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そ
れ
と
共
に
人
格
化
の
運
動
の
第
一
組
成
分
に
挙
げ
ら
れ
た
自
己
創
造
は
、
他
の
二
組
成
分
と
共
に
、
此
処
理
論
的
精
錬
の
段
階
で
、

受
肉
性
の
問
題
に
即
し
て
実
在
論
的
に
新
し
い
照
明
が
加
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
精
神
性
を
め
ぐ
る
疑
義
の
解
明
を
通
し
て
推
進
さ
れ
る
。

ム
ニ
エ
に
よ
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
的
思
惟
に
と
っ
て
は
、
近
代
的
精
神
主
義
に
よ
っ
て
魂
（
竃
慧
）
と
生
の
煩
い
と
を
同
時
に
指
示
す
る

と
着
倣
さ
れ
る
よ
う
な
複
合
的
意
味
で
の
精
神
は
、
そ
の
実
存
に
鞭
て
身
体
と
融
合
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
自
然
的
状
況
を
肉
の

名
に
於
て
統
合
し
、
肉
的
状
況
が
感
覚
の
重
苦
し
さ
と
同
様
魂
自
体
の
重
苦
し
さ
を
も
指
示
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
近
代

精
神
主
義
で
呼
ぶ
。
。
。
鷲
霊
と
キ
リ
ス
ト
教
主
義
で
呼
ぶ
越
①
暑
袋
と
が
形
式
的
に
は
何
れ
も
一
応
精
神
を
表
示
し
な
が
ら
、
そ
の
指
示
す

る
意
味
内
容
が
異
る
と
い
う
よ
う
に
云
い
換
え
ら
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
精
神
主
義
が
肉
と
の
断
絶
に
精
神
的
霞
立
性
を
見
出
す
に
対
し

て
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
が
精
神
を
も
肉
の
連
続
的
延
長
視
し
て
、
そ
の
自
立
性
を
否
認
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ム
ニ
エ
が
他
方
に
於
て
［
、
私
が
私
の
思
惟
の
思
惟
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
思
惟
の
孤
独
を
逃
れ
る
の
は
私

の
身
体
に
よ
る
。
…
…
身
体
は
精
神
の
生
の
遍
在
的
な
媒
介
岩
で
あ
る
」
と
説
く
場
合
、
そ
れ
は
表
面
的
に
は
我
が
我
の
身
体
に
よ
っ
て

我
自
身
と
世
界
と
他
者
と
に
展
示
さ
れ
る
点
で
、
主
体
的
に
実
存
す
る
こ
と
と
身
体
的
に
実
存
す
る
こ
と
と
は
同
一
の
経
験
で
あ
る
こ
と

を
述
べ
よ
う
と
す
る
が
、
真
底
に
於
て
は
精
神
の
無
条
件
的
な
肉
的
状
況
性
を
拒
否
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
人
間
存
在
の
キ



　
　
リ
ス
ト
教
鱗
被
造
性
従
っ
て
そ
の
有
限
と
相
対
性
の
承
認
の
上
で
、
そ
れ
を
包
括
す
る
精
神
の
条
件
下
に
於
け
る
自
立
性
を
擁
護
し
て
か

　
　
か
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
此
の
こ
と
は
先
掲
の
受
肉
を
非
堕
罪
視
す
る
視
点
の
精
神
的
再
確
認
に
通
じ
る
も
の
と
受
け
取
ら
れ

　
　
る
。

　
　
　
勿
論
か
か
る
精
神
的
照
明
に
よ
っ
て
、
人
間
的
実
在
が
投
企
と
予
見
に
跨
る
と
い
う
精
錬
以
前
の
原
理
的
視
点
は
少
し
も
動
揺
を
来
さ

　
　
な
い
ば
か
り
か
、
却
っ
て
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
．
こ
れ
に
よ
っ
て
人
格
化
の
運
動
に
不
可
欠
な
否
定
を
媒
介
と
す
る

　
　
脊
定
の
精
神
が
辿
る
基
本
的
動
向
が
擁
確
化
さ
れ
た
と
云
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
照
隠
の
指
標
は
基
礎
構
造
の
複
合
観
と
投

　
　
企
の
存
在
並
に
所
有
に
跨
る
二
元
観
と
に
見
受
け
ら
れ
る
。
先
ず
複
合
観
に
就
い
て
述
べ
る
と
、
そ
れ
は
物
質
的
な
も
の
と
精
神
的
な
も

　
　
の
と
が
基
礎
構
造
に
於
て
競
嫁
せ
ず
、
相
補
的
に
媒
介
し
合
う
と
い
う
見
通
し
に
成
る
。
か
か
る
媒
介
性
は
媒
介
の
主
体
の
生
活
感
情
と

　
　
連
関
す
る
。
今
こ
れ
を
物
質
的
な
も
の
に
直
接
連
ら
な
る
生
産
活
動
に
疎
し
て
述
べ
る
と
、
そ
れ
は
生
産
の
経
済
的
効
用
を
否
定
す
る
こ

　
　
と
な
く
、
そ
の
果
す
役
割
の
性
格
に
転
換
を
も
た
ら
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ム
ニ
エ
の
説
く
基
礎
構
造
が
マ
ル
ク
ス
で
意

　
　
味
さ
れ
る
上
部
構
造
に
対
す
る
そ
れ
で
な
く
、
む
し
ろ
構
造
に
於
け
る
上
部
下
部
と
い
う
区
別
を
否
認
し
、
生
産
を
も
含
め
て
凡
て
の
活

　
　
動
を
人
格
化
の
そ
れ
に
包
括
す
る
処
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
全
一
化
の
構
造
を
意
味
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
　
　
従
っ
て
生
産
が
人
格
の
本
質
的
活
動
と
看
倣
さ
れ
る
の
は
そ
れ
が
入
間
性
を
高
め
る
神
聖
な
苦
に
於
て
最
も
卑
賎
な
仕
事
に
甘
ん
ず
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
全
体
的
見
通
し
に
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
。
ユ
、
れ
か
ら
「
人
間
の
使
命
が
自
然
を
人
問
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
物
の
権

　
　
威
を
高
め
る
点
に
存
す
る
と
考
え
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
運
動
は
唐
ら
購
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
霞
然
を
労
働
に
よ
っ
て
購
う
使
命
を
人
間

　
　
性
に
与
え
る
キ
リ
ス
ト
教
の
そ
れ
に
近
い
。
マ
ル
ク
ス
に
於
て
入
聞
の
実
践
活
動
が
と
る
中
心
的
価
値
は
労
働
が
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に

　
　
於
て
と
る
そ
れ
の
俗
化
で
あ
る
」
と
説
く
。
ム
ニ
エ
は
以
上
の
設
営
で
物
質
的
な
も
の
と
精
神
的
な
も
の
と
の
相
補
性
を
呼
び
か
け
な
が

　
　
ら
、
基
礎
構
造
の
複
合
観
を
自
然
の
人
間
化
へ
の
傾
斜
に
重
て
辿
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
の
自
然
化
の
面
を
閑
却
し
、
結
果
に
於
て
相
補

　
　
性
を
裏
切
る
見
解
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
以
て
直
ち
に
キ
リ
ス
ト
教
的
意
味
で
の
精
神
主
義
へ
の
逆
瀬
と
極
め
付
け
る
こ
と
は
行
き
魚

鋤　
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3
　
ぎ
で
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に
先
述
の
入
間
を
も
含
め
て
凡
て
の
存
在
物
の
被
造
観
が
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

　
　
　
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
マ
ル
ク
ス
の
露
国
主
義
理
論
に
キ
リ
ス
ト
教
理
論
の
俗
化
性
を
見
抜
く
ム
ニ
エ
は
そ
れ
が
闘
時
に
投
企
の
問
題
を
め

　
　
ぐ
っ
て
存
在
論
の
燐
有
論
に
よ
る
刷
新
の
契
機
を
孕
む
点
に
想
到
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
理
論
的
精
錬
を
促
進
す
る
。
先
に
投
企
に
於

　
　
け
る
二
元
観
と
呼
ん
だ
も
の
が
此
処
で
積
極
的
に
顧
み
ら
れ
る
。
ム
ニ
ェ
に
よ
る
と
、
存
在
と
所
有
は
そ
の
問
に
具
体
的
実
存
が
張
り
め

　
　
ぐ
ら
さ
れ
る
二
つ
の
極
で
あ
る
。
存
在
は
所
有
の
無
限
の
能
力
で
あ
り
、
断
麿
に
よ
っ
て
は
汲
み
尽
さ
れ
な
い
。
然
し
撰
有
が
な
け
れ
ば

　
　
人
閥
が
単
独
的
受
動
的
存
在
に
成
り
下
り
、
客
体
に
消
慶
す
る
意
味
で
、
所
有
こ
そ
存
在
の
充
血
の
通
路
に
な
る
。
然
し
此
の
間
の
連
関

　
　
を
人
格
を
中
心
に
述
べ
る
と
、
人
格
が
存
在
の
厚
み
と
す
る
と
、
灰
墨
は
そ
の
重
み
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
重
み
を
欠
い
で
も
存
在
の

　
　
厚
み
は
人
格
化
の
活
動
で
可
能
に
な
る
が
、
璽
み
の
な
い
厚
み
は
予
見
の
欠
け
た
投
企
の
意
味
で
文
字
通
り
空
洞
化
し
、
内
実
性
を
失
う

　
　
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
が
投
企
の
形
式
主
義
を
招
来
し
て
、
没
所
有
的
投
企
を
固
執
す
る
実
存
主
義
を
屡
々
概
念
游
戯
に
終
ら
せ
る

　
　
処
に
現
代
に
於
け
る
実
存
主
義
思
潮
の
混
迷
が
あ
る
。

　
　
然
し
こ
れ
に
対
し
て
所
有
叢
濃
反
省
は
、
人
間
が
所
有
を
離
れ
る
こ
と
も
所
有
に
と
ど
ま
る
こ
と
も
出
来
な
い
こ
と
を
際
立
て
る
。
即

　
　
ち
人
格
的
存
在
の
厚
み
に
始
め
て
重
み
を
加
え
る
所
有
を
離
れ
て
は
存
在
が
浮
游
す
る
漁
り
、
厚
み
だ
け
与
え
る
存
在
で
所
有
を
置
き
換

　
　
え
て
か
か
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
又
、
入
格
的
存
在
の
凝
結
に
成
る
所
有
だ
け
で
は
飯
豊
の
重
み
に
存
在
の
厚
み
を
沈
下
さ
せ
る
限
り
、

　
　
存
在
を
吸
収
す
る
所
有
に
と
ど
ま
る
こ
と
も
繊
来
な
い
。
然
し
こ
の
こ
と
は
そ
の
ま
ま
存
在
を
離
れ
る
こ
と
も
存
在
に
と
ど
ま
る
こ
と
も

　
　
出
来
な
い
こ
と
に
通
じ
る
。
そ
れ
か
ら
こ
れ
等
両
様
の
反
省
が
折
り
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
反
対
者
の
爾
立
（
銭
つ
ぼ
く
巴
窪
8
）
、
否

　
縮
補
的
媒
介
性
が
導
出
さ
れ
、
先
細
の
所
有
の
重
み
と
人
格
約
存
在
の
厚
み
と
い
う
存
在
を
め
ぐ
る
両
様
の
前
方
は
絹
互
媒
介
に
も
た
ら

　
　
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
禎
極
的
に
云
う
と
、
存
在
を
重
み
に
充
ち
た
厚
み
に
仕
上
げ
る
も
の
が
人
格
化
の
運
動
で
あ
る
こ
と
に
通
ず
る
。

　
　
そ
れ
か
ら
存
在
と
厭
有
が
具
体
的
実
存
を
臨
む
二
つ
の
極
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
更
に
人
格
的
実
存
を
通
じ
て
存
在
と
所
有
が
動
的
均
衡

　
　
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
貴
い
換
え
ら
れ
る
。
が
そ
の
際
ム
ニ
エ
は
人
格
化
の
運
動
が
世
界
構
造
へ
の
問
の
次
元
に
於
て
は
所
有



　
　
か
ら
直
ち
に
存
在
に
弾
ね
返
っ
て
来
る
の
で
な
く
、
必
ず
没
所
有
を
介
入
さ
せ
る
点
を
決
し
て
見
落
さ
な
い
。
其
処
に
実
在
へ
の
思
慕
を

　
　
め
ぐ
っ
て
存
在
と
厭
麿
と
い
う
両
様
脈
弐
の
判
別
が
根
源
約
に
問
題
化
さ
れ
た
所
以
が
あ
る
。
従
論
米
存
在
と
所
有
と
い
う
両
様
式
は
存
在
の

　
　
非
所
有
へ
の
吸
収
に
於
て
余
り
に
惨
烈
に
対
置
さ
れ
た
為
に
媒
介
の
遜
が
切
断
さ
れ
た
。
此
の
点
に
連
関
し
て
ム
ニ
エ
は
マ
ル
セ
ル
の
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
在
と
所
有
と
の
対
立
を
引
例
し
、
マ
ル
セ
ル
の
存
在
論
の
拙
象
性
を
彊
接
す
る
。
が
か
か
る
判
別
を
契
機
と
し
て
人
格
化
の
運
動
が
世
界

　
　
史
の
展
開
に
即
し
て
、
ラ
ク
ロ
ワ
よ
り
一
蓋
精
確
に
深
究
さ
れ
て
い
る
点
が
よ
り
垂
要
で
あ
る
。

　
　
　
即
ち
ラ
ク
ロ
ワ
で
問
題
に
さ
れ
た
投
企
と
予
見
と
の
相
関
の
問
題
は
此
処
で
（
存
在
と
非
存
在
と
の
媒
介
に
跨
る
）
投
企
に
対
す
る
（
所

　
　
有
と
没
所
有
と
の
媒
介
に
跨
る
）
予
見
の
連
関
の
闇
題
と
し
て
精
察
に
附
さ
れ
る
。
そ
し
て
予
冤
が
問
わ
れ
る
も
の
と
し
て
の
世
界
内
の

　
　
存
在
物
の
所
有
の
没
厭
有
的
転
換
に
成
る
現
実
的
構
造
の
可
能
化
に
か
か
わ
る
と
す
る
と
、
投
企
は
か
か
る
存
在
物
の
転
換
を
非
存
在
を

　
　
手
が
か
り
と
し
て
絶
対
的
に
媒
介
し
よ
う
と
す
る
意
味
で
所
腐
と
没
所
有
の
磐
越
に
成
る
必
然
的
在
り
方
へ
の
賭
け
に
か
か
わ
る
。
そ
の

　
　
際
予
見
が
投
企
に
裏
付
け
ら
れ
る
の
は
予
見
が
目
指
す
可
糖
化
が
投
企
に
帰
属
す
る
必
然
性
、
も
っ
と
厳
密
に
纏
う
と
必
然
的
在
り
方
へ

　
　
の
賭
け
を
媒
介
に
し
て
企
図
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ム
一
＝
み
が
世
界
構
造
へ
の
闘
に
哲
学
理
論
を
据
え
て
か
か
る
場
合
、
問
が
目
指
す
の

　
　
は
媒
介
の
可
能
と
必
然
と
に
跨
る
実
在
化
の
関
係
で
あ
る
。

　
　
　
か
か
る
投
企
と
予
見
に
跨
る
実
在
化
の
難
業
、
闘
係
付
け
の
笑
在
化
は
全
く
離
島
所
有
が
新
し
い
世
界
内
存
在
方
式
の
把
握
を
め
ぐ
る

