
不
安
の

概
念－
水
垣
理
論
の
存
在
論
的
解
釈
へ
む
け
て
の
試
論
1

今
　
井
　
尚
　
生

　
　
　
ハ
き

　
水
垣
渉は
、
そ
の
論
文
「
神
」
（
水
垣
、
一
九
八
一
年
）
の
中
で
、
日
常
性
、
非
日
常
性
、
習
俗
、
状
況
と
い
っ
た
基
本
的
な
概
念
枠
を

提
起し
て
い
る
。
本
論
の
趣
旨
は
、
習
俗
お
よ
び
状
況
に
お
け
る
自
己
の
あ
り
方
を
存
在
論
的
に
解
釈
し
、
水
垣
理
論
の
も
つ
存
在
論
的

次
元を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
不
安
の
問
題
へ
ど
展
開
す
る
可
能
性
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
範
。
周

知
の
よ
う
に
、
不
安
の
概
念
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
以
来
、
人
間
の
実
存
を
理
解
す
る
た
め
の
基
本
概
念
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
キ
ル
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ケ
ゴ
ー
ル
を
踏
ま
え
て
展
開
さ
れ
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
お
よ
び
メ
イ
の
思
索
に
基
づ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
。
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る
　

　
　
　
　　
一
、
水
垣
理
論
か
ら
の
出
発

　
（
一
）
日
常
性
と
非
日
常
性

　出
発
点
と
し
て
、
水
垣
の
議
論
を
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。
水
垣
の
考
察
は
、
日
常
性
と
非
日
常
性
と
い
う
基
本
的
な
概
念
対
に
よ
っ
て

展開
さ
れ
て
い
る
。
日
常
性
と
は
、
習
俗
の
支
配
に
お
い
て
営
ま
れ
る
日
常
生
活
の
あ
り
方
で
あ
る
。
習
俗
は
、
社
会
的
・
歴
史
的
に
形
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成
さ
れ
、
共
同
体
に
基
礎
を
も
つ
た
め
、
特
殊
的
な
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
習
俗
は
規
範
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
そ
の
共
同

体
の
日
常
性
に
お
い
て
は
普
遍
妥
当
な
も
の
と
し
て
了
解
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
し
、
共
同
体
が
変
化
す
る
の
に
伴
っ
て
よ
り
包
括
的
な

妥当
性
が
志
向
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
習
俗
そ
れ
自
体
は
特
殊
的
で
あ
る
。

　そ
う
で
は
あ
る
が
、
日
常
生
活
が
習
俗
に
お
い
て
営
ま
れ
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
は
普
遍
的
で
あ
る
。
人
間
が
あ
る
期
間
、
準
安
定

的
に
存
続
す
る
共
同
体
に
属
す
る
も
の
と
し
て
こ
の
世
界
に
対
処
し
つ
つ
生
き
て
い
く
以
上
、
そ
の
共
同
体
に
お
け
る
人
間
の
日
常
生
活

は
、
必
ず
そ
の
共
同
体
の
存
在
の
形
で
あ
る
習
俗
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
普
遍
的
な
構
造
そ
の
も
の
に
着
目
し
て
み
る
と
、
日
常
性

は
非
日
常
性
と
の
緊
張
関
係
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
個
別
的
に
は
ど
の
よ
う
に
確
固
と
し
た
習
俗
が
形
成
さ
れ
、
日
常

性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
れ
は
絶
え
ず
侵
入
し
て
く
る
非
日
常
的
な
も
の
の
脅
か
し
に
抗
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
個
人
の
生
活
に
お
い
て
も
、
ま
た
共
同
体
全
体
の
あ
り
方
に
お
い
て
も
然
り
で
あ
る
。
病
気
は
個
人
の
そ
れ
ま
で
の
日
常
的

な
あ
り
方
を
脅
か
し
、
伝
染
病
は
共
同
体
の
日
常
性
を
脅
か
す
。
自
然
と
の
関
係
に
お
い
て
は
自
然
災
害
が
、
他
の
共
同
体
、
国
家
と
の

関
係
に
お
い
て
は
戦
争
が
、
個
人
に
お
い
て
は
究
極
的
に
死
が
、
日
常
性
を
脅
か
す
。
そ
れ
ら
非
日
常
的
な
も
の
に
抗
し
て
、
そ
れ
と
の

緊
張関
係
に
お
い
て
日
常
性
は
成
立
し
て
い
る
。
人
間
の
営
み
は
押
し
並
べ
て
、
日
常
性
の
確
保
を
目
指
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
人
間

は
日
常
か
ら
非
日
常
的
な
も
の
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
完
全
に
は
不
可
能
で
あ
る
場
合
、
非
日
常
的
な
も
の
の
侵
入
を
極
力
抑

え
、
で
き
る
限
り
の
平
衡
状
態
を
保
と
う
と
す
る
。
人
間
が
共
同
体
を
形
成
し
つ
つ
世
界
に
対
処
す
る
形
と
し
て
の
習
俗
は
、
「
日
常
的
な
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も
の
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
態
勢
」
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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と
そ
の
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水
垣は
、
日
常
性
と
非
日
常
性
の
分
離
の
方
式
に
は
、
二
つ
の
型
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
第
一
は
水
平
的
分
離
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
一



水準
の
領
域
に
非
日
常
的
な
も
の
の
生
起
す
る
場
所
を
配
当
す
る
仕
方
で
あ
る
。
例
え
ば
空
聞
的
に
は
日
常
的
な
場
所
の
中
に
聖
な
る
領

域
が
確保
さ
れ
る
。
ま
た
時
間
的
に
は
、
日
常
的
な
俗
な
る
時
間
と
神
の
生
起
す
る
聖
な
る
時
間
が
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
聖
な
る
時
間
が

祭り
の
と
き
で
あ
る
。
こ
の
分
離
方
式
は
、
宗
教
的
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
い
て
生
起
す
る
神
々
を
認
め
る
多
神
論
に
通
じ
る
。

ま
た
こ
の
思
考
様
式
は
世
界
観
的
に
は
多
元
論
的
、
相
対
主
義
的
と
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
第
二
は
垂
直
的
分
離
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
常
的

な
も
の
を
一
つ
の
全
体
と
し
て
捉
え
、
そ
の
上
に
非
日
常
的
な
も
の
を
階
層
的
に
分
離
す
る
仕
方
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
分
離
方
式
に

伴う
世
界
観
は
二
元
論
的
に
な
る
。
ま
た
宗
教
的
に
は
一
神
論
的
で
あ
り
、
こ
の
方
向
が
徹
底
す
れ
ば
日
常
性
と
非
日
常
性
と
は
互
い
に

無縁
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
と
き
神
は
、
日
常
性
に
お
い
て
全
く
生
起
し
な
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
垂
直
的
分
離
は
最
終
的
に
は
「
神

は
死
ん
だ
」
と
い
う
認
識
へ
と
至
る
。

　こ
の
垂
直
的
分
離
と
い
う
思
考
の
展
開
の
歴
史
を
捉
え
た
も
の
と
し
て
、
村
上
陽
一
郎
の
「
聖
俗
革
命
」
論
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
聖
俗
革
命
と
は
、
「
神
－
世
界
i
人
間
」
と
い
う
知
の
枠
組
み
か
ら
「
神
」
の
項
が
脱
落
し
て
「
世
界
－
人
間
」
と

いう
枠
組
み
に
変
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
物
事
の
説
明
に
お
い
て
最
終
的
に
「
神
」
に
言
及
す
る
こ
と
な
し
に
は
話
が
完
結
し
な
い
と
考

え
ら
れ
て
い
た
時
代
か
ら
、
「
神
」
を
も
ち
出
さ
な
く
て
も
世
界
や
人
間
の
記
述
に
支
障
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
「
神
」
の
項
の
脱
落
と
い
う
聖
俗
革
命
の
プ
ロ
セ
ス
は
ま
さ
に
、
垂
直
的
分
離
の
思
考
様
式
の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
と

み
な

す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
村
上
は
、
「
聖
俗
革
命
」
と
い
う
歴
史
的
文
脈
の
中
で
、
西
欧
近
代
科
学
の
成
立
を
捉
え
た
。

　
「
神
」
の
項
の
脱
落
と
は
、
神
の
超
越
化
傾
向
が
進
み
、
神
は
世
界
と
関
わ
り
を
も
た
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
神
が
顕

現
する
非
日
常
的
な
場
が
、
俗
な
る
世
界
か
ら
垂
直
的
・
階
層
的
に
分
離
さ
れ
、
も
は
や
神
は
俗
な
る
世
界
に
は
顕
現
し
な
い
。
そ
し
て
、

残さ
れ
た
俗
な
る
世
界
は
非
日
常
性
を
一
切
も
た
な
い
、
日
常
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
自
然
科
学
的
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

不
安
の

概
念－
水
垣
理
論
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存
在
論
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解
釈
へ
む
け
て
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論
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が自
然
法
則
の
普
遍
性
お
よ
び
不
変
性
の
理
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
西
欧
近
代
の
自
然
科
学
的
世
界
観
は
ま
さ
に
、
自
然

法則
に
反
す
る
事
柄
が
起
こ
る
と
い
う
意
味
で
の
非
日
常
性
を
、
日
常
性
か
ら
完
全
に
分
離
で
き
る
、
と
い
う
世
界
観
に
立
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
一
つ
の
習
俗
で
あ
る
が
、
近
代
世
界
に
生
き
る
人
間
に
と
っ
て
は
、
動
か
し
難
い
規
範
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
現
代
の
自
然
科
学

に
と
っ
て
、
自
然
法
則
の
普
遍
性
お
よ
び
不
変
性
は
動
か
し
が
た
い
規
範
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
成
立
し
な
い
と
考
え
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
自
然
法
則
を
破
る
と
い
う
意
味
で
の
非
日
常
的
な
こ
と
が
日
常
的
世
界
の
中
に
生
起
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
理
念
的
に
不
可
能
な
の

であ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
近
代
科
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
抵
触
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
三
）
状
況

　
非日
常
的
な
る
も
の
が
日
常
性
の
中
に
生
起
す
る
と
き
、
人
は
何
と
か
日
常
性
を
確
保
し
よ
う
と
、
非
日
常
的
な
る
も
の
を
日
常
性
か

ら
分
離
し
よ
う
と
す
る
。
近
代
科
学
は
、
自
然
法
則
を
破
る
意
味
で
の
非
日
常
的
な
る
も
の
は
世
界
に
お
い
て
全
く
生
起
し
な
い
と
い
う

理
念
に

基
づ
い
て

いる
。
し
か
し
、
非
日
常
的
な
も
の
と
日
常
的
な
も
の
と
を
最
終
的
に
分
離
で
き
る
と
す
る
合
理
的
思
考
様
式
そ
れ
自
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体
が
、
あ
る
一
定
の
習
俗
i
こ
こ
で
は
西
欧
近
代
の
自
然
科
学
的
自
然
観
を
成
立
さ
せ
た
習
俗
1
に
基
づ
い
て
い
る
点
を
、
水
垣
は

指
摘
し
て
い
る
。

　習
俗
が
成
立
し
て
く
る
根
源
に
お
い
て
は
、
す
な
わ
ち
非
日
常
的
な
も
の
が
日
常
性
の
中
に
突
入
し
て
く
る
そ
の
場
に
お
い
て
は
、
日

常
性
と
非
日
常
性
と
は
分
離
さ
れ
得
な
い
。
日
常
性
と
非
日
常
性
と
が
根
本
的
に
不
可
分
な
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
事
態
を
、
水
垣

は
「
状
況
」
と
い
う
普
遍
的
な
概
念
で
捉
え
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
普
遍
的
な
概
念
で
表
現
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
か
と
い
う

