
断
な
き
生
成
　
　
に
言
及
す
る
。
「
そ
の
場
合
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
な
生
の
深
層
を

の

流
れ
に
属
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
歴
史
的
個
性
と
い
う
概
念
は
連
続
的
　
　
獲
得
す
る
。
そ
の
生
の
深
層
と
は
即
ち
、
そ
こ
か
ら
出
発
す
れ
ば
、
神
自

生
成連
関
と
い
う
概
念
、
即
ち
発
展
概
念
を
伴
う
。
個
性
的
総
体
が
意
味
　
　
身
の
内
的
動
性
や
変
化
と
と
も
に
真
理
や
理
想
の
変
化
や
動
性
が
理
解
で

の統
一
性
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
発
展
概
念
は
意
味
の
連
続
性
で
あ
る
。
　
き
る
よ
う
に
な
る
生
の
深
層
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
こ
と
は
、
も
し
神
の

第
二
の
実
質
的
歴
史
哲
学
は
、
歴
史
の
意
味
解
釈
の
学
で
あ
る
。
こ
れ
が
　
　
知
を
知
と
呼
ん
で
よ
け
れ
ば
、
た
だ
神
自
身
だ
け
が
知
っ
て
い
る
究
極
の

成
立す
る
た
め
に
は
、
意
味
解
釈
の
た
め
の
何
ら
か
の
普
遍
的
な
基
準
　
　
真
理
や
統
一
を
依
然
と
し
て
な
お
目
指
し
つ
つ
、
そ
の
変
化
と
動
性
と
を

（
】≦
四
ゆ
ω
冨
ぴ
）
と
い
っ
た
も
の
が
必
要
と
な
る
。
（
画
三
阜
H
昌
蹄
）
し
か
し
、
　
　
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
メ
タ
論
理
学
の
領
域
に
属
す
る
。

そ
の
際
ト
レ
ル
チ
は
、
歴
史
を
静
的
に
鳥
駁
す
る
と
い
う
意
味
で
の
普
遍
　
　
そ
こ
で
ま
た
、
1
（
中
略
）
1
わ
れ
わ
れ
は
、
相
対
的
真
理
と
相
対
的

史
と
い
う
立
場
に
は
立
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
的
意
味
連
関
が
常
に
　
　
理
想
の
中
に
神
的
な
生
を
把
握
す
る
可
能
性
を
保
持
し
て
い
る
。
」
（
圃
三
ユ
゜

あ
ら
ゆ
る
方
向
に
未
完
結
に
開
か
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
よ
う
な
位
置
に
　
　
H
°
。
嶋
）

立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
で
ト
レ
ル
チ
が
設
定
し
た
問
題
の
枠
組
み
と
そ
の
解
決
を
整
理
す

　
こ

こ

にト
レ
ル
チ
に
と
っ
て
、
根
本
的
な
問
題
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
形
　
　
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
歴
史
学
に
お
け
る
個
性
的
な
も
の
と
普
遍
的

式的
歴
史
論
理
学
と
実
質
的
歴
史
哲
学
と
の
問
題
、
即
ち
個
と
普
遍
の
問
　
　
な
も
の
の
関
係
の
問
題
を
、
ト
レ
ル
チ
は
近
代
の
西
洋
哲
学
史
に
お
け
る

題
で
あ
る
。
過
去
の
歴
史
哲
学
は
ど
れ
も
、
歴
史
的
、
個
性
的
な
も
の
を
　
　
経
験
論
と
合
理
論
と
の
関
係
の
問
題
に
淵
源
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

保
持し
つ
つ
、
同
時
に
普
遍
的
な
意
味
解
釈
の
基
準
を
見
い
だ
す
試
み
に
　
　
更
に
そ
れ
は
ト
レ
ル
チ
と
同
時
代
の
問
題
と
し
て
捉
え
た
場
合
、
個
性
的

お

い
てト
レ
ル
チ
に
満
足
の
行
く
解
決
を
与
え
な
い
。
そ
こ
で
ト
レ
ル
チ
　
　
な
も
の
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
生
の
哲
学
と
、
普
遍
的
な
も
の
に
注
目
す



る
先
験
主
義
と
の
関
係
の
問
題
で
も
あ
る
。
個
と
普
遍
と
い
う
二
律
背
反
　
　
分
の
ゆ
え
に
、
彼
の
論
敵
た
ち
に
よ
っ
て
相
対
主
義
の
未
克
服
、
真
理
思

の中
で
提
出
さ
れ
た
動
的
真
理
思
想
の
問
題
を
、
ト
レ
ル
チ
は
メ
タ
論
理
　
　
想
の
自
己
破
棄
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
〔
6
譜
挿
。
“

学
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ト
レ
ル
チ
は
、
矛
　
b
。
8
〕
）
そ
の
原
因
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
ト
レ
魂
4
呼
も

盾
律
な
ど
を
含
む
一
般
の
形
式
的
基
礎
論
理
学
の
他
に
、
個
々
の
事
実
に
　
　
形
而
上
学
ー
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
論
1
に
ふ
れ
て
い
る
が
、
そ

