
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人間
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
い
う
の
は
可
能
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生

　
　
　
バネ
ン
ベ
ル
ク
『
神
学
的
観
点
に
お
け
る
　
　
　
　
じ
る
か
も
し
れ
な
い
・
こ
の
疑
問
を
解
決
す
る
た
め
に
は
・
『
人
間
学
』
に

　
　
　
　
　
　
人
間学
』
（
一
九
八
三
年
）
の
中
心
課
題
　
　
お
い
て
採
用
さ
れ
る
方
法
論
が
人
間
存
在
を
歴
史
的
に
捉
え
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
こ
と
を
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
歴
史
過
程

　　　　　　　　　　　　　　　　　
濱

崎

雅

孝

　
蒜
離
灘
難
隷
P
劒
篶
懇
誘
藁

　
　は
じ
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
よ
う
な
歴
史
観
に
よ
っ
て
人
間
存
在
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
「
神
学
的
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
本
論
文
の目
的
は
、
W
・
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
大
著
『
神
学
的
観
点
に
お
　
　
　
で
は
、
人
間
存
在
を
歴
史
的
に
捉
え
る
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ

け
る
人
間
翼
』
（
以
下
『
人
間
学
』
）
の
中
心
テ
ー
マ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
　
　
と
で
あ
ろ
う
か
。
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
は
、
人
間
の
本
質
を
問

と
で
あ
る
。
こ
の
大
著
は
書
名
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
人
間
と
は
何
　
　
う
問
い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
は
何

か
」
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
神
学
的
観
点
」
と
　
　
　
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
も
人
間
の

いう
言
葉
か
ら
も
容
易
に
想
像
で
き
る
よ
う
に
、
人
間
存
在
を
神
と
の
関
　
　
　
本
質
を
問
う
の
で
あ
る
が
、
彼
の
問
い
方
は
人
間
の
不
変
的
な
本
質
を
求

係
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
神
　
　
め
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
変
わ
り
ゆ
く
も
の
と
し
て
の
人
間
の
本
質
を

の

実
在を
前
提
に
し
て
人
間
に
つ
い
て
論
じ
る
の
は
「
教
義
学
的
人
問
学
」
　
　
捉
え
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
人
間
存
在
を
歴
史
的

の

仕事
で
あ
っ
て
、
彼
自
身
の
方
法
論
は
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
　
　
　
に
捉
え
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。

を
強
調
し
て
い
る
。
彼
の
採
用
す
る
方
法
論
は
、
「
教
義
学
的
に
与
え
ら
れ
　
　
　
ま
た
、
人
間
を
変
化
の
中
で
歴
史
的
に
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間

た
諸
前
提
か
ら
論
証
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
人
間
生
物
学
（
国
毒
碧
・
　
の
自
己
同
一
性
（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
の
問
題
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い

ぼ
9
0
α
q
同
Φ
）
、
心
理
学
、
文
化
人
類
学
、
社
会
学
な
ど
に
よ
っ
て
考
究
さ
れ
　
　
る
。
我
々
は
自
己
が
絶
え
ず
変
化
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
と

る
人
間
存
在
の
諸
現
象
に
取
り
組
み
、
こ
れ
ら
の
学
問
の
成
果
を
宗
教
的
　
　
同
時
に
「
私
は
変
わ
ら
ず
私
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
も
自
覚
し
て
い
る
。

か
つ

神
学的
に
重
要
な
意
味
に
基
づ
い
て
参
照
す
る
の
で
あ
る
」
（
諺
目
℃
　
　
い
わ
ば
、
〈
変
化
す
る
私
〉
と
く
変
化
し
な
い
私
V
と
い
う
二
重
性
に
お
い

b
。H
） 。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　て自
己
を
捉
え
て
い
（
説
。
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
そ
の
捉
え
方
を
主
軸
と
し
て
、

　し
か
し
こ
こ
で
、
神
の
実
在
を
前
提
に
す
る
こ
と
な
く
「
神
学
的
に
」
　
　
　
人
間
の
本
質
に
つ
い
て
新
た
な
思
考
法
を
提
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い

バネ
ン
ベ
ル
ク
『
神
学
的
観
点
に
お
け
る
人
間
学
』
（
一
九
八
三
年
）
の
中
心
課
題
（
濱
崎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
一



一
七
二

だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
第
一
部
で
は
人
間
本
性
を
個
人
の
レ
ベ
ル

　
以下
、
そ
の
思
考
法
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
解
明
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
結
論
を
社
会
的
文
脈
に
適
用
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
社
会と
の
関
わ
り
に
お
い
て
人
間
本
性
を
解
明
す
る
こ
と
が
第
二
部
の
課

『人

間
学
』
第
二
部
の
課
題
　
　
　
　
嘱
簿
測
動
ゼ
鰍
融
翻
強
墾
羅
謎
騨
騰

　ま
ず
初
め
に
、
簡
単
に
『
人
間
学
』
の
内
容
を
傭
瞼
し
て
お
こ
う
。
こ
　
　
人
間
、
特
に
社
会
の
中
の
〈
私
〉
の
存
在
に
ス
ポ
ッ
ト
が
当
て
ら
れ
る
。