　
　
自
己
創
造
の
過
程
と
し
て
、
道
程
的
に
段
別
さ
れ
る
処
か
ら
来
る
。
世
界
構
造
の
人
格
化
と
相
即
す
る
自
己
発
見
の
運
動
の
究
極
の
狙
は

　
　
人
格
化
の
視
角
か
ら
云
う
と
、
露
己
存
在
と
世
界
と
し
て
の
存
在
の
溶
融
で
あ
り
、
自
己
発
晃
の
視
角
か
ら
訟
う
と
、
敷
己
存
在
と
自
己

　
　
研
有
と
の
ム
三
で
あ
る
。
此
処
で
は
か
か
る
合
一
が
世
界
と
し
て
の
存
在
を
媒
介
に
す
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
世
界
の
構
造
化
が

　
　
完
成
し
て
、
世
界
へ
の
騰
が
無
用
無
意
味
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
然
し
か
か
る
家
国
存
在
即
所
有
の
立
場
は
投
企
の
糎
限
状
況
と
し

　
　
て
捲
指
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
で
、
其
の
間
予
見
に
即
す
る
無
限
の
欝
己
発
見
の
段
階
が
辿
ら
れ
る
。
そ
の
際
ム
ニ
エ
は
所
有
の
無
差
別
的

　
　
累
積
が
存
在
を
招
来
す
る
の
で
な
く
、
世
界
の
癖
造
化
を
思
え
る
厨
有
方
式
の
癒
成
と
そ
の
再
組
成
を
孕
む
節
劇
有
と
の
絹
互
否
定
的
転

謝　
　
　
　
　
　
体
　
系
　
と
　
問
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
｝
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一
一
一
　

換
の
反
復
に
於
て
存
在
が
昌
指
さ
れ
る
点
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
自
己
所
有
が
決
定
的
に
可
能
と
な
ら
ず
、
常
に
暫
定
的
決
定
化
の
意
味

で
の
世
界
の
構
造
化
に
即
す
る
自
己
発
見
を
通
し
て
過
程
的
に
可
能
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
予
見
が
自
己
発
見
の
為
の
再
組
成
を
臼
指
す
と
す
る
と
、
投
企
は
か
か
る
再
組
成
を
促
進
す
る
と
共
に
、
そ
の
成
果
の
検
断
に
寄
与
す

る
。
再
組
成
が
自
己
発
見
に
つ
ら
な
る
と
、
検
断
は
職
己
創
造
を
め
ぐ
る
。
再
組
成
が
自
己
発
見
の
横
切
る
自
己
と
世
界
と
の
分
裂
の
暫

定
的
修
復
を
告
示
す
る
と
、
自
己
創
造
は
か
か
る
修
復
の
暫
定
性
の
限
界
を
突
き
止
め
て
、
自
己
発
見
に
も
と
ず
く
暫
定
的
膚
己
所
有
を

新
し
い
分
裂
に
対
面
さ
せ
る
。
内
世
界
存
在
と
は
自
己
発
振
が
密
己
創
造
に
転
じ
る
以
前
の
自
己
と
世
界
と
の
分
裂
の
隠
蔽
の
ま
ま
、
横

寝
が
組
成
済
み
の
世
界
に
身
を
委
す
段
階
で
あ
る
。
対
世
界
存
在
と
は
自
己
が
世
界
と
の
分
裂
に
想
到
し
て
、
露
己
発
見
が
鯨
蝋
創
造
へ

の
転
成
を
促
さ
れ
、
世
界
の
再
組
成
の
視
像
を
介
し
て
分
裂
の
修
復
が
潜
勢
化
す
る
段
階
で
あ
る
。
世
界
に
向
う
存
在
と
は
視
像
の
実
現

に
も
と
ず
く
再
組
成
を
通
じ
て
、
自
己
創
造
が
熱
己
発
駕
に
還
帰
す
る
為
に
修
復
が
顕
勢
化
す
る
段
階
で
あ
る
。

　
ム
ニ
エ
が
キ
リ
ス
ト
教
的
実
存
主
義
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
を
同
一
実
在
上
の
一
致
点
で
位
置
付
け
薩
そ
う
と
す
る
場
合
、
か
か
る
一
致

点
と
は
右
に
述
べ
た
転
成
の
段
階
を
横
切
る
世
界
の
再
組
成
を
め
ぐ
っ
て
投
企
と
予
見
と
が
相
互
媒
介
の
関
係
に
立
つ
処
に
凝
集
す
る
。

即
ち
マ
ル
ク
ス
が
再
組
成
を
裏
付
け
る
転
成
に
超
自
的
な
も
の
の
関
与
を
営
む
と
共
に
、
精
神
的
な
も
の
の
関
与
を
も
拒
む
か
、
少
く
と

も
物
質
的
な
も
の
に
そ
れ
を
従
属
さ
せ
る
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
実
存
主
義
は
か
か
る
爾
様
の
関
与
を
斎
う
。
後
者
の
関
与
が
構
造

の
内
面
と
外
面
と
に
跨
る
密
議
と
こ
れ
を
反
省
す
る
対
自
と
の
相
即
に
成
る
転
成
の
水
平
的
離
接
面
を
め
ぐ
っ
て
差
し
か
け
ら
れ
る
と
す

る
と
、
前
者
の
そ
れ
は
か
か
る
内
在
化
を
根
源
酌
に
反
省
す
る
対
窟
と
そ
の
限
界
を
欝
覚
す
る
処
に
差
し
か
け
ら
れ
る
超
自
と
の
相
関
に

成
る
同
じ
く
そ
の
垂
直
的
離
接
懸
を
め
ぐ
っ
て
差
し
か
け
ら
れ
る
。
此
処
で
ム
固
目
の
マ
ル
ク
ス
へ
の
圃
調
が
世
界
構
造
の
予
見
に
も
と

ず
く
再
組
成
の
聞
題
に
か
か
わ
り
、
そ
し
て
そ
れ
だ
け
に
限
ら
れ
る
と
共
に
、
更
に
そ
の
再
組
成
自
体
の
視
像
を
も
無
条
件
的
に
は
受
け

容
れ
な
い
点
が
改
め
て
顧
み
ら
れ
る
。

　
即
ち
マ
ル
ク
ス
が
市
民
的
秩
序
を
貫
ぬ
く
私
的
利
用
性
を
共
産
的
利
用
性
で
置
き
換
え
て
か
か
る
処
に
ム
掃
出
は
世
界
構
造
化
の
次
元



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
些
）

　
　
に
於
て
没
所
有
の
視
角
か
ら
予
見
さ
れ
た
所
有
の
問
題
に
節
す
る
マ
ル
ク
ス
の
人
格
的
対
決
の
意
図
を
観
取
す
る
。
然
し
ム
ニ
エ
が
「
征

　
　
優
者
が
用
益
権
者
と
な
る
や
、
所
有
主
は
屍
化
し
た
財
に
よ
り
所
有
さ
れ
る
」
と
説
く
場
合
、
そ
れ
は
所
有
と
い
う
流
れ
が
存
在
と
い
う

　
　
源
泉
か
ら
の
送
水
を
絶
た
れ
る
限
り
は
、
一
時
的
に
用
益
に
役
立
っ
て
も
、
早
晩
枯
渇
を
免
れ
な
い
こ
と
を
含
意
す
る
。
然
し
所
有
主
が

　
　
用
益
権
激
化
す
る
こ
と
は
自
然
に
対
す
る
征
服
約
働
き
か
け
の
瞬
間
に
概
に
予
想
き
れ
る
傾
向
で
あ
る
。
か
か
る
反
省
に
も
と
ず
い
て
、

　
　
更
に
私
的
利
用
性
を
公
的
そ
れ
で
置
き
換
え
る
マ
ル
ク
ス
に
公
共
性
で
岡
等
し
な
が
ら
、
利
用
性
の
存
続
で
訣
別
す
る
。
凡
ゆ
る
征
服
性

　
　
を
お
び
る
人
間
的
所
有
の
中
心
に
は
不
断
に
復
活
す
る
労
働
生
産
物
へ
の
利
用
に
名
を
か
る
自
己
譲
渡
が
あ
る
。
所
謂
餅
有
の
通
路
性
は

　
　
か
か
る
譲
渡
さ
れ
た
自
己
を
灰
有
の
非
利
用
化
と
云
う
意
味
で
の
没
所
有
化
を
通
じ
て
取
り
戻
す
処
か
ら
生
れ
る
。
従
っ
て
所
有
を
漸
漸

　
　
有
化
す
る
こ
と
は
単
に
私
有
を
共
産
に
転
化
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
怠
然
が
人
聞
に
加
え
る
圧
迫
と
そ
れ
に
能
動
的
に
適
応
す
る
処
に
生

　
　
ま
れ
る
労
働
と
を
単
な
る
生
産
の
因
子
で
な
く
、
自
己
中
心
的
な
内
膳
主
義
の
克
服
の
力
と
し
て
再
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
此
処
で
ム

　
　
ニ
エ
が
強
調
す
る
の
は
存
在
と
別
離
す
る
処
か
ら
自
己
閉
塞
に
陥
る
所
有
で
な
く
、
存
在
へ
の
定
着
を
臼
指
し
て
自
己
附
被
す
る
房
有
で

　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
あ
る
。
　
「
所
有
の
人
格
主
義
的
弁
証
法
は
そ
れ
ほ
ど
征
服
的
で
は
な
い
。
そ
れ
は
所
有
の
円
現
（
①
厳
訓
○
℃
δ
）
と
内
旋
（
ぎ
く
。
揮
梓
δ
昌
）
と

　
　
か
ら
発
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
説
く
場
合
、
其
処
で
の
円
現
と
は
瞬
有
の
入
山
約
開
花
が
存
在
の
通
路
性
の
完
全
な
発
揮
に
立
至

　
　
る
意
味
で
の
自
己
所
有
で
あ
る
。
又
そ
の
内
旋
と
は
開
花
が
か
か
る
円
現
を
目
指
し
て
、
内
外
の
両
旋
に
跨
っ
て
過
程
的
に
企
図
さ
れ
る

　
　
場
合
、
先
ず
一
方
に
於
て
自
己
の
取
り
戻
し
を
内
的
条
件
と
し
て
捲
込
む
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
他
方
に
於
て
開
花
が
財
の
外

　
　
旋
的
非
利
用
に
跨
る
こ
と
を
マ
7
，
想
す
る
。
従
っ
て
人
格
的
開
花
で
重
要
な
の
は
自
己
の
内
旋
的
取
り
戻
し
が
財
の
外
旋
的
非
利
用
化
と
桐

　
　
即
す
る
点
で
あ
る
。

　
　
　
即
ち
内
旋
は
自
己
が
生
む
も
の
、
成
る
も
の
に
だ
け
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
な
自
己
の
影
像
が
生
動
的
な
自
己
の
実
像
に
立
ち
返
る
処
に

　
　
差
し
か
け
ら
れ
る
が
、
か
か
る
立
ち
返
り
云
い
換
え
る
と
自
己
の
取
り
戻
し
は
、
外
旋
即
ち
膚
己
が
外
の
労
働
生
産
物
に
閉
じ
込
め
ら
れ

　
　
た
状
況
か
ら
解
放
さ
れ
た
状
況
に
於
て
生
産
物
に
就
く
こ
と
を
前
提
に
す
る
。
そ
れ
は
財
と
そ
の
分
配
と
い
う
技
術
的
問
題
に
於
て
採
り

！53

　
　
　
　
　
　
体
系
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問
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@
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

3　
　
上
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
そ
れ
が
此
処
で
措
定
さ
れ
る
問
題
に
折
り
重
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
減
殺
す
る
の
で
は
な
い
」
と
説
い
て
、

　
　
所
有
の
処
理
と
処
理
の
条
件
と
を
熊
襲
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
所
有
の
処
理
に
つ
ら
な
る
技
術
的
聞
題
に
処
理
の
条
件
と
し
て
の
融
然
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
非
利
用
化
の
問
題
を
吸
収
す
る
こ
と
な
く
、
両
様
の
問
題
の
判
甥
的
解
決
に
弾
む
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
「
人
格
の
豊

　
　
か
さ
は
凡
ゆ
る
所
有
を
奪
わ
れ
て
も
残
留
す
る
」
と
説
く
場
合
、
問
題
化
す
る
の
は
所
有
の
奪
取
の
後
に
展
げ
る
入
格
の
存
在
性
で
あ
る
。

　
　
　
人
格
的
存
在
は
然
し
没
所
有
に
と
ど
ま
る
故
に
財
の
所
有
的
処
理
の
条
件
と
し
て
持
続
す
る
の
で
な
く
て
、
そ
れ
を
契
機
に
所
有
に
非

　
　
利
用
化
と
い
う
意
味
で
の
性
格
の
原
理
的
転
換
を
加
え
る
か
ら
持
続
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
包
所
有
と
し
て
の
人
格
的
存
在
に

　
　
外
な
ら
な
い
。
此
処
で
没
領
有
を
非
私
利
性
に
封
じ
る
マ
ル
ク
ス
と
そ
れ
を
非
利
用
性
一
般
で
置
き
換
え
る
ム
ニ
エ
と
の
根
本
的
対
立
が

　
　
あ
ら
わ
と
な
る
。
ム
ニ
エ
の
所
有
の
非
利
用
性
と
は
所
有
に
い
て
、
所
有
が
孕
む
利
用
性
に
無
関
心
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
存
在

　
　
を
中
心
に
云
う
と
所
有
に
よ
る
存
在
の
分
骨
で
あ
る
。
そ
れ
と
の
簿
外
に
去
て
利
用
的
所
有
は
そ
の
ま
ま
没
存
在
に
通
じ
る
。
然
し
田
所

　
　
有
と
し
て
の
存
在
は
不
断
に
没
存
在
と
し
て
の
飯
有
へ
の
逆
転
の
危
機
に
附
き
ま
と
わ
れ
る
。
ム
ニ
エ
は
そ
れ
を
愛
の
充
濫
と
稀
釈
化
で

　
　
対
比
す
る
。
そ
れ
か
ら
ム
ニ
エ
独
特
の
愛
を
め
ぐ
る
人
格
酌
闘
争
へ
の
書
及
が
必
至
と
な
る
。

　
　
　
そ
れ
は
所
有
に
関
与
す
る
物
質
的
無
生
気
と
そ
れ
へ
の
蟹
隈
に
成
る
生
物
的
睡
夢
と
に
対
す
る
戦
で
表
示
さ
れ
る
。
戦
は
カ
を
予
想
す

　
　
る
。
人
格
も
又
か
か
る
カ
を
そ
の
主
要
な
属
性
の
一
つ
と
す
る
が
、
そ
れ
は
権
力
と
し
て
の
力
で
な
く
、
人
間
的
に
転
成
さ
れ
た
人
格
的

　
　
権
威
と
し
て
の
力
で
あ
る
。
入
々
は
闘
争
の
な
い
社
会
の
進
歩
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
階
級
闘
争
に
立
ち
向
い
、
叉
自
ら
暴
力
的
行
為
に

　
　
就
て
瞬
時
も
あ
ず
か
り
知
ら
な
い
か
の
よ
う
に
暴
力
に
就
い
て
語
る
。
然
し
戦
に
無
関
心
で
あ
っ
た
と
共
に
、
力
の
誘
惑
に
傾
か
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
た
と
豪
語
出
来
る
人
は
殆
ん
ど
い
な
い
。
ム
ニ
エ
が
「
真
の
問
題
は
人
離
性
の
持
続
の
為
に
力
の
戦
に
身
入
れ
す
る
こ
と
に
・
．
軌
り
、
同
時