と
、
「
非
日
常
的
な
も
の
と
の
出
会
い
は
、
習
俗
以
前
の
、
存
在
論
的
次
元
に
お
け
る
人
間
存
在
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
原
本
的
な
出
来
事

　
　
ハ
ユ

であ
る
」
と
捉
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。



　そ
れ
で
は
「
状
況
」
に
お
け
る
人
間
存
在
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
水
垣
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
状
況
内
存
在
」
（
冒
あ
津
舞
菖
o
阜

ω
Φ
幽
ロ
）
と
い
う
概
念
を
参
照
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
れ
ば
「
状
況
内
存
在
」
と
は
根
本
的
に
「
私
が
つ
ね
に
状
況
の
う
ち

にあ
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
で
は
状
況
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ど
こ
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
限
界
状

況
」
（
（
｝
目
Φ
昌
N
ω
同
け
β
O
け
同
O
昌
）
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
「
限
界
状
況
」
と
は
具
体
的
に
は
、
争
い
、
悩
み
、
罪
、
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死
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
限
界
状
況
」
と
は
、
私
は
闘
争
や
悩
み
な
く
し
て
は
生
き
え
な
い
こ
と
、
私
は
不
可
避
的
な
負
目
を
引
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き
受
け
る
こ
と
、
私
は
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
に
と
っ
て
処
理
不
可
能
な
状
況
に
巻
き
込
ま
れ

て
いる
こ
と
、
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
も
克
服
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
限
界
状
況
に
お
い
て
、
「
状
況
内
存
在
」
と
い
う
人
間
存
在
の
あ
り
方

が開
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
人
は
死
す
べ
き
存
在
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
事
実
と
、
私
は
死
す
べ

き
存
在
で
あ
る
と
い
う
実
存
的
事
実
と
は
根
本
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
習
俗
に
お
け
る
表
現
で
あ
り
、
後
者
は
状
況
に
お
け

る
表
白
で
あ
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

二
、
恐
怖
と
不
安

　
水
垣は
、
「
状
況
」
と
い
う
概
念
を
規
定
す
る
中
で
、
日
常
性
と
非
日
常
性
が
根
本
的
に
分
離
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
洞
察
を
示

し
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
こ
と
を
恐
怖
と
不
安
の
関
係
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
最
終
的
に
恐
怖
と
不
安
が
同
じ
存
在
論
的
な
根
を
も
つ
と

し
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
議
論
に
結
び
付
け
て
解
釈
し
た
い
。

不
安
の

概
念i
水
垣
理
論
の
存
在
論
的
解
釈
へ
む
け
て
の
試
論
ー
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



六
二

　
議論
に
先
立
ち
、
「
不
安
」
を
表
現
す
る
言
葉
に
つ
い
て
留
意
す
べ
き
点
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。
メ
イ
は
、
ド
イ
ツ
語
の
、
．
匿
ひ
q
曾
．
、
に

相当
す
る
英
語
が
な
い
と
い
う
一
般
的
認
識
を
示
し
て
い
る
。
周
知
の
と
お
り
、
．
．
ぎ
ひ
q
曾
、
、
は
、
ラ
テ
ン
語
で
「
狭
い
」
を
意
味
す
る
．
．
碧
－

碧
ω
ε
ω
、
．
に
由
来
す
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
「
押
し
つ
ぶ
す
」
、
「
窒
息
さ
せ
る
」
と
い
う
、
．
き
α
q
臼
Φ
．
、
を
語
源
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
有
す

る
か
な
り
強
い
意
味
を
保
持
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
通
常
．
．
諺
昌
σ
q
ω
け
、
、
の
英
訳
と
さ
れ
る
．
．
鋤
藁
δ
蔓
．
、
は
、
．
、
H
鋤
目
鋤
翼
δ
拐
8
α
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ

け匡
ω
o
同
夢
鋤
『
．
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
、
意
味
的
に
は
弱
い
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
『
不
安
の
概
念
』
の
最
初
の
英

訳者
で
あ
る
ロ
ウ
リ
ー
（
毒
゜
い
o
黄
同
Φ
）
は
．
．
蝉
夷
δ
畠
、
、
で
は
な
く
、
．
痔
Φ
巴
、
、
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
言
葉
の
強
い
意

味
は
表
現
さ
れ
る
も
の
の
、
学
問
的
な
概
念
と
し
て
は
馴
染
ま
な
い
、
と
メ
イ
は
指
摘
し
て
い
る
。
な
ぜ
、
英
語
圏
に
は
強
い
意
味
を
表

す
．
．
ぎ
σ
q
ω
け
、
、
に
相
当
す
る
語
が
存
在
し
な
い
の
か
。
こ
の
問
題
を
、
メ
イ
は
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
形
で
問
い
直
し
て
い
る
。
そ
れ
は
す

な
わ
ち
、
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
禁
欲
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
泣
か
な
い
ま
た
は
恐
れ
を
表
さ
な
い

こ
と
に
よ
っ
て
、
不
安
経
験
に
反
応
す
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
不
安
と
い
う
経
験
を
正
当
に
表
現
す
る

言
葉
を
発
展
さ
せ
て
こ
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

　そ
れ
で
は
、
日
本
語
の
「
不
安
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
英
語
の
．
．
帥
翼
同
9
矯
、
、
よ
り
さ
ら
に
弱
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
英
語
の

、
．磐

臨
Φ
蔓
．
．
の
場
合
、
「
ど
う
し
て
よ
い
か
分
か
ら
な
く
て
不
安
だ
」
と
い
う
含
意
が
あ
る
が
、
日
本
語
の
「
不
安
」
の
場
合
、
「
ど
う
な
る

か分
か
ら
な
く
て
不
安
だ
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
場
合
が
多
い
。
本
質
的
な
違
い
は
意
志
の
側
面
の
有
無
で
あ
る
。
感
情
的
な
側
面

を
有
す
る
こ
と
ー
そ
の
強
弱
の
問
題
は
措
い
て
l
I
は
両
者
に
共
通
で
あ
る
が
、
日
本
語
の
「
不
安
」
の
場
合
は
、
意
志
の
側
面
を
欠

い

て
い
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
不
安
を
自
由
の
め
ま
い
と
規
定
し
て
、
不
安
の
問
題
を
自
由
や
罪
の
問
題
へ
と
関
連
さ
せ
た
が
、
も
し
意

志
の

側
面
が欠
落
す
る
と
、
こ
の
関
連
性
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
邦
訳
と
し
て
「
不
安
」
を
用
い
る
場
合
、
そ
の
意
味
の
強
さ
と
意
志
の



側
面
が留
意
さ
れ
な
い
と
、
以
下
で
議
論
す
る
よ
う
に
、
人
間
が
な
ぜ
不
安
を
避
け
、
こ
れ
を
恐
怖
へ
変
換
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
と
い

う
問
い
そ
れ
自
体
が
理
解
さ
れ
難
く
な
る
。

　
（
一
）
恐
怖
と
不
安
の
相
違

　
恐怖
（
h
Φ
母
）
と
不
安
（
帥
夷
圃
①
な
）
に
相
違
が
あ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
次
に
挙
げ
る
ト
ム
の
事
例
が
精
神
身
体
的
な
（
b
ω
饗
げ
o
ω
o
日
9
叶
凶
o
）

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

根
拠を
与
え
て
い
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
の
五
十
七
歳
の
男
性
で
あ
る
ト
ム
は
、
九
歳
の
と
き
に
煮
立
っ
た
ス
ー
プ
を
飲
ん
だ
こ
と
に
よ

り
食
道
が
閉
じ
て
し
ま
っ
た
。
彼
は
、
腹
部
か
ら
胃
に
貫
通
す
る
穴
を
開
け
る
手
術
を
受
け
、
そ
の
後
約
五
十
年
に
亘
っ
て
、
痩
管
を
通

し
て
栄
養
を
摂
取
し
て
い
た
。
彼
は
、
感
情
と
胃
の
活
動
と
の
関
係
の
研
究
に
関
す
る
被
験
者
に
な
る
条
件
で
研
究
所
に
雇
わ
れ
、
研
究

室
の

整
理係
と
い
う
仕
事
を
与
え
ら
れ
た
。
彼
は
感
情
的
に
不
安
定
で
、
恐
怖
、
不
安
、
悲
し
み
、
怒
り
（
曽
ロ
ひ
q
Φ
『
）
、
憤
り
（
お
ω
Φ
暮
日
Φ
暮
）

な
ど
の
感
情
の
間
を
終
始
揺
れ
動
い
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
感
情
と
胃
の
活
動
と
の
関
係
が
、
胃
に
開
け
ら
れ
た
穴
を
通
し
て
観
察
さ
れ
た
。

彼
の

事
例を
通
し
て
、
恐
怖
と
不
安
で
は
胃
の
活
動
が
正
反
対
に
な
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

　
一
方
、
恐
怖
の
時
、
ト
ム
の
胃
の
活
動
は
著
し
く
減
退
し
た
。
彼
の
胃
が
人
為
的
に
活
性
化
し
た
状
態
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
た

あ
る
日
、
ト
ム
の
い
た
研
究
室
に
ス
タ
ッ
フ
の
一
人
で
あ
る
医
師
が
、
大
切
な
書
類
が
見
当
た
ら
な
く
な
っ
た
と
言
っ
て
、
ひ
ど
い
剣
幕

で入
っ
て
来
た
。
実
は
、
前
日
の
午
後
、
研
究
室
の
整
理
を
し
て
い
た
ト
ム
が
、
そ
の
ス
タ
ッ
フ
の
書
類
を
置
き
違
え
て
し
ま
っ
て
い
た

の

であ
る
。
医
師
が
ぶ
つ
ぶ
つ
と
文
句
を
言
い
な
が
ら
、
引
き
出
し
や
書
棚
を
探
し
回
り
、
漸
く
書
類
を
探
し
当
て
て
、
最
終
的
に
研
究

室
から
出
て
行
く
ま
で
の
五
分
間
、
自
ら
の
ミ
ス
で
あ
る
こ
と
の
発
覚
を
恐
れ
た
ト
ム
は
、
恐
怖
の
あ
ま
り
、
黙
り
込
み
、
身
動
き
も
せ

ず
、
顔
は
青
ざ
め
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
間
、
彼
の
胃
の
粘
膜
は
白
く
な
り
、
元
の
状
態
に
戻
っ
た
の
は
、
そ
の
医
師
が
部
屋
か
ら
出
て

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

行
っ
た
後
で
あ
っ
た
。

不
安
の

概
念i
水
垣
理
論
の
存
在
論
的
解
釈
へ
む
け
て
の
試
論
1
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三



六
四

　
他方
、
不
安
の
時
、
ト
ム
の
胃
の
活
動
は
活
性
化
し
た
。
彼
は
そ
れ
ま
で
政
府
か
ら
の
援
助
を
受
け
て
い
た
が
、
研
究
所
に
職
を
得
る

こ
と
で
、
以
前
よ
り
生
活
水
準
が
上
が
っ
た
こ
と
に
満
足
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
に
収
入
が
増
え
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な

く
、
自
分
が
家
族
ー
彼
に
は
妻
が
あ
っ
た
ー
を
養
っ
て
い
け
て
い
る
と
い
う
、
自
ら
の
存
在
意
義
を
確
認
す
る
た
め
に
も
重
要
な
こ

と
で
あ
っ
た
。
「
も
し
私
が
家
族
を
養
え
な
い
よ
う
な
ら
、
す
ぐ
に
も
埠
頭
か
ら
身
を
投
げ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」
と
ト
ム
は
言
っ
て
い
た
。

そ
の
彼
が
、
こ
の
研
究
所
か
ら
の
収
入
を
ど
の
く
ら
い
の
期
間
に
亘
っ
て
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
不
安
を
抱
い
て
い
た