の

書物
は
、
全
体
で
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
部
「
自
然
の
中
　
　
　
つ
ま
り
第
二
部
は
、
個
人
と
社
会
と
の
結
節
点
と
し
て
の
〈
私
〉
に
つ
い

の

人間
と
人
間
の
自
然
本
性
」
に
お
い
て
、
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
人
間
の
本
　
　
　
て
解
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

性
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
神
の
似
像
性
（
あ
る
い
は
脱
中
心
性
）
と
罪
　
　
　
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
第
二
部
の
中
心
的
課
題
は
、
人
間
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
る
り

性
（
あ
る
い
は
自
己
中
心
性
）
と
い
う
神
学
的
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
　
　
「
自
我
H
。
げ
な
る
も
の
を
共
同
体
、
つ
ま
り
生
成
し
つ
つ
あ
る
個
人
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
う
り

第
二
部
は
そ
の
考
察
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
が
、
第
一
部
と
の
違
い
　
　
関
係
性
に
お
け
る
諸
人
格
（
b
d
Φ
N
口
o
q
ω
需
誘
o
器
昌
）
を
通
し
て
規
定
す
る
」

は
、
人
間
を
個
人
レ
ヴ
ェ
ル
で
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
と
の
関
連
　
　
こ
と
で
あ
る
。
少
し
先
回
り
し
て
言
え
ば
、
彼
は
人
間
の
自
我
の
問
題
、

の中
で
論
じ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
第
二
部
の
タ
イ
ト
ル
「
社
会
的
存
在
と
　
　
具
体
的
に
は
「
私
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
を
、
人
格
の
自
己
同
一
性
（
ア

し
て
の
人
間
」
が
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
　
　
　
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
と
い
う
観
点
か
ら
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

第
二
部
の
課
題
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
人
間
が
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
使
命
と
し
て
の
脱
中
心
性
と
自
ら
の
罪
性
に

　
　
　第
一
部
の
考
察
に
お
い
て
は
、
人
間
の
個
人
の
現
存
在
が
い
つ
も
　
　
よ
る
自
己
中
心
性
と
の
分
裂
あ
る
い
は
緊
張
関
係
を
生
き
る
存
在
で
あ
る

　
　社
会
関
係
に
よ
っ
て
す
で
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
度
外
　
　
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
自
己
同
｝
性
（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
の
問

　
　視
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
人
間
の
生
活
形
式
の
特
徴
は
、
人
間
に
最
　
　
　
題
に
悩
む
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
〈
私
V
を
取
り
囲
む
他
者
あ
る
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ア
リ

　
　も
近
い
動
物
と
の
比
較
対
照
に
よ
っ
て
問
題
に
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
　
　
は
社
会
と
の
関
係
に
お
い
て
さ
ら
に
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　社
会
的
に
洗
練
さ
れ
た
具
体
的
な
行
動
が
そ
の
探
究
の
素
材
で
あ
る

麗
驚
善
襲
鷺
論
蟹
灘
”
湖
頒
懲
駝
　
罪
意
識
の
人
間
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
在
全体
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
。
　
　
　
　
　
神
学
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
「
私
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
は
、
私
の



罪
の
意
識
に
お
い
て
深
刻
な
も
の
と
し
て
出
現
す
る
。
罪
の
意
識
に
お
い
　
　
　
　
れ
る
考
え
方
が
す
た
れ
、
ま
た
人
間
を
自
分
自
身
を
意
識
す
る
存
在

て我
々
は
、
罪
を
犯
す
自
分
と
そ
れ
を
裁
く
自
分
と
の
問
に
分
裂
が
生
じ
　
　
　
　
と
し
て
考
え
る
近
代
的
な
解
釈
が
展
開
し
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
初

る
こ
と
を
経
験
と
し
て
知
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
自
己
中
心
的
　
　
　
　
め
て
、
人
間
の
自
分
自
身
と
の
矛
盾
が
罪
概
念
の
人
間
学
的
構
造
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

な
あ
り
方
を
越
え
よ
う
と
す
る
思
い
を
神
か
ら
の
使
命
と
し
て
与
え
ら
れ
　
　
　
　
中
心
的
な
テ
ー
マ
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
使
命
よ
り
も
自
己
中
心
性
を
優
先
さ
せ
　
　
　
こ
の
考
え
方
に
従
え
ば
、
罪
の
問
題
は
近
代
以
降
、
神
学
的
な
問
題
か

よ
う
と
す
る
と
き
に
罪
の
意
識
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
プ
レ
ス
　
　
ら
人
間
学
的
な
問
題
へ
と
徐
々
に
移
行
し
て
い
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
け
け

ナ
ー
の
術
語
を
用
い
て
、
脱
中
心
性
と
自
己
中
心
性
と
の
間
に
分
裂
が
生
　
　
き
る
。
も
は
や
罪
は
人
間
と
神
あ
る
い
は
宇
宙
と
の
関
係
か
ら
考
察
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

じ
て
い
る
と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
中
心
性
そ
の
も
の
は
動
物
　
　
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
自
分
自
身
の
内
部
に
お
け
る
問
題
と
な
っ
て

