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私
は
十
二
年
繭
に
こ
の
會
で
話
を
し
た
こ
と
が
あ
り
、
十
二
年
振
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
京
都
に
來
だ
て
の
と
き
で
あ
っ
た
か
ら
、
私

　
　
の
京
都
生
活
も
十
二
年
に
な
る
わ
け
だ
。
そ
の
問
、
哲
畢
會
の
講
演
は
い
つ
も
難
し
い
話
ば
か
り
だ
っ
た
が
、
今
日
は
心
理
テ
ス
ト
と
い

　
　
う
卑
俗
な
話
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
話
の
う
ち
の
或
る
部
分
は
科
學
方
法
論
の
一
こ
ま
に
な
る
も
の
で
、
暫
學
研
究
者
に

　
　
と
っ
て
も
、
全
く
興
味
の
な
い
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
一
方
心
理
學
者
の
方
か
ら
い
っ
て
も
、
哲
學
研
究
潜
か
ら
大
き
な
助

　
　
力
を
乞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
領
域
だ
と
思
っ
て
い
る
。

　
　
　
テ
ス
ト
は
一
時
奔
常
な
流
行
に
な
っ
た
が
、
そ
の
時
分
か
ら
既
に
も
う
激
し
い
反
封
論
が
方
々
に
起
っ
て
い
た
。
今
日
で
は
ま
す
ま
す

　
　
黒
蜜
が
な
い
。
そ
れ
は
大
別
し
て
三
つ
の
方
面
か
ら
暴
げ
ら
れ
た
と
い
え
る
。
第
一
に
、
一
般
の
人
々
か
ら
、
．
第
二
に
は
、
聖
誕
者
或
い

　
　
は
気
無
方
法
論
的
な
學
問
に
興
味
を
持
つ
人
々
か
ら
、
第
三
に
は
、
心
理
學
と
は
限
ら
な
い
が
、
テ
ス
ト
に
近
い
問
題
を
取
扱
っ
て
い
る
、

　
　
特
に
臨
床
家
た
ち
か
ら
の
反
封
で
あ
る
。

　
　
　
第
一
に
、
一
般
知
識
人
か
ら
の
反
封
は
、
心
理
テ
ス
ト
だ
け
で
は
な
く
、
大
麗
テ
ス
ト
と
い
う
も
の
一
般
に
つ
い
て
の
攻
撃
で
あ
る
。

　
　
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
例
え
ば
、
今
年
（
一
九
五
六
年
）
八
月
の
「
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
」
に
謙
課
が
出
た
ハ
ー
バ
…
ド
大
学
の
ソ
ロ

蹴　
　
　
　
　
　
心
理
テ
ス
ト
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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鴛
懸
研
究
　
第
四
菅
五
＋
儲
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
二

ー
キ
ン
の
も
の
な
ど
を
畢
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
か
れ
に
よ
る
と
、
現
在
は
テ
ス
ト
マ
ニ
ア
に
よ
る
テ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
テ
ス
ト
た
る
や
こ
と

ご
と
く
く
だ
ら
な
い
。
自
然
界
に
は
自
然
淘
汰
的
な
テ
ス
ト
が
あ
っ
て
、
謎
愈
的
な
地
位
・
階
層
・
身
分
・
職
業
な
ど
が
自
然
に
選
揮
さ

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
テ
ス
ト
は
立
振
で
あ
る
。
或
い
は
蔵
言
成
幽
間
に
り
ー
ダ
ー
に
な
っ
た
り
、
使
わ
れ
る
身
分
に
な
っ
た
り
す
る
よ
う

な
生
存
競
争
が
緩
績
的
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
非
常
に
重
要
な
テ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
を
か
れ
は
自
然

的
な
単
管
的
テ
ス
ト
と
名
づ
け
る
。
さ
ら
に
自
然
雪
踏
に
は
も
っ
と
早
耳
的
な
テ
ス
ト
が
あ
る
。
例
え
ば
濁
る
緊
急
事
態
に
直
西
す
る
と

人
は
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
能
力
を
テ
ス
ト
さ
れ
る
。
或
い
は
謙
る
職
業
だ
の
宗
教
望
事
だ
の
に
入
る
場
合
に
行
わ
れ
る
見
習
い
の
試
練
の

よ
う
な
も
の
に
あ
っ
て
は
、
人
は
や
は
り
そ
の
實
力
を
テ
ス
ト
き
れ
る
。
こ
れ
ら
の
自
然
爽
生
的
な
テ
ス
ト
は
多
く
は
蟹
質
的
で
有
敷
な

も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
今
日
の
テ
ス
ト
マ
ニ
ア
が
用
い
る
テ
ス
ト
は
す
べ
て
甚
だ
人
爲
的
な
テ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
内
一
つ
、

實
演
的
テ
ス
ト
と
名
づ
く
べ
き
も
の
は
ま
あ
よ
ろ
し
い
。
例
え
ば
、
オ
ー
ケ
擁
ト
ラ
の
メ
ン
バ
ー
を
募
集
す
る
時
に
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弼

か
し
て
み
る
。
自
動
車
の
冤
許
を
與
え
る
場
合
に
自
動
車
を
運
韓
さ
せ
て
み
て
、
う
ま
く
運
轄
で
き
れ
ば
興
え
る
。
こ
れ
は
よ
ろ
し
い
。

し
か
し
流
行
の
テ
ス
ト
は
い
わ
ゆ
る
ペ
ー
パ
ー
・
ペ
ン
シ
ル
テ
ス
ト
で
あ
り
、
筆
答
試
験
か
、
口
述
試
験
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
大

き
な
敏
黙
を
も
つ
て
い
る
と
主
張
さ
れ
た
。

　
そ
う
い
う
命
毛
を
数
え
て
み
る
と
、
ま
ず
第
一
に
そ
う
い
う
テ
ス
ト
は
一
圖
隈
り
で
或
る
人
間
の
能
力
を
テ
ス
ト
し
ょ
う
と
す
る
。
こ

れ
は
や
り
損
う
公
算
が
非
常
に
大
き
い
。
　
一
同
で
な
く
て
も
、
能
力
の
判
定
は
難
し
い
も
の
で
、
例
え
ば
ト
ル
ス
ト
イ
や
、
プ
ー
シ
キ
ン

は
、
學
校
の
國
語
の
成
績
が
非
常
に
悪
か
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
あ
ら
ゆ
る
學
科
が
非
常
に
良
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
た
だ
哲
學
だ
け
は
全
然

駄
昌
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
大
學
を
出
る
時
に
、
磁
な
餌
壷
は
一
つ
も
無
か
っ
た
し
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
作
曲
家
と

し
て
の
才
能
を
、
先
生
の
ハ
イ
ド
ン
か
ら
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
長
い
聞
そ
の
人
間
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
先
生
と
か
、
或

い
は
友
達
と
い
う
場
合
で
あ
っ
て
さ
え
能
力
の
到
定
は
む
ず
か
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
一
同
或
い
は
た
か
だ
か
数
屑
で
到
る
は
ず
が
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な
い
。
さ
ら
に
試
験
と
な
れ
ば
、
時
間
の
制
限
が
あ
る
。
一
時
間
で
審
け
と
い
っ
て
も
の
ろ
い
人
は
書
け
な
い
ひ
し
か
し
の
ろ
ま
必
ず
し

も
馬
鹿
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
さ
ら
に
も
う
一
つ
悪
い
こ
と
は
、
試
験
と
い
う
も
の
は
大
震
假
定
状
溌
に
つ
い
て
の
試
験
で

あ
っ
て
、
こ
ん
な
場
合
に
は
ど
う
す
る
か
と
聞
く
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
い
ざ
と
な
れ
ば
ほ
ん
と
う
は
ど
う
す
る
か
わ
か
ら
な
い
。
ま

た
試
験
激
高
に
は
不
適
當
な
も
の
が
非
常
に
多
い
。
ま
ず
第
一
に
試
験
委
員
が
間
違
つ
た
答
案
を
正
し
い
と
思
っ
て
出
し
て
い
る
場
合
が

し
ば
し
ば
起
る
。
ハ
ー
プ
と
太
鼓
と
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と
ピ
ア
ノ
と
の
絃
を
描
い
て
お
い
て
、
こ
の
う
ち
一
つ
違
う
も
の
は
ど
れ
か
と
問
う

タ
イ
プ
の
問
題
が
あ
る
。
試
験
官
は
タ
イ
コ
（
三
無
器
）
と
い
わ
せ
る
つ
も
り
だ
ろ
う
が
、
ピ
ア
ノ
だ
つ
て
話
説
器
だ
と
も
い
え
る
わ
け

で
あ
る
。
或
い
は
質
問
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
も
多
い
。
　
「
あ
な
た
は
宗
教
書
を
讃
む
の
と
、
経
罫
書
を
讃
む
の
と
ど

ち
ら
が
好
き
か
」
と
い
う
問
が
與
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
思
想
調
査
と
か
性
格
検
査
な
ど
に
よ
く
出
て
く
る
問
題
の
形
で
、
ど
ち
ら
か
一
方

に
き
め
て
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
書
い
て
あ
る
の
で
あ
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
経
濟
書
を
熟
み
た
く
な
る
時
も
あ
る
し
、

宗
購
書
が
讃
み
た
く
な
る
時
も
あ
る
。
そ
の
ほ
か
テ
ス
ト
の
問
題
は
多
く
は
知
識
の
切
望
り
だ
の
、
翠
純
な
記
憶
の
テ
ス
ト
に
關
　
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
ん
な
も
の
で
人
闘
の
本
署
の
煩
値
を
計
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
非
難
も
行
わ
れ
る
。
ま
た
特
に
人
文
領
域
で
は
、

温
風
が
異
な
れ
ば
正
答
と
誤
答
と
が
全
然
違
っ
て
く
る
場
合
も
多
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
．
．
乞
8
重
役
．
と
鈴
木
大
拙
の
．
．
2
皆
馨
ω
、
、
と