　
　
に
力
の
麦
配
闘
と
力
の
状
況
の
取
付
け
に
対
し
て
戦
う
こ
と
を
使
命
と
す
る
点
に
在
る
」
と
説
く
精
舎
、
そ
れ
は
人
聞
性
の
持
続
の
為
の

　
　
戦
が
失
用
さ
れ
た
力
に
対
す
る
戦
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
自
身
は
力
の
戦
で
あ
る
こ
と
を
含
意
す
る
。
そ
れ
は
人
格
化
の
運
動
が
そ
れ
自

　
　
身
力
動
性
を
帯
び
な
が
ら
、
単
な
る
所
謂
力
業
論
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
そ
れ
を
溢
出
す
る
こ
と
、
行
動
理
論
へ
の
精
錬
を
侯
っ
て
、



　
　
そ
の
把
握
が
始
め
て
可
能
に
な
る
と
い
う
見
通
し
に
成
り
立
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
　
然
し
行
動
理
論
へ
の
精
錬
は
自
由
へ
の
君
及
を
不
可
避
化
す
る
。
ム
ニ
エ
が
「
人
格
は
分
析
の
基
底
に
於
て
見
出
さ
れ
る
或
る
も
の
で

　
　
は
な
い
。
そ
れ
は
薫
風
に
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
の
場
所
、
霞
幽
の
場
所
で
あ
る
」
と
の
言
説
に
寄
托
し
た
も
の
は
宙
由
が
生
き
ら
れ
る
も

　
　
の
で
あ
っ
て
、
見
ら
れ
る
も
の
で
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
然
し
生
き
ら
れ
る
自
由
は
直
ち
に
自
発
的
自
由
で
な
い
。
む
し
ろ
却
っ
て
条

　
　
件
下
の
密
由
で
あ
る
。
問
題
は
か
か
る
条
件
下
の
自
由
が
自
由
の
協
同
化
を
霞
指
す
境
位
の
自
由
と
併
せ
て
価
値
の
虜
由
に
も
跨
る
と
看

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
至
）

　
　
発
す
点
に
在
る
。
　
「
我
々
の
霞
霞
は
位
置
付
け
と
し
て
、
且
又
価
値
付
け
（
＜
⇔
同
O
肘
画
的
Φ
贋
）
と
し
て
の
人
格
の
自
幽
で
あ
る
」
の
解
説
は
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

　
　
の
点
を
証
言
す
る
。
ム
ニ
エ
は
か
か
る
主
張
を
マ
ル
ク
ス
主
義
の
境
位
の
批
判
の
再
批
判
を
通
じ
て
推
進
す
る
。
そ
し
て
「
自
由
の
精
神

　
　
は
飽
く
こ
と
な
く
譲
渡
即
ち
そ
こ
で
無
人
格
的
力
に
客
体
と
し
て
自
ら
を
引
渡
す
準
位
を
追
跡
し
、
再
吸
収
す
る
。
か
か
る
境
位
の
大
部

　
　
分
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
っ
て
陳
述
さ
れ
た
が
、
そ
の
凡
て
は
そ
れ
に
よ
っ
て
誤
認
さ
れ
た
」
と
説
く
。

　
　
　
ム
ニ
エ
は
そ
の
際
マ
ル
ク
ス
の
境
位
を
め
ぐ
る
懲
由
の
協
同
化
と
価
髄
付
け
へ
の
着
想
を
一
応
受
け
容
れ
る
が
、
そ
の
実
現
を
誤
る
点

　
　
で
、
そ
れ
を
斥
け
る
。
そ
し
て
か
か
る
誤
り
を
温
海
の
協
囲
化
の
偏
解
と
価
値
性
の
追
究
の
挫
折
に
見
出
す
。
か
か
る
再
批
判
は
ム
ニ
エ

　
　
が
ラ
ク
ロ
ワ
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
主
義
を
以
て
予
見
の
為
に
投
企
を
犠
牲
に
す
る
傾
向
理
論
の
意
味
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
視
し
な
い
で
、
更

　
　
に
マ
ル
ク
ス
が
予
見
の
問
題
に
関
心
を
集
中
し
な
が
ら
、
投
企
の
問
題
従
っ
て
境
位
の
閤
題
に
も
配
慮
を
加
え
た
点
を
見
逃
さ
な
か
っ
た

　
　
こ
と
を
褻
書
き
す
る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
境
位
の
理
論
に
加
え
た
最
大
の
理
論
的
着
眼
の
卓
越
性
を
そ
の
境
位
に
対
す
る
単
な
る

　
　
差
別
観
で
な
く
、
差
劉
の
岡
一
化
を
孕
む
身
入
れ
の
理
論
の
提
鴨
に
兇
帰
す
。
が
そ
れ
が
価
値
論
喪
章
付
け
を
欠
い
て
い
る
為
に
身
離
れ

　
　
の
理
論
が
傾
斜
を
来
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
然
し
境
位
の
論
理
の
存
在
論
的
裏
付
け
を
欠
い
て
い
る
点
の
指
摘
が
楽
章
の
財
の
非
私
利

　
　
性
と
非
利
用
性
と
の
判
別
に
伴
う
マ
ル
ク
ス
の
境
位
批
判
の
．
再
批
判
で
あ
る
と
す
る
と
、
今
此
処
で
採
り
上
げ
る
同
じ
く
境
位
の
論
理
の

　
　
価
値
論
的
裏
付
け
を
欠
い
て
い
る
点
の
指
摘
は
自
由
の
協
同
化
と
協
賛
化
と
の
判
別
に
伴
う
同
じ
く
樽
批
判
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
出
来

　
　
る
。
勿
論
こ
れ
等
両
様
の
再
批
判
は
境
位
内
存
在
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
連
接
す
る
が
、
混
同
さ
れ
な
い
。
前
老
が
予
見
か
ら
投
企
に
及
ぶ

17Q
J　

　
　
　
　
　
体
系
と
悶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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18
3
　
人
格
化
の
運
動
の
関
係
寝
違
環
と
交
徹
の
視
角
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
る
還
相
的
展
望
に
成
る
と
す
る
と
、
後
者
は
問
じ
く
運
動
の
質
的
分

　
　
散
と
凝
集
の
視
角
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
る
そ
れ
に
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
点
の
考
慮
に
於
て
等
位
の
論
理
を
め
ぐ
る
マ
ル
ク
ス
的
着
眼
の
受
容
面
に
就
い
て
述
べ
る
と
、
ム
ニ
エ
は
マ
ル
ク
ス
の
財
の
非
私

　
　
利
的
使
用
に
も
と
ず
く
公
共
的
所
有
の
立
場
が
無
階
級
社
会
の
実
現
を
屡
旛
す
限
り
に
鞭
て
、
自
慮
の
協
同
化
の
追
究
に
適
う
こ
と
を
確

　
　
認
す
る
。
自
由
の
協
同
化
と
は
自
由
が
生
の
力
（
℃
O
難
く
O
一
機
　
欝
自
）
の
意
味
で
純
粋
事
実
と
し
て
湧
出
す
る
に
し
て
も
、
湧
出
の
ま
ま
で
は

　
　
孤
立
化
し
、
人
格
の
協
同
性
に
添
わ
な
い
処
か
ら
南
浜
を
蒙
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
必
然
の
自
由
を
振
り
か
ざ
す
科
学
的
決
定
論

　
　
を
否
定
的
媒
介
に
し
て
、
自
発
的
葭
歯
が
条
件
下
の
自
由
に
転
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
然
し
条
件
下
の
自
由
は
直
ち
に
協
同
の
自
由
で

　
　
は
な
い
。
協
同
の
自
由
は
条
件
下
の
自
由
を
更
に
社
会
存
在
に
即
す
る
自
由
の
協
同
化
を
通
し
て
、
行
為
的
に
再
確
認
す
る
処
に
掴
ま
れ

　
　
る
。
自
由
が
既
存
の
協
同
体
に
後
刻
注
入
さ
れ
る
も
の
で
な
く
て
、
協
同
化
の
歩
み
の
基
本
的
性
格
視
さ
れ
る
所
以
は
其
処
に
在
る
。
そ

　
　
し
て
ム
ニ
エ
が
自
由
の
意
味
が
他
老
の
自
由
の
意
味
と
共
に
始
ま
る
と
蔭
倣
す
バ
ク
ー
ニ
ン
に
同
調
す
る
マ
ル
ク
ス
の
考
え
を
肯
定
し
て

　
　
か
か
る
の
も
そ
の
為
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
由
の
実
践
的
確
認
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
実
践
自
体
の
根
拠
に
自
由
を
据
え
て
か
か
る
こ
と
に

　
　
通
じ
る
。
然
…
し
ム
ニ
エ
は
他
方
人
格
の
実
践
的
活
動
を
生
産
活
動
と
し
て
の
労
働
に
見
出
す
。
こ
の
こ
と
は
労
働
を
実
践
の
根
拠
に
据
え

　
　
る
こ
と
で
あ
る
。
と
す
る
と
自
由
と
労
働
と
は
実
践
の
根
拠
に
於
て
如
醤
に
相
蔽
う
か
が
直
ち
に
問
題
化
す
る
。
ム
ニ
エ
は
認
識
根
拠
と

　
　
現
存
根
拠
と
の
対
比
で
そ
れ
を
解
決
す
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
　
　
自
由
を
介
さ
な
け
れ
ば
実
践
の
何
た
る
か
が
究
極
的
に
は
理
解
さ
れ
な
い
と
共
に
、
労
働
に
裏
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
自
由
な
実
践
も
存

　
　
立
を
保
持
出
来
な
い
。
ム
応
酬
が
そ
の
自
由
論
に
重
て
は
カ
ン
ト
的
立
場
を
踏
襲
し
て
い
る
と
共
に
、
労
働
に
凡
ゆ
る
価
値
の
源
泉
を
求

　
　
め
る
マ
ル
ク
ス
の
『
哲
学
の
貧
困
』
の
立
場
に
基
本
的
に
同
調
す
る
の
は
そ
の
為
で
あ
る
。
ム
熱
田
が
マ
ル
ク
ス
と
異
る
処
は
マ
ル
ク
ス

　
　
が
根
源
的
譲
渡
の
克
服
が
所
有
へ
の
投
企
で
可
能
と
な
り
、
価
値
付
け
が
投
企
で
汲
み
尽
せ
る
と
看
敬
し
て
い
る
に
対
し
て
、
ム
ニ
エ
が

　
　
汲
み
つ
く
す
こ
と
が
出
来
な
い
で
逆
に
価
値
付
け
が
投
企
に
否
定
的
転
換
を
も
た
ら
す
媒
質
と
な
る
と
共
に
、
か
か
る
否
定
的
転
換
の
限
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界
自
覚
の
現
成
を
介
し
て
価
値
自
体
と
も
云
う
べ
き
絶
対
者
へ
の
不
断
の
呼
び
か
け
が
必
然
化
さ
れ
る
と
看
駕
す
点
で
あ
る
。
ム
最
中
は

マ
ル
ク
ス
の
価
値
付
け
の
投
企
へ
の
吸
収
の
中
に
境
位
の
理
論
の
没
価
値
論
的
演
り
込
み
を
見
抜
く
。
刈
り
込
ま
な
い
境
位
の
論
理
は
否

定
的
転
換
の
媒
質
を
価
値
付
け
に
求
め
る
。
と
い
う
こ
と
は
価
値
付
け
な
し
に
も
投
企
は
現
存
す
る
が
、
価
値
付
け
を
介
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
投
企
の
孕
む
自
己
分
裂
と
分
裂
に
伴
う
自
虚
の
分
断
の
修
復
の
意
味
で
の
自
由
の
確
保
は
可
能
に
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ム

　
　
　
　
）
1
2
）

ニ
エ
が
「
価
値
は
そ
の
適
切
な
資
源
を
汲
み
尽
す
我
の
投
企
と
混
同
さ
れ
な
い
で
、
逆
に
人
格
が
そ
の
条
件
の
視
点
の
下
に
世
界
を
包
容

し
、
主
体
を
其
処
へ
結
び
付
け
る
関
係
を
無
際
限
に
引
延
し
う
る
記
号
で
あ
る
」
と
説
く
処
に
、
そ
れ
は
如
実
に
う
か
が
わ
れ
る
。
然
し

無
際
限
の
引
延
し
は
価
値
付
け
虜
体
の
無
限
の
自
足
性
を
薩
ち
に
意
味
し
な
い
。
価
値
が
投
企
に
還
一
7
6
さ
れ
得
な
い
こ
と
が
投
企
の
孕
む

超
越
の
否
定
性
で
な
く
、
否
定
自
体
の
価
値
付
け
に
も
と
ず
く
転
換
性
に
存
し
た
に
対
し
て
、
遊
に
投
企
を
離
れ
て
価
値
が
あ
り
得
な
い

こ
と
は
価
値
付
け
に
も
と
ず
く
転
換
自
体
の
絹
対
性
と
か
か
る
桐
対
性
の
投
企
に
も
と
ず
く
否
定
的
絶
尉
化
性
に
存
す
る
。
云
い
換
え
る

と
投
企
に
も
と
ず
く
否
定
と
価
値
付
け
に
も
と
ず
く
転
換
と
は
梢
補
的
に
超
越
に
関
与
す
る
。

　
こ
の
こ
と
は
又
投
企
の
も
た
ら
す
否
定
を
否
定
の
為
の
否
定
に
成
り
下
ら
せ
ず
、
否
定
を
大
い
な
る
肯
定
へ
転
換
す
る
意
味
で
媒
体
の

役
割
を
果
す
の
が
価
値
付
け
で
あ
る
と
共
に
、
か
か
る
意
味
で
媒
体
の
役
割
を
果
す
価
値
付
け
の
暫
定
性
を
告
示
す
る
の
が
投
企
の
担
う

否
定
性
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
云
い
換
え
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
投
企
と
価
億
付
け
と
の
桐
補
性
が
否
定
と
轡
定
と
に
跨
る
超
越
の
部
位
で

絹
互
に
超
越
の
主
導
性
を
分
与
割
譲
し
な
が
ら
予
想
し
合
う
処
に
差
し
か
け
ら
れ
る
こ
と
が
判
然
化
す
る
。

　
か
か
る
相
補
性
は
生
の
超
越
が
正
鰐
す
る
生
の
内
在
的
分
裂
と
修
復
と
い
う
分
極
性
と
結
付
け
る
と
一
層
判
然
と
す
る
。
即
ち
投
企
が

価
値
付
け
に
も
と
ず
い
て
修
復
さ
れ
た
生
を
縮
対
的
全
体
に
過
ぎ
な
い
意
味
で
否
定
的
に
趨
越
す
る
処
か
ら
、
過
程
的
に
全
体
性
が
喪
失

さ
れ
、
分
裂
が
導
入
さ
れ
る
に
対
し
て
、
か
か
る
分
裂
を
再
修
復
す
る
に
墨
り
媒
体
の
役
割
を
果
す
価
値
付
け
は
否
定
的
に
喪
失
さ
れ
た

全
体
を
再
否
定
従
っ
て
肯
定
す
る
よ
う
超
越
を
促
進
す
る
。

　
か
か
る
投
企
と
価
値
付
け
と
の
相
補
性
を
更
に
傭
値
付
け
を
中
心
に
云
う
と
、
網
補
性
は
価
値
付
け
の
覇
勝
と
挫
折
の
反
復
的
循
環
と