にも
認
め
ら
れ
る
が
、
動
物
の
場
合
に
は
こ
の
分
裂
が
生
じ
な
い
の
で
、
　
　
　
い
っ
た
の
で
あ
る
。

自
己
中
心
性
を
罪
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
罪
の
意
　
　
　
し
か
し
罪
の
問
題
は
単
に
自
分
自
身
の
内
部
に
留
ま
る
類
の
も
の
で
は

識は
自
己
分
裂
に
お
い
て
の
み
生
じ
る
人
間
特
有
の
現
象
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
な
い
。
そ
れ
は
社
会
と
の
関
係
、
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
浮
上
し
て
く

　し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
自
己
分
裂
と
し
て
の
罪
の
意
識
は
、
近
代
以
降
　
　
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
罪
を
自
己
意
識
と
関
連
づ
け
る
近
代

の

人間
解
釈
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、
と
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
言
う
。
近
代
以
　
　
的
発
想
も
、
罪
を
自
分
の
内
部
の
問
題
に
限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き

前
、
例
え
ば
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
は
、
人
間
が
階
層
的
宇
宙
に
　
　
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
罪
意
識
が
発
生
す
る
起
源
と
な
る
自
己
意
識
で
さ
え
、

おけ
る
自
分
の
場
所
や
神
と
の
関
係
に
お
け
る
自
分
の
立
場
を
捉
え
損
な
　
　
人
間
存
在
が
本
来
的
に
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
由
来
し
て

う
こ
と
が
罪
の
本
質
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
「
捉
え
　
　
生
じ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
自
己
意
識
の
発
生
が
問
題
に
な
る
場
面
で

損な
い
」
が
個
人
の
罪
の
根
底
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
罪
は
自
己
意
識
　
　
は
、
事
物
の
も
と
に
あ
る
存
在
は
そ
れ
だ
け
を
抽
象
的
に
取
り
上
げ
て
は

以前
の
神
と
自
己
と
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
た
と
い
う
　
　
な
ら
ず
、
社
会
的
関
連
と
と
も
に
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
り

こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
人
間
存
在
を
宇
宙
や
神
と
の
関
係
に
お
い
　
　
あ
る
」
。

て

理解
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
が
、
近
代
以
降
、
そ
れ
が
人
間

羅
職
の
問
題
に
な
。
て
い
遷
、
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
考
え
る
の
　
皇
藏
の
心
理
学

　
　
人間
を
階
層
的
に
神
に
向
け
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
宇
宙
へ
と
組
み
入
　
　
　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
自
己
意
識
は
社
会
的
関
連
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
な

バネ
ン
ベ
ル
ク
『
神
学
的
観
点
に
お
け
る
人
間
学
』
（
一
九
八
三
年
）
の
中
心
課
題
（
濱
崎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
三



一
七
四

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
　
　
な
結
論
に
達
し
て
い
る
。

は
、
ミ
ー
ド
の
社
会
心
理
学
の
概
念
に
依
拠
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
答
　
　
　
　
　
こ
の
自
己
意
識
の
発
生
に
つ
い
て
の
理
論
か
ら
、
自
己
意
識
を
も

　
ハ
ロ
リ

え
る
。
私
は
反
省
に
お
い
て
私
自
身
を
対
象
化
す
る
が
、
こ
れ
は
他
者
が
　
　
　
　
つ
自
我
と
し
て
の
人
間
は
、
他
者
に
依
存
す
る
こ
と
な
し
に
そ
れ
自

私を
対
象
化
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
私
の
中
に
移
し
か
え
る
こ
と
に
　
　
　
　
体
に
お
い
て
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え

よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
ミ
ー
ド
の
考
察
の
流
れ
は
次
の
よ
う
　
　
　
　
る
。
自
己
意
識
と
、
自
分
自
身
を
意
識
す
る
自
我
は
、
む
し
ろ
い
つ

　
　
　
り
　

に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
す
で
に
他
者
と
の
関
係
を
通
し
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
中

　ま
ず
、
私
の
行
動
や
身
振
り
、
表
情
が
他
者
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
　
　
　
　
略
）
我
々
が
自
己
意
識
に
お
い
て
意
識
し
て
い
る
自
己
は
、
他
者
が

る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。
次
に
、
そ
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
と
い
う
事
　
　
　
　
我
々
に
つ
い
て
も
つ
像
に
基
づ
い
て
い
る
。
（
中
略
）
我
々
が
自
己
反

実
か
ら
、
そ
の
原
因
が
自
分
の
側
に
あ
る
と
い
う
判
断
が
生
じ
る
。
こ
れ
　
　
　
　
省
に
お
い
て
捉
え
る
自
己
は
、
し
た
が
っ
て
社
会
的
な
実
在
①
ぎ
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
り

は
人
間
以
外
の
動
物
に
も
起
こ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
が
、
人
間
の
場
合
に
　
　
　
　
ω
o
N
同
巴
Φ
零
膣
巨
甘
げ
罵
Φ
淳
で
あ
る
。