は
同
じ
ニ
ヒ
ツ
で
も
ニ
ヒ
ツ
が
ち
が
う
。
先
生
と
い
う
も
の
は
大
概
頭
が
狡
い
か
ら
、
大
抵
は
ど
ち
ら
か
を
要
求
し
て
い
る
。
私
の
知
っ

て
い
る
先
生
で
偉
い
先
生
が
あ
っ
て
、
自
分
の
論
で
な
い
の
を
書
く
と
非
常
に
い
い
黙
を
く
れ
た
先
生
が
あ
っ
た
が
、
そ
ん
な
先
生
は
め

っ
た
に
い
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
転
婆
は
極
め
て
簡
軍
で
あ
っ
て
別
段
の
論
閣
を
必
要
と
し
な
い
が
、
こ
の
他
や
や
読
明
を
要
す
る
聞
題
が
二
つ
ば
か
り

あ
る
。
そ
の
一
つ
は
テ
ス
ト
結
果
に
封
ず
る
解
繹
の
曖
昧
性
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
は
テ
ス
ト
成
績
の
量
化
に
蘭
す
る
聞
題
で
あ

る
。
そ
れ
に
つ
い
て
素
人
の
意
見
の
代
表
と
い
う
意
味
で
ソ
ロ
ー
キ
ン
の
牽
く
と
こ
ろ
に
從
っ
て
述
べ
て
み
よ
う
。

　
ソ
ロ
ー
キ
ン
に
よ
る
と
、
人
文
閥
係
の
テ
ス
ト
結
果
に
は
ど
う
し
て
も
解
繹
が
入
る
。
自
然
科
學
の
も
の
だ
と
、
例
え
ば
今
日
は
三
十

　
　
　
心
理
テ
ス
ト
忙
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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哲
墨
研
究
　
第
四
百
五
＋
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

二
度
だ
と
い
う
こ
と
は
寒
暖
計
を
兇
さ
え
す
れ
ば
誰
に
で
も
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
心
理
検
査
な
ど
で
I
Q
が
百
三
十
だ
と
い
っ
て
も
そ

の
意
味
は
極
め
て
漠
然
と
し
て
い
る
。
ひ
ど
い
の
に
な
る
と
、
フ
ロ
イ
ド
の
夢
判
断
や
、
色
ん
な
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
解
繹
の
よ
う
な
も

の
で
、
全
く
勝
手
な
解
繹
が
跳
梁
し
て
い
る
。
こ
れ
が
ソ
ロ
！
キ
ン
な
ど
の
よ
う
な
素
人
の
反
封
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
或
る
意
味
で
は
非

常
な
間
違
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
’
テ
ス
ト
の
結
果
は
総
懸
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
正
し
い
。
し
か
し
そ
れ
は
自

然
科
學
の
テ
ス
ト
に
お
い
て
も
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
熱
を
測
っ
て
四
十
度
あ
っ
た
と
す
る
。
な
る
ほ
ど
四
十
度
に
は
ち
が
い
な
い

が
、
そ
れ
が
何
の
熱
で
あ
る
か
は
虚
血
を
必
要
と
す
る
。
チ
フ
ス
の
熱
で
あ
る
か
、
狸
頭
熱
で
あ
る
か
、
異
種
蛋
白
を
血
管
中
に
注
入
し

た
た
め
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
別
に
解
繹
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
岡
じ
よ
う
に
知
能
検
査
を
す
れ
ば
I
Q
は
百
三
十
な

ら
百
三
十
と
ち
ゃ
ん
と
出
て
く
る
。
た
だ
百
三
十
度
と
い
わ
な
い
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
先
の
解
繹
は
も
と
よ
り
必
要
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
自
然
毒
學
の
場
合
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
解
繹
が
怪
し
い
か
ど
う
か
は
そ
の
科
學
の
進
歩
の
段
階
に
よ
る
の
で
、
心
理
學
で
も

相
當
信
頼
す
る
に
足
る
結
果
も
あ
れ
ば
、
自
然
科
學
で
も
ま
だ
極
め
て
曖
昧
な
領
域
も
あ
る
。
そ
こ
に
何
等
本
質
的
な
相
異
は
な
い
の
で

あ
っ
て
、
自
然
科
學
で
あ
る
の
と
人
交
科
學
で
あ
る
の
と
の
別
は
な
く
、
す
べ
て
の
科
學
が
み
な
こ
の
曖
昧
さ
を
征
離
す
べ
く
日
々
の
努

力
を
傾
け
て
い
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
量
化
の
問
題
に
つ
い
て
は
精
嚢
的
な
も
の
を
量
化
し
よ
う
と
す
る
の
は
全
く
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
の
が
ソ
ロ
ー
キ
ン
な
ど
の

意
見
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ど
う
に
も
な
ら
な
い
場
合
も
多
多
あ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
極
め
て
有
敷
な
場
合
も
ま
た
少
く
な
い
。
わ
れ

わ
れ
の
問
題
に
な
っ
て
い
る
試
験
成
績
の
量
化
な
ど
も
、
通
例
の
取
扱
い
は
甚
だ
不
合
理
で
あ
る
の
で
、
心
理
學
者
は
そ
れ
を
い
ろ
い
ろ

工
夫
し
て
改
良
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
ソ
ロ
ー
キ
ン
な
ど
は
そ
れ
も
結
局
造
化
で
き
．
な
い
も
の
を
無
理
に
量
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
意
味
が
な
い
と
い
う
よ
う
に
論

く
の
で
あ
る
。
し
か
し
次
の
よ
う
な
改
良
を
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
人
は
お
そ
ら
く
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
豊
艶
試
験
の
と
き

数
學
の
得
黙
と
國
語
の
得
黙
と
を
そ
の
ま
ま
加
算
し
て
合
計
黙
を
出
す
と
す
る
。
こ
の
場
合
も
し
例
え
ば
激
學
の
周
題
が
非
常
に
む
ず
か



　
　
し
く
て
ほ
と
ん
ど
が
五
〇
鮎
以
下
で
あ
り
、
國
語
の
問
題
が
非
常
に
や
さ
し
く
て
ほ
と
ん
ど
が
五
〇
黙
以
上
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
ど
う
な

　
　
る
か
。
原
理
的
に
は
数
學
と
用
語
と
は
同
じ
ウ
エ
イ
ト
と
考
え
て
い
る
に
し
て
も
、
実
際
に
は
國
語
の
出
子
る
者
が
得
を
し
、
数
學
の
出

　
　
來
る
者
は
梢
封
的
に
損
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
胆
ら
か
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
不
李
等
は
學
科
の
性
質
に
よ
っ
て
も

　
　
起
り
、
例
え
ば
数
學
で
は
○
は
稀
れ
で
な
い
の
に
、
作
文
な
ら
ま
ず
○
を
つ
け
る
こ
と
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
出
題
者
の
難
易
、

　
　
採
黙
者
の
筆
工
に
よ
っ
て
も
著
し
い
差
が
で
き
る
。
そ
こ
で
心
理
曲
者
は
標
準
得
心
と
い
う
も
の
を
算
出
す
る
方
法
を
工
夫
し
た
の
で
あ

　
　
る
。
そ
の
原
理
は
各
學
科
成
績
を
受
験
者
の
成
績
順
位
で
表
わ
し
、
そ
の
総
計
を
総
合
貼
と
す
る
こ
と
に
軽
き
る
。
し
か
し
蜜
際
に
は
細

　
　
黙
に
お
い
て
種
々
な
る
工
夫
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
最
も
簡
軍
な
や
り
方
は
百
分
段
階
（
パ
ー
セ
ン
タ
イ
ル
）
と
い
わ
れ
、
受
験
者
の
成
績

　
　
順
位
を
自
ら
の
位
置
よ
り
下
に
來
る
受
験
者
の
百
分
比
で
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
五
十
入
中
の
二
十
五
番
は
五
〇
パ
ー
セ
ン
タ
イ

　
　
ル
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
を
か
り
に
五
〇
鮎
と
し
て
他
の
學
科
の
同
様
の
虞
理
に
よ
る
得
鮎
と
合
計
す
れ
ば
、
よ
し
學
科
の
性
質
、
問
題
の

　
　
難
易
、
採
黙
者
の
辛
甘
が
あ
る
に
せ
よ
、
ま
た
受
験
者
数
が
學
科
に
よ
っ
て
幾
分
の
差
が
あ
る
場
合
に
も
、
極
め
て
合
理
的
な
糖
合
爵
黙
を

　
　
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
心
理
學
者
は
さ
ら
に
得
黙
の
分
布
の
不
規
則
性
な
ど
を
考
慮
に
い
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
標

　
　
準
得
々
な
る
も
の
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
原
理
的
に
い
っ
て
百
分
段
階
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
よ
り

　
　
公
李
な
採
鮎
を
可
能
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
標
準
得
齢
す
な
わ
ち
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
ス
コ
ア
と
い
わ
れ
る
も
の
は
虚
血
の
分

　
　
布
の
標
準
偏
差
を
基
礎
と
し
て
作
ら
れ
る
。
そ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
表
示
法
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
最
も
基
礎
的
な
の
は
z
ス
コ
ア
と
呼

　
　
ば
れ
、
次
の
よ
う
に
表
わ
さ
れ
る
。
映
“
（
聴
－
執
）
十
能
聴
こ
の
場
合
逡
は
あ
る
人
の
得
黙
、
蜘
は
得
黙
の
卒
均
、
魁
聴
は
分
布
の
標
準
偏
差
で

　
　
あ
る
。
し
か
し
こ
の
表
示
法
で
は
儲
位
者
が
寸
恩
と
な
り
、
そ
の
上
下
に
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
の
出
嫁
を
與
え
ら
れ
る
者
が
並
ぶ
こ
と
に