即し
た
事
象
論
理
学
を
認
め
る
。
こ
れ
は
、
客
体
と
の
交
渉
の
う
ち
に
直
　
　
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
「
単
な
る
認
識
論
的
帰
結
で
あ
っ
て
、
決
し
て
形
而

覚
的
に
生
い
育
つ
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
基
礎
論
理
学
は
、
矛
盾
律
　
　
上
学
的
態
度
で
は
な
い
。
」
そ
し
て
「
絶
対
的
な
も
の
に
向
け
ら
れ
た
本
来

を
満
た
す
べ
し
と
い
う
要
請
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
絶
え
ず
事
象
論
理
学
　
　
の
歴
史
形
而
上
学
に
ま
で
越
え
出
る
と
い
う
冒
険
を
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

に
対
し
て
解
体
的
に
作
用
す
る
。
（
凶
σ
同
畠
』
刈
こ
ご
こ
に
基
礎
論
理
学
と
事
　
　
ト
レ
ル
チ
は
な
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
圃
三
α
゜
）
そ
れ
故
こ
れ
ら
の
問

象
論
理
学と
の
止
揚
と
し
て
の
メ
タ
論
理
学
の
成
立
の
場
が
存
す
る
と
ト
　
　
題
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
自
ら
の
課
題
と
し
て
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

レ
ル
チ
は
考
え
る
。
今
の
場
合
具
体
的
に
、
問
題
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
経

欝
欝
歴
蒲
難
郵
鞭
継
舘
慕
談
麓
　
三
、
・
イ
・
ス
の
思
想
と
認
識
の
形
而
上
学

個
性
的
な
性
格
を
も
つ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ト
レ
ル
チ
が
実
質
的
歴
史
哲
　
　
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
歴
史
相
対
主
義
に
対
す
る
議
論
は
三
段
階
に
分
け
て
整

学
に
お
い
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
発
展
目
標
と
し
て
の
現
在
的
文
化
総
　
　
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
の
各
節
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
考
察
す
る
。

合
は
普
遍
性
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
成
立
す
べ
き
発
展

概
念は
、
個
性
的
な
も
の
と
普
遍
的
な
も
の
の
矛
盾
を
止
揚
し
た
も
の
、
　
　
1
　
歴
史
相
対
主
義
の
成
立
構
造

即ち
メ
タ
論
理
学
に
お
け
る
概
念
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
ト
レ
ル
チ
は
　
　
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
哲
学
を
、
主
流
と
傍
流
の
二
つ
の

普
遍
的
な
も
の
を
同
時
に
そ
の
う
ち
に
担
っ
た
個
性
的
な
も
の
の
思
想
の
　
　
流
れ
と
し
て
捉
え
る
。
哲
学
の
主
流
に
と
っ
て
の
究
極
目
標
は
、
存
在
者

可能
性
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
論
に
託
し
て
い
る
。
勿
論
そ
の
際
ト
　
　
の
永
遠
の
形
相
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
認
識
主
観
が
空
虚
に

レ
ル
チ
な
り
の
修
正
を
加
え
て
の
こ
と
で
は
あ
る
が
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
。
即
ち
、
認
識
主
観
の
絶
対
的

　さ
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
ト
レ
ル
チ
の
動
的
真
理
思
想
を
高
く
評
価
す
る
。
　
　
で
無
内
容
な
在
り
方
が
前
提
さ
れ
る
。
こ
の
「
静
的
な
形
相
の
思
惟
に
お

し
か
し
同
時
に
こ
の
点
に
お
い
て
、
「
暗
示
以
上
の
も
の
に
達
す
る
こ
と
は
　
　
い
て
は
、
時
間
は
無
意
味
な
も
の
で
あ
り
、
歴
史
さ
え
も
『
人
間
』
と
い

な
く
」
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
〔
一
㊤
b
。
凸
ミ
巳
）
、
ま
た
ト
レ
ル
チ
の
防
備
の
不
十
　
　
う
形
態
の
も
つ
諸
可
能
性
や
諸
法
則
の
展
開
を
単
に
表
現
す
る
に
過
ぎ
な

P
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
「
カ
イ
ロ
ス
」
と
認
識
の
形
而
上
学
　
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七



九

八

　
　
　
い
」
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
〔
這
b
。
①
”
b
。
趨
〕
）
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
　
　
ー
動
的
真
理
思
想
ー
を
展
開
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　は
こ
の
哲
学
の
主
流
を
「
無
時
間
的
ロ
ゴ
ス
に
お
け
る
思
惟
」
と
呼
ぶ
。
こ

　
　
　
の

立
場に
お
い
て
は
本
質
的
に
静
的
真
理
概
念
が
成
立
す
る
。
　
　
　
　
　
　
2
　
動
的
真
理
思
想

　
　
　
　と
こ
ろ
が
こ
こ
へ
、
「
我
々
の
知
識
と
思
考
と
が
根
本
的
に
歴
史
化
し
　
　
　
予
め
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
て
お
け
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
認
識
を
歴