　
　
　
　
体
　
系
　
と
　
問
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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203　
　
し
て
辿
ら
れ
る
。
此
の
点
に
関
し
、
ム
ニ
エ
は
リ
ク
！
ル
が
マ
ル
セ
ル
哲
学
に
関
し
て
述
べ
た
処
を
再
採
択
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

　
　
　
　
　
（
3
圭
）

　
　
い
る
。
　
「
価
値
は
葺
情
的
水
準
（
そ
こ
で
は
価
値
は
劣
勝
的
様
相
の
下
に
手
渡
さ
れ
、
和
解
を
約
束
す
る
）
と
麟
的
水
準
（
そ
こ
で
は
価

　
　
値
は
永
遠
の
挫
折
を
負
わ
さ
れ
る
）
と
の
聞
を
動
揺
す
る
」
。
更
に
ム
ニ
ヱ
は
永
遠
の
挫
折
に
う
か
が
わ
れ
る
素
意
の
射
程
の
短
小
性
を
悪

　
　
で
表
示
す
る
。
価
値
の
挫
折
は
価
値
の
鍵
棄
を
喚
起
す
る
。
餓
値
を
拠
棄
す
る
と
は
樋
値
付
け
自
体
を
無
意
味
黙
し
て
、
無
価
値
を
宣
言

　
　
す
る
（
導
く
〔
馬
○
ユ
。
・
禽
）
こ
と
で
あ
る
。
然
し
か
か
る
儲
君
を
か
い
く
ぐ
ら
な
け
れ
ば
価
値
付
け
自
体
が
撮
う
選
択
的
統
合
は
真
に
遂
行
さ

　
　
れ
な
い
。
そ
れ
は
勿
論
無
価
値
の
選
択
が
そ
の
ま
ま
億
値
の
選
択
的
統
合
に
通
じ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
無
緬
値
の
空
言
を
契
機
と

　
　
し
て
、
額
縫
付
け
膚
体
が
選
択
酌
に
統
合
し
直
さ
れ
る
と
い
う
音
戸
味
で
あ
る
。

　
　
　
か
か
る
再
選
択
を
ム
一
＝
⊥
は
人
格
的
世
界
の
分
解
と
そ
の
再
構
成
に
賞
し
て
再
確
認
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
投
企
に
も
と
ず
く

　
　
否
定
と
価
値
付
け
に
も
と
ず
く
転
換
と
の
相
補
性
を
～
層
厳
正
化
す
る
。
と
い
う
の
は
超
越
は
否
定
か
ら
直
ち
に
肯
定
に
赴
む
く
の
で
な

　
　
く
、
両
老
が
無
価
値
の
選
択
の
意
味
で
の
価
値
付
け
の
樋
棄
、
悪
の
出
現
を
介
入
さ
せ
る
と
看
倣
す
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
投
企
的
否
定
と

　
　
無
価
値
の
選
択
と
は
否
定
性
に
於
て
稽
即
し
、
無
謬
値
の
選
択
と
選
択
的
統
合
と
は
選
択
と
い
う
肯
定
姓
に
於
て
相
即
す
る
。
其
処
に
価

　
　
値
付
け
の
抽
棄
と
い
う
意
味
で
の
悪
の
餓
現
が
無
か
ら
の
隆
起
と
し
て
の
自
由
を
喚
起
す
る
と
呼
ば
れ
る
所
以
が
あ
る
．
、
自
由
は
肯
否
の

　
　
全
体
に
百
…
つ
て
超
越
を
包
容
す
る
。
か
か
る
自
曲
の
立
場
か
ら
再
採
択
す
る
と
、
霞
虜
の
隆
起
に
口
火
を
切
る
無
価
値
の
選
択
の
意
味
で

　
　
の
悪
の
隠
現
は
入
格
化
の
運
動
が
超
寛
を
追
ら
れ
る
障
碍
を
象
徴
す
る
。
運
動
の
主
体
は
か
か
る
悪
の
出
現
が
告
示
す
る
価
値
付
け
の
挫

　
　
折
を
転
期
と
し
て
、
大
い
な
る
価
値
付
け
に
廻
向
す
る
。
然
し
か
か
る
主
体
は
最
早
単
な
る
価
値
付
け
の
主
体
で
な
く
て
、
密
幽
な
超
越

　
　
的
実
存
の
立
場
か
ら
、
価
値
付
け
が
依
存
す
る
経
験
的
特
殊
姓
を
超
え
る
主
体
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
霧
）

　
　
　
ム
ニ
エ
が
「
緬
廼
は
自
磁
の
深
部
に
於
て
啓
示
さ
れ
、
そ
れ
を
選
ぶ
行
為
と
共
に
深
熟
し
…
…
時
閲
と
共
に
自
由
を
純
化
す
る
」
と
説

　
　
く
の
は
か
か
る
見
悪
し
に
於
て
、
公
署
付
け
と
自
由
と
の
弁
証
法
的
な
媒
介
関
係
を
摘
出
す
る
も
の
と
受
け
取
ら
れ
る
。
即
ち
自
由
否
む

　
　
し
ろ
密
語
化
の
運
動
が
な
け
れ
ば
、
価
値
付
け
は
な
い
と
共
に
、
価
値
付
け
を
介
さ
な
け
れ
ば
漁
由
化
の
運
動
は
そ
れ
が
爆
指
す
純
粋
の



　
　
自
由
、
霞
由
の
純
粋
化
に
値
し
な
い
と
云
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
価
値
付
け
を
以
て
自
由
化
の
運
動
が
湧
出
さ
せ
る
自
浄
響
胴
の
徴
表

　
　
思
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
此
処
で
は
否
定
的
転
換
性
を
横
、
切
っ
て
境
位
で
相
補
す
る
と
看
敬
す
投
企
と
価
傭
付
け
と
を
自
由
化
の

　
　
運
動
に
即
し
て
再
採
択
す
る
こ
と
に
よ
り
、
価
値
付
け
へ
の
優
先
に
於
て
、
鐵
由
化
の
孕
む
転
換
的
肯
定
面
を
前
西
に
押
し
出
し
て
い
る

　
　
点
が
重
要
で
あ
る
。

　
　
　
然
し
融
っ
て
か
か
る
自
由
化
の
運
動
が
鼠
指
す
も
の
が
顧
み
ら
れ
る
と
、
ム
ニ
エ
は
そ
れ
を
自
由
へ
の
媒
介
的
深
徹
と
拡
延
に
見
出
す

　
　
こ
と
に
よ
り
再
び
投
企
的
否
定
観
を
濃
化
す
る
。
そ
し
て
か
か
る
見
通
し
の
正
当
性
を
立
証
す
る
為
に
、
再
び
マ
ル
ク
ス
の
趨
由
観
を
引

　
　
照
す
る
。
ム
ニ
エ
に
よ
る
と
、
マ
ル
ク
ス
が
議
由
を
解
放
の
自
由
に
封
じ
、
解
放
の
為
の
戦
で
自
由
の
為
の
戦
を
汲
み
つ
く
す
に
対
し
、

　
　
ム
ニ
エ
は
か
か
る
解
放
の
為
の
戦
が
人
閥
的
連
合
体
の
．
建
設
の
名
に
覧
て
、
協
同
体
を
硬
化
さ
せ
る
と
看
敬
す
。
そ
れ
は
解
放
を
否
認
す

　
　
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
解
放
を
経
済
的
搾
取
か
ら
の
解
放
に
封
じ
な
い
で
、
搾
取
を
も
包
容
す
る
広
義
の
人
間
的
譲
渡
一
般
の
取
戻

　
　
し
に
自
由
の
為
の
戦
を
見
出
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ム
ニ
エ
は
斯
様
に
し
て
始
め
て
自
由
の
協
岡
化
に
値
す
る
柔
軟
な
笹
蟹
体
が
漸
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
的
・
媒
介
的
に
招
来
さ
れ
る
と
考
え
る
。
か
か
る
戦
の
漸
進
性
・
媒
介
性
は
「
我
々
が
凡
ゆ
る
原
因
の
譲
渡
か
ら
解
放
さ
れ
る
に
は
、
自

　
　
然
が
全
く
知
解
さ
れ
、
協
賛
が
永
粋
還
化
し
、
我
々
の
理
念
の
所
有
が
完
全
化
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
逆
説
的
表
現
に
歴
然
と
し
て
い

　
　
る
。
端
的
に
云
う
と
欝
由
の
為
の
戦
は
自
由
の
全
き
勝
利
が
融
由
に
背
向
く
新
し
い
戦
を
呼
び
か
け
る
意
味
で
、
終
末
を
知
ら
な
い
無
際

　
　
限
の
運
動
で
あ
る
と
霜
倣
す
の
で
あ
る
。

　
　
　
然
し
本
質
的
問
題
は
か
か
る
無
際
限
性
に
な
く
、
そ
の
漸
進
性
・
媒
介
性
に
在
る
。
媒
介
は
転
換
を
予
想
す
る
。
転
換
は
否
定
を
孕
む

　
　
が
、
価
値
付
け
に
媒
介
さ
れ
な
い
単
な
る
否
定
的
転
換
は
富
由
の
為
の
戦
に
真
に
患
実
な
在
り
方
で
は
な
い
。
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
に
見
受

　
　
け
ら
れ
る
よ
う
に
転
換
に
止
住
す
る
趨
越
の
運
動
の
限
界
を
舗
値
論
的
媒
介
の
立
場
か
ら
見
蔵
さ
な
い
で
、
価
値
付
け
を
投
企
し
か
も
所

　
　
有
へ
の
そ
れ
に
吸
収
す
る
か
ら
生
れ
る
。
然
し
ム
ニ
エ
は
価
値
論
的
に
見
燃
す
が
、
シ
エ
ー
ラ
ー
や
ハ
ル
ト
マ
ソ
の
よ
う
に
転
換
の
媒
質

　
　
を
非
人
格
的
価
値
に
求
め
る
こ
と
を
拒
む
。
と
い
う
こ
と
は
価
値
を
媒
体
に
と
ど
め
、
そ
れ
を
人
格
的
主
体
と
価
．
値
付
け
ら
れ
る
客
体
と

213　
　
　
　
　
　
体
　
系
　
と
　
問
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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〇

22
3
　
の
媒
介
の
働
き
に
封
入
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
其
処
に
価
値
付
け
に
も
と
ず
く
転
換
の
包
括
的
中
間
性
が
あ
る
。
中
間
性
を
荷
う
も

　
　
の
に
価
値
付
け
の
外
に
評
価
（
曾
既
上
申
）
が
あ
る
。
が
評
価
は
申
間
的
で
あ
っ
て
も
非
包
括
的
で
あ
る
。
価
値
付
け
が
限
定
的
評
価
の
頂

　
　
点
と
し
て
の
一
般
概
念
で
な
く
て
、
評
価
の
不
可
汲
尽
的
源
泉
と
呼
ば
れ
る
の
は
そ
の
為
で
あ
る
。

　
　
　
然
し
価
値
付
け
が
評
価
で
な
い
こ
と
は
そ
れ
が
評
価
と
別
物
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
し
、
窪
し
て
は
な
ら
な
い
。
価
値
付
け
が
評

　
　
価
を
離
れ
て
在
り
得
な
い
こ
と
は
世
界
へ
の
問
が
世
界
構
造
の
闇
題
を
離
れ
て
在
り
得
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
従
っ
て
価
値
付
け
と
評

　
　
価
と
の
不
可
分
離
的
分
離
性
は
評
価
が
予
想
す
る
価
値
の
異
質
的
分
化
に
伴
う
豊
饒
化
と
そ
の
条
件
と
の
そ
れ
で
置
き
換
え
る
こ
と
が
出

　
　
来
る
。
異
質
的
豊
饒
化
の
条
件
究
明
を
不
問
に
附
す
る
評
髄
が
爾
値
の
無
政
府
主
義
を
招
来
し
て
、
遂
に
は
評
価
自
体
を
自
滅
に
導
く
よ

　
　
う
に
、
異
質
的
分
化
と
絶
縁
す
る
評
価
の
条
件
追
究
の
意
味
で
の
価
値
付
け
は
概
念
糠
穂
に
陥
る
。
逆
に
評
価
と
価
値
付
け
と
の
不
可
分

　
　
離
的
分
離
性
に
藏
醒
め
る
場
合
に
は
、
評
価
が
世
界
の
構
造
に
分
布
浸
透
し
、
或
る
慧
味
で
講
造
化
を
促
進
す
る
よ
う
に
、
価
値
付
け
は

　
　
か
か
る
構
造
化
へ
の
問
に
止
住
し
、
閤
を
通
し
て
構
造
を
事
事
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

　
　
　
こ
れ
に
よ
っ
て
世
界
へ
の
間
に
慮
住
す
る
実
存
の
弁
証
法
は
今
蓬
還
栢
的
見
通
し
を
分
有
し
来
り
、
夫
々
個
別
的
に
採
り
上
げ
ら
れ
た

　
　
二
系
列
（
存
在
論
的
と
価
値
論
的
）
を
改
め
て
統
一
的
包
括
的
に
採
り
上
げ
直
す
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
採
り
上
げ
直
し
は
全
く
自
己
発

　
　
見
の
経
験
を
条
件
付
け
る
官
位
の
限
界
経
験
の
単
な
る
発
掘
で
な
く
、
更
に
そ
の
生
産
性
を
問
い
返
す
ム
ニ
エ
自
身
の
間
の
深
徹
に
由
来

　
　
す
る
。
問
題
は
こ
れ
を
契
機
に
帰
一
的
見
通
し
が
流
砂
的
見
通
し
に
切
り
換
え
ら
れ
る
端
緒
が
啓
開
さ
れ
た
点
に
在
る
。
か
か
る
啓
開
は

　
　
や
が
て
マ
ル
ク
ス
理
論
の
理
論
的
短
小
性
を
衝
く
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
そ
れ
を
超
え
、
価
値
論
の
展
翻
を
通
し
て
、
ム
ニ
ェ
を
一
層
理

　
論
性
の
深
究
へ
忌
む
か
せ
た
。
か
か
る
深
究
で
特
筆
に
値
す
る
の
は
歴
史
の
恩
惟
に
透
徹
す
る
こ
と
に
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
的
実
存
主
義

　
　
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
を
単
に
先
掲
の
よ
う
に
同
一
実
在
上
の
一
致
点
に
位
置
付
け
直
す
ば
か
り
で
な
く
、
両
主
義
を
究
極
的
な
全
一
理
論

　
　
に
再
編
成
す
る
点
で
あ
る
。

　
　
　
（
1
）
　
助
．
竃
2
駄
①
斜
。
掌
0
3
ワ
鵠
㏄
簿
b
O
¢
●



（
2
）
国
・
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邑
同
8
0
唱
6
鼻
●
”
や
。
。
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（
3
）
¢
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。
二
巳
Φ
さ
。
や
9
∫
や
．
q
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ム
ニ
エ
が
マ
ル
セ
ル
の
存
在
論
の
抽
象
姓
批
判
の
根
拠
に
据
え
る
の
は
マ
ル
セ
ル
が
没
所
有
を
直
ち
に
存
在
と
混
幽
し
て
か
か
る
処
に
生
れ
る
瞬
有