　
　
な
る
の
で
、
中
位
者
を
五
〇
鮎
と
す
る
操
作
を
行
っ
て
、
次
の
よ
う
な
式
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
即
ち
　
↓
H
8
＋
H
O
鞭
こ
れ
を

　
　
T
ス
コ
ア
或
は
偏
差
値
と
名
づ
け
る
。
T
ス
コ
ア
は
標
準
偏
差
が
ほ
α
で
あ
れ
ば
一
〇
〇
黙
か
ら
○
黙
ま
で
分
布
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

　
　
浅
慮
は
標
準
偏
差
は
も
っ
と
小
さ
い
。
そ
れ
で
類
B
㎝
O
＋
置
㎏
と
い
ふ
式
を
無
い
こ
れ
を
且
ス
コ
ア
と
い
う
が
、
こ
れ
な
ら
ば
標
準
偏

95
2
　
　
　
　
　
心
理
テ
ス
ト
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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旗
糧
研
究
・
　
策
購
買
五
．
十
…
鵜
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

差
が
捧
ω
‘
窃
で
あ
っ
て
も
得
々
は
九
九
黙
か
ら
一
黙
ま
で
分
布
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
或
は
知
能
指
数
と
一
致
さ
せ
る
た
め
に
知
能
等
償

量
鐸
H
O
O
十
H
8
α
N
　
と
い
う
式
を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
何
れ
を
用
い
る
か
は
そ
の
時
時
の
都
合
に
よ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
採
画
法
は
心
理
學
者
に
と
っ
て
は
極
め
て
初
歩
的
な
知
識
に
興
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
方
面
に
縁
遠
い
入
々
の
た
め
に
簡

軍
に
説
明
し
た
。

　
こ
れ
は
ほ
ん
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
量
化
の
有
敷
で
あ
る
場
合
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
例
は
評
贋
そ
の

も
の
の
安
固
性
を
謹
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
不
完
全
な
評
贋
を
如
何
に
し
て
改
良
し
、
役
に
立
つ
程
度
に
ま
で
引
き
上
げ
る
か
と
い
う

問
題
で
あ
っ
た
。
評
説
の
不
完
全
性
は
例
え
ば
人
格
の
全
量
的
評
贋
の
場
合
な
ど
に
は
殊
に
著
し
い
。
し
か
し
湿
る
特
定
の
目
的
に
醒
し

て
煮
る
人
が
ど
の
程
度
適
當
な
能
力
を
も
つ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
評
定
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
か
な
り
適
切
な
評
註
が
可
能
で
あ

る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
多
少
と
も
存
在
す
る
不
完
全
性
を
有
用
な
程
度
に
ま
で
除
去
す
る
こ
と
は
量
化
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
精
神
的
な
も
の
の
量
化
は
本
質
的
に
不
可
能
だ
か
ら
と
い
っ
て
全
面
的
に
排
斥
す
る
よ
う
な
態

度
は
詣
り
に
も
見
解
が
狭
い
。
自
然
界
に
は
自
然
淘
汰
が
あ
る
と
隠
勢
に
人
溜
淘
汰
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
極
め
て
自
然
的
で
あ
る

と
い
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
爲
淘
汰
と
し
て
の
テ
ス
ト
を
無
観
す
る
こ
と
は
適
當
で
な
い
。
不
完
全
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
も
試
験
を

全
慶
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
改
良
す
る
努
力
は
ど
こ
ま
で
も
眞
劒
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
量
化
と
い
う
こ

と
が
こ
の
改
良
の
最
も
轡
虫
な
手
段
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
墨
型
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
哲
學
者
或
い
は
科
學
方
法
論
的
な
學
聞
に
興
味
を
持
つ
人
々
か
ら
の
反
封
論
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
こ
の
う
ち
に
も
ま
た
い

ろ
い
ろ
な
立
場
か
ら
の
反
封
論
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
一
例
と
し
て
一
芸
年
出
版
さ
れ
た
パ
ウ
ル
・
メ
ー
ル
即
国
．
冨
①
o
甑
と
い
う
人

の
設
を
取
り
上
げ
て
見
よ
う
。

　
こ
の
人
は
ミ
ネ
ソ
タ
の
心
理
學
の
教
授
で
、
精
聯
病
學
も
敦
え
て
い
る
が
、
こ
の
人
が
．
、
Ω
巨
。
熱
く
Φ
長
戸
お
0
り
欝
蹴
馨
一
〇
夕
陽
お
無
。
陣
δ
P

葛
課
、
．
と
い
う
本
を
出
し
た
。
こ
の
本
の
中
で
メ
ー
ル
は
ま
ず
二
つ
の
樹
立
す
る
意
見
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
　
一
つ
は
多
く
の

h
“



　
　
臨
床
家
達
の
論
で
、
臨
床
家
は
直
…
観
的
に
診
漸
を
下
せ
ば
よ
ろ
し
い
の
で
あ
る
か
ら
、
テ
ス
ト
な
ど
は
役
に
立
た
な
い
と
い
う
意
見
で
あ

　
　
る
。
そ
れ
に
思
し
て
他
は
統
計
家
の
意
見
で
、
結
局
直
観
的
と
い
っ
て
も
何
に
か
や
は
り
統
計
的
な
基
礎
の
上
に
、
別
の
言
葉
で
い
え
ば

　
　
昼
型
経
験
の
上
に
、
全
図
を
下
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
全
然
軍
｝
の
判
断
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
は
サ

　
　
ー
ビ
ン
↓
・
菊
・
o
D
簿
旨
営
と
か
ラ
ン
ド
バ
ー
グ
○
．
》
．
目
塗
己
び
臼
、
9
q
と
か
い
う
人
々
の
意
見
で
あ
る
。
メ
ー
ル
自
身
は
、
結
局
解
方
と

　
　
も
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
形
式
的
な
統
計
読
の
鋤
く
も
の
以
上
に
何
か
直
観
的
な
も
の
の
存
在
を
力
説
す
る
と
こ
ろ
に
特

　
　
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
オ
ー
ル
ポ
ー
ト
O
●
妻
．
》
訟
唱
。
詳
な
ど
は
統
計
軽
観
論
で
あ
っ
て
、
統
計
的
な
虫
卵
は
う
ま
く
當
ら
な
い
が
、
臨

　
　
床
的
な
豫
言
は
う
ま
く
當
る
と
主
張
し
た
。
そ
こ
で
メ
ー
ル
は
從
來
の
心
理
手
函
論
文
を
集
め
て
、
オ
ー
ル
ポ
ー
ト
の
い
う
こ
と
が
は
た

　
　
し
て
正
し
い
か
ど
う
か
を
調
べ
て
み
た
。
そ
の
結
果
は
や
は
り
統
計
的
な
材
料
か
ら
の
豫
言
の
方
が
、
事
例
研
究
の
よ
う
な
イ
ン
フ
ォ
ー

　
　
マ
ル
な
デ
ー
タ
に
よ
る
豫
言
よ
り
も
よ
く
當
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
心
理
學
的
な
名
蟹
と
も
稽

　
　
せ
ら
れ
る
よ
う
な
臨
康
家
は
し
ば
し
ば
立
派
な
診
断
を
下
す
場
合
の
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
。
財
巳
8
一
厳
Φ
爵
。
亀
と

　
　
ω
霞
紆
瓢
。
覧
ヨ
。
夢
。
儀
（
曽
。
け
戸
類
臨
巴
B
Φ
夢
。
自
）
の
差
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
　
こ
れ
は
結
局
背
か
ら
の
、

　
　
霞
獣
ρ
謡
2
お
ω
ω
と
ぼ
毒
密
写
Φ
ω
ω
の
問
題
、
卿
島
o
m
鑓
℃
ぼ
ω
o
密
な
も
の
と
旨
。
欝
9
げ
①
餓
ω
o
げ
な
も
の
、
或
い
は
く
。
誘
け
9
Φ
昌
と
㊦
賊
塁
貯
Φ
昌

　
　
の
問
題
と
い
っ
た
こ
と
に
通
じ
る
閥
題
で
あ
る
。
簡
軍
に
い
う
と
、
臨
床
家
は
統
計
家
が
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
多
く
の
特
殊
因
子

　
　
を
考
え
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
う
ま
く
見
つ
か
っ
た
場
念
に
は
名
診
断
が
つ
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
統
計
家
の
方
は
、
一
般

　
　
因
子
だ
け
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
因
子
を
全
部
式
の
申
に
入
れ
て
計
算
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
個
別
的
な
豫
言

　
　
で
は
當
ら
な
い
場
合
が
多
多
出
て
く
る
。
し
か
し
全
滅
か
ら
い
え
ば
、
統
計
的
腱
理
の
方
が
張
る
率
が
多
く
な
る
。
從
っ
て
結
論
的
に
い

　
　
え
ば
こ
れ
は
雨
方
と
も
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
費
際
に
は
ど
う

　
　
も
二
つ
の
立
場
が
劉
揺
す
る
傾
向
が
著
し
い
。
こ
れ
は
し
か
し
、
…
編
者
の
場
合
を
考
え
る
と
極
め
て
簡
軍
に
解
決
が
つ
く
間
題
で
は
あ
る

　
　
ま
い
か
。
鶴
者
は
多
く
の
テ
ス
ト
ゆ
’
2
用
意
し
て
い
る
。
熱
を
測
り
、
血
沈
を
測
り
、
そ
の
上
さ
ら
に
打
診
も
す
る
。
義
者
に
テ
ス
ト
を
止

蹴　
　
　
　
　
心
理
テ
ス
ト
に
つ
い
て
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
玄



　
　
　
　
　
哲
攣
研
究
　
第
四
讐
五
十
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

982　
　
め
ろ
と
か
、
聴
診
器
を
す
て
う
と
か
い
う
人
が
な
い
よ
う
に
、
心
理
學
者
に
封
し
て
も
テ
ス
ト
を
や
め
ろ
、
統
計
を
や
め
う
と
い
う
の
は