は
他
者
に
影
響
を
与
え
る
手
段
が
主
に
言
語
と
い
う
音
声
表
現
に
よ
る
も
　
　
　
こ
こ
に
引
用
し
た
箇
所
に
は
、
す
で
に
ミ
ー
ド
に
対
す
る
バ
ネ
ン
ベ
ル

の

であ
り
、
こ
の
音
声
表
現
は
自
分
が
発
し
た
も
の
を
他
者
が
聞
く
と
同
　
　
　
ク
の
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ミ
ー
ド
は
自
我
と
自
己
と

時
に
、
自
分
自
身
も
聞
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
他
者
へ
の
影
響
の
　
　
を
厳
密
に
区
別
し
て
、
自
己
を
「
社
会
的
な
実
在
」
、
自
我
を
社
会
と
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

主体
が
自
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
即
座
に
知
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
　
　
係
に
依
存
し
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
自
我
も
ま

る
。
こ
の
こ
と
が
自
己
の
発
生
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
た
他
者
と
の
関
係
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ

　
　
　そ
う
い
う
わ
け
で
、
人
間
に
お
け
る
自
己
反
省
の
可
能
性
は
、
人
　
　
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
我
が
他
者
と
無
関
係
に
存
在
し
て
い
る
と
し
た
ら
、

　
　問
が
自
分
自
身
の
音
声
を
伴
う
身
振
り
を
知
覚
し
、
そ
れ
に
対
す
る
　
　
そ
の
自
我
と
社
会
的
な
実
在
と
し
て
の
自
己
が
ど
の
よ
う
に
し
て
一
人
の

　
　
他者
の
反
応
を
、
自
分
が
発
し
た
音
声
に
対
す
る
反
応
〈
と
し
て
〉
　
　
　
自
分
と
し
て
統
一
さ
れ
る
の
か
が
理
解
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す

　
　
経
験
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
人
間
は
そ
の
よ
　
　
で
に
自
己
の
発
生
に
お
い
て
、
我
々
は
自
分
自
身
を
他
者
の
立
場
か
ら
見

　
　う
に
し
て
他
者
の
役
割
の
中
に
自
分
自
身
を
置
き
、
そ
し
て
他
者
の
　
　
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
自
己

　
　
立場
か
ら
い
わ
ば
距
離
を
と
っ
て
自
分
自
身
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
　
　
を
反
省
す
る
自
我
は
い
わ
ば
自
己
の
外
部
に
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
す
で

　
　
　
　
　
　
ハ
め
り

　
　
から
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
他
者
と
の
関
係
の
中
に
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ミ
ー
ド
の
考
察
に
即
し
て
、
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
次
の
よ
う



フ

・

イ
ト
の
自
我
論
　
　
　
　
　
罐
難
．
鞭
鵜
装
髪
雛
警
赫
誕
鞭
．
撫
雛
駐
騒

　
こ
の
よ
う
に
、
自
己
意
識
が
他
者
と
の
関
係
か
ら
生
じ
る
社
会
的
な
も
　
　
者
と
の
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
の
罪
意

の

であ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
そ
の
自
己
意
識
と
の
　
　
識
は
社
会
的
な
産
物
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

関
係
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
た
罪
の
意
識
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形

で

雑
縮

鍔
濡
難
錫
π
謄
酔
我
論
と
比
較
し
な
　
ア
千
デ
ン
テ
ィ
テ
・
と
基
本
的
籍
感

がら
、
自
我
の
社
会
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
人
間
の
罪
意
　
　
　
以
上
に
お
い
て
我
々
は
、
自
己
意
識
と
罪
意
識
が
自
分
の
中
だ
け
で
生

識
が
他
者
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
生
じ
て
く
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
明
ら
か
に
　
　
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
他
者
と
の
関
係
を
前
提
に
し
た
も
の
で

さ
れ
て
い
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
フ
ロ
イ
ト
に
お
い
　
　
あ
る
こ
と
を
見
た
。
自
己
意
識
と
罪
意
識
は
、
社
会
的
産
物
で
あ
る
自
我

て自
我
は
、
快
楽
－
自
我
、
現
実
－
自
我
、
超
－
自
我
の
三
相
で
現
れ
る
。
後
　
　
と
自
己
と
の
分
裂
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ

二者
は
、
子
ど
も
が
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
積
極
的
解
決
に
　
　
う
な
分
裂
は
い
ず
れ
統
一
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
分

よ
っ
て
、
父
親
の
超
－
自
我
と
自
分
を
同
一
化
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
て
く
　
　
裂
が
分
裂
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
は
人
格
の
健
全
な
発
達
を
妨
げ
る
か
ら
で

る
。
フ
ロ
イ
ト
は
こ
の
よ
う
な
同
一
化
の
二
面
性
を
強
調
し
て
い
る
。
　
　
　
　
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
強
烈
な
罪
意
識
は
、
そ
れ
だ
け
で
す
で
に
病
理
的
な

　
　同
一
化
は
、
】
方
で
は
同
一
化
の
対
象
へ
の
同
化
と
所
有
を
目
指
す
　
　
現
象
で
あ
る
。
人
間
は
こ
の
分
裂
を
克
服
し
、
統
一
へ
と
至
ら
な
け
れ
ば