　
と
存
在
と
の
矛
盾
蘭
対
立
観
で
あ
る
。
そ
れ
は
反
面
に
於
て
存
在
を
倫
理
宗
教
的
存
在
に
局
限
す
る
こ
と
と
呼
応
す
る
。
没
所
有
は
髄
に
所
有
の
否

定
で
あ
る
が
、
没
所
有
が
直
ち
に
倫
理
宗
教
的
存
在
に
逓
じ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
灰
有
と
非
所
有
の
一
切
を
包
蔵
す
る
処
に
ム
ニ
エ
は
存
在
を
見

抜
く
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
勿
論
、
没
所
有
と
非
所
有
と
の
判
別
を
前
提
に
す
る
。
両
者
は
所
有
の
否
定
で
あ
る
点
で
は
異
な
ら
な
い
が
、
前
者

が
既
存
の
所
有
方
式
の
否
定
を
三
振
す
意
味
で
殊
有
の
秩
序
に
か
か
わ
る
と
す
る
と
、
後
者
は
所
言
種
一
毅
の
払
拭
、
根
絶
を
目
指
す
意
昧
で
所
有

　
の
秩
序
以
外
の
倫
理
的
秩
序
に
差
し
か
け
ら
れ
る
。
や
が
て
触
れ
る
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
が
非
石
窟
と
無
関
係
に
没
所
有
の
問
題
を
採
∵
り
上
げ
る
（
非

私
利
牲
へ
の
言
及
）
に
対
し
、
ム
ニ
エ
は
非
所
有
と
関
係
付
け
な
が
ら
そ
れ
を
採
り
上
げ
る
（
非
利
用
性
へ
の
雷
及
）
。
然
し
そ
の
際
所
有
と
非
所
有

と
の
秩
序
的
覇
溺
を
閑
却
す
る
点
は
否
め
な
い
。

（
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三
二

　
か
か
る
再
編
成
は
先
ず
価
値
付
け
の
真
の
場
燐
が
生
動
的
心
情
で
あ
る
こ
と
を
予
想
す
る
が
、
そ
れ
は
投
企
の
主
体
が
理
性
で
あ
る
こ

と
と
連
関
す
る
。
と
い
う
の
は
価
値
付
け
は
理
性
の
認
識
し
な
い
理
性
の
意
味
で
の
廓
清
だ
け
が
そ
れ
を
発
動
す
る
が
、
か
か
る
発
動
は

理
性
が
発
動
す
る
投
企
と
無
縁
で
な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
と
交
徹
す
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
を
包
括
的
に
云
う
と
、
自
由
の
主
体
が

理
性
と
心
情
と
に
跨
っ
て
、
自
己
の
死
復
活
の
意
味
で
の
再
建
的
確
保
を
企
て
る
こ
と
に
通
じ
る
。
と
い
う
の
は
死
復
活
が
前
提
す
る
主

体
の
自
己
否
定
性
に
目
醒
め
さ
せ
る
の
が
理
性
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
に
透
徹
さ
せ
る
の
が
心
情
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
か
か

る
透
徹
の
帰
属
す
る
主
体
が
自
由
の
主
体
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
が
、
そ
の
主
導
性
は
超
主
体
に
帰
属
す
る
点
に
あ
る
。
ム
ニ
エ
は
か
か

る
透
徹
の
様
相
を
次
の
よ
う
に
跡
付
け
る
。

　
価
値
付
け
の
一
斑
を
荷
う
価
値
の
選
択
が
実
存
を
湧
畠
さ
せ
る
と
す
る
と
、
他
の
一
斑
を
荷
う
無
価
値
の
選
択
は
無
を
分
泌
す
る
。
内

在
を
領
有
す
る
の
は
実
存
を
湧
出
さ
せ
る
善
で
も
無
を
分
泌
す
る
悪
で
も
な
い
と
共
に
、
そ
の
何
れ
で
も
あ
る
。
然
し
か
か
る
善
悪
の
彼

岸
、
自
己
肯
定
と
否
定
と
の
源
底
の
確
認
に
導
く
の
は
純
内
在
を
分
有
す
る
理
性
の
自
己
否
定
の
経
験
で
も
、
心
情
の
自
己
肯
定
の
経
験

で
も
な
い
。
そ
の
何
れ
を
も
溢
出
す
る
神
秘
の
経
験
と
し
て
の
信
に
限
ら
れ
る
。
価
値
が
『
汝
の
真
理
よ
為
さ
れ
給
へ
』
（
笥
葺
く
興
置
型

讐
⇔
）
の
請
願
に
よ
っ
て
だ
け
我
々
に
対
し
て
実
存
す
る
と
云
わ
れ
る
の
は
そ
の
為
で
あ
る
。
　
と
い
う
の
は
価
値
付
け
自
体
が
投
企
的
否

定
に
も
と
ず
い
て
無
化
さ
れ
る
処
に
湧
出
す
る
価
値
付
け
自
体
の
隈
界
経
験
と
し
て
の
絶
望
は
信
を
侯
っ
て
始
め
て
そ
の
克
服
が
可
能
と

な
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
克
服
の
主
導
性
が
嶽
己
発
見
と
世
界
の
人
格
的
構
造
化
と
に
跨
る
間
の
主
体
に
は
帰
属
し
な
い
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
か
か
る
問
が
予
想
し
、
価
値
付
け
と
投
企
に
跨
る
人
格
化
の
運
動
の
主
導
性
は
問
の
主
体
に
帰
属
す
る
が
、
そ
の
限
界

経
験
の
そ
れ
は
問
の
主
体
に
帰
属
し
な
い
で
、
超
越
考
に
帰
属
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
聞
を
超
え
る
も
の
か
ら
の
呼
び
か
け
に
対
す
る
聴

従
を
侯
っ
て
問
の
根
源
的
指
向
が
可
能
に
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。



　
　
　
其
処
に
う
か
が
わ
れ
る
の
は
問
を
超
え
る
も
の
の
問
を
発
す
る
者
に
対
す
る
圧
服
観
で
な
く
、
良
導
観
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
人
格
化
が

　
　
協
賛
と
価
値
付
け
と
の
同
時
的
経
験
を
告
示
す
る
喜
入
格
的
な
も
の
に
支
え
ら
れ
、
そ
れ
に
導
か
れ
る
運
動
で
あ
る
と
い
う
見
通
し
が
打

　
　
ち
出
さ
れ
る
。
此
の
段
晦
で
投
企
が
排
除
少
く
と
も
閑
却
さ
れ
て
い
る
の
は
ム
ニ
エ
が
運
動
の
自
己
否
定
性
を
否
認
し
た
為
で
な
く
、
価

　
　
値
付
け
を
め
ぐ
る
慮
己
肯
定
性
に
再
び
よ
り
比
重
を
か
け
た
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
差
当
り
重
視
さ
れ
た
の
は
人
格
的
主
体
が
こ
れ

　
　
等
二
つ
の
最
終
経
験
を
緊
密
に
熔
接
（
｛
o
旨
昏
①
）
出
来
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
即
ち
価
値
付
け
は
人
格
化
の
運
動
の
暫
定
的
分
凝
で
あ

　
　
っ
て
、
そ
れ
に
と
ど
ま
る
。
と
い
う
こ
と
は
理
性
的
投
企
が
発
動
す
る
否
定
の
経
験
に
も
と
ず
い
て
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
る
処
に
生
れ
る

　
　
無
価
値
の
選
択
の
意
味
で
の
緬
値
付
け
の
挫
折
の
経
験
に
も
拘
ら
ず
、
か
か
る
挫
折
を
死
復
活
さ
せ
る
の
が
分
凝
が
孕
む
価
値
付
け
の
免

　
　
れ
ら
れ
な
い
媒
介
の
稲
対
性
を
絶
対
化
す
る
協
賛
の
経
験
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
そ
れ
が
孕
む
呼
び
か
け
へ
の
聴
従

　
　
は
人
格
的
主
体
が
投
企
的
否
定
を
再
否
定
し
て
、
聖
戦
性
に
透
徹
す
る
こ
と
、
相
鮒
が
相
対
の
限
界
自
覚
を
通
し
て
赦
免
せ
ら
れ
る
と
の

　
　
自
己
確
認
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
然
し
か
か
る
自
己
確
認
は
半
時
に
価
値
付
け
を
介
す
る
自
己
超
越
の
経
験
と
し
て
の
人
格
化
の
運
動
が
主
体
的
実
存
の
名
に
於
て
持
続

　
　
す
る
が
、
か
か
る
持
続
が
絶
対
的
で
は
な
い
こ
と
、
云
い
換
え
る
と
断
続
性
を
お
び
る
こ
と
を
告
知
す
る
。
然
し
ム
ニ
エ
に
よ
る
と
、
か

　
　
か
る
断
続
性
が
始
め
て
歴
史
の
意
味
の
逆
説
性
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
と
い
う
の
は
価
値
付
け
を
侯
た
な
け
れ
ば
歴
史
の
意
味
が
明
ら
か
に

　
　
な
ら
な
い
と
共
に
、
価
値
付
け
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
の
意
味
は
却
っ
て
曖
昧
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
歴
史
が
予
め
書
か
れ

　
　
た
も
の
で
な
く
、
自
由
な
人
間
の
共
同
創
造
（
O
◎
O
吋
σ
伊
δ
陣
O
φ
）
に
外
な
ら
な
い
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
か
か
る
逆
説
性
は
減
殺
さ
れ
な
い
ば

　
　
か
り
か
却
っ
て
鋭
化
す
る
。
協
賛
の
経
験
だ
け
が
か
か
る
逆
説
性
の
突
破
を
可
能
に
す
る
。
と
い
う
の
は
そ
れ
だ
け
が
挫
折
自
体
が
籠
贈

　
　
の
象
微
で
あ
る
こ
と
の
岩
畳
と
薩
証
に
於
て
、
人
格
的
主
体
を
共
同
創
造
を
通
し
て
、
歴
史
の
引
請
け
（
⇔
G
Q
ω
に
鑓
①
税
）
に
赴
む
か
せ
る
か
ら

　
　
で
あ
る
。
ム
ニ
エ
は
此
処
で
二
つ
の
骸
界
戦
争
の
聞
に
蒙
む
つ
た
大
陸
の
覚
醒
と
そ
の
人
聞
性
の
為
の
団
結
に
言
及
す
る
。
か
か
る
言
及

　
　
に
不
抜
の
爵
信
を
植
え
付
け
る
の
は
協
賛
の
経
験
に
裏
付
け
ら
れ
8
鐸
智
ヨ
と
智
難
8
欝
と
の
弁
証
法
的
統
一
に
成
る
所
謂
『
永
遠
の

253
　
　
　
　
　
　
体
系
と
問
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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（
1
）

今
』
の
造
立
で
あ
り
、
其
処
に
歴
史
の
引
請
け
の
現
成
を
見
抜
く
。
こ
の
こ
と
は
ム
ニ
エ
が
「
そ
こ
で
は
特
殊
な
意
識
が
た
と
え
敗
退
で

は
あ
っ
て
も
、
全
体
的
意
識
と
そ
の
時
代
の
全
ド
ラ
マ
と
を
横
切
っ
て
成
熟
す
る
よ
う
な
行
動
だ
け
が
妥
熱
す
る
」
と
説
く
処
に
端
的
に

う
か
が
わ
れ
る
。

　
処
が
ム
ニ
エ
が
現
代
に
特
有
な
特
殊
の
意
識
を
へ
…
ゲ
ル
風
の
観
念
遊
戯
に
過
ぎ
な
い
十
九
世
紀
的
方
式
の
粉
砕
に
伴
う
現
代
的
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
の
招
来
に
見
出
す
場
合
、
そ
の
危
機
的
性
格
は
急
激
に
濃
化
す
る
。
か
か
る
全
体
的
危
機
に
対
し
て
三
つ
の
態
度
が
表
明
さ
れ

る
。
そ
の
第
一
は
習
慣
化
さ
れ
た
反
省
へ
の
身
委
し
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
は
伝
統
の
擬
似
化
だ
け
し
か
生
れ
な
い
。
第
二
は
破
局
の
精
神

へ
の
逃
亡
で
あ
り
、
そ
れ
は
終
末
論
の
弄
び
に
過
ぎ
な
い
。
最
後
の
第
三
は
対
質
、
発
想
、
打
込
み
（
出
○
琴
葭
）
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
が
原

初
畜
生
以
来
危
機
を
安
登
へ
と
転
換
的
に
克
服
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
処
で
ム
ニ
エ
は
ラ
ク
ロ
ワ
が
予
見
と
投

企
に
跨
ら
せ
て
採
り
上
げ
た
世
界
史
の
思
惟
の
立
襟
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
理
論
の
精
錬
に
役
立
つ
よ
う
に
、
精
緻
堅
確
化
す
る
。

問
題
は
そ
の
際
ラ
ク
ロ
ワ
が
関
与
と
協
賛
で
超
越
を
収
束
す
る
に
対
し
て
、
ム
ニ
エ
が
価
値
付
け
と
協
賛
に
跨
る
超
越
を
改
め
て
投
企
か

ら
予
見
に
及
ぶ
往
相
面
に
引
戻
し
て
か
か
る
こ
と
に
よ
り
黒
米
の
見
通
し
の
切
換
を
敢
行
す
る
点
に
在
る
。
往
相
面
は
先
ず
離
接
性
を
横

切
る
投
企
の
予
見
に
よ
る
開
顕
の
問
題
と
し
て
辿
ら
れ
る
が
、
ム
ニ
エ
は
そ
れ
を
政
治
に
寄
せ
る
社
会
的
実
践
の
主
導
性
観
に
即
し
て
凝

集
的
に
展
…
開
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
ム
ニ
エ
は
か
か
る
主
導
性
観
を
無
政
治
主
義
（
鱒
H
）
o
節
岡
ω
旨
①
）
の
批
判
を
通
じ
て
、
次
の
よ
う
に
逆
説
的
に
言
明
す
る
。
「
行
動
の
生
動

地
帯
か
ら
低
く
は
純
粋
技
術
へ
向
っ
て
、
高
く
は
純
粋
省
察
乃
至
内
的
形
成
へ
向
っ
て
逃
亡
す
る
無
政
治
主
義
は
大
部
分
精
神
的
拗
棄
と

な
る
」
。
こ
れ
を
積
極
的
に
云
う
と
、
政
治
は
倫
理
の
厳
密
さ
を
技
術
の
そ
れ
で
固
め
る
（
⇔
O
β
O
円
）
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
倫
理
と
技

術
は
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
の
割
合
に
於
て
つ
く
り
、
又
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
在
る
存
在
者
の
許
で
は
現
在
と
操
作
と
が
不
可
分

の
協
同
に
於
て
差
し
か
け
ら
れ
る
二
つ
の
極
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
政
治
は
倫
理
と
技
術
と
へ
の
分
極
性
に
差
し
渡
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら

技
術
を
駆
便
し
て
物
の
管
理
に
赴
む
く
経
済
が
人
格
化
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
入
格
的
な
も
の
に
拠
っ
て
人
間
関
係
の
確
保
に
赴
む
く



　
　
倫
理
が
物
の
管
理
を
内
包
す
る
制
度
に
定
遷
化
す
る
端
緒
が
開
か
れ
る
。
然
し
経
済
の
人
格
化
は
経
済
の
非
経
済
化
を
意
味
し
な
い
。
経

　
　
二
化
自
体
へ
の
人
格
性
の
浸
透
を
意
味
す
る
。
経
済
の
非
経
済
的
人
格
化
を
説
く
潜
は
経
済
的
疾
患
が
経
済
で
だ
け
癒
や
さ
れ
る
点
を
忘