　
　
随
分
お
か
し
な
話
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
何
故
こ
の
よ
う
な
馬
翼
々
た
議
論
が
行
わ
れ
る
か
不
思
議
で
あ
る
が
、
現
蜜
に
は
世
間
で

　
　
は
こ
の
た
め
に
ど
れ
だ
け
の
時
閲
を
つ
ぶ
し
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
こ
で
も
う
少
し
こ
の
問
題
を
分
析
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
一
派
の
人
々
は
法
則
的
理
解
即
ち
説
明
は
合
理
的
に
行
わ
れ

　
　
る
の
に
製
し
て
、
了
解
は
直
観
的
に
行
わ
れ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
合
理
的
と
か
薩
観
的
と
か
い
う
語
義
の
問
題
は

　
　
し
ば
ら
く
論
外
に
お
く
こ
と
に
し
た
い
が
、
法
則
的
理
解
に
堅
し
て
も
薩
観
は
不
可
敏
の
因
子
で
あ
る
し
￥
蓮
に
了
解
に
と
っ
て
も
或
る

　
　
種
の
合
理
性
は
到
底
飲
く
こ
と
の
で
き
な
い
前
提
と
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
ず
法
則
を
作
り
出
す
た
め
に
は
通
例
蟹
験
的
操
作
を
必

　
　
要
と
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
際
如
何
な
る
事
件
を
實
験
的
攣
数
に
選
ぶ
か
は
、
全
く
研
究
蓄
の
直
観
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

　
　
れ
を
鷹
観
と
い
っ
て
も
、
類
推
と
い
っ
て
も
、
或
は
ま
た
研
究
者
の
勘
と
い
っ
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
そ
の
人
の
科
劇
的

　
　
研
究
経
歴
に
よ
る
そ
の
領
域
の
知
識
が
バ
ッ
ク
に
な
っ
て
、
或
る
特
定
の
條
件
が
そ
の
現
象
の
決
定
因
子
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
澗
察

　
　
し
、
解
糖
條
件
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
し
そ
の
洞
察
が
適
當
な
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
こ
に
法
則
の
定
立
が
成
功
す
る

　
　
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
一
旦
法
則
が
見
出
さ
れ
た
後
に
お
い
て
も
、
「
こ
れ
を
個
々
の
ケ
ー
ス
に
適
用
す
る
に
當
っ
て
は
多
く
は
再
び
そ

　
　
こ
に
直
観
の
助
け
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
銅
の
融
馳
は
約
千
度
だ
と
い
う
法
則
的
知
識
を
も
つ
て
い
る
に
し
て
も
、
與
え

　
　
ら
れ
た
金
厨
が
果
し
て
銅
で
あ
る
か
否
か
を
鑑
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
こ
の
知
識
は
何
ら
豫
雷
に
寄
重
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
銅

　
　
の
上
石
の
訓
導
が
線
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
さ
ら
に
そ
の
色
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
よ
っ
て
も
っ
と
精
密
な
鋼
定
を
下
す
た

　
　
め
に
は
、
多
少
と
も
エ
ク
ス
パ
ー
ト
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
法
則
的
知
識
も
全
く
合
理
性
の
み
の
基
礎
の
上
に

　
　
立
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
こ
れ
と
同
様
に
了
解
法
の
根
嬢
に
も
常
に
或
る
一
定
の
合
理
性
を
、
師
ち
法
則
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
日
本
の
封
建
制

　
　
度
を
理
解
す
る
た
め
に
は
華
墨
や
中
國
に
お
け
る
同
種
の
制
度
が
歴
史
の
流
れ
の
う
ち
に
ど
う
い
う
位
置
を
占
め
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
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こ
れ
と
わ
が
國
の
事
情
と
を
比
較
綜
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
完
全
な
理
解
が
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
一
般
的
な
歴
史

の
流
れ
の
う
ち
に
聞
題
の
研
究
封
象
を
定
位
し
て
み
る
こ
と
で
あ
り
、
取
り
も
な
お
さ
ず
儲
る
種
の
法
則
的
理
解
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
或
い
は
或
る
飾
者
が
全
く
特
異
の
症
状
を
呈
す
る
患
者
を
與
え
ら
れ
た
と
き
、
よ
し
そ
れ
が
か
れ
に
と
っ
て
一
同
限
り
の
経
験

で
あ
る
に
し
て
も
、
例
え
ば
多
く
の
抗
生
物
質
の
無
敷
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
細
菌
性
疾
患
で
は
あ
る
ま
い
と
か
、
或
る
種
の
症
候
が
な

い
か
ら
こ
の
種
の
疾
患
で
は
あ
る
ま
い
と
か
、
種
々
な
既
成
知
識
に
よ
っ
て
野
芝
の
方
向
を
導
い
て
い
け
る
の
は
、
や
は
り
合
理
的
思
考

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
法
則
的
理
解
に
も
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
了
解
に
も
、
共
に
直
観
性
と
合
理
性
と
が
含
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
か
の
人

々
の
主
張
に
反
し
て
、
科
學
研
究
法
の
二
つ
の
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
で
は
な
く
、
同
じ
一
つ
の
研
究
法
の
異
な
る
フ
ェ
ー
ズ
に
過

ぎ
な
い
と
考
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
般
に
理
解
は
疑
る
事
物
を
既
成
の
知
識
艘
系
に
醐
係
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
そ

れ
は
組
織
的
な
法
則
的
知
識
醗
系
で
あ
れ
、
或
い
は
も
っ
と
ル
ー
ス
な
軍
位
に
分
類
さ
れ
、
整
頓
さ
れ
た
と
い
う
に
止
ま
る
常
識
的
経
験

の
集
合
（
典
型
）
に
せ
よ
、
と
に
か
く
そ
う
い
う
既
成
知
識
の
特
定
の
場
虞
に
定
位
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
森
験
は
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ

て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
経
験
は
そ
れ
に
よ
っ
て
論
明
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
典
型
は
い
わ
ば
イ
ン
フ
ォ
ー
マ

ル
な
法
則
に
過
ぎ
な
い
。
法
則
な
り
典
型
な
り
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
な
創
造
的
活
動
に
よ
っ
て
経
験
の
う
ち
か
ら
組
織
さ
れ
、
か
か
る

組
織
さ
れ
た
知
識
に
新
事
蟹
を
包
撮
さ
せ
る
場
合
に
、
詳
明
な
り
了
解
な
り
が
起
る
。
法
則
定
立
學
と
い
う
の
は
こ
の
初
め
の
過
程
を
強

調
し
た
も
の
で
あ
り
、
了
解
的
な
個
性
記
述
學
と
い
う
の
は
こ
の
後
の
過
程
を
強
調
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
自
然
科
學
で
は
こ
の
初
め

の
釜
飯
が
目
立
つ
の
は
事
蟹
で
あ
り
、
精
読
科
學
や
歴
史
學
で
は
こ
の
後
の
過
程
が
昌
立
つ
の
は
事
費
で
あ
る
が
、
法
則
を
新
事
蜜
に
適

用
し
よ
う
と
し
な
い
自
然
科
學
が
な
い
の
と
同
様
に
、
基
礎
と
な
る
経
験
艦
系
を
歓
澄
す
る
精
神
科
學
も
ま
た
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
経

験
艦
系
は
法
則
膿
系
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
精
密
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
比
較
、
概
括
等
い
わ
ゆ
る
蹄
納
影
藤
理
に
よ
っ
て
え
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
法
則
的
知
識
の
場
合
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
心
理
テ
ス
ト
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



300

　
　
　
暫
醗
研
究
　
第
閥
百
五
十
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號
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・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
．
一
〇

　
こ
の
よ
う
に
こ
の
二
種
類
の
科
學
ま
た
は
方
法
と
い
は
れ
た
も
の
は
、
渉
蟹
は
何
ら
本
質
的
差
異
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
見

か
け
の
上
で
か
な
り
の
相
異
を
示
す
こ
と
も
ま
た
事
賢
で
あ
る
。
特
に
自
然
科
學
と
歴
史
學
と
を
雲
立
さ
せ
る
よ
う
な
場
合
に
は
そ
の
差

は
盆
々
甚
だ
し
い
。
こ
れ
が
ウ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
を
し
て
法
則
定
立
學
と
個
性
記
述
學
と
を
馬
立
さ
せ
た
事
情
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
歴
史

學
が
そ
の
資
料
の
聚
集
の
た
め
に
歴
史
的
事
蜜
の
記
述
を
す
る
こ
と
は
、
原
理
的
に
は
自
然
科
學
が
そ
の
資
料
聚
集
の
た
め
の
記
述
を
す

る
の
と
少
し
も
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
ま
た
歴
史
學
が
た
だ
一
圃
き
り
の
時
間
的
現
象
を
取
扱
う
と
い
う
こ
と
も
、
た
と
え
ば
天
交
學

に
封
し
て
も
同
様
に
あ
て
は
ま
る
事
柄
に
過
ぎ
な
い
。
文
化
的
贋
値
が
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
も
、
天
文
學
等
に
お
い
て
は
天
文
學
的

な
学
田
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
見
逃
し
た
立
言
で
あ
る
。
各
科
學
は
そ
れ
ぞ
れ
の
贋
値
を
追
及
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
自
然
軸
足
に
お
い
て
は
た
だ
そ
れ
が
人
文
的
下
値
と
は
ち
が
う
と
い
う
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。
　
一
般
的
に
い
っ
て
如
何
な
る
科
學
も

廣
義
に
お
け
る
歴
史
的
叙
述
を
必
要
と
し
な
い
も
の
は
な
い
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
ウ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
等
が
自
然
科
學
と
歴
史
學
と
の
差
と
考
え
た
こ
と
は
、
費
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
法
期
定
立
を
そ
の
主
要