　
　こ
と
に
も
な
る
が
、
他
方
で
は
自
己
超
克
の
契
機
を
も
含
ん
で
い
る
。
　
　
な
ら
な
い
。

　
　前
者
に
お
い
て
は
ナ
ル
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
動
機
が
優
勢
に
な
り
、
後
　
　
　
　
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
れ
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
と
し
て
考
察
し

　
　者
に
お
い
て
は
自
己
超
越
と
昇
華
の
動
機
が
優
勢
に
な
る
。
我
々
は
　
　
て
い
る
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
私
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
は
、

　
　こ
こ
に
、
人
間
の
ふ
る
ま
い
に
お
け
る
自
己
愛
と
脱
中
心
性
と
の
緊
　
　
「
私
は
私
で
あ
る
」
と
い
っ
た
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
は
解
決
さ
れ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
レ

　
　
張関
係
を
再
び
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
以
外
の
他
者
と
の
関
係
か
ら
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に

　し
か
し
、
人
間
は
い
つ
で
も
こ
の
よ
う
な
ナ
ル
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
自
己
　
　
ま
た
、
「
私
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
は
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

愛
か
ら
脱
中
心
性
へ
と
至
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
我
々
が
経
　
　
　
形
成
に
関
係
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
を
ひ
と
つ
の
ま
と

験
する
罪
意
識
は
、
快
楽
－
自
我
が
現
実
－
自
我
よ
り
も
優
勢
に
な
る
と
き
　
　
　
ま
り
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
経
験
の
主
体
と
し

バネ
ン
ベ
ル
ク
『
神
学
的
観
点
に
お
け
る
人
間
学
』
（
一
九
八
三
年
）
の
中
心
課
題
（
濱
崎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
七
五



一
七
六

て

の

個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
保
障
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
　
　
　
　
ま
れ
て
間
も
な
い
頃
の
す
べ
て
の
無
秩
序
な
身
体
的
経
験
や
、
す
べ

い
。
つ
ま
り
、
何
ら
か
の
形
で
「
私
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
　
　
　
　
て
の
よ
く
分
か
ら
な
い
社
会
の
し
く
み
な
ど
が
、
内
的
世
界
と
外
的

答
え
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
前
節
ま
で
に
見
た
バ
ネ
　
　
　
　
世
界
と
を
徐
々
に
結
合
し
て
ゆ
く
連
続
感
や
同
一
感
を
獲
得
す
る
中

ン

ベ
ルク
の
考
察
は
、
こ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
個
人
の
内
部
に
あ
る
　
　
　
　
で
、
少
し
ず
つ
意
味
の
あ
る
も
の
と
し
て
見
え
て
く
る
は
ず
だ
と
い

も
の
だ
け
か
ら
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
う
精
神
的
な
確
信
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
て
く
る
信
念

　
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
有
名
な
エ
リ
ク
ソ
ン
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
に
依
　
　
　
　
や
希
望
の
存
在
論
的
な
源
泉
を
、
わ
た
し
は
基
本
的
信
頼
感
と
呼
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

拠し
つ
つ
、
こ
の
考
え
を
さ
ら
に
展
開
し
て
い
く
。
こ
こ
で
彼
が
注
目
し
　
　
　
　
で
い
る
。

て

いる
の
は
、
エ
リ
ク
ソ
ン
の
「
基
本
的
信
頼
感
（
げ
器
凶
o
巨
ω
け
）
」
の
概
　
　
　
こ
の
よ
う
な
基
本
的
信
頼
感
に
よ
っ
て
、
健
全
に
成
長
し
た
子
ど
も
は

念
で
あ
る
。
基
本
的
信
頼
感
は
、
幼
児
の
段
階
で
は
主
に
母
親
と
の
関
係
　
　
母
親
か
ら
の
保
護
を
離
れ
た
後
も
、
「
無
制
約
的
な
安
全
性
に
対
す
る
信
頼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
　

に

お

い
て育
ま
れ
、
そ
れ
以
後
も
あ
ら
ゆ
る
人
間
や
環
境
と
の
関
わ
り
に
　
　
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
よ
う
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
た
め
に
は
、

お

い
て

保
持さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
自
　
　
　
エ
リ
ク
ソ
ン
も
言
う
よ
う
に
、
母
親
や
周
囲
の
人
間
を
取
り
囲
む
社
会
そ

分
が
い
つ
も
同
一
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
育
て
る
。
こ
れ
が
ア
イ
デ
ン
　
　
の
も
の
が
健
全
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
健
全
性

テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
で
あ
り
、
基
本
的
信
頼
感
は
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
　
　
を
保
障
す
る
の
が
宗
教
的
信
仰
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
宗

形成
の
基
盤
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
基
本
的
信
頼
感
が
　
　
教
が
信
仰
す
る
神
は
、
有
限
な
人
間
の
力
が
及
ぶ
範
囲
を
越
え
て
、
無
制

育
ま
れ
る
の
は
、
乳
児
の
欲
求
を
そ
の
つ
ど
母
親
が
満
た
す
こ
と
に
よ
っ
　
　
限
的
な
安
全
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
悲
し
み
、