　
　
　た
」
と
い
う
意
味
で
の
歴
史
的
思
惟
が
入
っ
て
く
る
と
、
認
識
主
観
の
絶
　
　
史
に
お
い
て
生
起
す
る
精
神
的
行
為
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

　
　
　
対的
位
置
に
対
す
る
疑
い
が
生
ま
れ
、
延
い
て
は
静
的
真
理
概
念
の
衰
弱
　
　
及
び
無
制
約
者
へ
と
突
き
抜
け
る
所
に
彼
の
議
論
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
り

　
　
　を
引
き
起
こ
す
。
こ
こ
に
相
対
主
義
が
成
立
す
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
　
　
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
ず
、
彼
の
考
え
の
基
本
的
な
点
か
ら
明
ら
か
に
し

　
　
　ば
、
真
理
に
対
す
る
動
的
な
理
解
が
相
対
主
義
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
く
、
　
　
た
い
。

　
　
　む
し
ろ
「
相
対
主
義
と
は
静
的
真
理
理
解
が
衰
弱
し
た
も
の
」
（
薫
ユ
゜
b
。
8
）
　
　
　
カ
イ
ロ
ス
的
思
惟
に
お
い
て
は
、
世
界
は
分
裂
相
克
と
し
て
捉
え
ら
れ
、

　
　
　な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
歴
史
的
思
惟
が
世
界
に
入
り
込
ん
で
い
る
と
い
　
そ
れ
ゆ
え
認
識
主
観
に
と
っ
て
絶
対
的
に
安
定
し
た
位
置
は
あ
り
得
な
い
。

　
　
　う
現
実
の
認
識
を
前
提
に
し
て
、
し
か
も
相
対
主
義
を
克
服
す
る
に
は
、
　
　
し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
こ
の
見
方
が
徹
底
す
る
の
は
、
無
制
約
者
の
前

　
　
　
哲学
の
主
流
の
見
方
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
　
　
に
立
つ
と
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
哲
学
の
傍
流
に
属
す

　
　
　
注目
す
る
の
が
、
哲
学
の
傍
流
の
見
方
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
人
々
ー
例
え
ば
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
へ
ー
ゲ
ル
、
ニ
ー
チ
ェ
と
い
う
人
々

　
　
　
　
こ
の
流
れ
に
お
い
て
は
、
世
界
は
「
創
造
」
や
「
分
裂
相
克
　
1
の
思
想
を
検
討
す
る
が
、
彼
ら
は
、
現
実
に
お
け
る
分
裂
を
認
め
、
そ

　
　　
（
N
鼠
o
呂
巴
酢
）
」
、
「
運
命
」
と
し
て
理
解
さ
れ
、
形
相
を
つ
く
り
だ
す
過
程
　
　
れ
ゆ
え
認
識
の
決
断
的
性
格
、
決
断
の
両
義
性
を
認
め
る
に
も
か
か
わ
ら

　
　
　そ
の
も
の
の
直
観
が
問
題
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
「
動
的
な
創
造
　
　
ず
、
再
び
絶
対
的
位
置
に
立
つ
と
い
う
傲
慢
に
陥
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

　
　
　
の

思惟
に
お
い
て
は
時
間
が
真
に
決
定
的
で
あ
る
。
」
（
凶
σ
同
α
゜
b
o
刈
b
o
）
テ
ィ
　
　
る
。

　
　
　リ
ッ
ヒ
は
こ
の
哲
学
の
傍
流
を
規
定
し
て
い
る
思
惟
を
「
カ
イ
ロ
ス
に
お
　
　
　
さ
て
、
世
界
を
分
裂
相
克
と
し
て
見
る
見
方
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
認
識

　
　
　け
る
思
惟
」
と
呼
ぶ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
分
析
す
る
際
に
現
れ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
彼
が
認
識
の
二
要
素
と
し
て

　
　
　
　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
今
や
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
具
体
的
課
題
が
明
ら
か
と
な
　
　
考
え
る
「
思
惟
」
と
「
存
在
」
の
関
係
を
緊
張
に
満
ち
た
関
係
と
し
て
捉

．

　
　
る
。
歴
史
的
思
惟
が
世
界
に
入
っ
て
来
た
と
い
う
現
実
を
前
提
に
し
て
、
　
　
え
て
い
る
。
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
ロ
O
b
。
ら
。
二
H
⑩
巳
）
ま
ず
、
存
在
は
思
惟
規
定

　
　
　し
か
も
相
対
主
義
を
克
服
す
る
に
は
カ
イ
ロ
ス
に
お
け
る
思
惟
の
も
と
に
　
　
的
な
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
お
よ
そ
存
在

　
　
　
立ち
、
そ
の
上
で
歴
史
的
思
惟
を
知
っ
た
時
代
に
お
け
る
真
理
の
思
想
　
　
の
認
識
と
い
う
こ
と
は
成
り
立
た
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
存
在
は
思
惟