と
き
、
彼
の
胃
の
活
動
は
活
性
化
し
て
い
た
。
彼
が
今
の
職
に
就
い
て
い
ら
れ
る
期
間
に
つ
い
て
責
任
者
に
尋
ね
よ
う
と
決
心
し
た
前
の

晩
は
、
ど
の
よ
う
な
返
答
が
も
ら
え
る
か
心
配
に
な
り
、
妻
と
も
ど
も
眠
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
翌
朝
、
彼
の
胃
の
活
性
度
を
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ニ

す
数
値
は
被
験
期
間
中
の
最
高
値
に
達
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
恐
怖
と
不
安
を
区
別
す
る
こ
と
に
は
精
神
身
体
的
な
根
拠
が
あ
る

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
恐怖
と
不
安
の
反
応
の
相
違
は
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
異
な
っ
た
心
理
学
的
レ
ベ
ル
で
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

る
と
い
う
こ
と
を
、
メ
イ
は
防
衛
シ
ス
テ
ム
の
讐
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。
前
線
に
お
け
る
部
分
的
な
戦
い
は
、
恐
怖
に
よ
る
特
定
の

脅
か
し
に
讐
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
戦
い
が
局
所
的
で
、
周
辺
（
唱
Φ
ほ
9
Φ
蔓
）
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
限
り
、
本
拠
地
が
脅
か
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
し
か
し
敵
が
一
国
の
首
都
に
な
だ
れ
込
み
、
内
部
の
通
信
網
が
破
壊
さ
れ
る
と
、
戦
闘
は
も
は
や
局
所
的
で
は
な
く
な
る
。

敵
が
あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら
攻
め
て
く
る
と
、
兵
士
達
は
ど
ち
ら
に
進
撃
す
べ
き
か
、
ど
こ
で
抵
抗
す
べ
き
か
が
わ
か
ら
ず
、
打
ち
の
め
さ

れ
て

混
乱
状
態
に陥
る
。
後
者
が
不
安
に
よ
る
脅
か
し
を
表
し
て
い
る
。
恐
怖
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
大
き
な
脅
か
し
で
あ
ろ
う
と
も
、

既
に

構築
さ
れ
た
防
衛
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
そ
の
特
定
の
脅
か
し
に
対
処
で
き
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
不
安
の
場
合
は
、
こ
の

防
衛
シ
ス
テ
ム
そ
れ
自
体
が
打
撃
を
受
け
、
脅
か
し
に
対
し
て
抵
抗
す
る
術
も
な
く
、
混
乱
に
陥
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、



恐怖
の
場
合
、
脅
か
し
は
周
辺
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
不
安
に
お
い
て
は
シ
ス
テ
ム
の
核
と
な
る
一
段
と
深
い
部
分
に
打
撃
が
与
え
ら
れ

て
いる
こ
と
に
な
る
。
通
常
、
不
安
は
、
、
臼
h
注
ω
Φ
、
．
、
．
．
く
β
。
讐
Φ
．
、
、
．
．
琶
魯
寵
嘆
Φ
口
鉱
β
。
審
傷
、
、
な
ど
の
言
葉
で
特
徴
付
け
ら
れ
、
確
か
に
そ
の
強

度
に
お
い
て
は
恐
怖
よ
り
弱
い
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
不
安
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
る
も
の
の
レ
ベ
ル
が
、
恐
怖
の

場合
と
は
異
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
不
安
の
方
が
、
深
刻
さ
の
度
合
い
は
大
き
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　こ
の
讐
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
認
識
論
的
、
存
在
論
的
に
解
釈
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
防
衛
シ
ス
テ
ム
に
相
当
す
る
も
の
は
、
心
理
学
的

構
造
の
基
礎
と
し
て
の
、
人
格
の
安
全
装
置
（
ω
Φ
o
霞
幽
畠
冨
＃
Φ
ヨ
）
で
あ
り
、
人
格
の
核
（
o
o
お
）
で
あ
る
。
メ
イ
は
そ
れ
を
、
対
象
世

界
と
異
な
る
も
の
と
し
て
の
自
己
（
ω
0
5
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
「
自
己
ー
対
象
」
構
造
を
構
築
し
、
自
ら
を
脅
か

すも
の
を
対
象
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
対
処
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
発
展
さ
せ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
こ
の
安

全
装
置
に

基
づ
い
て脅
か
し
に
対
処
し
て
い
る
こ
と
が
恐
怖
で
あ
り
、
こ
の
安
全
装
置
そ
れ
自
体
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
が
不
安
な
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
。
「
不
安
は
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
基
盤
を
襲
う
の
で
、
個
人
は
そ
の
脅
か
し
の
外
に
立
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
脅
か
し
を
客
観
化
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
　
　
お
　

る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
個
人
は
不
安
の
脅
か
し
に
遭
遇
し
て
、
そ
れ
に
対
処
す
る
に
は
無
力
で
あ
る
」
（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）
。

こ
の
メ
イ
の
表
現
は
、
不
安
と
い
う
処
理
不
可
能
な
状
況
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
人
間
の
有
様
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

　こ
こ
で
メ
イ
が
取
り
上
げ
て
い
る
ブ
ラ
ウ
ン
の
症
例
を
見
て
み
た
い
。
ブ
ラ
ウ
ン
は
三
十
二
歳
の
男
性
で
、
九
年
間
ひ
ど
い
不
安
状
態

に悩
ま
さ
れ
続
け
て
き
た
。
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
不
安
時
に
は
は
っ
き
り
と
し
た
感
情
を
も
つ
こ
と
が
困
難
も
し
く
は
不
可
能
と
な
り
、
不
安

の

度合
い
が
最
も
強
く
な
る
と
、
そ
れ
は
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
認
識
の
弱
ま
る
状
態
と
し
て
経
験
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
自
己
の
分
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
り

（
角

μ
同

ω
ω
〇
一

仁
け
随
O
】
P
Q
出
些
Φ
ω
Φ
一
h
）
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
経
験
で
あ
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
は
感
情
が
希
薄
化
し
、
情
動
的
な
空
虚
さ
を
覚
え
る
よ
う

に

な
る
と
し
ば
し
ば
映
画
館
へ
行
っ
た
り
、
小
説
に
熱
中
し
よ
う
と
試
み
た
り
し
た
。
と
い
う
の
は
、
他
者
が
感
じ
て
い
る
も
の
を
自
分

不安
の
概
念
－
水
垣
理
論
の
存
在
論
的
解
釈
へ
む
け
て
の
試
論
1
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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六

も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
の
点
ま
で
は
、
自
分
の
不
安
か
ら
の
救
い
を
見
出
せ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
他
者
の
感
情
に

気
づ
き
、
他
者
と
共
感
す
る
こ
と
は
、
他
者
と
関
連
さ
せ
て
自
ら
を
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
他
者
と
共
感
す
る
こ
と
に
よ
り
他
者
の
存
在
を
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
限
り
で
自
分
自
身
を
対
象
か
ら
区
別
さ
れ
た

主体
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
「
自
己
の
分
解
」
と
表
現
さ
れ
た
状
態
を
克
服
す
る
こ
と
が

でき
る
と
い
う
見
通
し
を
、
ブ
ラ
ウ
ン
が
直
感
的
に
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
解
釈
さ
れ
る
。

　
不
安
に

お

い
て

「自
己
－
対
象
」
構
造
が
脅
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
方
で
は
対
象
が
客
観
的
に
立
て
ら
れ
ず
、
他
方
で
は
対
象

と
関
連
付
け
て
自
己
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
不
安
が
高
ず
る
と
、
そ
れ
は
「
自
己
の

分解
」
と
し
て
経
験
さ
れ
る
。
メ
イ
は
こ
の
「
自
己
の
分
解
」
と
い
う
経
験
こ
そ
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
言
う
「
非
存
在
の
脅
か
し
」
で
あ
る

と
解
釈
し
て
い
る
。
メ
イ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
不
安
は
自
己
の
基
盤
を
脅
か
す
の
で
、
不
安
は
我
々
が
自
己
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を

やめ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
実
感
と
し
て
、
哲
学
的
レ
ベ
ル
で
記
述
さ
れ
る
。
こ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
っ
て
「
非
存
在
の
脅
か
し
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
」
。

　
水
垣は
、
日
常
性
か
ら
非
日
常
性
を
分
離
可
能
と
す
る
合
理
的
思
考
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
と
し
て
「
習
俗
」
を
、
ま
た
日
常
性
と
非

日
常
性
が
根
本
的
に
分
離
不
可
能
な
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
事
態
と
し
て
「
状
況
」
を
、
規
定
し
た
。
メ
イ
の
議
論
に
お
け
る
パ
ー

ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
安
全
装
置
が
、
内
在
化
さ
れ
た
習
俗
の
一
つ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
恐
怖
と
不
安
を
次
の
よ
う
に
存
在
論
的
に
解
釈

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
方
の
恐
怖
と
は
、
人
間
存
在
を
脅
か
す
も
の
に
対
し
て
、
習
俗
に
お
い
て
抗
っ
て
い
る
状
態
、
抵
抗
の
手
段

と
し
て
内
在
化
し
た
習
俗
が
機
能
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
他
方
の
不
安
と
は
、
人
間
存
在
を
脅
か
す
も
の
に
対
し
て
、
状
況
に
お
い
て

抗
っ
て
い
る
状
態
、
抵
抗
の
手
段
と
し
て
内
在
化
し
た
習
俗
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
状
態
で
あ
る
。



　
（
二
）
恐
怖
と
不
安
の
相
互
連
関

　
こ
の
よ
う
に
不
安
と
恐
怖
は
、
そ
れ
ら
が
現
象
と
し
て
区
別
さ
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
実
は
同
じ
一
つ
の
根
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
点
に

関
し
て
、
メ
イ
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
見
解
は
一
致
し
て
い
る
。
ま
ず
、
メ
イ
の
見
解
か
ら
見
て
み
よ
う
。
メ
イ
は
不
安
を
規
定
し
て
、
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
り

の存
在
お
よ
び
価
値
を
脅
か
す
も
の
に
対
す
る
反
応
能
力
を
、
そ
の
一
般
的
で
根
本
的
な
形
に
お
い
て
、
不
安
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ

の

上で
、
不
安
と
恐
怖
の
関
係
は
、
不
安
が
基
礎
的
、
根
源
的
な
反
応
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
恐
怖
は
不
安
が
客
観
化
さ
れ
て
1
客
観

化さ
れ
る
に
伴
い
対
象
が
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
1
特
定
の
形
を
と
っ
た
場
合
の
同
じ
能
力
の
表
現
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
こ
れ
は

神
経
学
的
に
は
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
生
後
間
も
な
い
乳
児
に
も
、
生
命
の
脅
か
し
に
対
す
る
、
情
動
以
前
の
生
得
的
な
反
射
反
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

（ω
け
母
け
同
Φ
娼
9
け
臼
ロ
）
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
や
が
て
刺
激
に
対
し
、
単
な
る
反
射
行
動
で
は
な
く
、
例
え
ば
泣
く
と
い
う
よ
う
な
、
情

動
的

行動
が
現
れ
る
。
漠
然
と
し
た
未
分
化
な
情
動
反
応
で
、
こ
れ
が
す
な
わ
ち
不
安
で
あ
る
。
さ
ら
に
成
熟
す
る
と
さ
ま
ざ
ま
な
刺
激

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
り

を
識
別
し
、
危
険
を
客
観
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
局
限
さ
れ
た
危
険
に
対
す
る
分
化
さ
れ
た
情
動
反
応
と
し
て
の
恐
怖
が
現
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
り