任
務
と
す
る
理
論
多
門
財
①
o
甑
節
と
、
個
別
的
事
實
を
理
解
す
る
こ
と
を
重
要
任
務
と
す
る
技
術
學
円
①
o
ぼ
影
も
し
く
は
臨
床
學
と
の
闘

の
差
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
理
論
學
と
技
術
學
と
の
覆
別
は
從
來
は
基
礎
學
と
慮
用
學
若
く
は
臨
床
學
と
の
遠
別
と
い
わ

れ
た
。
し
か
し
技
術
學
は
い
わ
ゆ
る
基
礎
學
の
輩
な
る
鷹
用
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
の
領
域
に
お
い
て
構
成
さ
れ
る
法
則
罷
系
を
も
ち
、

各
自
蝋
石
の
基
礎
的
部
門
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
建
築
學
は
力
演
の
軍
な
る
遵
用
で
は
な
く
、
内
科
學
は
生
理
學
や
解
剖
學
の
箪

な
る
隷
農
で
は
な
い
。
そ
の
特
徴
は
一
般
的
な
南
画
的
知
識
膿
系
の
構
成
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
個
別
的
ケ
ー
ス
に
封
ず
る
實
用

的
敷
果
を
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
建
築
學
な
ら
ば
経
る
特
定
の
建
造
物
を
作
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
内
科
學
な
ら
ば
認
る
特
定

の
病
人
を
な
お
す
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
も
立
派
な
介
立
の
學
問
で
あ
っ
て
、
他
の
い
か
な
る
基
礎
學
に
從
属
す
る
も
の

で
は
な
い
。
歴
史
學
は
こ
れ
ら
と
は
や
や
異
な
る
も
の
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
れ
に
は
歴
史
哲
學
の
如
き
歴
史
の
流
れ
に
封
ず
る
一
般

的
法
則
を
周
題
と
す
る
理
論
學
を
も
含
む
が
、
通
例
は
個
々
の
出
來
事
を
歴
史
的
知
識
の
窮
鼠
申
に
定
位
し
て
、
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と



　
　
を
任
務
と
す
る
個
別
的
理
解
の
學
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
種
の
學
問
は
他
の
技
術
學
や
臨
娠
學
と
ち
が
っ
て
未
來
に
お
け
る
實

　
　
施
、
治
療
に
向
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
前
芸
へ
の
連
理
を
閥
題
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず

　
　
青
る
一
般
的
知
識
の
個
別
的
ケ
ー
ス
へ
の
適
用
で
あ
る
黙
に
お
い
て
三
者
と
も
重
要
な
共
通
鮎
を
有
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
こ
の
こ
と
は
歴
史
學
申
で
も
考
古
學
な
ど
を
考
え
る
と
、
或
る
出
土
品
の
時
代
的
判
定
な
ど
に
お
い
て
、
臨
床
蟹
學
な
ど
と
極
め
て
類
似

　
　
し
た
操
作
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
そ
こ
で
こ
れ
ら
捜
術
的
學
問
に
お
い
て
は
個
別
的
事
象
に
賦
し
て
、
既
知
の
い
か
な
る
知
識
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が

　
　
中
心
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
勘
と
か
、
経
験
と
か
、
熟
練
と
か
、
洞
察
と
か
、
直
観
と
か
い
う
、
い
わ
ゆ
る
名
人

　
　
藝
が
働
く
絵
地
が
甚
だ
大
き
く
な
る
。
問
題
を
テ
ス
ト
に
掛
盤
し
た
領
域
に
限
定
し
て
考
え
て
い
こ
う
。
い
ま
或
る
一
人
の
論
題
見
が
與

　
　
え
ら
れ
た
と
し
よ
う
。
臨
床
家
は
お
そ
ら
く
そ
の
子
の
ケ
ー
ス
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
熟
讃
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
子
の
一
般
的
暴
動
を
注

　
　
意
深
く
掘
察
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
そ
の
子
と
の
ラ
ッ
ポ
ー
ル
を
親
密
に
す
る
こ
と
を
努
力
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
後
に
種

　
　
々
な
る
分
析
的
技
術
に
訴
え
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
テ
ク
ニ
ク
等
を
使
用
し
て
、
診
断
を
下
だ
し
、
治
療
に
取
り
か
か
る
に
違
い
な
い
。
「

　
　
治
療
の
煙
る
方
法
が
失
敗
す
れ
ば
、
さ
ら
に
他
の
思
考
方
向
に
添
う
て
再
び
朋
の
努
力
を
繰
り
か
え
す
。
そ
の
整
い
わ
ゆ
る
統
計
的
テ
ス

　
　
ト
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
全
く
問
題
の
外
に
置
か
れ
る
。
極
言
す
れ
ば
そ
ん
な
も
の
は
全
く
不
用
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
な
る
ほ
ど
三
見
の
3
6
理
學
に
お
い
て
統
計
的
テ
ス
ト
と
い
え
ば
、
幾
種
類
か
の
知
能
検
査
や
適
性
検
査
と
、
イ
ン
ヴ
ェ
ン
ト
リ
！
式
性

　
　
格
検
査
、
内
田
ク
レ
ペ
リ
ン
検
査
、
向
性
槍
査
等
極
め
て
限
ら
れ
た
武
器
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
そ
の
う
ち
の
留
る
も
の
は
テ

　
　
ス
ト
構
成
上
に
敏
階
が
あ
っ
て
、
使
用
に
堪
え
な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
從
っ
て
蜜
際
上
そ
れ
ら
に
頼
る
必
要
の
あ
る
場
合
は
極
め

　
　
て
零
れ
で
あ
る
の
が
賢
聖
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
繰
る
兇
手
の
ア
イ
キ
ュ
ー
と
成
績
と
の
問
に
大
き
な
開
き
が
あ
れ
ば
、
そ
の
聖
戦
に
何

　
　
か
聞
題
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
興
る
ク
ラ
ス
の
向
性
黙
が
著
し
く
片
よ
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
ク
ラ
ス
に
は
何
か
考
慮
す
べ
き
問
題

　
　
が
存
在
す
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
鰯
學
の
領
域
に
わ
い
て
は
多
く
の
テ
ス
ト
が
作
ら
れ
て
お
り
、

謝　
　
　
　
　
心
理
テ
ス
ト
に
つ
い
”
5
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
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＋
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そ
れ
と
臨
床
上
の
種
々
な
る
所
見
と
の
綜
合
評
便
と
し
て
、
正
し
い
診
断
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
継
る
治
療
法
が
そ
れ
自
身
診
噺
の
資

料
た
る
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
細
蟹
を
参
考
に
す
れ
ば
、
心
理
學
の
テ
ス
ト
が
無
能
な
の
は
テ
ス
ト
そ
れ
自
身
の

罪
で
は
な
く
、
こ
の
領
域
が
未
だ
充
分
に
開
拓
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
主
た
る
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
轡
學

に
お
い
て
も
テ
ス
ト
が
充
分
な
敷
果
を
示
さ
ぬ
領
域
に
お
い
て
は
、
種
種
な
る
塵
観
的
手
段
が
用
い
ら
れ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
て
或
る
種
の
テ
ス
ト
は
そ
れ
だ
け
で
も
ほ
と
ん
ど
確
蜜
に
診
漸
の
基
礎
を
提
供
し
う
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
ワ
ッ
サ
ー

マ
ン
落
馬
が
は
っ
き
リ
ブ
ラ
ス
で
あ
る
な
ら
ば
、
多
少
の
例
外
は
あ
る
に
し
て
も
、
罵
る
豊
漁
の
存
在
を
確
認
し
て
差
支
え
な
い
で
あ
ら

う
。
こ
の
よ
う
に
テ
ス
ト
の
敷
果
性
は
そ
れ
に
關
す
る
技
術
の
撮
要
度
に
懸
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
牽
を
も
た
な

い
限
り
、
そ
れ
の
み
に
た
よ
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
綜
合
評
贋
の
資
料
と
し
て
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た

な
い
。

　
現
在
の
心
理
學
の
嚢
達
段
階
に
お
い
て
は
、
テ
ス
ト
の
信
頼
性
が
あ
ま
り
大
き
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
猿
頭
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。
こ
れ
に
封
し
て
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
資
料
の
上
に
螢
ま
れ
る
心
理
的
診
噺
が
案
外
訟
訴
で
あ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
こ
と
も

ま
た
事
蟹
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
後
の
場
合
は
結
局
長
期
聞
に
亘
る
愚
者
と
の
懸
鯛
申
に
お
い
て
、
種
々
の
假
読
を
試
し
て
み
る

機
會
が
あ
り
、
そ
の
聞
に
動
物
的
本
能
的
直
観
に
よ
っ
て
、
病
因
を
か
ぎ
出
す
こ
と
に
成
功
す
る
の
で
あ
っ
て
、
出
來
る
な
ら
ば
診
断
の

基
盤
を
科
學
的
な
も
の
と
し
、
テ
ス
ト
の
形
に
ま
と
め
上
げ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
も
ち
ろ
ん
テ
ス
ト
が
充
分
に
嚢
達
し
て
も
、
そ
の
適

用
に
直
観
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
繰
り
返
え
し
て
述
べ
た
。
ま
た
そ
の
鮎
に
つ
い
て
は
次
項
に
お
い
て
き
ら
に
詳
し
く
考
察
し
て
み
た
い

と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
た
だ
直
観
は
常
に
組
織
化
さ
れ
た
一
般
的
知
識
の
基
盤
の
上
に
お
い
て
の
み
有
敷
に
働
き
う
る

こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　
き
て
第
三
は
比
較
的
專
門
的
な
臨
床
家
が
特
に
統
計
的
な
テ
ス
ト
に
逸
し
て
表
明
す
る
不
信
の
問
題
で
あ
る
。
テ
ス
ト
に
は
知
能
槍
査