に
抗
す
る
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
即
ち
、
存
在
は
、
思
　
　
う
内
的
緊
張
と
動
的
性
格
を
認
め
る
と
こ
ろ
で
初
め
て
把
握
さ
れ
る
も
の

惟に
把
握
し
尽
く
さ
れ
な
い
要
素
、
非
合
理
的
な
要
素
を
も
つ
。
彼
は
こ
　
　
と
さ
れ
る
。

の

非
合
理的
要
素
を
、
思
惟
の
「
形
式
」
に
対
す
る
存
在
の
「
内
実
　
　
こ
こ
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
、
ト
レ
ル
チ
の
捉
え
た
歴
史
相
対
主
義
の
問
題

（O
ゆ
曜
巳
」
、
ま
た
は
「
認
識
の
第
三
の
要
素
」
と
い
う
概
念
で
表
現
し
て
　
　
の
枠
組
み
を
ど
う
変
更
し
た
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、

い
る
。
こ
の
「
第
三
の
要
素
」
と
い
う
言
い
方
は
、
認
識
に
お
け
る
「
形
　
先
の
思
惟
、
存
在
、
精
神
に
基
づ
い
て
、
学
の
体
系
を
思
惟
科
学
、
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヱ

相
」
と
「
質
料
」
に
対
し
て
言
わ
れ
る
表
現
で
あ
る
。
こ
の
思
惟
に
抗
す
　
　
科
学
、
精
神
科
学
の
三
つ
に
分
類
す
る
が
、
歴
史
学
は
存
在
科
学
に
属
す

る
存
在
の
捉
え
方
は
、
先
の
哲
学
の
傍
流
の
見
方
、
即
ち
世
界
を
分
裂
相
　
　
る
。
彼
は
こ
の
歴
史
学
に
お
け
る
中
心
的
概
念
は
「
精
神
的
個
体
」
な
い

克
と
し
て
み
る
見
方
の
現
れ
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
し
「
精
神
を
担
う
形
態
」
で
あ
る
と
す
る
。
確
か
に
ト
レ
ル
チ
が
主
張
し

　ま
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
と
っ
て
こ
の
見
方
は
、
彼
が
思
惟
と
存
在
に
還
元
　
　
た
よ
う
に
、
歴
史
学
は
普
遍
性
に
解
消
さ
れ
な
い
個
体
に
注
目
す
る
。
し

さ
れ
な
い
精
神
の
次
元
を
考
え
る
際
に
不
可
欠
な
見
方
で
あ
る
。
（
凶
三
昏
　
　
か
し
、
普
遍
的
な
も
の
を
創
造
す
る
こ
と
で
存
在
を
統
一
し
吸
収
し
よ
う

Hb。
Oご
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
精
神
の
基
本
的
範
時
を
「
創
造
性
」
だ
と
考
え
、
　
　
と
す
る
思
惟
に
対
し
て
最
も
抵
抗
す
る
存
在
の
形
態
は
、
精
神
的
個
体
な

そ
れ
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
す
べ
て
の
創
造
は
思
惟
と
存
在
を
結
び
　
　
い
し
精
神
を
担
う
形
態
だ
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
考
え
る
。
従
っ
て
、
精
神
を

付
け
る
ゆ
え
に
、
個
体
的
で
あ
り
普
遍
的
で
も
あ
る
。
創
造
と
は
普
遍
的
　
　
担
う
形
態
は
、
そ
れ
が
「
形
態
」
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
存
在
科
学
と
し

な
も
の
の
個
体
的
現
実
化
で
あ
る
。
」
（
凶
げ
同
α
゜
H
O
①
）
こ
の
捉
え
方
は
一
方
　
　
て
の
歴
史
学
の
対
象
と
な
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
担
っ
て
い
る
「
精
神
」
の

で
、
普
遍
的
な
も
の
を
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
現
実
化
す
る
こ
と
と
し
て
　
　
問
題
に
関
し
て
は
精
神
科
学
に
委
ね
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
、
ト
レ
ル
チ

創
造
を
捉
え
る
、
創
造
の
合
理
的
解
釈
と
は
異
な
る
。
こ
の
解
釈
に
お
い
　
　
の
実
質
的
歴
史
哲
学
に
お
い
て
、
発
展
概
念
を
巡
っ
て
そ
の
普
遍
性
の
要

て精
神
は
単
な
る
合
理
性
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
い
う
「
思
惟
」
と
し
て
捉
え
　
　
素
と
し
て
問
題
に
さ
れ
た
「
意
味
」
の
問
題
、
及
び
動
的
真
理
の
問
題
は
、

ら
れ
る
。
他
方
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
捉
え
方
は
、
普
遍
性
を
考
慮
せ
ず
個
体
　
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
従
っ
て
い
え
ば
、
本
来
存
在
科
学
と
し
て
の
歴
史
学
に
負