そ
れ
ゆ
え
、
不
安
の
方
が
根
本
的
（
買
団
日
巴
）
で
あ
り
、
恐
怖
の
方
が
派
生
的
（
山
o
ユ
く
巴
）
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　他
方
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
、
不
安
と
恐
怖
は
区
別
さ
れ
る
が
、
そ
の
根
は
一
つ
で
あ
り
両
者
は
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を

指
摘
す
る
。
端
的
な
例
は
死
で
あ
る
。
死
は
、
そ
れ
が
恐
怖
で
あ
る
限
り
、
恐
怖
の
具
体
的
な
対
象
が
立
て
ら
れ
る
。
そ
の
対
象
と
は
、

病気
と
か
事
故
と
か
に
よ
っ
て
生
命
を
奪
わ
れ
る
こ
と
や
、
そ
れ
に
伴
う
一
切
の
喪
失
や
苦
痛
な
ど
、
そ
の
よ
う
な
恐
る
べ
き
事
柄
で
あ

る
。
他
方
、
死
は
、
そ
れ
が
不
安
で
あ
る
限
り
、
具
体
的
な
対
象
を
も
た
な
い
。
こ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
従
っ
て
別
様
に
表
現
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

不
安と
し
て
の
死
の
対
象
は
「
絶
対
に
不
可
知
な
『
死
の
あ
と
』
に
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
非
存
在
」
な
の
で
あ
る
。

　
現
象
面
から
す
れ
ば
、
不
安
は
、
あ
る
特
殊
な
状
況
の
も
つ
脅
か
し
に
対
処
で
き
な
い
で
い
る
こ
と
の
、
苦
痛
に
満
ち
た
経
験
で
あ
る

不
安
の

概
念－
水
垣
理
論
の
存
在
論
的
解
釈
へ
む
け
て
の
試
論
1
（
今
井
）
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六
八

が
、
い
か
な
る
特
殊
な
状
況
に
お
け
る
不
安
も
、
そ
の
中
に
人
間
の
状
況
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
不
安
を
含
ん
で
い
る
。
す
べ
て
の
恐
怖

の

根底
に
横
た
わ
り
そ
の
な
か
に
お
け
る
恐
る
べ
き
要
素
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
人
間
が
そ
れ
自
身
の
存
在
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き

な

い
こ
と
の
不
安
で
あ
る
。
人
間
は
こ
の
恐
る
べ
き
事
実
を
直
視
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
恐
れ
の
対
象
を
立
て
る
こ
と
に
よ
り
、
不
安
を

恐怖
へ
と
変
換
す
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
恐
怖
に
変
え
ら
れ
て
い
な
い
不
安
1
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
常
に
究
極
的
な
非
存
在
に
対
す
る
不

安な
の
で
あ
る
が
ー
を
「
剥
き
出
し
の
不
安
」
（
昌
四
犀
Φ
畠
四
ロ
メ
幽
Φ
け
団
）
と
呼
ぶ
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
次
の
言
葉
は
興
味
深
い
。
「
不
安
は
恐
怖

に
な
ろ
う
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
恐
怖
で
あ
れ
ば
勇
気
に
よ
っ
て
対
峙
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
有
限
な
存
在
は
、
一
瞬
た
り
と
も
、
剥
き

出
し
の
不
安
に
耐
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ー
中
略
ー
こ
の
（
剥
き
出
し
の
不
安
の
）
恐
ろ
し
さ
は
通
常
、
不
安
を
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ム
リ

が何
で
あ
れ
何
か
に
対
す
る
恐
怖
へ
と
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
」
（
た
だ
し
、
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
付
加
）
。

　
不
安を
恐
怖
へ
と
変
換
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
つ
い
て
、
先
の
ブ
ラ
ウ
ン
の
症
例
を
も
う
一
度
見
て
み
た
い
。
彼
は
、
ひ
ど
い
不
安
に

見舞
わ
れ
る
前
に
、
自
分
が
癌
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
恐
怖
を
訴
え
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
こ
れ
は
彼
に
と
っ
て

現
実的
な
恐
怖
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
癌
恐
怖
と
い
う
心
理
学
的
症
候
の
果
た
す
役
割
は
、
不
安
が
発
生
す
る
状
況
か
ら
患
者
を
守
る
こ

と
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
メ
イ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
不
安
の
原
因
は
そ
の
個
人
の
内
的
な
葛
藤
で
あ
る
が
、
恐
怖
は
こ
の

葛藤
を
紡
ぎ
だ
す
よ
う
な
状
況
か
ら
患
者
を
保
護
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
の
場
合
、
そ
の
成
長
過
程
に
お
い
て
内
在
化
さ
れ

た

基
本
的な
葛
藤
と
は
、
一
方
で
、
自
律
を
達
成
し
た
い
と
い
う
欲
求
を
通
せ
ば
母
親
の
怒
り
を
免
れ
え
ず
、
他
方
で
、
母
親
の
庇
護
の

下
にあ
る
限
り
自
律
を
達
成
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
葛
藤
が
基
礎
と
な
っ
て
、
そ
こ
か
ら
ブ
ラ
ウ
ン
の
他
者
に
対
す
る

依
存的
な
性
格
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
彼
に
と
っ
て
、
も
し
自
分
が
癌
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
病
院
や
医
師
に
対
し
て
、

罪
悪
感な
し
に
依
存
的
役
割
を
演
ず
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
自
分
の
能
力
を
超
え
る
と
思
わ
れ
る
仕
事
に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な



い義
務
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
癌
で
あ
る
限
り
、
彼
は
自
律
を
達
成
し
た
い
に
も
拘
ら
ず
、
自
律
的
に
生
き
な
く
て
も
よ
い
と
い
う

正当
な
理
由
を
つ
け
て
他
者
に
依
存
的
に
な
る
こ
と
が
で
き
、
彼
に
と
っ
て
の
基
本
的
な
葛
藤
が
表
面
化
す
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
る
の
で

あ
絶
・　

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
不
安
を
恐
怖
へ
と
変
換
さ
せ
る
人
間
の
心
理
的
構
造
を
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
洞
察
を
引
用
し
な
が
ら
記
述
し
て
い
る
。

「カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
い
っ
た
よ
う
に
、
人
間
の
精
神
は
、
絶
え
ざ
る
偶
像
の
工
場
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
絶
え
ざ
る
恐
怖
の
工
場
で
も

あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
ず
神
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
次
に
不
安
か
ら
逃
れ
る
た
め
で
あ
り
、
こ
れ
ら
両
者
に
は
関
連
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
　
　
　
　
　
　
　
お
り

真
に
神
で
あ
る
神
に
直
面
す
る
こ
と
は
、
ま
た
絶
対
的
な
非
存
在
の
脅
か
し
に
直
面
す
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
。
し
か
し
、
恐
怖

に
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
安
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
試
み
は
成
功
し
な
い
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
理
解
し
て
い
る
。
「
根
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ね

的な
不
安
、
す
な
わ
ち
非
存
在
の
脅
か
し
に
対
す
る
有
限
存
在
の
不
安
は
除
去
さ
れ
得
な
い
。
そ
れ
は
実
存
そ
れ
自
体
に
属
し
て
い
る
」

から
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
「
剥
き
出
し
の
不
安
」
渉
心
を
と
ら
え
た
瞬
間
、
そ
れ
ま
で
恐
怖
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
も
の
は
、
特
定
の
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
り

象
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
」
の
で
あ
る
。

　
人間
は
何
と
か
不
安
を
恐
怖
に
変
換
し
て
対
処
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
脅
か
し
に
対
し
て
習
俗
に
お
い
て
抗
お
う
と
し
て
い
る
の

であ
り
、
そ
の
限
り
で
日
常
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
言
う
よ
う
に
不
安
を
恐
怖
に
換
え
る
こ

と
が
最
終
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
、
日
常
性
か
ら
非
日
常
性
を
完
全
に
分
離
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
日
常
性
と
非
日
常
性
が
根
本
的
に
分
離
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
水
垣
の
洞
察
は
、
こ
こ

の

文
脈
に

即し
て
存
在
論
的
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
実
存
に
お
け
る
恐
怖
と
不
安
が
同
じ
存
在
論
的
な
根
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、

と
解
釈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

不安
の
概
念
－
水
垣
理
論
の
存
在
論
的
解
釈
へ
む
け
て
の
試
論
ー
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九



七
〇

三
、
習
俗
お
よ
び
状
況
に
お
け
る
自
己

　こ
こ
で
は
、
存
在
論
的
次
元
に
お
い
て
自
己
を
考
察
し
、
一
方
で
習
俗
に
お
け
る
自
己
を
「
人
」
、
他
方
で
状
況
に
お
け
る
自
己
を
「
私
」
、

と
す
る
解
釈
を
提
示
し
た
い
。

　
（
一
）
日
常
性
へ
の
逃
避

　
水
垣は
、
「
状
況
」
の
成
立
す
る
場
を
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
「
私
」
に
お
い
て
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
人
間
存
在
が
根
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

的
に
「
状
況
内
存
在
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
は
「
私
が
つ
ね
に
状
況
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
「
状
況
」
は
「
私
」
に
場
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
逆
も
言
え
て
、
「
状
況
内
存
在
」
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
が
「
私
」
を

成
立
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
私
」
は
人
間
に
と
っ
て
処
理
不
可
能
な
「
状
況
」
、
日
常
性
か
ら
非
日
常
性
を
分
離
で
き
な
い
と
い
う
「
状

況
」
に
お
い
て
成
立
す
る
。
「
私
」
は
「
他
の
い
か
な
る
も
の
と
も
代
替
不
可
能
な
事
実
と
し
て
、
状
況
に
お
い
て
生
起
す
る
。
「
私
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

個
別性
と
事
実
性
と
は
、
状
況
が
「
私
」
に
お
い
て
個
別
的
、
事
実
的
に
生
起
し
て
く
る
こ
と
に
応
じ
て
い
る
」
。
一
方
の
「
習
俗
」
が
日

常
性
と
非
日
常
性
を
分
離
す
る
こ
と
に
お
い
て
成
立
し
、
「
共
同
体
」
に
場
を
も
つ
の
に
対
し
て
、
他
方
の
「
状
況
」
は
非
日
常
性
が
日
常

性
か
ら
分
離
不
可
能
で
あ
る
と
受
け
取
る
こ
と
に
お
い
て
成
立
し
、
「
私
」
に
場
を
も
つ
。
「
習
俗
的
日
常
性
の
う
ち
に
あ
る
「
人
」
を
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
り

び出
し
て
「
私
」
た
ら
し
め
る
も
の
が
状
況
で
あ
る
」
。

　そ
れ
で
は
、
日
常
性
に
お
い
て
、
な
ぜ
主
体
は
、
「
私
」
で
は
な
く
、
「
人
」
に
な
る
の
か
。
例
え
ば
、
家
族
を
失
っ
て
平
気
で
い
ら
れ

る
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
。
世
界
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
日
々
起
こ
る
災
害
や
災
難
を
「
ひ
と
ご
と
」
だ
と
し
な
け
れ
ば
自
己
は
崩
壊
し
て
し

ま
い
、
と
て
も
平
静
を
保
ち
、
日
常
性
を
保
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
世
で
起
こ
る
す
べ
て
の
悲
惨
な
状
況
に
「
私
」
と
し
て
関
わ
る



こ
と
に
人
は
耐
え
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
他
者
に
共
感
し
、
責
任
を
も
つ
「
私
」
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
日
常
性
の
中
へ
・
「
人
」
と
し
て

逃
避
する
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　日
常
的
習
俗
に
お
い
て
、
自
己
が
「
私
」
で
は
な
く
「
人
」
と
な
る
端
的
な
例
は
、
近
代
科
学
に
お
け
る
場
合
で
あ
ろ
う
。
先
に
示
し

た
よ
う
に
、
近
代
科
学
の
成
立
は
、
垂
直
型
分
離
の
論
理
的
帰
結
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
、
理
念
的
に
は
、
非
日
常
的
な
こ
と
は
生