や
性
格
診
噺
目
録
の
よ
う
な
統
計
を
基
礎
と
す
る
も
の
と
、
プ
ロ
、
ジ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
・
テ
ク
ニ
ク
の
よ
う
に
主
と
し
て
直
観
に
た
よ
る
も
の



　
　
と
の
二
種
を
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
臨
床
家
達
の
う
ち
に
は
後
者
に
慰
し
て
は
儒
を
お
く
が
、
前
者
に
柔
し
て
は
全
く
そ
の
重
要
性

　
　
を
認
め
な
い
人
達
が
多
い
。
そ
れ
は
結
局
統
計
的
テ
ス
ト
が
経
過
の
役
に
立
た
な
い
か
ら
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
役
に
立

　
　
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
色
々
な
理
由
が
あ
り
、
ま
た
誤
解
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
テ
ス
ト
構
成
が
未
熟
の
た
め
に
起
る
敏

　
　
黙
で
、
薫
る
も
の
は
テ
ス
ト
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
矛
盾
の
あ
る
も
の
も
あ
り
、
ま
た
或
る
も
の
は
現
場
か
ら
安
當
性
に
關
す
る
テ
ス
ト
資

　
　
料
が
充
分
戻
っ
て
獲
て
い
な
い
た
め
に
期
待
さ
れ
る
ほ
ど
の
致
果
を
嚢
饗
し
え
な
い
で
い
る
も
の
も
あ
る
。
特
に
残
念
な
こ
と
は
、
わ
が

　
　
國
で
最
も
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
向
性
検
査
が
古
い
時
代
の
製
作
で
あ
る
た
め
に
、
内
的
整
合
性
に
お
い
て
響
け
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
各
ア

　
　
イ
テ
ム
が
綜
合
黙
に
寄
罰
す
る
仕
方
に
男
眉
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
不
完
全
な
テ
ス
ト
が
現
場
で
敷
果
を
爽
出
し
え
な
い
こ
と
は
い

　
　
う
ま
で
も
な
い
。
今
日
で
は
し
か
し
京
都
で
作
ら
れ
た
Y
K
及
び
Y
A
爾
向
性
検
査
の
如
き
は
こ
の
黙
で
は
音
響
が
除
か
れ
る
よ
う
に
な

　
　
つ
た
。
た
だ
し
そ
れ
ら
は
成
立
後
日
が
輝
い
た
め
に
現
場
か
ら
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
き
れ
る
資
料
が
ま
だ
充
分
で
な
く
、
診
漸
的
慮
用
の
面

　
　
は
ま
だ
限
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
統
計
的
テ
ス
ト
は
無
用
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
現
在
で
も
役
に
立

　
　
っ
て
い
る
面
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
も
っ
と
役
に
立
つ
よ
う
に
、
學
者
も
現
場
も
協
力
し
て
改
良
に
努
力
を
い
た
す
べ
き
で
あ
る

　
　
と
い
う
の
が
、
こ
の
問
題
に
封
ず
る
正
し
い
理
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
次
に
聞
題
と
な
る
の
は
自
己
受
噺
テ
ス
ト
に
は
根
本
的
な
敏
階
が
内
在
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
分
に
封
し
て
鋼
断
を

　
　
下
だ
す
場
合
人
に
は
多
少
と
も
身
び
い
き
が
あ
り
、
或
は
故
意
に
い
つ
わ
り
を
い
う
こ
と
さ
え
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

　
　
考
え
方
ほ
ど
批
評
者
の
無
知
を
暴
露
す
る
も
の
は
な
い
と
も
い
え
る
。
あ
ら
ゆ
る
嚢
達
し
た
科
學
と
同
様
に
自
己
診
断
法
も
ま
た
見
か
け

　
　
の
同
答
を
そ
の
ま
ま
學
閥
的
知
識
と
し
て
取
り
上
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
な
た
は
正
直
で
す
か
と
問
う
て
イ
エ
ス
と
答
え
た
人
は
す
べ

　
　
て
正
直
で
あ
る
な
ど
と
は
誰
れ
も
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
極
端
に
い
え
ば
正
直
性
テ
ス
ト
で
高
い
得
鮎
を
え
た
も
の
も
必
ず
し
も

　
　
正
直
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
人
は
晃
か
け
の
上
で
の
（
鄭
ち
顯
型
と
し
て
の
）
正
面
性
の
高
い
人
と
は
い
え
る
。

　
　
し
か
し
金
型
と
い
わ
ゆ
る
原
型
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
の
で
あ
る
。
原
型
を
決
め
る
に
は
別
の
科
學
的
腱
理
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ

033　
　
　
　
　
心
理
テ
ス
ト
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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誓
駆
研
究
第
鴎
罫
云
＋
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
濁

は
テ
ス
ト
の
場
合
な
ら
、
別
の
見
地
か
ら
或
る
一
定
の
特
徴
を
有
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
集
團
に
翻
し
て
そ
の
テ
ス
ト
を
施
行
し
て

み
て
、
そ
の
集
團
の
得
黙
が
他
の
集
圏
の
得
心
に
比
し
て
特
に
高
い
か
低
い
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
テ
ス
ト
の
得
黙
の
高
低
が
そ
の
集
圏
の

特
徴
を
代
表
す
る
も
の
と
決
め
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
か
り
に
あ
な
た
は
正
直
で
す
か
と
問
わ
れ
て
イ
エ
ス
と
答
え
る
人
数
が
非
行
少

年
の
隻
圏
に
お
い
て
著
し
く
多
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
置
型
と
し
て
の
正
直
性
は
原
型
と
し
て
は
雰
行
少
年
性
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
場
合
も
あ
り
う
る
わ
け
で
議
6
旧
る
。
こ
の
近
々
方
法
論
の
初
歩
的
知
識
さ
え
も
も
た
ず
に
科
學
的
虞
理
に
封
ず
る
批
評
を
す
る
入
が
少

く
な
く
、
し
か
も
数
磁
界
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
人
格
者
（
こ
れ
も
顯
型
に
過
ぎ
な
い
が
）
と
い
わ
れ
る
人
々
に
お
い
て
特
に
著
し
い
の

は
全
く
心
外
に
た
え
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
っ
と
虚
心
坦
懐
に
教
育
界
に
科
學
的
方
法
を
導
入
す
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

と
同
様
の
誤
解
は
、
自
己
経
由
テ
ス
ト
は
年
少
者
に
は
適
用
で
き
な
い
と
い
う
意
見
の
う
ち
に
も
認
め
ら
れ
る
。
自
己
到
定
は
高
級
な
精

聯
機
能
で
あ
る
か
ら
青
年
期
に
至
っ
て
始
め
て
獲
現
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
自
己
三
主
テ
ス
ト
で
用
い
ら
れ
る
自
己
診
漸
は

「
見
か
け
」
の
自
己
画
定
で
あ
っ
て
、
自
分
は
正
直
で
あ
る
か
否
か
を
翼
に
反
省
し
う
る
か
否
か
は
こ
こ
で
は
問
題
で
は
な
く
、
自
分
は

正
射
で
あ
る
と
「
思
う
」
か
ど
う
か
で
同
宿
は
で
き
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
同
答
が
正
直
と
い
う
概
念
に
正
し
く
合
致
す
る
か
否
か
は
こ

の
場
合
に
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
場
合
に
は
前
に
も
の
べ
た
よ
う
に
そ
う
い
う
同
答
を
多
く
、
或
は
少
く
與
え
る
集
團
が
或

る
一
定
の
特
徴
（
正
直
性
と
無
關
係
で
も
か
ま
わ
な
い
）
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
け
が
聞
題
に
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
で

あ
る
。
現
に
上
述
の
Y
A
向
性
検
査
の
如
き
は
小
學
校
二
年
生
に
得
し
て
も
施
行
可
能
で
あ
り
、
一
年
生
に
美
し
て
き
え
個
人
テ
ス
ト
な

ら
ば
或
る
程
度
の
結
果
を
導
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
自
己
診
漸
を
歯
型
的
に
考
え
て
い
た
ひ
と

背
前
ま
で
に
は
夢
に
も
考
え
及
ば
な
か
っ
た
事
項
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
に
お
い
て
は
統
計
的
テ
ス
ト
が
診
断
法
と
し
て
本
質
的
に
は
何
ら
不
都
合
な
も
の
を
含
ま
な
い
黙
を
彊
調
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
黙
を
承
認
し
た
上
で
も
な
お
臨
床
家
か
ら
の
非
難
は
絡
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
統
計
的
に
豫
言
で
き
る
の
は
高
々
一
般
的
傾
向
で

あ
っ
て
、
個
別
的
な
ケ
ー
ス
の
診
断
に
は
そ
れ
は
全
く
無
力
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
或
る
テ
ス
ト
で
干
る
個
人
に
捕
る
特
定
の
徴
標
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（
徴
表
）
a
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
、
そ
の
徴
標
a
を
示
す
個
人
は
例
え
ば
三
〇
舛
或
る
特
性
A
を
有
す
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
た
と
し
て
も
、
今
臨
床
家
の
診
断
を
求
め
て
い
る
一
定
の
個
人
が
果
し
て
特
性
A
を
有
す
る
か
否
か
は
七
〇
％
の
誤
り
を
犯
す
灘
悟

で
な
け
れ
ば
豫
言
で
き
な
い
。
こ
れ
で
は
善
言
で
も
な
ん
で
も
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
一
〇
〇
〇
／
濁
の
確
率
を
も
つ

て
言
言
を
可
能
に
す
る
テ
ス
ト
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
例
外
で
あ
っ
て
、
多
く
は
他
の
テ
ス
ト
や
そ
の
他
色
々
の
イ