的
な
も
の
に
の
み
注
目
す
る
、
創
造
の
非
合
理
的
解
釈
と
も
異
な
る
。
こ
　
　
わ
せ
る
課
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
精
神
科
学
が
担
う
べ
き
課
題
と
い
う
こ

の

解釈
に
お
い
て
は
、
存
在
の
非
合
理
的
側
面
の
み
が
強
調
さ
れ
る
た
め
、
　
　
と
に
な
る
。

創
造
は
単
な
る
主
観
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
真
理
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
　
　
　
そ
れ
で
は
、
真
理
の
問
題
が
な
ぜ
精
神
科
学
の
問
題
と
さ
れ
る
の
か
。

く
な
る
。
従
っ
て
、
創
造
性
を
基
本
的
範
疇
と
す
る
精
神
の
本
質
は
、
存
　
　
先
に
精
神
の
基
本
的
範
疇
は
創
造
性
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
創
造
性
が
単

在
が
思
惟
規
定
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
思
惟
と
存
在
の
無
限
の
対
立
と
い
　
　
な
る
主
観
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
免
れ
、
動
的
な
真
理
思
想
へ
と

P
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
「
カ
イ
ロ
ス
」
と
認
識
の
形
而
上
学
　
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九



一
〇
〇

展開
す
る
た
め
に
は
、
妥
当
性
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
　
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。
（
次
頁
の
図
を
参
照
）
図
の
平
面

確
か
に
、
論
理
学
や
数
学
と
言
っ
た
思
惟
科
学
に
お
い
て
も
普
遍
妥
当
性
　
　
は
左
方
か
ら
見
た
と
き
認
識
、
右
方
か
ら
見
た
と
き
現
実
を
表
し
て
い
る
。

が
語ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
妥
当
性
と
は
無
制
約
的
な
要
請
で
あ
　
　
最
も
上
の
平
面
は
思
惟
と
存
在
の
地
平
面
で
あ
り
、
前
歴
史
的
平
面
で
あ

り
、
こ
の
無
制
約
的
な
要
請
は
「
自
由
」
の
存
す
る
と
こ
ろ
、
即
ち
精
神
　
　
る
。
そ
こ
に
お
い
て
思
惟
と
存
在
は
交
わ
り
を
も
つ
。
即
ち
存
在
は
思
惟

に
お
い
て
語
ら
れ
る
の
が
相
応
し
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
規
定
的
で
あ
る
。
存
在
は
論
理
的
思
惟
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
側
面
を
も

　こ
の
よ
う
な
考
え
の
も
と
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
「
真
理
と
は
、
個
　
つ
。
そ
の
側
面
は
形
式
化
さ
れ
た
実
質
と
し
て
存
在
者
と
な
る
。
と
こ
ろ

性的
で
創
造
的
な
意
味
充
実
の
生
き
た
過
程
、
対
象
が
精
神
的
行
為
に
お
　
　
が
、
存
在
に
は
思
惟
に
抗
す
る
側
面
が
あ
る
、
即
ち
存
在
の
も
つ
内
実
で

い
て

充実
へ
と
い
た
る
過
程
」
（
画
σ
凶
山
゜
b
o
㎝
O
）
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
。
　
　
あ
る
。
従
っ
て
現
実
は
本
質
的
に
分
裂
相
克
を
も
つ
。
こ
の
こ
と
を
図
で

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
我
々
の
知
識
と
思
考
と
が
根
本
的
に
歴
史
化
し
た
」
と
　
　
は
、
最
上
面
が
断
絶
を
起
こ
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
。

いう
ト
レ
ル
チ
の
歴
史
主
義
を
受
け
継
い
で
い
る
が
、
テ
イ
リ
ッ
ヒ
の
特
　
　
そ
し
て
こ
の
見
方
は
無
制
約
者
の
前
に
立
つ
と
い
う
時
に
の
み
徹
底
さ
れ

徴
は
認
識
を
一
つ
の
精
神
的
行
為
と
し
て
捉
え
、
動
的
真
理
思
想
を
歴
史
　
　
た
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
無
制
約
者
へ
と
突
き
抜
け
る

的
平
面
に
お
い
て
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
真
理
を
通
常
　
　
ラ
イ
ン
が
そ
れ
を
表
現
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
絶
対
的
認
識
主
観
を
立

の

「真
か
偽
か
」
と
い
う
主
観
と
客
観
の
問
題
か
ら
、
「
創
造
か
恣
意
か
」
　
　
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
無
制
約
者
の
前
に
立
た
な
い
合
理
主
義
は
、
経
験
論
に

と
い
う
精
神
の
問
題
へ
と
移
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
主
観
性
　
　
し
ろ
合
理
論
に
し
ろ
こ
の
現
実
の
断
絶
を
知
ら
な
い
。
い
わ
ば
、
最
上
面

と
は
ま
さ
し
く
自
然
必
然
的
所
与
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
前
精
神
的
な
　
　
が
あ
た
か
も
真
っ
す
ぐ
に
伸
び
て
い
る
こ
と
を
信
じ
て
前
歴
史
的
平
面
の