起し
な
い
。
ま
た
そ
こ
で
は
、
客
観
的
な
法
則
が
す
べ
て
の
主
体
に
と
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
近
代
科
学
的
世
界
に
お
い

て
は
、
対
象
を
立
て
、
認
識
す
る
主
体
は
個
別
的
な
「
私
」
で
は
な
く
、
一
般
的
な
「
人
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
認
識
主
体

と
し
て
の
自
己
は
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
の
認
識
主
体
は
、
他
の
ど
の
よ
う
な
主
体
と
も
代
替
可
能
な
主
体
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
す
な

わ
ち
近
代
科
学
に
お
け
る
客
観
性
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
誰
が
観
察
、
実
験
し
て
も
同
じ
結
果
を
生
じ
、
自
然
法
則
は
普
遍
妥
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

的
に
成
り
立
つ
。
近
代
科
学
的
世
界
を
成
立
さ
せ
る
習
俗
1
こ
れ
が
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
習
俗
で
あ
る
こ
と
は
先
に
水
垣
が
指
摘
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
ー
に
お
け
る
自
己
は
「
人
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

　さ
て
、
病
的
不
安
に
お
い
て
も
自
己
は
何
と
か
日
常
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
通
常
の
不
安
を
受
け
入
れ
る
だ
け
の
許
容

量
が
な

いた
め
、
自
己
を
縮
小
し
て
、
対
処
す
べ
き
現
実
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
正
常
不
安
と
病
的
不
安
が
、
非
存
在

の脅
か
し
を
自
覚
し
て
い
る
状
態
と
し
て
存
在
論
的
に
は
同
じ
根
を
も
つ
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
区
別
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
通
常
、
人
は

不
安を
自
ら
に
引
き
受
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
非
存
在
の
脅
か
し
を
受
け
と
め
て
生
き
て
い
る
。
し
か
し
、
不
安
が
あ
ま
り
に
も
強
す

ぎ
る
場
合
、
あ
る
い
は
不
安
に
対
す
る
許
容
量
が
小
さ
く
、
少
な
く
と
も
そ
の
人
に
と
っ
て
不
安
が
強
す
ぎ
る
場
合
、
こ
れ
を
自
分
自
身

の

上
に引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
こ
の
と
き
神
経
症
的
不
安
が
生
じ
る
。
神
経
症
と
は
、
自
己
を
通
常
の
あ
り
方
よ
り
小
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

く
し
て
、
い
わ
ば
「
縮
小
さ
れ
た
自
己
（
四
お
自
8
α
ω
Φ
5
」
と
し
て
日
常
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
努
力
で
あ
る
。
メ
イ
の
防
衛
シ
ス

不
安
の

概
念－
水
垣
理
論
の
存
在
論
的
解
釈
へ
む
け
て
の
試
論
1
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一



七
二

テ

ム

の讐
で
い
え
ば
、
外
側
の
防
壁
が
破
ら
れ
、
混
乱
を
起
こ
し
、
不
安
を
生
じ
た
と
き
、
内
側
に
新
た
な
防
壁
を
構
築
し
て
対
処
し
よ

う
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
領
域
を
小
さ
く
し
て
で
も
、
こ
れ
を
守
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
神
経
症
と
は
、
最
終
的
な
自

己

喪
失を
回
避
し
よ
う
と
、
あ
る
制
約
の
中
で
日
常
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
努
力
な
の
で
あ
る
。
「
神
経
症
と
は
存
在
を
回
避
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
き

に
よ
っ
て
、
非
存
在
を
回
避
す
る
方
法
で
あ
る
」
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
言
う
。
そ
の
と
き
、
生
き
て
い
る
の
は
こ
の
私
で
あ
る
と
い
う
実
感

が喪
失
さ
れ
る
場
合
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
「
私
」
と
い
う
存
在
の
感
覚
を
喪
失
し
、
縮
小
さ
れ
た
自
己
と
し
て
日
常
性
を
確
保
し
て

き
た
人
が
、
「
私
」
の
感
覚
を
取
り
戻
す
場
合
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。

　
（
二
）
「
我
あ
り
」
経
験
　
。
、
H
曽
日
．
、
①
×
娼
曾
δ
9
Φ

　メ
イ
は
、
私
生
児
と
し
て
生
ま
れ
た
二
十
八
歳
の
女
性
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
彼
女
は
、
閉
ざ
さ
れ
た
場
所
に
お
け
る
重
篤
な
不
安
発

作を
訴
え
て
メ
イ
の
も
と
を
訪
れ
た
患
者
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
私
生
児
と
し
て
生
ま
れ
、
ア
メ
リ
カ
南
西
部
の
小
さ
な
村
で
親
戚
に
育
て

ら
れ
た
。
母
親
は
怒
る
と
、
「
お
前
が
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
ら
、
こ
ん
な
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
の
に
」
と
罵
声
を
浴
び
せ
、
彼
女
を
中
絶
し

よ
う
と
し
た
こ
と
を
語
っ
た
。
ま
た
、
親
戚
の
者
も
「
お
前
は
な
ぜ
自
殺
し
な
か
っ
た
ん
だ
い
。
生
ま
れ
た
と
き
に
絞
め
殺
し
と
く
ん
だ
っ

た
」
と
言
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
女
性
は
小
さ
い
頃
か
ら
そ
の
存
在
を
否
定
さ
れ
て
育
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
始
め
て
四
カ
月
後
、
女
性
は
自
分
の
み
た
夢
を
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。
「
私
は
人
ご
み
の
中
に
い
た
。
彼
等
に
は
顔

が
無く
、
影
の
よ
う
だ
っ
た
。
そ
れ
は
人
間
の
荒
野
の
よ
う
だ
っ
た
。
私
は
、
人
ご
み
の
中
に
私
に
同
情
を
寄
せ
て
く
れ
る
人
が
い
る
の

　
　
　
　
ハ
あ
り

が分
か
っ
た
」
。
そ
し
て
そ
の
後
彼
女
は
劇
的
な
体
験
を
す
る
。
以
下
は
、
そ
の
体
験
の
二
年
後
に
綴
ら
れ
た
、
当
時
の
回
想
で
あ
る
。
少
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

長く
な
る
が
、
メ
イ
が
記
載
し
て
い
る
も
の
を
引
用
す
る
。

　
　
　
私は
そ
の
日
、
「
私
は
私
生
児
な
ん
だ
」
と
考
え
な
が
ら
、
ス
ラ
ム
街
の
高
架
線
の
下
を
歩
い
て
い
ま
し
た
。
私
は
そ
の
事
実
を
受



．

け
入
れ
よ
う
と
も
が
き
苦
し
ん
で
（
ヨ
ヨ
網
碧
讐
魯
）
汗
が
噴
き
出
し
て
き
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
「
私
は
特

権的
な
白
人
の
た
だ
中
に
お
か
れ
た
黒
人
な
ん
だ
」
あ
る
い
は
「
私
は
目
の
見
え
る
人
の
た
だ
中
に
お
か
れ
た
目
の
不
自
由
な
者
な

んだ
」
と
い
う
こ
と
を
受
け
入
れ
る
よ
う
な
感
じ
に
違
い
な
い
、
と
悟
っ
た
の
で
す
。
そ
の
夜
遅
く
目
が
覚
め
た
私
の
頭
を
次
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

と
が
よ
ぎ
っ
た
。
「
私
は
私
が
私
生
児
（
碧
筥
Φ
臓
岳
目
9
0
0
巨
山
）
だ
と
い
う
事
実
を
受
け
入
れ
よ
う
」
。
で
も
「
私
は
も
う
子
供
で

は
な
い
」
。
だ
か
ら
「
私
は
私
生
（
旨
Φ
ぴ
q
同
け
巨
讐
Φ
）
な
の
だ
」
。
そ
れ
は
「
私
は
私
生
児
と
し
て
生
ま
れ
た
」
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
し
た
ら
何
が
残
る
の
だ
ろ
う
。
残
る
の
は
「
私
は
あ
る
」
と
い
う
、
こ
の
こ
と
だ
。
「
私
は
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
触
れ
、
そ
れ
を

受け
入
れ
る
と
い
う
こ
の
行
為
は
、
ひ
と
た
び
そ
れ
に
捕
ら
え
ら
れ
る
と
、
1
私
に
と
っ
て
は
初
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
よ
う
に
思
う

の

で
す

がー
「
私
は
現
に
い
る
、
だ
か
ら
私
は
い
て
い
い
ん
だ
（
ω
貯
8
H
＞
白
獄
冨
く
Φ
爵
Φ
ユ
讐
算
o
び
ρ
）
」
と
い
う
経
験
を
私

に

与え
て
く
れ
た
の
で
す
。

　こ
の
経
験
は
ど
の
よ
う
な
も
の
（
と
言
っ
た
ら
よ
い
）
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
基
本
的
な
感
情
、
そ
れ
は
自
分
の
家
の
権
利
書
を

受け
取
る
よ
う
な
感
じ
で
す
。
そ
れ
は
、
や
が
て
イ
オ
ン
や
単
な
る
波
に
な
っ
て
し
ま
う
と
し
て
も
そ
ん
な
こ
と
に
は
頓
着
せ
ず
、

私自
身
が
生
き
て
い
る
と
い
う
経
験
で
す
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
私
が
と
て
も
小
さ
な
子
供
だ
っ
た
頃
、
桃
の
芯
に
歯
が
あ
た
り
、
何

が入
っ
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
ま
ま
種
を
噛
み
砕
い
た
と
き
の
よ
う
で
、
種
の
中
身
は
苦
く
て
甘
い
美
味
し
い
も
の
だ
と
発
見
し
た

時
の

不
思議
な
感
じ
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
…
…
そ
れ
は
港
に
（
停
泊
す
る
）
碇
を
も
っ
た
帆
船
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
の
碇
は

地球
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
（
①
簿
コ
巨
矯
夢
同
昌
ひ
q
の
）
で
で
き
て
い
る
た
め
、
帆
船
は
そ
の
碇
を
使
っ
て
再
び
地
球
（
Φ
費
夢
）
に
、
大
地

に触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
、
（
帆
船
の
素
材
で
あ
る
）
木
が
生
い
育
っ
た
大
地
に
。
帆
船
は
航
行
す
る
た
め
に
碇
を
上
げ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
が
、
嵐
を
や
り
す
ご
し
少
し
の
あ
い
だ
停
泊
す
る
た
め
に
い
つ
で
も
碇
を
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
…
…
デ

不
安
の

概
念－
水
垣
理
論
の
存
在
論
的
解
釈
へ
む
け
て
の
試
論
1
（
今
井
）
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七
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　カ
ル
ト
に
対
し
て
、
私
は
こ
う
言
い
た
い
と
思
い
ま
す
、
「
私
は
あ
る
、
ゆ
え
に
私
は
思
い
、
私
は
感
じ
、
私
は
な
す
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ソ

　
　
　
そ

れは
幾
何
学
に
お
け
る
公
理
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
を
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
公
理
を
知
ら
ず
に
幾
何
学

　
　
の
コ
ー
ス
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
善
悪
や
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
考
え
を
超
え
た
、
私
自
身
の
エ
デ
ン
の

　
　園
へ
と
入
っ
て
行
く
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
れ
は
詩
人
の
直
観
的
世
界
の
経
験
、
神
秘
主
義
者
の
経
験
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
た
だ

　
　し
、
神
を
純
粋
に
感
じ
る
こ
と
や
神
と
一
つ
に
な
る
こ
と
の
代
わ
り
に
、
私
自
身
の
存
在
を
見
出
し
、
そ
れ
と
一
つ
に
な
る
と
い
う