　
　
失
す
る
者
で
あ
る
。
そ
し
て
ム
蹴
上
は
か
か
る
亡
失
が
拳
々
の
パ
ン
の
欠
乏
か
ら
来
る
神
経
病
に
悩
む
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
る
特
権
の
所

　
　
有
と
梢
即
す
る
点
を
見
逃
が
さ
な
い
。

　
　
　
然
し
更
に
立
ち
入
っ
て
、
人
格
性
の
浸
透
は
既
存
の
制
度
を
そ
の
ま
ま
に
、
只
そ
の
性
だ
け
を
変
換
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
ム
ニ

　
　
エ
は
各
種
の
形
態
下
の
資
本
主
義
が
苦
を
孕
み
、
そ
の
自
己
精
錬
の
発
想
が
行
き
詰
ま
り
に
在
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
そ
の
徴
表

　
　
を
拝
金
的
処
理
、
そ
の
生
産
と
利
潤
と
に
よ
り
く
つ
が
え
さ
れ
た
価
値
、
投
機
の
熱
狂
に
よ
っ
て
中
心
外
し
（
α
伽
O
①
鐸
一
冠
O
厭
）
を
強
要
さ
れ

　
　
た
条
件
の
行
き
詰
り
に
見
出
す
。
そ
れ
は
反
資
本
主
義
的
立
場
の
生
成
の
確
認
に
通
じ
る
。
が
か
か
る
立
場
は
、
社
会
的
再
組
織
の
一
般

　
　
的
方
向
と
し
て
の
社
会
主
義
が
そ
の
名
に
於
て
提
起
す
る
手
段
の
凡
て
の
承
認
を
肯
じ
な
い
で
、
厳
密
な
意
味
で
真
に
民
主
的
な
革
新
約

　
　
社
会
主
義
の
創
成
を
促
進
す
る
。
か
か
る
創
成
が
政
治
の
問
題
に
つ
ら
な
り
、
政
治
の
問
題
が
国
家
体
制
を
本
質
的
に
論
じ
る
処
に
差
し

　
　
か
け
ら
れ
る
と
看
徴
す
処
に
ム
ニ
エ
は
そ
の
政
治
主
義
を
据
え
、
そ
の
発
動
に
創
成
の
命
運
を
懸
け
る
。

　
　
　
ム
ニ
エ
に
よ
る
と
政
治
は
全
体
（
8
邑
ま
）
で
な
い
が
、
一
つ
の
全
体
（
①
諺
①
鑓
配
霧
）
で
あ
る
。
そ
の
第
一
の
責
務
は
国
家
の
社
会

　
　
全
体
に
於
け
る
位
置
と
そ
の
役
割
を
見
賦
す
に
あ
る
。
国
家
は
集
団
的
生
の
組
織
化
か
ら
自
発
的
に
生
れ
る
法
の
集
約
的
に
強
化
さ
れ
る

　
　
客
観
化
で
あ
る
。
か
か
る
客
観
化
は
政
治
に
携
る
人
間
が
携
ら
な
い
人
聞
に
加
え
る
権
力
の
適
法
化
と
い
う
名
に
於
て
差
し
か
け
ら
れ
る
。

　
　
人
格
主
義
に
と
っ
て
の
問
題
は
か
か
る
適
法
化
が
人
格
間
の
関
係
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
点
に
あ
る
。
そ
の
背
後
に
は
人
格

　
　
の
楽
天
論
と
力
の
厭
世
論
と
に
跨
る
反
権
力
思
想
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
所
謂
無
政
府
主
義
が
依
拠
す
る
思
想
は
原
理
的
に
か
か
る
擬
似
的

　
　
反
権
力
主
義
を
指
向
す
る
。
そ
れ
が
純
正
な
反
権
力
主
義
と
異
る
処
は
前
者
が
人
格
が
自
然
に
落
込
み
、
人
格
の
拘
束
な
し
に
は
事
物
を

　
　
拘
束
出
来
な
い
点
を
忘
失
す
る
に
対
し
て
、
後
者
が
人
格
の
条
件
付
き
拘
束
を
倹
っ
て
、
事
物
が
拘
束
撮
来
る
と
信
じ
る
点
に
在
る
。
此

　
　
処
で
条
件
付
き
で
人
格
の
拘
束
を
承
認
す
る
と
は
拘
束
を
自
発
的
に
承
認
し
て
か
か
る
こ
と
で
あ
り
、
自
発
的
承
認
に
裏
付
け
ら
れ
な
い

273

　
　
　
　
　
　
体
系
と
聞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
五
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折
皿
幽
ず
研
究
　
　
第
四
葦
九
十
一
八
侃
ワ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
由
ハ

権
力
の
承
認
は
凡
て
権
力
主
義
に
傾
む
く
と
看
傲
す
の
で
あ
る
。

　
然
し
そ
の
反
面
に
於
て
、
権
力
の
自
発
的
承
認
に
も
と
ず
く
人
格
の
権
力
へ
の
従
属
は
主
体
の
至
上
性
の
保
持
を
決
し
て
取
除
か
な
い
。

此
処
で
至
上
性
の
保
持
と
呼
ん
で
い
る
の
は
被
治
者
と
し
て
の
人
格
的
主
体
に
国
家
が
負
わ
す
不
可
避
的
な
人
間
性
の
譲
渡
の
可
及
的
な

取
り
戻
し
で
あ
る
。
か
か
る
取
戻
し
が
問
題
化
す
る
の
は
権
力
の
客
観
的
秩
序
が
人
格
の
譲
渡
の
意
味
で
の
主
体
性
の
侵
害
を
現
実
に
捲

き
込
む
こ
と
を
前
提
に
す
る
。
其
処
に
真
の
民
主
義
義
の
問
題
が
あ
り
、
ム
ニ
エ
は
そ
れ
が
極
め
て
曖
昧
性
に
充
ち
て
い
る
こ
と
の
承
認

に
於
て
、
問
題
解
決
の
方
向
を
権
力
の
客
観
的
秩
序
に
主
体
が
関
与
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
為
に
、
集
醐
の
自
発
性
に
も
と
ず
い
て
分
節

さ
れ
る
形
式
の
追
究
に
求
め
る
。
か
か
る
追
究
に
当
り
、
ム
ニ
エ
は
立
法
を
手
が
か
り
に
す
る
。
主
体
の
至
上
性
は
法
の
そ
れ
に
転
位
さ

れ
る
。
と
い
う
の
は
自
由
と
組
織
と
の
媒
介
者
と
し
て
の
法
は
そ
れ
と
交
換
的
に
自
由
の
集
団
的
適
用
と
権
力
の
連
続
的
人
格
化
と
を
追

究
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
処
が
か
か
る
法
に
発
源
す
る
自
由
国
家
と
錐
も
現
実
に
於
て
権
力
を
掌
握
す
る
と
、
何
晴
か
そ
の
源
泉
を
忘
失
し
て
、
人
倫
国
家
か
ら

権
力
国
家
へ
の
転
移
を
辿
る
。
と
い
う
の
は
近
代
的
自
邸
国
家
の
礎
盤
と
し
て
の
市
民
被
会
は
本
質
的
に
経
済
的
自
由
主
義
の
名
に
於
て

自
由
競
争
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
的
優
先
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
由
競
争
と
相
容
れ
な
い
人
倫
国
家
へ
の
復
一
7
6
の
努
力
に
成
る

政
治
的
民
主
主
義
が
市
民
に
分
与
す
る
復
権
の
企
図
を
形
骸
化
す
る
か
、
企
図
が
惹
き
起
す
経
済
的
自
由
主
義
に
対
す
る
抵
抗
を
人
権
の

濫
用
の
名
に
於
て
抑
圧
す
る
よ
う
国
家
権
力
の
発
動
を
促
進
し
て
か
か
る
か
ら
で
あ
る
。
ム
ニ
エ
の
か
か
る
反
国
家
権
力
思
想
の
背
後
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

は
ド
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
（
駕
’
U
¢
〈
興
α
q
興
）
が
指
摘
す
る
政
治
権
力
の
経
済
的
支
配
観
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
そ
れ
を
排
除
す
る
為
に
「
政
治
的

民
主
憲
義
は
生
産
の
近
代
的
構
造
に
適
用
さ
れ
る
有
効
な
経
済
約
民
主
主
義
に
も
と
ず
い
て
全
面
的
に
再
組
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
」
と

説
く
。

　
そ
れ
は
入
溝
国
家
へ
の
復
元
が
経
済
に
対
す
る
政
治
の
優
先
と
い
う
機
械
的
措
置
で
は
可
能
に
な
ら
な
い
で
、
経
済
的
疾
患
は
経
済
的

に
だ
け
治
癒
が
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
に
対
応
す
る
処
に
政
治
的
蔵
主
主
義
の
救
済
が
あ
る
と
い
う
見
通
し
に
も
と
ず
く
。
国
家
の



　
　
適
法
的
権
威
が
恢
復
さ
れ
る
の
も
又
か
か
る
真
正
の
経
済
優
先
観
に
よ
り
立
つ
以
外
に
な
い
。
然
し
か
か
る
意
味
で
の
政
治
に
対
す
る
経

　
　
済
の
優
先
は
立
法
に
与
す
る
そ
れ
を
意
味
し
な
い
。
経
済
的
疾
患
の
治
癒
が
社
会
体
調
の
解
体
に
つ
ら
な
る
場
合
、
そ
の
措
置
を
立
法
府

　
　
と
し
て
の
議
会
代
議
制
の
多
数
決
に
求
め
る
。
此
処
で
ム
ニ
エ
は
明
ら
か
に
行
政
と
政
治
と
の
混
同
に
於
て
、
政
治
を
狭
義
に
解
釈
し
過

　
　
ぎ
て
い
る
こ
と
が
雲
鶴
さ
れ
る
が
、
此
の
点
に
就
い
て
深
入
り
す
る
こ
と
な
く
、
国
家
自
体
の
複
数
的
両
立
性
に
言
及
す
る
だ
け
で
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
の
解
決
を
中
断
す
る
。
郡
ち
「
人
格
主
義
的
要
求
は
相
互
に
濫
用
を
粗
し
む
為
に
、
分
割
、
対
決
す
る
権
力
に
於
て
複
数
論
的
国
家
の
要

　
　
求
と
し
て
表
示
さ
れ
る
」
と
説
く
に
と
ど
ま
る
。

　
　
　
そ
れ
は
国
内
体
制
の
隙
意
を
国
際
機
構
の
問
題
と
摩
り
替
え
て
か
か
る
こ
と
で
あ
る
。
今
懸
り
に
か
か
る
摩
り
替
え
を
不
問
に
附
し
て
、

　
　
問
題
の
追
究
を
そ
れ
以
前
に
局
寵
す
る
と
し
て
も
、
展
開
の
方
向
は
人
格
化
の
運
動
を
価
値
付
け
の
閉
め
出
し
に
於
て
投
企
に
封
じ
る
よ

　
　
う
な
境
位
の
論
理
に
逆
転
的
に
傾
斜
す
る
。
従
っ
て
ム
ニ
エ
自
身
が
強
調
す
る
境
位
の
論
理
へ
の
価
値
付
け
の
関
与
性
を
問
い
洩
ら
す
談

　
　
り
を
免
れ
な
い
。
以
上
だ
け
で
は
価
値
の
異
質
的
分
化
を
価
値
葛
藤
の
問
題
迄
掘
り
下
げ
て
見
よ
う
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
歩
を
譲

　
　
っ
て
経
済
と
倫
理
と
の
交
徹
の
促
進
に
政
治
の
役
割
を
見
出
す
ム
ニ
エ
の
理
論
的
指
向
に
価
値
付
け
の
包
含
を
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ

　
　
だ
け
で
価
値
蔦
藤
の
問
題
が
汲
み
尽
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。
ム
ニ
エ
が
改
め
て
文
化
に
言
及
す
る
の
は
か
か
る
理
論
的
間
隙
を
埋
め
よ
う

　
　
と
す
る
配
慮
に
よ
る
。
処
が
此
処
で
倫
理
と
鼻
面
と
が
如
何
に
連
関
す
る
か
に
付
て
の
考
察
を
侯
た
ず
に
、
文
化
と
経
済
と
の
規
制
の
追

　
　
究
に
赴
む
く
。
そ
れ
は
技
術
と
経
済
と
の
関
係
の
考
察
を
俊
た
ず
に
、
倫
理
と
経
済
と
の
交
徹
の
追
究
に
赴
む
い
た
の
と
岡
断
で
あ
る
。

　
　
処
で
ム
ニ
エ
は
文
化
を
ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
か
。

　
　
　
ム
ニ
ェ
に
よ
る
と
、
丈
化
は
人
格
的
生
が
差
し
か
け
ら
れ
る
地
圏
で
は
な
く
て
、
そ
の
包
括
的
機
能
で
あ
る
。
否
文
化
は
人
間
自
体
で

　
　
あ
る
。
然
し
包
括
的
機
能
は
分
化
す
る
。
そ
れ
か
ら
そ
れ
と
の
関
係
に
於
て
他
の
凡
て
の
活
動
が
文
化
の
不
在
（
禦
げ
ω
の
ゆ
仲
一
P
　
搾
¢
一
酔
鐸
壇
一
ω
）
と

　
　
い
う
意
味
で
非
文
化
化
す
る
よ
う
な
卓
越
す
る
文
化
な
ど
は
な
く
て
、
活
動
と
同
じ
だ
け
の
多
様
な
文
化
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
に
も
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
か
わ
ら
ず
文
化
一
般
の
特
質
を
限
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
ム
ニ
エ
は
そ
れ
を
「
認
識
の
堆
積
に
求
め
な
い
で
、
主
体
の
深
い

謝　
　
　
　
　
　
体
　
系
　
と
　
問
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七

f
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哲
学
研
究
　
第
四
窟
九
十
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

変
形
に
求
め
る
。
処
で
主
体
は
、
よ
り
内
的
な
呼
び
か
け
に
も
と
ず
く
よ
り
多
く
の
可
能
の
現
実
化
に
於
て
、
か
か
る
変
形
を
達
成
す
る
。

そ
れ
か
ら
第
二
の
特
質
と
し
て
、
文
化
活
動
の
覚
醒
性
が
引
き
出
さ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
文
化
が
人
格
自
体
と
同
様
に
制
作
も
負
荷
も

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
然
し
か
か
る
覚
醒
性
は
集
団
的
背
景
、
も
っ
と
厳
密
に
云
う
と
、
集
団
的
活
動
の
保
持
を

必
要
と
す
る
。
ム
ニ
エ
は
そ
れ
を
文
化
の
創
造
に
伴
う
携
行
者
と
非
創
造
的
支
援
者
と
の
階
級
的
分
裂
と
対
立
と
い
う
意
味
で
の
白
い
手

と
黒
い
手
と
で
象
徴
的
に
対
比
す
る
処
に
差
し
か
け
る
。

　
此
処
で
曾
て
の
文
化
の
創
造
者
が
何
時
か
そ
の
形
骸
的
保
持
者
に
成
り
下
る
の
は
彼
等
が
文
化
の
公
共
性
を
忘
失
し
て
、
そ
れ
を
私
檀

す
る
よ
う
に
な
る
か
、
な
ら
な
い
場
合
で
も
彼
等
が
拠
り
立
つ
経
済
的
、
社
会
的
欄
度
が
文
化
の
創
造
を
阻
む
反
文
化
的
条
件
を
累
積
す