も
の
、
前
人
格
的
な
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
そ
れ
は
い
ま
だ
素
材
で
あ
っ
　
　
み
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
も
認
識
論
的
に
議
論
す
る

て

行為
に
ま
で
な
っ
て
い
な
い
も
の
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
認
識
行
為
は
、
精
　
　
場
は
開
け
て
い
る
。
認
識
の
形
相
と
質
料
の
側
面
で
あ
る
。
従
っ
て
、
上

神
の
歴
史
的
行
為
で
あ
る
か
ら
、
「
主
観
－
客
観
」
と
い
っ
た
前
歴
史
的
範
　
　
の
二
つ
の
層
を
併
せ
て
認
識
の
層
を
な
す
の
で
あ
り
、
現
実
の
層
を
な
す

躊
では
な
く
、
「
自
由
丁
運
命
」
と
い
っ
た
歴
史
的
範
躊
に
よ
つ
て
表
現
さ
　
　
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
テ
イ
リ
ッ
ヒ
が
語
ろ
う
と
す
る
認
識
の
第

れね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
「
認
識
は
、
そ
れ
が
主
観
面
に
お
い
て
は
自
由
　
　
三
の
層
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
認
識
が
無
制
約
者
へ
と
突
き
抜
け
て

であ
り
、
客
観
面
に
お
い
て
は
運
命
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
真
な
の
で
　
　
行
く
と
こ
ろ
に
認
識
の
歴
史
的
な
層
、
す
な
わ
ち
認
識
の
第
三
の
層
が
開

あ
る
。
」
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
〔
一
⑩
卜
。
臼
b
。
°
。
己
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
る
。
こ
こ
は
根
本
的
に
精
神
の
領
域
で
あ
る
。
現
存
在
の
行
為
と
し
て

　
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
概
念
連
関
を
図
式
化
　
の
認
識
は
、
そ
れ
が
無
制
約
者
に
対
し
て
主
観
的
に
立
つ
限
り
自
由
の
行



　

緬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　為
と
し
て
成
立
し
、
そ
の
と
き
認
識
は
客
観
面
に
お
い
て
現
存
在
の
運
命

～
芦
　
囎
　
　
　
麟
藩
罎
騰
鶴
雑
雛
幾
麹
黙
鷺

分
　
　
内
”
　
識
B
現
　
灘
　
　
　
能
で
あ
る
か
。
」
（
幽
三
阜
）
こ
れ
に
対
し
、
彼
は
シ
ェ
リ
・
グ
や
ヤ
・
ブ
・

　　　　瓢　
甥
．
，
両
縮
暫
寒
麺
難
矧
鑓
鍵
配
鐸
墾

　
　
　

　
形
僕
　
　
　
　
　
　
微
　
蘇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯛
　
　
　
　
う
と
す
る
。
彼
は
、
理
念
は
「
内
的
無
限
性
」
を
も
ち
、
「
飛
躍
（
ω
唱
コ
5
α
q
）
」

靴

　
　
　
　

肺へ

　　
端
　
　
　
慕
擁
罐
罫
薩
諜
饒
繋
細
鶴
皆
議
纏
講
鮪

助　
ー
ー
1
　
鋪
ー
　
リ
混
謬
齢
π
難
は
先
の
図
式
化
の
中
で
次
の
よ
う
に
解
釈

・

四　
醐
　
識
　
贈
謙
　
鯉
　
　
際
畿
翻
樫
欝
練
騨
町
鶴
轍
縫
雛
擁
鴇
羅

P
．
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
「
カ
イ
ロ
ス
」
と
認
識
の
形
而
上
学
　
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一



O

一
〇

二

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
こ
の
議
論
は
、
存
在
の
内
実
（
点
A
）
　
　
い
だ
動
的
真
理
思
想
を
彼
な
り
の
議
論
の
枠
組
み
で
捉
え
直
し
た
と
い
う

が
歴史
へ
と
（
点
B
）
突
き
出
て
く
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
　
　
ご
と
で
あ
る
が
、
相
対
主
義
に
対
す
る
最
終
的
な
回
答
に
は
あ
と
一
つ
の

る
。
と
い
う
の
も
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
存
在
の
内
実
を
精
神
的
実
体
性
、
本
　
　
議
論
の
段
階
が
必
要
と
な
る
。

質
的
な
も
の
と
規
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
テ
イ
リ
ッ
ヒ
が

こ
の
理
念
に
関
す
る
議
論
で
も
っ
て
彼
の
動
的
真
理
思
想
を
補
完
し
よ
う
　
　
3
　
動
的
真
理
思
想
と
歴
史
相
対
主
義
の
克
服

と
し
た
の
は
何
故
か
。
彼
は
『
学
の
体
系
』
に
お
い
て
、
思
惟
が
自
ら
に
　
　
　
こ
の
点
か
ら
ま
さ
に
「
認
識
」
が
真
の
意
味
で
「
形
而
上
学
」
へ
と
突