　
　こ
と
を
除
い
て
。
そ
れ
は
、
シ
ン
デ
レ
ラ
の
靴
を
も
っ
て
い
て
、
そ
の
靴
に
合
う
足
を
求
め
て
世
界
中
を
探
し
た
あ
げ
く
、
自
分
自

　
　
身
の

足
がそ
の
靴
に
合
う
唯
一
の
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
突
然
悟
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、
語
源
的
な
意
味
で
「
事
実

　
　
の

事柄
（
竃
鋤
け
け
Φ
『
O
h
H
ッ
四
〇
け
）
」
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
山
や
海
や
大
陸
が
描
か
れ
る
前
の
地
球
儀
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
れ
は
文

　
　
法
の

授業
で
、
あ
る
文
章
の
動
詞
の
主
語
を
見
つ
け
た
子
供
の
よ
う
な
も
の
で
す
ー
こ
の
場
合
主
語
と
は
自
分
自
身
の
生
涯
の
こ

　
　と
な
の
で
す
が
。
そ
れ
は
自
己
に
対
し
て
理
論
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
（
自
分
と
い
う
も
の
を
頭
で
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
）
を
や
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ミ

　
　る
こ
と
で
す
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
た
だ
し
、
括
弧
内
は
筆
者
の
挿
入
な
い
し
言
い
換
え
で
あ
る
）

メ
イ
は
こ
の
女
性
の
体
験
を
「
我
あ
り
」
経
験
と
し
て
理
解
し
て
い
る
が
、
ま
さ
に
こ
こ
に
は
、
生
き
て
い
る
の
は
他
者
で
は
な
く
こ
の

「私
」
で
あ
る
と
い
う
存
在
感
の
獲
得
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
感
覚
を
得
る
瞬
間
の
女
性
の
思
考
に
は
論
理
的
な

飛躍
が
あ
る
。
そ
れ
が
表
れ
て
い
る
の
は
、
「
私
は
も
う
子
供
で
は
な
い
」
か
ら
「
私
は
私
生
（
難
Φ
o
q
旨
け
§
讐
Φ
）
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
私

は
私
生
児
と
し
て
生
ま
れ
た
」
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
の
だ
と
、
こ
の
女
性
が
理
解
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
論
理
的
に
考
え
れ
ば
、
た
と

え
自
分
が
成
長
し
て
大
人
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
が
私
生
児
と
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う
事
実
は
変
わ
ら
な
い
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
英



語
の
、
．
巳
Φ
σ
q
凶
賦
日
緯
Φ
、
、
を
「
非
嫡
出
」
と
い
う
意
味
で
使
う
場
合
は
、
常
に
、
．
o
ぼ
冠
、
．
や
、
．
び
o
団
、
、
、
．
．
σ
q
匡
．
．
な
ど
に
係
る
限
定
用
法
と
し
て

であ
っ
て
、
、
．
H
餌
日
日
Φ
α
q
葺
ヨ
讐
ρ
、
、
と
い
う
叙
述
用
法
は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
．
．
H
帥
ヨ
き
旨
Φ
α
q
置
日
黒
Φ
o
ぼ
峯
、
、
か

ら
、
、
o
ぼ
匡
”
、
が
取
れ
た
と
き
、
．
、
旨
①
σ
q
憲
ヨ
縛
Φ
．
、
も
と
れ
て
、
．
．
H
四
目
．
、
が
残
っ
た
と
い
う
考
え
に
辿
り
着
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　そ
う
だ
と
す
れ
ば
こ
の
女
性
の
思
考
は
、
英
語
の
用
法
に
助
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
「
私
」
が
存

在
し
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
獲
得
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
思
考
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
論
理
性
の
有
無
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

こ
こ
で
我
々
が
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
「
我
あ
り
」
（
H
β
。
白
）
と
い
う
こ
と
が
、
「
私
」
に
属
す
る
諸
々
の
（
社
会
的
）
属
性
を
剥
ぎ
取
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

た後
に
残
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
女
性
に
と
っ
て
「
非
嫡
出
子
」
と
い
う
規
定
は
、
他
の
諸
規
定
と
違
っ
て
、

彼
女
の

存在
を
根
本
か
ら
脅
か
し
続
け
て
き
た
規
定
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
の
存
在
に
対
す
る
あ
ま
り
に
も
大
き
な
否
定
性
が
取
り
去

ら
れ
た
と
き
1
正
確
に
言
え
ば
、
取
り
去
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
と
き
－
生
き
て
い
る
の
は
、
他
と
代

替
不
可能
な
、
ま
さ
に
こ
の
「
私
」
で
あ
る
と
い
う
存
在
に
対
す
る
実
感
を
得
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　さ
て
、
メ
イ
は
こ
の
事
例
に
関
し
て
い
く
つ
か
の
コ
メ
ン
ト
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
我
々
の
文
脈
に
お
い
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
ら
は
、
「
我
あ
り
」
経
験
が
、
内
在
化
さ
れ
た
「
習
俗
」
の
事
柄
で
は
な
く
、
存
在
が
非
存
在
と
は
分
離
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
味

で
の

「
状況
」
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
も
の
、
と
理
解
さ
れ
る
。
第
一
に
、
「
我
あ
り
」
経
験

自
体
が
、
こ
の
女
性
が
現
実
に
抱
え
る
諸
問
題
の
解
決
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
前
提
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
女
性
自
身
が
こ
の

体
験を
数
学
に
お
け
る
公
理
に
讐
え
て
い
る
こ
と
、
ま
た
実
際
の
問
題
が
解
決
さ
れ
て
通
常
の
生
活
が
送
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
「
我
あ

り
」
経
験
か
ら
さ
ら
に
二
年
を
要
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
我
あ
り
」
経
験
は
日
常
性
を
確

保
す
る
た
め
の
具
体
的
な
技
術
の
獲
得
で
は
な
く
、
そ
の
前
提
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

不
安
の

概
念－
水
垣
理
論
の
存
在
論
的
解
釈
へ
む
け
て
の
試
論
－
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五



七
六

　第
二
に
、
こ
の
経
験
は
社
会
的
・
倫
理
的
規
範
を
内
在
化
す
る
こ
と
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
心
理
学
的
な
用
語

で
言え
ば
、
超
自
我
（
ω
弓
Φ
話
α
q
o
）
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
存
の
感
覚
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
こ
に
立
っ
て
責
任
あ
る
倫
理
的
な
判
断
を
す
る
「
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
」
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
倫
理
観
の
獲
得
で

は
な
い
。
む
し
ろ
厳
格
な
道
徳
主
義
と
い
う
も
の
は
、
実
存
の
感
覚
の
欠
如
を
埋
め
合
わ
せ
、
自
ら
の
行
為
を
自
ら
是
認
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
た
め
に
、
そ
の
保
証
を
外
部
に
委
ね
る
こ
と
な
の
だ
と
メ
イ
は
理
解
す
る
。

　第
三
に
、
こ
の
経
験
は
自
我
（
Φ
ゆ
q
o
）
の
発
達
の
一
段
階
と
し
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
自
我
は
通
常
、
社
会
的
規
範
が
内
在
化

さ
れ
た
超
自
我
と
自
ら
の
内
に
生
じ
る
衝
動
と
の
調
整
役
を
果
た
す
も
の
と
さ
れ
る
。
両
者
の
調
整
の
仕
方
は
個
人
の
性
格
の
一
部
を
な

すも
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
存
の
感
覚
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
意
識
的
で
あ
る
と
同
様
に
無
意
識
的
な
、
全
体
的
経
験
で
あ
る
と
主

張さ
れ
る
。
一
方
の
自
我
は
主
客
関
係
に
お
け
る
主
体
で
あ
る
が
、
他
方
の
存
在
感
は
主
客
の
二
分
法
（
自
凶
O
］
P
O
け
O
旨
P
矯
）
以
前
の
レ
ベ
ル
に

お
い
て

生じ
る
も
の
で
あ
る
。
メ
イ
は
言
う
。
「
存
在
と
は
、
「
私
は
主
体
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
「
私

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
と
り
わ
け
、
現
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
の
当
人
（
ω
巳
邑
Φ
9
）
と
し
て
自
分
自
身
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
な

　
ハ
お
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
け

のだ
」
（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
我
あ
り
」
経
験
と
は
内
在
化
さ
れ
た
習
俗
に
お
け
る
主
体
の
経
験
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。

　そ
れ
で
は
、
こ
の
「
我
あ
り
」
経
験
を
ど
の
よ
う
な
経
験
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
こ
の
女
性
の
場
合
、
存
在
に
対

す
る
潜
在
的
な
脅
か
し
が
強
か
っ
た
分
、
そ
れ
だ
け
「
我
あ
り
」
経
験
が
鋭
く
体
験
さ
れ
た
と
言
え
る
が
、
こ
の
経
験
は
、
こ
の
女
性
に

特
殊的
な
こ
と
で
は
な
く
、
一
般
的
に
経
験
さ
れ
る
こ
と
な
の
だ
、
と
メ
イ
は
理
解
し
て
い
る
。
存
在
論
的
に
表
現
す
れ
ば
、
存
在
感
を

得
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
は
、
非
存
在
に
直
面
す
る
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
た
、
．
8
げ
Φ
o
居



8
茸
o
び
Φ
、
、
に
対
し
、
メ
イ
は
、
、
8
び
Φ
習
恥
昌
o
暮
o
び
①
、
”
と
言
う
が
、
そ
れ
は
、
存
在
と
非
存
在
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

と
を
示
唆
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　メ
イ
は
、
英
語
の
．
．
げ
Φ
冒
α
q
．
、
が
、
あ
る
も
の
が
何
も
の
か
に
な
ろ
う
と
す
る
過
程
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
分
詞
だ
、
と
い

う
こ
と
に
注
目
す
る
。
、
♂
①
冒
ひ
q
”
．
と
は
、
一
般
的
な
意
味
で
は
、
潜
在
的
な
力
（
0
9
Φ
匿
鋤
）
で
あ
り
、
個
別
的
な
意
味
で
は
、
何
か
が
何

も
の
か
に
な
ろ
う
と
す
る
過
程
の
中
に
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
む
し
ろ
．
、
び
Φ
o
o
日
言
σ
Q
．
、
と
い
う
語
の
方
演
、

存在
の
よ
り
正
確
な
内
容
を
表
現
す
る
語
で
あ
る
と
メ
イ
は
考
え
て
い
る
。
し
か
し
生
成
と
は
、
自
動
的
に
展
開
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
こ
に
は
常
に
、
非
存
在
の
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
非
存
在
（
口
0
9
Φ
貯
σ
q
）
に
対
す
る
気
づ
き
を
欠
く
な
ら
ば
、
実
存
は
、

気
が
抜
け
て
（
奉
b
崔
）
現
実
味
が
な
く
（
o
匿
Φ
巴
）
、
具
体
的
な
自
己
意
識
（
0
8
0
お
8
ω
Φ
零
9
≦
母
Φ
旨
Φ
ω
ω
）
を
欠
い
た
も
の
と
な
る
。

要す
る
に
メ
イ
に
し
た
が
え
ば
、
存
在
と
非
存
在
は
分
離
不
可
能
な
仕
方
で
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
気
づ
き
が
、
様
々
な
事
柄

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
こ
の
私
の
身
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
の
自
覚
、
す
な
わ
ち
実
存
感
（
ω
①
昌
ω
Φ
O
隔
Φ
×
簡
ω
け
Φ
5
0
①
）
を
与
え
る
も
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
な
存
在
と
非
存
在
に
関
す
る
理
解
は
、
メ
イ
の
師
で
あ
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
に
沿
う
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
ま
た
、
存
在
を
静
的
な
も
の
と
は
捉
え
な
い
。
す
べ
て
の
も
の
の
根
源
は
、
生
成
を
も
た
な
い
死
ん
だ
同
一
性
で
は