る
為
で
あ
る
。
近
代
市
民
社
会
は
技
術
の
振
興
に
伴
う
文
化
活
動
手
段
の
多
様
化
を
通
じ
て
、
主
体
の
変
容
の
可
能
性
を
多
彩
化
す
る

が
、
金
銭
は
か
か
る
可
能
性
を
商
品
化
し
、
少
数
者
の
大
利
益
の
為
に
頽
廃
さ
せ
る
。
か
か
る
頽
廃
が
宗
教
的
合
理
的
等
の
価
値
観
に
も

と
ず
く
見
通
し
の
後
退
と
機
械
的
有
用
的
執
念
の
暫
定
的
侵
入
に
伴
う
文
化
の
弱
化
並
び
に
現
代
的
意
識
に
見
受
け
ら
れ
る
価
値
剥
脱

（
ま
く
巴
霞
ジ
箕
圃
○
呂
の
問
題
に
於
て
大
き
い
部
分
を
占
め
る
処
に
現
代
の
社
会
構
造
が
包
蔵
す
る
社
会
悪
へ
の
本
質
的
傾
向
が
あ
る
。
が

そ
れ
も
社
会
構
造
自
体
の
消
滅
と
共
に
消
散
す
る
。
ム
ニ
エ
は
此
処
で
技
術
の
名
で
代
弁
さ
れ
る
文
明
に
熔
化
を
対
置
し
な
が
ら
、
両
者

の
質
的
差
別
の
限
界
を
調
題
す
る
こ
と
な
く
、
両
者
の
対
立
の
問
題
を
文
化
と
非
文
化
の
対
立
の
そ
れ
に
転
位
し
、
更
に
か
か
る
対
立
の

克
服
の
聞
題
を
文
化
の
非
創
造
的
享
有
者
と
支
援
春
と
の
名
に
於
け
る
階
級
的
対
立
の
解
消
の
問
題
と
摩
り
替
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
其
処
に
は
先
ず
非
文
化
と
名
付
け
ら
れ
る
も
の
が
日
常
的
生
と
非
臼
常
的
文
明
の
生
と
に
分
化
す
る
と
い
う
問
題
が
絡
ま
る
。
次
に
文

化
が
文
明
と
共
に
非
日
常
的
生
を
分
有
す
る
限
り
、
巳
常
写
生
と
対
立
す
る
と
共
に
、
非
日
常
的
生
の
内
部
で
そ
れ
が
技
術
的
並
び
に
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

技
術
的
科
学
的
文
明
と
対
立
す
る
と
い
う
問
題
が
絡
ま
る
。
か
か
る
生
の
い
と
な
み
の
質
の
問
題
に
か
か
わ
る
分
化
と
対
立
の
問
題
を
不

間
に
附
し
た
ま
ま
、
文
化
の
非
文
化
に
対
す
る
質
的
対
立
の
問
題
が
文
化
の
享
有
者
と
支
援
者
と
の
対
立
の
問
題
で
置
き
換
え
ら
れ
る
処

に
、
投
企
と
予
見
へ
の
跨
り
に
於
て
勢
位
の
論
理
の
精
錬
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
す
る
ム
ニ
ヱ
の
理
論
の
刈
り
込
み
性
が
あ
る
。
従
っ
て
ム



　
　
ニ
エ
で
餐
め
ら
れ
る
の
は
文
化
と
非
文
化
と
の
対
立
を
め
ぐ
る
価
値
付
け
へ
の
言
及
の
有
無
で
な
く
て
、
言
及
の
暖
賦
性
に
う
か
が
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
る
価
値
付
け
の
問
題
追
究
の
不
徹
底
と
そ
れ
に
伴
う
価
値
葛
藤
の
問
い
洩
ら
し
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ム
ニ
エ
が
最
終
的
に
書
及
す
る
境
位
田
存
在
方
式
の
判
別
は
そ
の
展
開
の
方
向
に
於
て
決
し
て
誤
っ
て
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

　
　
か
っ
た
。
我
々
は
そ
の
徴
表
を
次
の
基
本
的
使
命
観
に
見
出
す
。
　
「
責
任
あ
る
選
択
と
い
う
か
か
る
基
本
的
使
命
を
人
格
に
拒
む
か
又
は

　
　
そ
の
実
行
を
稀
薄
に
す
る
組
識
、
技
術
、
理
論
は
…
…
絶
望
よ
り
以
上
に
危
険
な
毒
物
で
あ
る
」
。
処
で
費
任
あ
る
選
択
、
云
い
換
え
る

　
　
と
選
択
に
責
任
を
負
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
『
卓
越
す
る
権
威
』
と
い
う
見
出
し
の
下
に
表
述
さ
れ
た
最
終
的
結
断

　
　
に
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
に
先
行
す
る
『
条
件
下
の
自
由
』
で
吐
露
さ
れ
た
人
格
的
創
造
の
カ
ー
原
因
の
不
完
全
と
価
値
へ
の

　
　
絶
対
忠
実
と
の
問
に
差
し
か
け
ら
れ
る
豊
か
な
緊
張
の
源
底
に
寵
贈
を
洞
見
す
る
処
に
生
れ
る
一
の
境
位
内
存
在
に
即
す
る
湧
出
に
成

　
　
り
立
つ
。

　
　
　
ム
ニ
エ
に
よ
る
と
、
境
位
内
存
在
方
式
の
既
存
性
は
既
存
の
方
式
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
決
定
的
な
の
は
人
間
の
境
位

　
　
内
存
在
一
般
で
あ
っ
て
、
境
位
内
存
在
方
式
膚
体
の
選
択
は
不
決
定
な
の
で
あ
る
。
不
決
定
で
あ
る
と
は
選
択
が
部
分
的
暖
昧
性
に
附
き

　
　
ま
と
わ
れ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
然
し
選
択
に
当
り
、
か
か
る
曖
昧
性
を
通
し
て
我
々
が
引
請
け
る
決
定
化
の
冒
険
は
行
動
の
偉
大
な

　
　
風
土
で
あ
る
よ
う
な
、
没
所
有
的
な
が
ら
寄
托
に
値
す
る
状
況
に
我
々
を
お
く
。
そ
し
て
行
動
の
持
つ
か
か
る
悲
劇
的
構
造
が
一
度
感
得

　
　
さ
れ
る
と
、
身
入
れ
と
寄
せ
集
め
（
Φ
導
竃
饗
＾
酬
Φ
難
①
蝕
）
と
の
混
岡
が
排
除
さ
れ
る
。
然
し
厳
密
に
云
う
と
、
か
か
る
忍
入
れ
は
捲
き
込

　
　
ま
れ
直
し
の
意
味
で
の
再
編
入
れ
で
あ
る
。
此
処
で
内
部
と
外
部
、
内
在
と
超
越
、
時
と
水
溶
、
局
所
と
遍
在
と
は
実
践
的
対
質
に
も
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
圭
）

　
　
ら
さ
れ
る
。
ム
ニ
エ
が
「
行
動
は
戦
術
的
試
錬
に
次
い
で
予
言
的
立
証
を
、
身
入
れ
に
次
い
で
身
退
ぎ
を
、
媒
介
に
次
い
で
切
断
を
押
し

　
　
進
め
る
」
と
説
く
の
は
そ
の
為
で
あ
る
。

　
　
　
ム
ニ
エ
の
か
か
る
主
張
が
部
分
的
に
サ
ル
ト
ル
の
回
想
に
成
る
こ
と
は
サ
ル
ト
ル
の
離
脱
的
実
存
観
を
原
理
的
に
肯
定
す
る
次
の
設
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
か
ら
充
分
に
う
か
が
わ
れ
る
。
即
ち
「
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
人
間
存
在
は
脅
迫
的
な
存
在
物
に
よ
っ
て
取
囲
ま
れ
な
が
ら
も
、
身
を
か
わ
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32
3
　
し
て
か
か
る
存
在
物
へ
の
粘
着
か
ら
自
己
を
引
抜
く
場
合
に
限
っ
て
実
存
す
る
」
と
。
然
し
ム
ニ
ヱ
の
か
か
る
肯
定
は
決
し
て
無
条
件
的

　
　
で
は
な
い
。
無
条
件
的
で
な
い
ど
こ
ろ
か
、
サ
ル
ト
ル
の
切
断
乃
至
脱
離
の
片
手
落
を
詰
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
サ
ル
ト
ル
の
思
想
が
世
界

　
　
か
ら
の
切
断
の
力
を
激
烈
に
表
評
す
る
が
、
人
格
を
不
安
と
反
撃
と
の
永
遠
の
状
況
下
に
お
く
だ
け
で
、
存
在
を
体
調
化
す
る
寵
贈
の
扱

　
　
い
を
無
視
す
る
点
を
摘
発
す
る
処
か
ら
来
て
い
る
。
勿
論
右
に
指
摘
す
る
よ
う
な
『
人
格
主
義
』
に
う
か
が
わ
れ
る
限
り
の
サ
ル
ト
ル
思

　
　
想
へ
の
言
及
だ
け
で
、
ム
ニ
エ
の
サ
ル
ト
ル
批
判
の
全
貌
を
推
定
す
る
こ
と
は
速
断
の
繰
り
を
免
れ
な
い
。
我
々
は
此
の
外
に
更
に
マ
ル

　
　
ク
ス
と
ケ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
の
対
立
の
問
題
に
連
関
し
て
、
内
を
欠
く
物
と
し
て
の
在
り
方
を
悪
信
の
下
に
表
示
す
る
サ
ル
ト
ル
の
方
式
を

　
　
　
　
　
　
（
4
正
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
支
持
す
る
言
説
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
が
こ
れ
は
「
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
く
ら
れ
る
と
い
う
サ
ル
ト
ル
の
方
式
は
殆
ん
ど
マ

　
　
ル
ク
ス
主
義
的
で
あ
る
」
と
い
う
批
鞠
に
つ
ら
な
る
発
言
で
あ
る
。

　
　
　
こ
れ
等
僅
少
の
言
及
に
う
か
が
わ
れ
る
ム
ニ
エ
の
サ
ル
ト
ル
風
の
実
存
主
義
へ
の
嗣
調
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
そ
の
無
神
論
的

　
　
実
存
主
義
の
無
神
性
を
衝
く
こ
と
に
だ
け
急
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
否
定
的
媒
介
に
し
て
理
論
を
精
錬
し
よ
う
と
す
る
理
論
的
聾
者
性
を
欠

　
　
い
て
い
る
と
い
う
基
本
的
事
実
は
揺
が
な
い
。
又
そ
の
点
に
関
す
る
限
り
で
は
投
企
の
為
に
予
見
を
犠
牲
に
す
る
と
い
う
概
括
批
判
に
も

　
　
と
ず
い
て
反
サ
ル
ト
ル
観
を
言
明
す
る
ラ
ク
ロ
ワ
と
大
同
小
異
で
あ
る
。
従
っ
て
マ
ル
ク
ス
の
批
判
を
め
ぐ
っ
て
ラ
ク
ロ
ワ
は
勿
論
ム
ニ

　
　
エ
に
も
附
き
ま
と
う
批
判
自
体
の
信
愚
劣
の
問
題
は
更
に
両
者
の
サ
ル
ト
ル
批
判
に
も
附
き
ま
と
う
。
然
し
か
か
る
再
批
判
は
ム
障
碍
が

　
　
マ
ル
ク
ス
と
サ
ル
ト
ル
に
加
え
る
概
括
批
判
に
関
し
て
妥
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、
ム
ニ
ユ
自
身
は
投
企
の
為
に
予
見
を
犠
牲
に
す
る
過
誤

　
　
を
極
力
抑
え
て
か
か
っ
た
。
そ
れ
が
楽
な
ら
ぬ
上
来
触
れ
て
来
た
投
企
か
ら
予
見
に
及
ぶ
往
相
面
に
う
か
が
わ
れ
る
所
謂
予
言
活
動
の
見

　
　
地
で
あ
る
。

　
　
　
こ
れ
に
連
関
し
て
特
筆
大
書
さ
れ
る
点
は
流
環
的
往
絹
が
孕
む
哲
学
理
論
の
歴
史
的
闘
題
性
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
理
論
に
組
み

　
　
入
れ
ら
れ
る
境
位
の
論
理
（
存
在
へ
の
投
企
に
成
り
立
つ
）
を
社
会
的
変
動
の
論
理
（
所
有
へ
の
予
見
に
成
り
立
つ
）
と
の
絹
即
に
於
て

　
　
検
問
に
か
け
、
先
取
の
境
位
内
存
在
方
式
自
体
の
変
革
的
選
択
に
当
り
、
キ
リ
ス
ト
教
的
実
存
主
義
自
体
の
修
正
に
乗
り
出
し
て
い
る
点
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で
あ
る
。
そ
れ
は
キ
り
ス
ト
教
主
義
的
境
位
内
存
在
方
式
の
人
格
主
義
的
精
錬
に
通
じ
る
が
、
か
か
る
精
錬
は
境
争
の
垂
直
的
離
接
面
に

差
し
か
け
ら
れ
る
予
言
活
動
方
式
自
体
の
精
錬
と
呼
応
す
る
。
問
題
は
ム
ニ
エ
が
そ
れ
を
宗
教
的
精
神
の
刷
新
の
問
題
に
即
し
て
追
究
し

て
い
る
点
に
在
る
。
宗
教
的
精
神
の
身
魂
は
キ
り
ス
ト
教
の
弁
証
論
に
よ
っ
て
全
体
を
被
蔽
す
る
点
に
な
く
、
真
正
的
な
も
の
を
擬
似
的

な
も
の
か
ら
、
持
続
的
な
も
の
を
不
毛
な
も
の
か
ら
分
離
す
る
点
に
在
る
。
処
で
ム
ニ
エ
が
擬
似
、
不
毛
の
名
で
摘
発
す
る
の
は
歴
史
的

現
実
に
対
す
る
現
代
キ
リ
ス
ト
教
の
和
解
に
名
を
亙
り
、
歴
史
的
に
復
活
を
企
図
す
る
が
、
実
は
妥
協
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
宗
教
的
精
神

の
惜
称
的
擬
態
（
巨
額
演
戯
B
①
）
で
あ
る
。
即
ち
国
家
意
識
の
神
権
政
治
的
差
押
へ
、
信
伸
の
運
命
を
時
代
遅
れ
の
鯛
度
に
結
び
付
け
る

感
傷
的
保
守
主
義
、
そ
れ
が
役
立
て
る
べ
き
も
の
を
領
導
す
る
と
い
う
名
に
於
て
提
起
さ
れ
る
金
銭
に
関
す
る
生
硬
な
論
理
と
し
て
の
拝

金
主
義
の
鍍
金
的
擬
装
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
ム
ニ
エ
は
こ
れ
等
の
擬
似
で
不
毛
の
宗
教
精
神
が
刷
新
さ
れ
る
に
は
、
そ
れ
が
人
格
主

義
の
精
神
で
鼓
吹
し
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

　
然
し
か
か
る
批
判
的
検
問
は
そ
の
附
随
的
面
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
よ
り
本
質
的
な
も
の
は
現
代
が
キ
リ
ス
ト
教
に
描
諾
す
る
十
字
架
的

問
題
で
あ
る
。
ム
ニ
エ
は
そ
れ
を
宗
教
的
現
象
学
に
即
し
て
提
出
す
る
。
一
般
に
現
象
学
は
被
措
定
者
と
措
定
者
と
の
相
関
に
跨
る
が
、