ン
フ
ォ
ー
メ
イ
シ
ョ
ン
を
集
め
て
綜
合
的
診
断
を
下
す
の
が
通
例
で
あ
る
。
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
醤
者
の
場
合
に
例
を
取
ろ
う
。

小
忌
結
核
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
像
は
影
の
あ
る
も
の
の
う
ち
の
三
〇
％
に
過
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
る
。
他
は
む
し
ろ
ヴ
ィ
ー
ル
ス
性
肺
炎
と
診
断

し
た
方
が
間
違
い
が
少
な
い
。
し
か
し
熱
型
だ
の
、
血
沈
だ
の
、
或
は
家
族
に
結
核
患
者
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
よ
う
な
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ル
な
問
診
な
ど
を
参
考
と
し
た
綜
合
評
贋
の
結
果
と
し
て
診
断
が
下
さ
れ
る
。
そ
の
際
レ
ン
ト
ゲ
ン
像
は
三
〇
％
の
確
率
し
か
な
い
か

ら
、
む
し
ろ
撮
ら
な
い
方
が
よ
い
と
い
う
主
張
は
な
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
一
個
の
テ
ス
ト
の
確
率
は
三
〇
％
で
も
、
通

例
は
幾
つ
か
の
テ
ス
ト
を
同
時
に
適
用
す
る
の
で
あ
つ
で
、
あ
た
か
も
三
つ
或
は
四
つ
の
交
叉
す
る
圓
の
い
ず
れ
に
も
含
ま
れ
る
領
域
が

極
め
て
狡
い
領
域
に
限
ら
れ
る
の
と
同
様
に
、
テ
ス
ト
だ
け
で
も
そ
の
組
合
わ
せ
の
如
何
に
よ
っ
て
は
極
め
て
有
急
な
到
定
資
料
を
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
鵬
學
に
わ
い
て
症
候
群
と
い
わ
れ
る
も
の
は
こ
の
理
を
診
漸
に
適
用
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
テ
ス
ト

構
成
の
仕
事
が
ま
だ
充
分
嚢
達
し
て
い
な
い
科
學
に
お
い
て
は
、
症
候
群
は
漠
然
た
る
印
象
に
よ
っ
て
、
或
い
は
い
わ
ゆ
る
名
人
藝
に
よ

っ
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
娼
び
筑
紫
。
α
q
⇔
o
目
δ
o
信
①
或
い
は
O
Φ
ω
㌶
謬
。
器
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
學
問
が
進
む
に

つ
れ
て
症
候
群
を
規
定
す
る
因
子
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
れ
ら
を
登
饗
す
る
た
め
の
テ
ス
ト
が
構
成
き
れ
る
。
テ
ス
ト
が
で
き
れ
ば
直
観

は
い
ら
ぬ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
如
何
な
る
法
則
で
も
そ
の
個
別
的
ケ
ー
ス
へ
の
適
用
に
は
直
観
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前

述
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
工
芸
う
る
限
り
は
直
襯
的
印
象
を
科
學
的
方
法
で
客
選
的
に
規
定
す
る
こ
と
が
學
問
の
理
想
で
あ
り
、
そ
れ

、
に
よ
っ
て
名
人
藝
を
萬
人
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
間
の
事
情
は
翼
翼
の
進
歩
を
振
り
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
百
年
ほ
ど
前
に
は
轡
學
の
領
域
に
も
礫
な
テ
ス
ト
は

　
　
　
心
理
テ
ス
ト
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
一
五
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六

出
來
て
い
な
か
っ
た
。
否
、
最
近
ま
で
か
の
禮
憶
想
の
如
き
が
診
噺
…
の
主
た
る
材
料
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
チ
フ
ス
の
熱
型
は
こ
う

で
あ
る
、
肺
炎
の
熱
型
は
こ
う
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
熱
型
の
プ
ロ
フ
ィ
ル
か
ら
診
断
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
今
日
の
心
理
診
断
の

水
準
に
極
め
て
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
病
型
が
だ
ん
だ
ん
複
雑
に
な
っ
て
熱
型
が
労
れ
て
く
る
と
、
こ

の
よ
う
な
簡
軍
な
テ
ス
ト
で
は
間
に
合
わ
な
く
な
り
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
査
だ
の
、
面
液
検
査
だ
の
、
そ
の
他
色
々
な
テ
ス
ト
が
作
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
絵
談
に
わ
た
る
が
、
筆
者
が
喉
頭
癌
を
患
っ
た
と
き
、
京
大
耳
鼻
科
の
後
藤
光
治
博
士
の
譲
葉
を
乞
う
た
が
、

博
士
は
ま
ず
喉
頭
鏡
で
筆
者
の
口
の
中
を
の
ぞ
き
込
み
、
す
ぐ
こ
れ
は
と
い
う
顔
付
を
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
難
十
日
に
わ
た
っ
て
色

々
な
テ
ス
ト
を
さ
れ
る
勢
を
も
惜
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
レ
ン
ト
ゲ
ン
像
を
取
っ
て
結
核
性
の
影
の
な
い
こ
と
か
ら
喉
頭
結
核
で
は

な
い
こ
と
を
確
か
め
、
大
動
脈
の
肥
大
を
認
め
な
い
こ
と
か
ら
舌
咽
紳
経
の
墜
迫
で
も
な
い
こ
と
を
確
か
め
、
そ
の
後
に
轡
者
の
義
務
と

し
て
ワ
ッ
サ
ー
マ
ン
反
慮
を
た
し
か
め
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
。
そ
の
結
菓
が
わ
か
る
臼
筆
者
は
雲
霧
室
に
博
士
を
訪
ね
た
が
、
留
守
を

守
る
女
事
務
員
か
ら
お
め
で
と
う
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
結
果
が
陰
性
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
た
。
筆
者
は
苦
笑
し
な
が
ら
自
分
の
場

合
は
お
め
で
と
う
で
は
な
く
、
死
刑
の
宣
告
に
も
等
し
い
の
だ
と
い
っ
て
笑
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
宣
告
が
殆
ん
ど
確
定
し

た
後
に
始
め
て
博
士
は
患
部
の
組
織
を
と
っ
て
検
鏡
に
付
せ
ら
れ
た
。
筆
者
の
場
合
は
天
野
重
安
博
士
と
太
田
邦
夫
博
士
と
が
検
鏡
さ
れ

て
、
共
に
立
派
な
癌
で
あ
る
こ
と
を
認
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
検
鏡
な
ど
に
は
ま
だ
名
人
藝
を
必
要
と
す
る
面
が
残
っ
て
い
る
と

の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
も
近
い
將
來
に
は
イ
ン
タ
ー
ン
の
簗
生
に
で
も
委
か
せ
ら
れ
る
よ
う
な
テ
ス
ト
化
が
望
ま
れ
る
領
域
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
最
初
の
診
察
で
癌
で
あ
る
こ
と
は
直
観
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
に
も
拘
わ
ら
ず
、
後
藤
博
士
が
そ
の
後
愼
重
な
る
科
學

的
塵
理
に
訴
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
當
然
の
こ
と
と
は
い
い
な
が
ら
、
筆
者
に
深
い
感
銘
を
與
え
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
内
科
ば

か
り
で
は
な
い
。
外
科
手
術
の
如
き
も
昔
は
賑
を
取
り
な
が
ら
、
顔
色
を
兇
な
が
ら
、
出
亘
る
だ
け
早
く
す
ま
す
こ
と
を
努
力
し
て
い
た
。

し
か
し
今
日
の
大
手
術
で
は
脈
搏
も
血
墨
も
ポ
リ
グ
ラ
フ
に
記
録
し
な
が
ら
、
は
っ
き
り
そ
の
程
度
が
眼
に
見
え
る
よ
う
に
し
、
血
糖
濃

度
や
ペ
ー
ハ
ー
な
ど
を
も
紹
え
ず
測
定
し
な
が
ら
、
も
し
足
り
な
け
れ
ば
輸
血
に
よ
っ
て
適
當
に
補
な
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い



　
　
る
。
だ
か
ら
あ
わ
て
て
ガ
ー
ゼ
を
縫
い
こ
む
よ
う
な
こ
と
も
起
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
や
は
り
テ
ス
ト
技
術
の
進
歩
と
も
密
接

　
　
に
關
連
し
た
事
柄
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
　
　
テ
ス
ト
に
は
通
例
の
診
漸
的
テ
ス
ト
の
他
に
治
療
が
そ
の
ま
ま
テ
ス
ト
に
な
る
治
療
的
テ
ス
ト
と
い
う
も
の
も
考
え
ら
れ
る
。
激
年
前

　
　
新
し
い
抗
生
物
質
が
ど
ん
ど
ん
嚢
見
さ
れ
た
と
き
、
斜
方
は
ま
ず
ペ
ニ
シ
リ
ン
を
用
ひ
、
そ
れ
が
き
か
な
け
れ
ば
オ
ー
レ
オ
マ
イ
シ
ン
を

　
　
用
い
、
そ
れ
が
き
か
な
け
れ
ば
ま
た
何
に
と
い
う
よ
う
に
投
藥
の
順
序
を
決
め
て
い
る
と
皮
肉
ら
れ
た
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
こ
れ
は
治
療

　
　
が
そ
の
ま
ま
診
噺
に
な
る
好
例
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
治
療
的
テ
ス
ト
の
働
く
機
構
は
理
論
學
に
お
け
る
導
管
演
繹
法
の
機
構
に
似
て

　
　
い
る
。
す
な
わ
ち
い
ず
れ
も
曲
説
を
個
別
的
現
象
に
適
用
し
て
、
一
方
は
そ
の
蝦
説
の
正
當
性
を
誰
明
し
よ
う
と
し
、
他
方
は
治
療
法
の

　
　
出
馬
鮎
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
結
罵
試
行
錯
誤
の
原
理
に
よ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
種
の
テ
ス
ト
は