な
く
、
生
け
る
創
造
性
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
そ
し
て
、
存
在
を
生
や
過
程
、
あ
る
い
は
生
成
と
い
う
概
念
で
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
存
在
を
捉
え
る
と
き
に
は
、
必
然
的
に
非
存
在
を
考
察
に
含
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
存
在
は
、
存
在
そ
れ
自
体

と
非
存
在
と
の
両
者
を
、
そ
の
う
ち
に
包
摂
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
存
在
や
非
存
在
な
ど
の
存
在
論
的
概
念
を
擁
護
す
る
。
存
在
論
的
概
念
の
機
能
は
、
現
実
の
有
す
る
存
在
論
的
な
性
質

を
、
我
々
の
日
常
経
験
の
主
観
面
あ
る
い
は
客
観
面
に
即
し
て
記
述
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
主
客
の
分
裂
の
彼
岸
に
あ

不
安
の

概
念ー
水
垣
理
論
の
存
在
論
的
解
釈
へ
む
け
て
の
試
論
ー
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七



七
八

る
存
在
そ
れ
自
体
を
指
し
示
す
た
め
に
、
経
験
的
な
領
域
か
ら
と
ら
れ
た
概
念
を
類
比
的
に
使
用
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
可
能
で

あ
る
こ
と
の
根
拠
は
、
主
観
・
客
観
が
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
越
え
た
、
存
在
そ
れ
自
体
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
存

在
論
的
概念
を
用
い
て
初
め
て
、
不
安
の
概
念
は
規
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
安
と
は
、
存
在
が
非
存
在
で
あ
り
う
る
可
能
性
を
実
存

的
に
自
覚
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
こ
こ
で
実
存
的
（
Φ
醤
同
ω
け
Φ
口
け
幽
9
一
）
と
は
、
万
物
の
僅
さ
の
認
識
で
も
、
人
は
死
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う

一
般的
な
認
識
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
非
存
在
に
対
す
る
抽
象
的
な
知
識
を
有
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
私
自
身
が
死
す
べ
き
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
リ
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

の

であ
る
と
い
う
自
覚
、
非
存
在
（
口
o
暮
Φ
営
σ
q
）
が
自
身
の
存
在
の
一
部
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
自
覚
で
あ
る
。
実
存
的
で
あ
る
と
は
、

他
の
も
の
と
は
代
替
不
可
能
な
「
私
」
の
事
柄
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
、
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。

　こ
れ
ら
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
日
常
性
と
非
日
常
性
が
分
離
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
状
況
に
お
い
て
「
私
」
が
成
立
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
存
在
論
的
に
表
現
さ
れ
る
な
ら
ば
、
存
在
が
非
存
在
と
不
可
分
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
実
存
的
に
自
覚
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
「
私
」

が成
立
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
状
況
に
お
け
る
自
己
を
「
私
」
と
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

　
以上
、
水
垣
の
思
索
を
存
在
論
的
に
解
釈
し
て
き
た
が
、
ま
だ
議
論
が
尽
く
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
先
に
日
常
性
へ
の
逃

避
の問
題
に
触
れ
た
が
、
メ
イ
は
人
が
潜
在
的
可
能
性
を
拒
否
し
、
そ
れ
ら
を
実
現
す
る
こ
と
に
破
れ
た
状
態
と
し
て
、
罪
を
存
在
論
的

に

解釈
し
て
い
る
。
ま
た
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
不
安
の
存
在
論
は
勇
気
の
存
在
論
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
議
論
の
発
展
の
方
向

性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
水
垣
が
提
起
し
た
、
日
常
性
、
非
日
常
性
、
習
俗
、
状
況
と
い
っ
た
概
念
が
、
宗
教
現
象
を
理
解
し
、
記
述

する
た
め
の
、
最
も
基
本
的
で
本
質
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　　
文
献
表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
七
八
年
）
大
木
英
夫
訳
『
生
き
る
勇
気
』
（
『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
著
作
集

　
今井
尚
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
九
巻
』
白
水
社
、
所
収
）

（二
〇〇
五
年
）
「
安
心
・
安
全
学
の
二
つ
の
次
元
」
（
『
同
志
社
大
学

ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
研
究
セ
ン
タ
ー
年
報
』
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註

（二
〇
〇
六年
）
「
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
処
方
箋
－
可
能
性
の
不
安
に
対
峙
　
　
　
（
1
）
水
垣
先
生
と
す
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
学
術
論
文
の
性
格
上
、
敬
称

する
思
索
の
試
み
ー
⊥
（
『
同
志
社
大
学
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
研
　
　
　
　
を
省
略
さ
せ
て
頂
き
ま
す
失
礼
を
お
許
し
く
だ
さ
い
。

究
セ
ン
タ
i
年
報
』
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
水
垣
は
、
習
俗
と
い
う
共
同
性
に
基
盤
を
有
す
る
概
念
か
ら
出
発

（
二
〇
〇
七年
）
「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
メ
イ
ー
不
安
の
本
質
の
探
究
1
⊥
　
　
　
　
　
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
議
論
が
人
間
の
存
在
論
的
次
元
と
い
う
射

（『テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
』
〔
現
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
研
究
会
〕
第
七
号
）
　
　
　
　
　
　
程
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
一
の
（
三
）
に
取
り
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　ζ
釦
ざ
刀
o
＝
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
る
引
用
「
非
日
常
的
な
も
の
と
の
出
会
い
は
、
習
俗
以
前
の
、
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

（
一
九
七
七年
）
§
“
§
§
貼
鑓
魚
卜
§
紺
貯
（
図
①
乱
ω
巴
国
島
賦
8
）
”
宅
・
　
　
　
　
在
論
的
次
元
に
お
け
る
人
間
存
在
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
原
本
的
な

零
・
2
0
辞
8
卸
O
o
目
b
9
。
昌
・
ぎ
o
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
来
事
で
あ
る
」
（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
一
九
八
六年
）
§
恥
b
蹄
8
器
建
ミ
ヒ
U
無
亮
旧
零
・
を
2
0
は
8
俸
O
o
日
・
　
　
（
3
）
　
本
論
文
は
、
こ
こ
数
年
間
の
一
連
の
研
究
に
、
新
た
な
考
察
を
加

b碧鴇
・
ζ
o
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
水
垣

渉

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
（
4
）
こ
の
章
、
特
に
（
二
）
の
議
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
今
井
（
二
〇

（
一
九八
一
年
）
「
神
」
（
訓
覇
曄
雄
・
有
福
孝
岳
編
『
倫
理
学
と
は
な
に
か
』
　
　
　
　
〇
五
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

勤
草
書房
、
所
収
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
水
垣
、
一
九
八
一
年
、
二
四
二
頁
以
下
。

　
村
上陽
一
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
上
掲
書
、
二
四
三
頁
。

（
二
〇〇
二
年
）
『
近
代
科
学
と
聖
俗
革
命
〈
新
版
〉
』
新
曜
社
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
上
掲
書
、
二
四
六
頁
。

　
．
コ
≡
o
互
刀
窪
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
無
論
、
個
々
の
法
則
が
場
所
に
よ
り
異
な
り
、
時
間
に
よ
っ
て
変

（
一
九
五
二年
）
§
恥
9
ミ
遷
誉
切
辞
圃
員
℃
勉
巳
↓
自
凶
o
貫
ミ
ミ
§
　
　
　
　
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
が
、
個
々
の
法
則
を
統
括
す
る
メ

き
善
＼
き
愚
§
帖
幕
恥
噺
゜
伍
o
O
冠
旨
臼
お
゜
。
°
。
も
や
b
。
ω
H
－
b
。
㎝
P
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
法
則
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
そ
の
メ
タ
法
則
の

（
一
九
六
九年
）
谷
口
美
智
雄
訳
『
組
織
神
学
　
第
二
巻
』
新
教
出
版
社
　
　
　
　
　
普
遍
性
お
よ
び
不
変
性
は
自
然
科
学
に
お
け
る
基
本
理
念
と
い
う
ご

不
安
の

概
念－
水
垣
理
論
の
存
在
論
的
解
釈
へ
む
け
て
の
試
論
i
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九



八
〇

　　
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
　
］
≦
四
ざ
H
O
刈
8
や
b
。
b
。
O
凍
・

（9
）
水
垣
、
一
九
八
一
年
、
二
四
八
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
凶
σ
凶
9
も
』
b
。
跨

（1
0
）
　
こ
の
章
の
議
論
の
初
出
は
、
今
井
（
二
〇
〇
七
年
）
で
あ
る
。
　
　
　
　
（
2
3
）
　
日
葭
o
貫
H
㊤
α
b
。
”
や
H
α
゜
。
°

（
1
1
）
　
同
じ
ラ
テ
ン
語
を
語
源
と
す
る
英
語
の
．
．
㊤
昌
讐
｛
ω
ゴ
、
、
は
、
元
の
語
　
　
　
（
2
4
）
　
ま
凶
F
や
H
α
㊤
゜

　　
の
も
つ
意
味
の
強
さ
を
保
持
し
て
い
る
。
三
の
（
二
）
に
取
り
あ
げ
　
　
　
（
2
5
）
　
た
だ
し
、
癌
恐
怖
と
い
う
心
理
学
的
症
候
と
不
安
が
意
識
さ
れ
て

　　
る
二
十
八
歳
の
女
性
の
回
想
文
中
に
は
、
不
安
状
態
に
関
し
て
、
「
も
　
　
　
　
い
る
度
合
い
と
は
反
比
例
の
関
係
に
あ
り
、
や
が
て
不
安
が
ひ
ど
く

　
　
が
き
苦
し
ん
で
」
（
凶
口
H
P
団
四
昌
讐
凶
ω
ゴ
）
と
い
う
表
現
が
認
め
ら
れ
る
。
　
　
　
　
な
り
、
患
者
自
身
そ
の
不
安
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
癌
恐
怖

（1
2
）
冨
o
ざ
H
り
¶
メ
b
°
°
。
°
。
跨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
消
え
る
。
こ
れ
は
不
安
が
強
く
な
る
と
、
先
の
安
全
装
置
自
体
が

（1
3
）
　
胃
の
機
能
低
下
に
結
び
つ
く
他
の
感
情
は
、
悲
し
み
（
ω
9
曾
o
ω
ω
）
、
　
　
　
　
機
能
し
な
く
な
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。

　
　
落
胆
（
島
ω
o
o
霞
p
。
o
q
Φ
ヨ
①
コ
け
）
、
自
責
の
念
（
ω
①
零
話
買
〇
四
〇
犀
）
で
あ
っ
　
　
　
（
2
6
）
　
こ
の
こ
と
は
、
神
の
前
に
お
け
る
「
塵
あ
く
た
に
す
ぎ
な
い
わ
た

　
　
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
」
（
創
世
記
一
八
・
二
七
）
と
い
う
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
言
葉
に
端
的
に

（1
4
）
胃
の
機
能
の
活
性
化
と
結
び
つ
く
他
の
感
情
は
、
不
安
と
結
び
つ
　
　
　
　
表
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　　
い
た
複
合
的
な
葛
藤
感
情
（
夢
Φ
o
o
日
営
Φ
×
0
8
臣
o
晋
o
q
h
o
Φ
ゲ
　
　
（
2
7
）
　
日
葭
o
貫
H
O
駅
b
。
も
」
㎝
ρ

　
　
貯
o
q
ω
）
、
敵
意
（
げ
o
ω
巳
同
蔓
）
、
憤
慨
（
話
ω
o
づ
9
Φ
口
け
）
で
あ
っ
た
。
　
　
　
（
2
8
）
　
幽
ぼ
P

（
1
5
）
　
竃
曽
ざ
日
ミ
メ
O
』
b
。
ω
陣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
　
団
ぼ
匹
゜