て

であ
る
か
ら
、
そ
れ
は
乳
児
の
全
能
感
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
し
　
　
困
窮
、
そ
し
て
世
俗
に
お
け
る
安
全
性
の
欠
如
の
た
だ
中
に
お
い
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
リ

かし
基
本
的
信
頼
感
は
ナ
ル
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
全
能
感
と
は
ま
っ
た
く
異
　
　
　
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
」
。

な
る
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
を
越
え
て
、
現
実
世
界
の
中
で
様
々
な
　
　
　
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
で
彼
は
、
神
の
存
在
証
明
を
行
お
う
と
し
て
い

抵抗
に
遭
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
克
服
し
て
い
く
力
を
与
え
る
も
の
で
あ
　
　
る
の
で
は
な
い
。
人
間
が
人
間
と
し
て
健
全
に
成
長
し
、
健
全
な
社
会
を

る
。
こ
こ
で
、
エ
リ
ク
ソ
ン
自
身
が
基
本
的
信
頼
感
を
定
義
し
て
い
る
箇
　
　
築
い
て
い
く
た
め
に
、
宗
教
の
果
た
す
役
調
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
を
示

所を
引
用
し
て
お
こ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
そ
も
そ
も
人
間
存
在
が
宗
教
的
な

　
　
　
比
較
的
に

健
全な
社
会
だ
け
が
、
次
の
よ
う
な
精
神
的
確
信
を
、
　
　
　
も
の
で
あ
る
か
ら
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
バ
ネ
ン
ベ
ル

　
　
母親
を
通
し
て
子
ど
も
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
生
　
　
　
ク
は
神
の
存
在
証
明
を
行
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ



の
こ
と
は
『
人
間
学
』
全
体
を
貫
く
根
本
主
題
に
関
わ
っ
て
い
る
。
彼
は
　
．
　
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
は
罪
意
識
の
克
服
と
い
う

次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
側
面
を
も
っ
て
い
る
が
、
神
学
的
に
は
罪
の
問
題
の
解
決
は
「
救
い
」
に

　
　
基
本
的
信
頼
感は
初
め
に
自
分
の
最
も
身
近
な
関
係
に
あ
る
人
た
ち
　
　
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
「
救
い
」
を
人
間
の
健
全
な
全
体

　
　に
置
か
れ
る
が
、
そ
れ
は
無
制
約
的
な
信
頼
で
あ
る
た
め
に
暗
黙
の
　
　
性
の
回
復
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も

　
　う
ち
に
す
で
に
母
親
お
よ
び
両
親
を
越
え
て
拡
が
り
、
そ
の
よ
う
に
　
　
の
で
あ
り
、
決
し
て
人
間
の
努
力
な
ど
に
よ
っ
て
到
達
で
き
る
も
の
で
は

　
　
信
頼感
が
無
限
定
的
に
拡
が
る
こ
と
を
正
当
化
し
て
く
れ
る
審
級
へ
　
　
な
い
と
主
張
す
る
。

　
　と
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
審
級
は
、
基
本
的
信
頼
感
　
　
　
　
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
人
間
そ
れ
自
身
は
自
分
の
全
体
性
に

　
　
の

特徴
で
あ
る
無
制
約
性
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
　
　
　
　
つ
い
て
の
問
い
に
関
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
問
い
は
少
な
く
と
も
青
年

　
　い
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
考
え
だ
け
で
唯
一
神
の
現
実
　
　
　
　
期
か
ら
個
人
の
自
立
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
テ
ー
マ
と
な

　
　
存
在を
主
張
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
（
中
略
）
　
　
　
　
る
。
し
か
し
、
全
体
性
は
人
聞
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
は
な

　
　そ
れ
は
神
と
い
う
テ
ー
マ
が
、
い
つ
も
一
神
教
的
な
形
態
で
、
あ
る
　
　
　
　
　
い
。
人
間
が
実
際
に
生
き
る
こ
と
に
は
存
在
の
「
欠
如
」
と
い
う
も

　
　
い
は
そ
も
そ
も
有
神
論
的
な
形
態
で
理
解
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
と
　
　
　
　
の
が
現
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
人
間
の
生
が
そ
れ
だ
け
で
は
完

　
　し
て
も
、
人
間
の
生
活
実
践
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
　
　
　
　
結
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
中
に
、
す
で
に
全
体
性
が
人
間
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

　
　し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
根
源
的
に
、
そ
し
て
少
な
く
と
も
我
々
　
　
　
　
よ
っ
て
は
作
り
出
さ
れ
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
の

気付
か
な
い
と
こ
ろ
で
神
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
　
　
　
つ
ま
り
こ
の
全
体
性
は
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
人

　
　と
は
人
間
の
生
の
形
式
を
構
成
す
る
世
界
開
放
性
に
関
わ
っ
て
お
　
　
間
は
依
然
と
し
て
未
完
結
で
あ
る
が
、
そ
の
未
完
結
で
あ
る
と
い
う
こ
と

　
　り
、
基
本
的
信
頼
感
が
制
約
を
も
た
ず
に
拡
が
る
こ
と
の
う
ち
に
目
　
　
の
う
ち
に
全
体
性
が
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
ぐ
に
予