　
　
若
し
そ
れ
が
成
功
す
る
場
合
に
は
同
時
に
治
療
が
完
成
す
る
の
で
あ
っ
て
、
臨
床
學
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
手
段
で
あ
る
と
い
わ
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
或
る
治
療
法
に
よ
っ
て
治
療
す
る
疾
患
は
そ
の
治
療
法
に
よ
っ
て
定
義
す
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
っ
て
、

　
　
そ
の
治
療
學
の
組
織
化
に
と
っ
て
も
極
め
て
有
敷
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
の
心
理
學
に
お
い
て
は
こ
の
種
の
テ
ス
ト
は
ま
だ
殆
ん
ど
構
成

　
　
さ
れ
て
い
な
い
。
か
の
バ
バ
ン
ス
キ
ー
が
論
得
可
能
症
と
名
づ
け
た
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
如
き
は
か
か
る
考
え
方
に
封
ず
る
例
外
で
あ
る
が
、

　
　
そ
の
後
こ
の
方
向
に
向
け
ら
れ
た
努
力
は
あ
ま
り
著
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
テ
ク
ニ
ク
の
如
き
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
種

　
　
の
テ
ス
ト
で
は
な
く
て
、
統
計
法
を
重
硯
せ
ざ
る
通
例
の
診
断
テ
ス
ト
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
テ
ス
ト
の
種
類
は
数
多
く
あ
る
の
で
あ
る
が
、
實
際
、
上
た
だ
一
つ
の
テ
ス
ト
で
診
断
を
下
し
う
る
場
合
は
上
述
の
治
療
的

　
　
テ
ス
ト
を
除
い
て
は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
。
ジ
フ
テ
リ
ア
の
ワ
ク
チ
ン
で
治
る
も
の
は
ジ
フ
テ
リ
ア
で
あ
る
と
か
、
キ
ニ
ー
ネ
で
治
る
も

　
　
の
は
マ
ラ
リ
ア
で
あ
る
と
か
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
診
細
裂
テ
ス
ト
の
場
合
に
は
通
例
幾
つ
か
の
テ
ス
ト
の
結
果
か
ら
綜
合
的
評

　
　
便
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
色
々
の
治
療
上
の
所
見
や
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
イ
ン
フ
ォ
ー
メ
イ
シ
ョ
ン
や
を
参
考

　
　
と
し
て
最
後
の
診
漸
が
下
さ
れ
る
。
そ
れ
に
は
も
ち
ろ
ん
臨
床
家
と
し
て
の
経
験
や
洞
察
が
大
い
に
物
を
い
う
わ
け
で
あ
る
。
馨
卓
上
の

辮　
　
　
　
　
心
理
テ
ス
ト
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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．
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テ
ス
ト
結
果
は
数
年
間
の
基
礎
黒
総
の
學
習
を
し
、
さ
ら
に
何
年
間
か
の
臨
床
経
験
を
つ
ん
だ
轡
者
と
い
う
專
門
家
の
解
繹
に
委
ね
ら
れ

　
　
る
の
に
、
心
理
學
上
の
テ
ス
ト
結
果
は
現
在
の
日
本
で
は
時
に
は
｝
冊
の
心
理
學
概
論
を
き
え
讃
ん
だ
こ
と
の
な
い
教
員
に
委
ね
ら
れ
る
。

　
　
そ
う
い
う
人
達
が
テ
ス
ト
か
ら
有
敷
な
結
論
を
引
き
出
し
え
な
い
と
し
て
も
何
の
不
思
議
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
う
い
う
人
達

　
　
が
テ
ス
ト
に
題
す
る
不
信
を
表
明
し
た
と
し
て
も
そ
こ
に
何
の
橿
威
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
古
い
教
育
者
た
ち
に
は
こ

　
　
う
い
う
教
養
を
受
け
る
機
會
が
な
か
っ
た
人
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
か
れ
ら
が
馨
學
の
學
詮
に
算
し
て
敬
慶
で
あ
る
よ
う
に
、
心
理
學

　
　
の
問
題
に
算
し
て
も
も
つ
ど
謙
虚
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
し
て
か
れ
ら
の
理
解
に
よ
っ
て
、
日
本
の
若
い
教
員
た
ち
が
今
日
の
日

　
　
本
の
覇
者
と
同
じ
程
度
の
心
理
學
的
教
養
を
身
に
つ
け
る
日
が
來
た
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
心
理
テ
ス
ト
も
謹
た
世
間
か
ら
疑
惑
の
眼
を
以

　
　
つ
て
見
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
日
本
人
の
精
融
的
健
康
を
埆
逓
し
、
精
聯
的
諄
命
を
延
長
す
る
た
め
に
大
き
な
役
割
を
演
ず
る
こ

　
　
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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附
議
　
こ
の
論
丈
は
昭
和
三
ナ
一
年
十
一
月
二
十
四
日
午
後
、
京
都
誓
學
魯
公
朋
講
演
曾
に
於
け
る
問
薄
士
の
講
演
を
甚
礎
と
し
、
更
に
欝
改
め
て
い
た

　
　
　
　
　
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
講
演
の
録
晋
に
は
心
理
墨
教
室
の
木
下
助
手
が
、
録
吾
の
整
理
に
は
周
教
察
の
高
田
登
、
名
倉
啓
太
郎
爾
震
が
富
た
ら

　
　
　
　
れ
た
。
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On　Mental　Tests

By　Tabsuo　Yatabe

　　Distrust　in　mental　tests　which　has　been　expressed　among　various

kinds　of　people　may　be　classified　into　that　of　1）　non　professionals，　2）

of　spiritual　scientists　a撮3）｛＞f　clinicians．　R．　A．　S◎玉okiゴs　argu皿e簸t　on．

Test　Mania　（Harvard　Educ．　Rev．　1955），　if　cited　as　an　example　of　mistrust

a孤。栽gn◎n－pro£essionals，三s　of　course　suraciently　co踊ncing　i且so瓶e

respects，　but　hls　criticism　is　justMed　rather　in　blaming　the　rrzental

test　because　ef　its　immaturity，　than　in　di＄trusting　it　as　such．　His
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．評

most　layman－1ike　reproach　is　expressed血his　claim　that　the　results

oi　the　psychological　test　has　many　ambiguity　and　an　interpretation

should　be　always　necessary，　while　there　are　no　rooms　for　interpreta－

tion　concerning　with　the　results　of　test　in　the　natural　science．　1　can－

not　endorse　his　opinion　that　the　results　of　test　in　natural　sciences　do

not　need　interpretation．　His　another　amateurish　criticism　is　the　claint

that　the　quantification　of　the　mental　in　general　should　be　impossible．

This　claim　is　only　due　to　ignorance　of　many　instances　where　tke

quantification　is　effectively　performed．

　　The　spir1tual　scientist’s　criticism　says　that　the　statistical　method

ought　not　to　be　used　in　the　idiographic　sciences．　But　every　science　has

two　aspects　in　its　structure，　the　nomothetic　process　i．　e．　the　construct－

ing　processes　of　the　general　lrnowledge，　on　the　one　hand，　and　the　app－

lying　process　of　the　knowledge　to　a　particular　case，　on　the　other．

Statistical　operation　of　thought　prevails　in　the　former　and　intuitive

thinking　in　the　latter．　k　carmot　hold　good　to　consider　these　two　as－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



pects　as　two　differen．t　sciences　by　cutting　off　them　from　each　other．

Therefore，　as　the　nomothetic　sciences　need　intuition　in　their　process　of

application，　so　the　idiographic　sciences　should　be　regarded　as　they

need　more　or　less　statistica1　thinking　in　the　process　of　construction　of

the　knowledges　which　form　the　very　basis　of　the　description．

　　Against　the　clinician’s　attack　on　the　statistical　tests，　which　has　been

focused　principa11y　．　on　the　self－diagnostic　inventories，・　we　can　stand　on

three　points．　a）　There　are，　indeed，　now　in　use　some　imperfect，tests，

bnt　such　a　test　inust　be　improved，　n．eedless　to　say．　b）　The　criticism

says　that　the　self－diagiiosis　is　inevitably　biased．　But　it　matters　little

with　the　appareRt　bias，　because　the　responses　on　each　ite：n　of　the

diagnostic　test　shouid　not　be　used　in　their　phenotypica1　meanings，　but

in　the　genotypical　meanin．gs　which　are　inducqd　from　the　special　validi－

ty　testings．　c）　The　criticism　says　that　the　statistica1　prediction　can

not　he　applied　to　indMdual　cases．　To　this　criticism　we　can　answer

that　the　prediction　shonid　be　enough　convincing，　because　the　area，

which　severa1　tests　point　out　in　common，　is　to　a　degree　limitted．　Be－

sides，　the　diagnosis　must　be　always　a　synthetic　evaluation　an．d　dia－

grtostic　tests　are　to　be　used　together　with　other　data，　i．　e．　witli　thera－

peutic　tests　as　well　as　other　in　formal　informations．　ln　such　an　eval－

uation　test　scoere　plays　rather　the　part　of　an　indispensable　component．

Eindnicke　aus　der　Reise　in　Europa　und　Amerika

von　Masaal〈i　K6saka

　　Masaaki　K6sal〈a，　Prefessor　der　Philosophie　der　Padagogil〈，　cler　auch

Del｛an　de　rpadagogischen　FakultZt　der　Kyoto　Univergitat　ist，　relste　vom

Fr“hling　bis　Somrner　jn　1956　durch　USA，　England，　und　Deutschland，

besuchte　viele　Universltaten，　und　unterredete　sich　vertraulich　mit　vielen

Denkern．　Seine，Eindrttcke　tiber　die　europaischen　und　ameril〈anisehen

gegenwartigen　Tendenzen　der　Philosophie　sind　folgende：

　　1）　ln　USA．　a）　Die　Philesophen　in　USA　haben　sich　nun　wieder　neu
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