（1
6
）
同
ぼ
P
O
』
8
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
水
垣
、
一
九
八
一
年
、
二
四
九
頁
。

（1
7
）
　
皆
凶
ρ
b
』
ミ
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
　
旨
律

（1
8
）
　
皆
同
ρ
，
N
O
°
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
　
目
毎
o
貫
H
㊤
α
N
や
H
謡
゜

（1
9
）
　
先
の
ト
ム
の
事
例
で
、
「
も
し
私
が
家
族
を
養
え
な
い
よ
う
な
ら
、
　
　
　
（
3
3
）
博
ぴ
峯

　　
す
ぐ
に
も
埠
頭
か
ら
身
を
投
げ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」
と
い
う
ト
ム
の
　
　
　
（
3
4
）
　
冨
p
ざ
H
O
°
。
①
も
゜
り
鈴

　
　
言
葉
は
、
メ
イ
の
不
安
の
規
定
の
根
拠
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
（
3
5
）
　
彼
女
自
身
の
体
験
の
回
想
を
で
き
る
だ
け
自
然
な
日
本
語
に
す
る

（2
0
）
　
ラ
ン
デ
ィ
ス
と
ハ
ン
ト
の
観
察
で
は
、
生
後
一
カ
月
（
寓
p
ざ
H
零
8
　
　
　
　
た
め
、
意
訳
を
し
た
部
分
が
あ
る
。

　
　
，
呂
臨
゜
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
　
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
公
理
の
一
つ
は
「
異
な
る
二
点
を
通
る



　
　
直線
は
一
つ
存
在
し
、
唯
一
つ
に
限
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
周
　
　
　
　
述
べ
て
い
る
。
「
昌
o
亭
び
Φ
ぎ
α
q
℃
Z
甘
巨
ω
①
貯
1
1
非
存
在
ー
以
下
無
と

　
　
知
の
と
お
り
、
定
理
は
そ
の
基
礎
と
な
る
知
識
か
ら
論
理
的
に
導
き
　
　
　
　
非
存
在
を
交
換
可
能
な
同
義
訳
語
と
み
な
し
、
本
訳
書
で
は
主
と
し

　
　出
さ
れ
、
そ
の
正
し
さ
が
証
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
公
理
の
場
　
　
　
　
　
て
無
を
用
い
、
文
脈
に
応
じ
て
非
存
在
と
す
る
こ
と
も
あ
る
」
（
目
一
・

　
　合
は
そ
の
正
し
さ
を
示
す
証
明
は
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
一
　
　
　
　
　
膏
貫
H
零
゜
。
噂
や
合
）
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
自
ら
の
著
作
が
翻
訳
さ
れ
る

　
　
つ

の

知識
の
体
系
全
体
の
土
台
で
あ
っ
て
、
他
の
す
べ
て
の
も
の
が
　
　
　
　
に
際
し
て
、
翻
訳
さ
れ
た
も
の
の
表
現
力
が
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
を
　
　
，

　
　そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
よ
う
な
大
前
提
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
望
ん
で
い
た
。
そ
の
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
文
脈
に
即
し
て
、
「
無
」

（3
7
）
竃
”
ざ
H
㊤
。
。
①
も
゜
O
鐸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
訳
語
を
選
択
し
た
大
木
の
判
断
は
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ

（3
8
）
　
凶
ぼ
匹
‘
O
°
H
O
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
ま
た
『
組
織
神
学
　
第
二
巻
』
を
翻
訳
し
た
谷
口
美
智
雄
も
、

（3
9
）
　
メ
イ
の
文
章
中
で
は
、
存
在
と
実
存
が
混
在
し
て
い
る
。
存
在
感
　
　
　
　
そ
の
あ
と
が
き
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
訳
に
当
た
っ
て
は
訳

　　
（
ω
Φ
湯
Φ
o
暁
げ
Φ
貯
σ
q
）
と
実
存
感
（
ω
Φ
ロ
ω
Φ
o
h
Φ
×
凶
ω
8
昌
8
）
が
併
存
　
　
　
　
者
の
日
頃
の
方
針
と
し
て
、
日
本
文
と
し
て
の
達
意
を
重
視
し
た
。

　　
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
用
語
法
の
曖
昧
さ
と
考
え
る
こ
と
も
　
　
　
　
訳
は
原
文
の
語
句
に
拘
泥
し
て
も
い
け
な
い
し
、
原
文
か
ら
離
れ
て

　　
で
き
る
が
、
メ
イ
に
即
し
て
、
交
換
可
能
な
表
現
と
理
解
す
る
こ
と
　
　
　
　
　
し
ま
っ
て
も
も
ち
ろ
ん
い
け
な
い
、
と
い
う
の
が
訳
者
の
気
持
ち
で

　　
も
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
存
在
感
と
は
、
他
と
は
代
替
不
可
能
な
　
　
　
　
あ
る
が
、
そ
の
辺
の
択
選
に
迷
う
時
、
「
文
章
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
を
訳
し

　　
も
の
と
し
て
の
自
ら
の
存
在
の
感
覚
で
あ
り
、
そ
こ
で
生
じ
て
い
る
　
　
　
　
て
く
れ
」
と
語
っ
た
著
者
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
）
の
言
葉
が
訳
者
を
導
い

　
　
事柄
が
、
取
り
も
直
さ
ず
自
ら
に
起
こ
っ
て
い
る
事
柄
と
し
て
受
け
　
　
　
　
て
く
れ
た
」
（
目
臣
o
貫
H
㊤
①
O
も
』
b
。
㊤
）
（
但
し
、
括
弧
内
は
筆
者
に

　　
と
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
る
付
加
）
。

（4
0
）
　
た
だ
し
、
非
存
在
の
脅
か
し
が
強
す
ぎ
る
と
、
こ
の
事
例
の
女
性
　
　
　
　
　
し
か
し
、
訳
語
の
選
択
に
関
し
て
は
、
表
現
力
の
み
な
ら
ず
、
そ

　　
の
場
合
の
よ
う
に
、
存
在
感
を
得
る
こ
と
自
体
が
不
可
能
に
な
る
こ
　
　
　
　
の
論
理
構
造
に
も
注
意
が
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、

　　
と
も
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
語
の
有
す
る
論
理
構
造
は
、
そ
の
語
を
用
い
た
思
想
の
論
理
展

（4
1
）
　
、
．
p
o
邑
Φ
貯
o
q
、
、
の
訳
語
に
関
し
て
は
、
意
訳
と
直
訳
の
違
い
が
、
論
　
　
　
　
開
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
次
の
二
点
を
指

　　
理
展
開
の
違
い
に
繋
が
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
　
　
　
　
摘
し
た
い
。

　　
な
ら
な
い
（
こ
の
議
論
の
初
出
は
、
今
井
〔
二
〇
〇
七
年
〕
）
。
テ
ィ
　
　
　
　
　
第
一
は
、
彼
の
用
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
論
理
に
基
づ
く
議
論
の

　
　
リ
ッ
ヒ
の
『
生
き
る
勇
気
』
の
翻
訳
者
大
木
英
夫
は
、
次
の
よ
う
に
　
　
　
　
展
開
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
「
非
存
在
」
の
概
念
が
存
在
論
に
お

不
安
の

概
念i
水
垣
理
論
の
存
在
論
的
解
釈
へ
む
け
て
の
試
論
1
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一



八
二

い
て

不
可欠
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
最
終
的
に
は
「
存
在
」
の
方
　
　
　
　
の
「
内
に
」
も
っ
て
い
る
。
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
根
底
は
運

に

存
在
論
的
優
位性
を
認
め
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
「
非
存
在
は
　
　
　
　
動
や
生
成
を
伴
わ
な
い
死
せ
る
同
一
性
で
は
な
く
、
そ
れ
は
生
き
た

そ
れ
が
否
定
す
る
と
こ
ろ
の
存
在
に
依
存
し
て
い
る
。
「
依
存
し
て
い
　
　
　
　
創
造
性
で
あ
る
。
万
物
は
、
そ
れ
自
身
の
非
存
在
を
永
遠
的
に
克
服

る
」
と
は
二
つ
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
一
に
、
そ
れ
は
非
存
在
に
　
　
　
　
し
つ
つ
、
創
造
的
に
そ
れ
自
身
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
↓
亭

対
する
存
在
の
存
在
論
的
優
位
性
を
示
し
て
い
る
。
非
存
在
と
い
う
　
　
　
　
一
凶
o
貫
H
8
“
。
”
や
H
α
O
h
）
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
お
け
る
理
解
は
、
第

語そ
れ
自
体
が
こ
の
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
し
、
そ
れ
は
論
理
的
に
　
　
　
　
　
一
に
存
在
に
は
運
動
や
生
成
と
い
っ
た
規
定
が
本
質
的
で
あ
る
と
い

必
然的
な
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
先
行
す
　
　
　
　
う
こ
と
、
第
二
に
そ
の
よ
う
な
存
在
の
根
底
は
創
造
性
で
あ
る
と
い

る
肯
定
が
な
け
れ
ば
、
否
定
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
」
（
目
ロ
冒
互
H
8
b
。
”
　
　
　
　
う
こ
と
、
第
三
に
そ
の
場
合
の
創
造
性
と
は
非
存
在
で
あ
る
可
能
性

や
H
＄
）
。
こ
こ
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
明
ら
か
に
彼
の
用
い
て
い
る
言
語
　
　
　
　
を
有
し
つ
つ
そ
れ
を
克
服
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
成
り
立
つ
と

の

構
造に
基
づ
き
、
，
ゴ
o
暮
Φ
ぎ
σ
q
”
、
を
．
．
げ
Φ
貯
α
Q
．
．
の
否
定
と
し
て
捉
え
　
　
　
　
い
う
こ
と
、
第
四
に
そ
の
よ
う
な
創
造
性
は
神
的
な
生
の
プ
ロ
セ
ス

て

い
る
。
一
方
の
「
非
存
在
」
と
い
う
直
訳
は
、
こ
の
言
語
的
論
理
　
　
　
　
に
基
礎
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
彼
の
創
造

構
造を
保
持
し
た
訳
で
あ
る
と
い
え
る
。
他
方
の
「
無
」
と
い
う
意
　
　
　
　
性
の
理
解
に
基
づ
い
て
、
存
在
を
解
釈
し
て
い
る
。

訳
の

場
合は
、
言
語
構
造
に
基
づ
い
て
、
「
無
」
よ
り
「
存
在
」
に
優
　
　
　
　
　
こ
れ
ら
の
こ
と
よ
り
、
．
、
ぎ
口
げ
o
ぎ
α
q
．
、
を
「
非
存
在
」
と
直
訳
し
た

位性
を
認
め
る
こ
と
が
論
理
的
に
で
き
る
か
否
か
、
こ
れ
は
熟
考
に
　
　
　
　
場
合
と
、
「
無
」
と
意
訳
し
た
場
合
と
で
は
、
異
な
る
論
理
的
展
開
の

値
する
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
日
本
語
に
基
づ
く
限
り
、
「
無
」
　
　
　
　
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に対
し
て
「
存
在
」
と
同
等
の
存
在
論
的
優
位
性
を
与
え
る
可
能
性

も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
無
」
の
方
に
存
在
論
的
優
位
性
を
与
え
る

議論
の
論
理
的
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　第
二
に
、
先
の
言
語
構
造
の
問
題
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
キ
リ
ス
ト

教
的

存
在
理解
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
は
、

す
べ
て
の
存
在
の
根
源
は
神
の
創
造
性
に
あ
る
と
理
解
す
る
。
「
存
在

は
非
存
在
を
、
神
的
な
生
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
永
遠
に
現
存
し

つ

つし
か
も
永
遠
に
克
服
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
仕
方
で
、
そ
れ
自
身