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

　
　
に見
え
る
形
で
現
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
想
で
き
る
よ
う
に
、
完
全
な
形
で
全
体
性
が
現
れ
る
の
は
終
末
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
であ
る
。
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
完
全
な
形
が
す
で
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

結
論

　
　
　
　
　
　
　
襟
莚
蕪
雛
羅
罫
製
蓬
湛
麺
鑛
註
忽

　
基
本的
信
頼
感
が
宗
教
的
信
仰
と
結
び
つ
く
こ
と
に
関
し
て
、
そ
れ
を
　
　
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
と
は
、
自
己
分
裂

神
学的
に
考
察
す
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
先
　
に
よ
る
罪
の
意
識
を
克
服
し
、
人
間
存
在
と
世
界
に
意
味
を
与
え
ら
れ
て

バネ
ン
ベ
ル
ク
『
神
学
的
観
点
に
お
け
る
人
間
学
』
（
一
九
八
三
年
）
の
中
心
課
題
（
濱
崎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
七



一
七
八

生き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
人
間
存
在
を
終
末
論
の
視
点
　
　
　
　
者
を
混
同
し
て
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
歴
史
の
時
間
性

から
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
い
く
も
の
と
考
え
る
、
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
思
　
　
　
　
に
左
右
さ
れ
な
い
永
遠
普
遍
の
本
質
本
性
と
い
う
も
の
に
対
立
し
た

考
法
の

特徴
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
概
念
と
し
て
、
歴
史
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の

考
察
によ
り
、
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
『
人
間
学
』
は
人
間
の
全
体
　
　
（
4
）
　
も
ち
ろ
ん
、
「
脱
中
心
性
1
1
神
の
似
像
性
」
、
「
自
己
中
心
性
H
罪
性
」

性
の
問
題
を
扱
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
　
　
　
　
と
、
単
純
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク

だ
ろ
う
。
全
体
性
と
い
う
言
葉
は
全
体
主
義
と
結
び
付
け
て
考
え
ら
れ
る
　
　
　
　
が
哲
学
的
人
間
学
の
術
語
に
神
学
的
な
意
味
を
読
み
取
り
、
哲
学
と

た
め
に
現
代
で
は
評
判
が
悪
い
。
し
か
し
、
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
全
体
性
の
　
　
　
　
神
学
の
自
然
な
つ
な
が
り
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
た
め

概
念は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
人
間
に
よ
っ
て
実
現
す
べ
き
も
の
で
は
　
　
　
　
に
、
あ
え
て
こ
の
よ
う
に
言
い
換
え
て
お
い
た
。

な
く
、
あ
く
ま
で
も
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
視
点
　
　
（
5
）
済
↓
勺
H
α
昏
゜

こ
そ
が
『
人
間
学
』
が
神
学
的
で
あ
る
所
以
で
あ
る
。
ま
た
そ
こ
に
は
、
　
　
　
（
6
）
諺
↓
℃
H
α
。
。
°
傍
線
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
。

全
体
性

（
健
全
性
）
の
回
復
を
求
め
る
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
願
い
が
込
め
ら
　
　
　
（
7
）
　
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
『
人
間
学
』
の
二
十
年
以
上
前
に
『
人
間
と
は

れ
て

いる
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
か
』
（
一
九
六
二
年
）
と
い
う
小
著
を
書
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
著を
書
い
た
段
階
で
は
、
ま
だ
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　

註　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ー
マ
を
扱
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

（ユ
）
　
芝
9
臣
胃
け
℃
雪
口
Φ
昌
α
q
げ
臼
ぴ
q
讐
諺
口
昏
同
8
9
0
α
q
凶
Φ
ぎ
昏
Φ
〇
一
〇
α
q
同
・
　
　
　
　
テ
ィ
」
と
い
う
概
念
こ
そ
が
、
『
人
間
学
』
全
体
を
貫
い
て
い
る
テ
ー

　　
°
・
o
げ
2
℃
Φ
窃
ロ
Φ
臨
貯
ρ
＜
鋤
巳
①
巳
さ
8
犀
帥
国
q
胃
8
9
H
O
°
。
ω
゜
以
　
　
　
　
マ
で
あ
る
、
と
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
序
文
で
述
べ
て
い
る
（
諺
日
男
o
。
°
）
。

　
　下
、
諺
6
℃
と
略
記
し
、
引
用
に
際
し
て
は
諺
↓
剛
嵩
O
の
よ
う
に
　
　
（
8
）
　
諺
↓
℃
ミ
為
O
°
を
参
照
。

　　
ペ
ー
ジ
数
だ
け
を
付
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
も
ち
ろ
ん
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
、
罪
は
人
間
個
人
の
問
題
で
あ

（2
）
　
国
屋
α
q
＜
o
昌
芝
゜
勺
田
§
Φ
コ
び
Φ
「
o
q
ぎ
く
臼
ぼ
口
畠
賃
ロ
o
Q
巨
け
即
幻
Φ
昌
阜
　
　
　
　
る
と
い
う
視
点
を
も
た
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
バ
ネ