向
か
い
そ
れ
自
身
を
一
つ
の
存
在
者
と
す
る
も
の
と
し
て
精
神
を
捉
え
て
　
　
き
抜
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
点
に
達
す
る
。
議
論
の
第
三
段
階
で
あ
る
。

いた
。
そ
れ
は
、
先
の
図
で
言
え
ば
点
C
か
ら
点
D
へ
の
矢
印
で
表
現
さ
　
も
し
認
識
の
決
断
的
性
格
そ
れ
自
体
が
、
他
の
個
々
の
両
義
性
を
も
つ
決

れる
。
こ
の
こ
と
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
歴
史
化
と
い
う
　
　
断
に
並
ぶ
一
つ
の
決
断
で
あ
る
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
だ
ろ
う
。
即
ち
そ
れ

こ
と
を
主
観
面
に
お
い
て
の
み
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
く
客
観
面
に
お
い
　
　
は
、
「
認
識
は
、
無
制
約
者
の
前
に
お
い
て
両
義
的
で
あ
る
決
断
的
性
格
を

ても
そ
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
真
理
は
、
実
在
論
　
　
も
つ
」
と
い
う
判
断
自
体
が
両
義
的
判
断
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た

が考
え
る
よ
う
に
静
的
な
現
実
の
模
写
で
は
な
く
、
観
念
論
が
考
え
る
よ
　
　
が
っ
て
そ
の
場
合
「
認
識
が
無
制
約
者
の
前
に
お
い
て
も
つ
決
断
は
両
義

う
に
確
立
さ
れ
た
理
想
的
規
範
の
肯
定
で
も
な
い
。
」
（
向
げ
凶
住
゜
b
o
㎝
㊤
）
ま
た
、
　
　
的
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
一
義
的
決
断
が
あ
り
う
る
」
と
い
う
帰
結
を

認識
は
主
観
的
な
恣
意
で
は
な
く
、
客
観
的
事
物
の
模
写
で
も
な
い
。
認
　
　
導
き
、
延
い
て
は
こ
の
一
点
に
お
い
て
無
制
約
的
立
場
が
得
ら
れ
る
と
い

識
が
認
識行
為
と
し
て
も
つ
自
由
と
運
命
は
、
「
歴
史
で
あ
る
あ
ら
ゆ
る
出
　
　
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
「
認
識
が
両
義
性
を
も
つ
」
と
い
う
判
断
そ
れ

来
事
に
お
い
て
一
つ
な
の
で
あ
る
。
」
（
団
σ
凶
α
゜
b
◎
Q
Q
刈
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
体
は
決
し
て
他
の
個
々
の
判
断
と
並
ぶ
一
個
の
判
断
で
は
な
く
し
て
、

　
以
上
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
議
論
の
第
二
段
階
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
に
お
　
　
そ
れ
は
「
認
識
と
無
制
約
者
と
の
関
係
を
表
現
す
る
も
の
、
つ
ま
り
そ
の

い
て相
対
主
義
の
問
題
は
完
全
に
答
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
　
　
中
心
に
あ
る
形
而
上
学
的
態
度
の
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

のは
、
こ
の
枠
組
み
に
お
い
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
認
識
の
第
三
の
層
と
呼
ん
　
　
る
。
」
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
〔
H
⑩
N
①
”
b
。
謹
〕
）
こ
の
よ
う
に
「
認
識
が
両
義
性
を
も

だ

歴
史的
平
面
に
お
い
て
動
的
真
理
は
語
ら
れ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
が
無
　
　
つ
」
と
い
う
判
断
は
「
た
だ
無
制
約
者
と
制
約
者
と
の
関
係
そ
の
も
の
に

制
約
者
の
前
に
お
け
る
認
識
行
為
で
あ
る
以
上
徹
頭
徹
尾
「
両
義
性
」
と
　
　
つ
い
て
の
基
本
的
判
断
と
し
て
の
み
あ
り
う
る
。
」
且
つ
、
こ
の
基
本
的
な

いう
こ
と
を
免
れ
え
ず
、
従
っ
て
相
対
的
な
も
の
は
残
る
か
ら
で
あ
る
。
　
判
断
は
「
真
理
を
端
的
に
構
成
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
」
（
圃
三
α
゜
）
従
っ

そ
れ
ゆ
え
こ
こ
ま
で
の
議
論
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
ト
レ
ル
チ
か
ら
受
け
継
　
　
て
、
動
的
真
理
思
想
の
成
立
す
る
地
平
は
、
歴
史
的
平
面
だ
け
で
は
な
く
、



　
　
　
　さ
ら
に
無
制
約
者
と
制
約
者
と
の
関
係
の
基
本
的
表
現
自
体
を
含
め
て
初
　
　
た
。
ト
レ
ル
チ
が
歴
史
哲
学
に
お
い
て
設
定
し
た
問
題
と
解
決
の
枠
組
み