　
　8
鹸
”
d
．
窯
凶
ド
醤
Φ
口
ρ
目
゜
男
①
ロ
α
8
濠
”
○
津
魯
び
碧
暮
α
q
巴
ω
○
Φ
甲
　
　
　
　
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
罪
が
自
己
意
識
の
問
題
と
の
関
係
で
考
え
ら

　　
o
臣
o
洋
ρ
＜
磐
α
Φ
魯
o
Φ
o
評
卿
国
コ
冒
Φ
9
r
H
㊤
①
同
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
た
の
は
、
近
代
以
降
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
単
純
化
し
て
言
え
ば
、

（3
）
　
こ
こ
で
歴
史
と
い
う
言
葉
は
、
人
類
全
体
の
歴
史
と
個
人
の
歴
史
　
　
　
　
人
間
的
現
象
を
神
と
の
関
係
に
お
い
て
考
え
る
の
が
近
代
以
前
の
発

　
　と
い
う
二
重
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
両
　
　
　
　
想
で
、
神
と
の
関
係
で
は
な
く
人
間
内
部
の
問
題
に
し
て
し
ま
っ
た



　
　
の

が
近
代
以降
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
バ
ネ
　
　
　
（
1
4
）
諺
目
男
H
刈
O
山
゜
。
目
を
参
照
。

　
　
ン

ベ
ルク
は
そ
の
よ
う
な
近
代
的
思
考
の
枠
組
み
そ
の
も
の
に
限
界
　
　
　
（
1
5
）
　
諺
日
剛
H
°
。
H
°

　
　
があ
る
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
諺
↓
勺
H
°
。
H
－
H
°
。
b
。
°

（1
0
）
諺
目
勺
㊤
ω
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
し

（1
1
）
　
こ
れ
は
す
で
に
罪
の
問
題
そ
の
も
の
が
解
体
し
た
こ
と
を
意
味
す
　
　
　
　
か
し
ミ
ー
ド
に
お
い
て
は
自
己
の
他
に
自
我
も
ま
た
存
在
し
て
い

　
　る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
神
と
の
関
係
を
前
提
で
き
な
い
場
　
　
　
　
る
。
そ
し
て
こ
の
自
我
は
、
彼
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
社
会
的
プ
ロ
セ

　
　合
に
は
、
罪
は
単
な
る
罪
意
識
の
問
題
と
し
て
、
心
理
学
の
対
象
と
　
　
　
　
ス
を
通
し
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
自
我
は
決
し
て
私
の
経

　
　な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
よ
う
な
解
体
を
　
　
　
　
験
の
直
接
的
な
対
象
に
は
な
ら
ず
、
自
己
反
省
を
含
む
私
の
行
為
が

　
　
否
定的
に
見
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
罪
が
単
に
信
仰
者
の
主
　
　
　
　
自
ず
か
ら
生
じ
る
起
源
を
成
す
も
の
で
あ
る
」
（
諺
日
℃
H
O
。
b
。
°
）
。

　
　観
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
に
対
し
て
、
罪
は
す
べ
て
の
人
　
　
　
（
1
8
）
　
諺
↓
勺
H
°
。
°
。
°

　　
に
普
遍
的
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
心
理
学
的
に
　
　
（
1
9
）
　
彰
団
．
国
H
涛
ω
8
”
固
Φ
暮
博
蔓
ー
団
o
環
§
餌
民
9
団
ω
β
宅
゜
毒
陰

　
　考
察
す
る
こ
と
が
可
能
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
Z
o
誹
o
P
H
㊤
①
゜
。
も
゜
°
。
b
。
°

　　
さ
ら
に
、
神
学
的
な
考
察
が
説
得
力
を
持
ち
得
る
と
し
た
ら
、
こ
の
　
　
（
2
0
）
諺
目
℃
N
b
。
P

　　
よ
う
な
心
理
学
的
考
察
に
依
拠
す
る
以
外
に
な
い
と
ま
で
言
っ
て
い
　
　
　
（
2
1
）
　
b
月
勺
b
。
b
。
O
°

　　
る
。
こ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
バ
ル
ト
の
立
場
に
対
す
る
批
判
が
含
ま
れ
　
　
（
2
2
）
　
諺
↓
勺
b
。
b
。
①
幽
b
。
刈
゜

　　
て
い
る
。
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
バ
ル
ト
批
判
の
根
底
に
は
、
罪
の
問
題
、
　
　
（
2
3
）
諺
↓
℃
b
。
b
。
°
。
°

　
　
自
己
の
問
題
が
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
諺
↓
℃
呂
b
。
°

（1
3
）
　
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
心
理
学
的
知
見
に
依
拠
す
る
の
は
、
心
理
学
が

　
　
罪
意
識
を
考
究
の
対
象
に
し
て
い
る
こ
と
が
神
学
に
と
っ
て
は
見
過

　
　
ご
し
て
は
な
ら
な
い
事
実
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
冒
頭
で
も
述
べ
た

　　
よ
う
に
、
彼
は
心
理
学
の
成
果
の
中
に
神
学
的
に
重
要
な
も
の
を
読

　　
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。

バネ
ン
ベ
ル
ク
『
神
学
的
観
点
に
お
け
る
人
間
学
』
（
一
九
八
三
年
）
の
中
心
課
題
（
濱
崎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九