　
　
　
　め
て
動
的
真
理
思
想
が
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
中
で
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
彼
が
そ
の
本
質
的
と
考
え
た
部
分
、
即
ち
歴
史

隆
　
　
　
　
さ
て
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
も
と
に
相
対
主
義
が
克
服
さ
れ
る
立
場
、
　
　
に
お
け
る
意
味
の
問
題
や
真
理
の
問
題
を
精
神
科
学
に
お
け
る
問
題
と
し

　
　
　
　あ
る
意
味
の
絶
対
的
立
場
と
は
何
か
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
自
身
　
　
て
規
定
し
た
。
そ
の
こ
と
を
通
し
て
彼
は
、
ト
レ
ル
チ
が
そ
の
思
想
の
入

　
　
　
　
がそ
こ
に
立
ち
う
る
よ
う
な
一
つ
の
立
場
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
は
む
　
　
り
口
ま
で
た
ど
り
着
い
た
と
考
え
る
動
的
真
理
思
想
を
さ
ら
に
展
開
し
、

　
　
　
　し
ろ
、
「
無
制
約
者
を
擁
護
し
、
無
制
約
者
が
制
約
的
立
場
に
よ
っ
て
侵
害
　
　
真
理
の
問
題
を
「
真
ー
偽
」
で
は
な
く
、
「
創
造
－
恣
意
」
に
、
「
主
観
ー

　
　
　
　さ
れ
な
い
よ
う
に
守
護
す
る
と
こ
ろ
の
「
見
張
る
も
の
（
≦
腎
窪
臼
）
」
の
　
　
客
観
」
で
は
な
く
「
自
由
－
運
命
」
の
問
題
に
変
更
す
る
と
い
う
意
味
で

　
　
　
　
在り
方
で
あ
る
。
」
（
凶
三
ロ
゜
）
そ
し
て
こ
の
見
張
る
も
の
は
、
自
ら
を
無
制
　
　
真
理
概
念
の
歴
史
化
を
徹
底
し
た
。
そ
し
て
相
対
主
義
の
克
服
は
、
こ
の

　
　
　
　約
的
な
も
の
と
措
定
す
る
こ
と
を
欲
す
る
何
ら
か
の
立
場
に
対
し
不
断
に
　
　
動
的
真
理
思
想
と
い
う
歴
史
化
が
無
制
約
者
の
前
に
立
つ
こ
と
に
よ
り
成

　
　
　
　
戦う
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
彼
が
見
張
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
聖
所
を
指
　
　
立
す
る
と
同
時
に
、
見
張
り
の
立
場
1
1
両
義
性
の
啓
示
と
い
う
契
機
を
真

　
　
　
　し
示
す
も
の
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
い
う
相
対
主
義
に
答
え
る
第
三
段
　
　
理
の
構
成
契
機
と
し
て
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
達
成
さ
れ
た
。
そ
し

　
　
　
　階
と
は
、
「
す
べ
て
の
認
識
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
両
義
性
の
啓
示
以
外
の
　
　
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
議
論
の
展
開
の
背
後
に
は
、
「
カ
イ
ロ
ス
に
お
け
る
思

　
　
　
　
何も
の
で
も
な
く
、
従
っ
て
、
あ
る
一
つ
の
認
識
が
無
制
約
性
を
要
求
す
　
　
惟
」
、
世
界
を
そ
の
本
質
に
お
い
て
分
裂
相
克
と
み
る
見
方
が
あ
り
、
ま
た

　
　
　
　る
に
い
た
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
見
張
り
の
立
場
な
の
で
あ
る
。
」
（
凶
σ
剛
畠
゜
）
　
　
彼
に
お
い
て
そ
の
見
方
の
徹
底
は
無
制
約
者
の
前
に
立
つ
在
り
方
を
意
味

　
　
　
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
両
義
性
の
啓
示
と
い
う
考
え
方
に
お
い
て
、
「
義
人
に
　
　
し
て
い
た
。

　
　
　
　し
て
罪
人
」
と
い
う
信
仰
義
認
の
思
想
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
エ

　
　
　
　真
理
問
題
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
貫
徹
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

註

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
1
）
事
実
、
歴
史
相
対
主
義
に
関
し
て
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
と
く
に

　
　
　四
、
ま
と
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
レ
ル
チ
の
問
題
を
意
識
的
に
継
承
し
よ
う
と
し
て
い
る
・
彼
は
ト

　こ
の
研
究
で
は
、
歴
史
相
対
主
義
の
克
服
と
い
う
主
題
の
も
と
に
展
開
　
　
　
　
レ
ル
チ
の
著
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
の
評
論
の
中
で
、
次
の

さ
れ
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
を
、
ト
レ
ル
チ
と
の
連
関
の
中
に
位
置
付
け
　
　
　
　
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
我
々
の
課
題
は
ー
（
中
略
）
ー
ト
レ
ル
チ

て来
た
。
そ
の
際
、
特
に
彼
ら
の
問
題
設
定
と
解
決
の
枠
組
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