ム
ニ
エ
が
宗
教
的
現
象
学
の
名
で
そ
れ
を
宗
教
に
当
て
嵌
め
る
場
合
、
被
措
定
的
な
も
の
は
そ
こ
で
人
格
的
世
界
と
そ
の
要
求
と
が
減
殺

さ
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
門
制
度
を
指
称
し
、
措
定
的
な
も
の
は
硬
化
し
た
キ
リ
ス
ト
教
性
（
O
ぴ
琶
伽
叶
一
①
欝
件
傷
）
を
指
称
す
る
と
看
倣
さ

れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
宗
教
的
精
神
が
欄
度
と
キ
リ
ス
ト
教
性
と
に
自
己
分
裂
的
に
対
峙
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
宗
教
的
精
神
の
横
盗
を
阻

む
よ
う
な
弛
緩
的
抱
合
の
状
況
に
と
ど
ま
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
宗
教
的
精
神
の
差
し
か
け
ら
れ
る
場
を
没
制
度
的
無
人

格
老
に
お
か
な
い
で
、
　
一
定
の
教
条
と
教
権
を
荷
担
す
る
宗
階
捌
度
と
そ
れ
を
運
用
す
る
聖
職
者
と
に
両
分
配
合
し
、
宗
教
的
精
神
の
非

宗
教
的
社
会
駆
詰
に
対
す
る
働
き
か
け
が
、
聖
職
着
か
ら
発
動
し
な
が
ら
、
宗
愚
慮
度
を
介
し
て
行
わ
れ
る
が
、
現
実
に
於
て
か
か
る
発

動
が
停
滞
・
無
生
動
化
し
て
い
る
と
い
う
予
想
に
成
り
立
つ
。
従
っ
て
制
度
が
頽
廃
す
る
と
、
聖
職
老
の
発
言
も
純
粋
で
な
く
な
る
と
云

う
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
倍
増
の
硬
化
と
は
か
か
る
不
純
化
に
外
な
ら
な
い
で
、
ム
ニ
エ
は
そ
の
背
後
に
俗
界
と
の
妥
協
に
伴
う
、
そ
れ

　
　
　
　
体
　
系
　
と
　
問
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
一
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二

343　
　
へ
の
追
随
を
見
抜
く
。

　
　
　
若
し
キ
リ
ス
ト
教
が
中
世
と
の
精
神
的
婚
姻
に
成
功
し
た
よ
う
に
現
代
と
の
そ
れ
に
成
功
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
先
ず
婚
姻
に
当
り
前
提

　
　
さ
れ
る
宗
教
的
精
神
の
時
代
へ
の
媒
介
に
当
っ
て
、
媒
介
が
非
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
に
定
着
す
る
よ
う
、
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
の
制
度
を

　
　
切
り
換
え
て
か
か
る
必
要
が
あ
る
。
処
が
か
か
る
切
り
換
え
を
肯
じ
な
い
で
、
む
し
ろ
異
端
視
す
る
処
に
、
現
代
キ
リ
ス
ト
教
の
危
機
が

　
　
あ
る
。
然
し
か
か
る
危
機
は
キ
り
ス
ト
教
主
義
の
終
末
で
な
く
て
、
硬
化
し
た
キ
リ
ス
ト
教
性
即
ち
陳
腐
な
キ
リ
ス
ト
教
性
即
ち
陳
腐
な

　
　
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
の
そ
れ
を
意
味
す
る
に
と
ど
ま
る
。
従
っ
て
か
か
る
危
機
の
克
服
は
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
充
温
に
通
じ
る
。
か
か
る

　
　
姦
盗
は
外
観
的
に
は
聖
像
破
壊
主
義
（
一
〇
〇
一
P
O
O
｝
9
D
O
o
ゴ
P
①
）
の
推
進
と
し
て
、
現
実
に
曾
て
凝
滞
す
る
超
越
と
受
肉
と
い
う
二
重
の
い
と
な
み

　
　
の
真
の
桐
互
媒
介
化
を
通
じ
て
、
宗
教
的
精
神
が
み
な
ぎ
る
よ
う
宗
階
欄
度
を
革
新
す
る
こ
と
に
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
性
を
現
動
化
す
る

　
　
処
に
差
し
か
け
ら
れ
る
。

　
　
　
此
処
で
ム
静
心
は
宗
門
人
と
宗
門
組
織
と
い
う
宗
門
内
部
に
於
け
る
宗
教
精
神
の
生
動
的
分
布
の
問
題
を
、
そ
れ
の
非
宗
門
組
織
に
於

　
　
け
る
横
芝
、
易
揚
の
問
題
に
先
が
け
て
措
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
所
謂
予
言
活
動
が
両
者
に
跨
る
と
い
う
配
慮
に
も
と
ず
く
と
考
え
ら

　
　
れ
る
。
ム
ニ
エ
は
キ
リ
ス
ト
教
性
の
横
議
を
上
昇
的
努
力
を
志
向
す
る
集
団
、
種
、
党
の
神
聖
化
の
歩
み
の
中
に
見
出
す
こ
と
に
よ
り
、

　
　
宗
門
内
部
の
キ
リ
ス
ト
教
性
の
生
動
化
が
此
処
宗
門
外
部
で
始
め
て
結
実
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
社
会
的
存
在
か
ら
分
離
摘
出

　
　
し
た
宗
教
的
現
象
学
の
問
題
を
再
び
社
会
的
存
在
に
引
き
戻
し
て
見
直
す
こ
と
に
よ
り
、
宗
教
的
精
神
を
人
間
の
存
在
構
造
へ
の
充
嘉
定

　
　
着
の
面
か
ら
再
採
択
す
る
こ
と
に
よ
り
予
見
に
よ
る
投
企
の
開
顕
を
生
産
化
し
よ
う
と
す
る
配
慮
を
示
す
。
ム
ニ
エ
は
か
か
る
配
慮
か
ら

　
　
充
当
定
着
を
非
宗
門
流
量
会
組
織
の
神
聖
化
の
問
題
に
即
し
て
、
予
言
活
動
と
政
治
活
動
と
の
梢
関
に
於
て
定
位
す
る
。
其
処
に
予
言
活

　
　
動
が
信
奉
す
る
真
の
聖
像
主
義
（
凶
8
巳
。
・
日
⑦
）
が
あ
る
。

　
　
　
ム
ニ
エ
に
よ
る
と
、
予
言
活
動
と
政
治
活
動
と
の
相
関
の
問
題
は
宗
教
的
精
神
に
よ
る
人
間
活
動
の
単
な
る
包
容
で
な
く
て
、
そ
れ
の

　
　
人
問
活
動
へ
の
関
与
を
横
切
っ
て
差
し
か
け
ら
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
人
間
活
動
が
宗
教
的
精
神
に
吸
収
さ
れ
な
い
で
、
む
し
ろ
促
進
さ
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れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
予
言
は
技
術
の
有
効
性
を
軽
蔑
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
処
理
は
挙
げ
て
こ
れ
を
政
治
に
委
ね
る
。
然
し
斯
様

に
し
て
倫
理
と
共
に
技
術
を
包
容
す
る
政
治
も
、
予
言
に
関
し
て
は
宗
教
に
聴
従
す
る
と
云
う
。
宗
教
は
そ
れ
が
障
る
碍
標
を
直
接
達
成

し
な
い
で
、
少
く
と
も
歴
史
の
通
路
が
生
れ
る
唯
一
の
水
準
に
入
間
の
生
命
力
を
保
持
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
と
い
う
確
信
の
下
に
、
政

治
に
対
し
て
信
仰
の
不
可
克
服
的
力
を
投
げ
か
け
る
。
予
言
が
政
治
に
聴
従
を
促
す
の
は
予
書
が
か
か
る
意
味
で
、
境
位
に
圧
迫
を
加
え

る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
が
ム
ニ
エ
の
世
界
史
の
思
惟
に
加
え
る
限
界
自
覚
で
あ
る
と
す
る
と
、
我
々
は
其
処
に
そ
の
往
相
的
開
顕
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
＞

に
於
け
る
理
論
的
刈
り
込
み
が
濃
化
す
る
こ
と
を
看
取
す
る
。
我
々
は
そ
の
徴
表
を
「
労
働
の
協
同
性
、
運
命
の
そ
れ
、
精
神
的
協
賛
は

全
一
的
な
人
間
化
に
不
可
欠
で
あ
る
」
と
い
う
言
説
に
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
（
1
）
　
閃
・
竃
。
億
鉱
。
び
。
や
9
£
ワ
H
設
●

　
（
2
）
　
凋
．
ζ
o
焦
勘
Φ
び
。
や
。
陣
～
噂
．
H
O
①
．

　
（
3
）
　
「
自
由
な
資
本
主
義
制
度
に
於
て
政
治
的
権
力
は
圃
有
の
現
存
を
持
た
な
い
で
、
経
済
的
そ
れ
の
反
駿
に
過
ぎ
な
い
」
　
（
o
h
弓
轟
降
体
瓢
Φ
ω
o
o
劉

　
　
o
同
。
σ
q
昼
壁
囲
押
や
ド
ρ

　
（
4
）
¢
ζ
8
三
Φ
が
。
や
簿
◎
》
ワ
お
。
。
●

　
（
5
）
中
窯
◎
§
尊
し
。
。
「
。
同
件
‘

　
（
6
）
即
嵐
。
毎
醇
b
娼
・
9
件
己
や
お
ρ

　
（
7
）
　
ヴ
ィ
リ
ー
に
よ
る
と
、
文
明
過
程
を
特
殊
の
生
の
流
れ
と
し
て
、
二
つ
の
本
質
を
異
に
す
る
他
の
流
i
祉
会
過
程
と
文
化
運
動
i
と
並
ん

　
　
で
指
摘
し
た
こ
と
は
ウ
エ
ー
バ
ー
（
》
】
眠
N
Φ
鳥
　
毛
⑦
ぴ
⑦
塊
）
の
功
績
で
あ
る
（
o
点
く
智
8
暁
ぞ
配
当
O
霧
芝
舘
Φ
嵩
戟
鶏
国
鶏
貯
讐
巳
お
貼
出
瓢
瓢
費

　
　
国
戸
砕
袋
ξ
置
Φ
ヨ
α
巽
以
歩
け
ξ
。
。
o
臥
0
8
α
q
討
○
げ
①
β
盟
。
げ
肯
》
罵
器
自
≦
Φ
び
費
9
H
り
密
鳩
ω
■
H
9
）
。
然
し
文
明
と
文
化
の
両
過
程
も
広
義
の
祉
会
過
程
に

　
　
包
含
さ
れ
る
点
で
、
か
か
る
呼
称
は
妥
当
で
な
い
。
こ
れ
筆
者
が
本
論
で
ヴ
ィ
リ
ー
の
所
謂
社
会
過
程
を
日
常
的
、
又
文
化
と
文
明
を
非
日
常
的
と

　
　
呼
ん
だ
事
由
で
あ
る
。

　
（
8
）
　
ウ
エ
ー
バ
…
は
、
文
明
過
程
を
精
神
技
術
的
、
又
文
化
過
程
を
精
神
創
造
的
と
し
て
夫
々
規
定
し
、
両
論
を
精
神
性
で
問
一
視
し
て
い
る
（
》
・

　
　
薯
Φ
ぴ
①
お
℃
臨
嚢
圃
箕
窪
瓢
。
目
O
①
。
。
o
窯
。
ぼ
。
。
と
口
紬
縞
三
讐
轟
。
臥
。
δ
α
q
β
竃
二
つ
。
｝
6
ジ
一
り
q
蛭
ψ
Q
。
卜
。
會
o
h
9
＜
．
芝
陣
｝
ダ
○
℃
‘
o
同
f
ω
●
認
）
。
然
し
弛
方
に

　
　
於
て
文
明
を
合
理
姓
で
特
性
付
け
て
い
る
。
と
す
る
と
本
来
合
理
性
を
爆
指
す
科
学
を
文
化
に
組
み
込
む
ウ
エ
…
バ
ー
の
区
分
は
内
的
に
不
条
理
性

　
　
　
　
体
系
と
問
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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四
四

　
を
お
び
る
。
然
し
ウ
エ
ー
バ
；
の
か
か
る
混
迷
は
彼
霞
身
の
見
解
の
誤
り
で
な
く
、
科
学
の
本
質
に
根
ざ
す
。
と
い
う
の
は
科
学
は
本
量
的
に
か
か

　
る
両
側
面
性
を
お
び
る
。
即
ち
自
然
に
就
く
点
で
科
学
は
技
術
と
岡
じ
歩
み
を
辿
り
、
驚
異
を
介
し
て
実
用
性
に
無
関
心
と
な
る
点
で
は
倫
理
と
同

　
じ
傾
向
を
慧
指
す
。
筆
者
は
主
体
性
を
非
人
称
的
に
分
有
す
る
と
い
う
冤
通
し
に
於
て
、
マ
ル
セ
ル
の
科
学
に
対
す
る
所
有
観
（
o
出
．
○
“
窯
畦
o
o
ポ

　
国
霞
o
o
け
凄
く
。
圃
♪
唱
●
b
Q
ド
O
l
卜
o
H
H
潮
田
①
㌣
b
Q
①
9
）
に
倣
っ
て
、
科
学
を
文
明
過
程
に
組
み
入
れ
、
　
そ
の
内
部
で
保
有
性
（
鎌
簿
㊦
轟
江
0
5
）
を
囲
指
す
も

　
の
と
し
て
、
領
有
性
（
匙
O
ヨ
ぼ
舞
ざ
昌
）
を
お
び
る
技
術
と
対
鷺
す
る
。

（
9
）
　
「
人
爵
の
分
裂
と
崩
壊
の
規
準
が
普
遍
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
、
人
は
文
化
の
危
機
に
就
い
て
語
る
こ
と
が
出
来
る
」
（
＜
・
妻
謹
r

　
o
℃
．
9
∫
ω
・
ト
こ
O
し
翔
）

（
1
0
）
　
娠
値
葛
藤
が
問
い
洩
ら
さ
れ
な
い
為
に
は
燗
値
付
け
が
投
企
と
共
に
超
越
に
関
与
す
る
こ
と
．
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
超

　
越
自
体
の
指
向
分
裂
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
振
向
分
裂
は
直
ち
に
自
己
分
裂
で
は
な
い
。
な
い
故
に
簸
値
付
け
を
投
企
と
肯
否
の
関
係
で
超

　
越
の
部
位
に
定
位
す
る
だ
け
で
は
鮨
向
分
裂
に
欝
及
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
『
ヒ
ュ
マ
ニ
ズ
ム
に
就
い
て
』
で
「
…
…
価
鎮

　
的
思
惟
が
存
在
に
反
す
る
よ
う
に
考
え
る
最
大
の
留
濱
で
あ
る
」
（
フ
臼
類
9
（
ざ
σ
q
σ
窺
。
♪
d
ぴ
①
目
瓢
。
富
頴
⊆
ヨ
琶
冨
嘉
言
M
蹴
り
直
り
”
ω
・
㏄
9
）
と
説
い
て
反

　
懸
値
論
的
思
惟
に
廻
向
す
る
。
が
他
方
隅
，
根
拠
の
本
質
』
で
（
焦
．
霞
．
譲
①
賦
。
α
q
σ
q
⑦
さ
。
℃
・
9
f
ψ
亟
⊆
o
）
自
由
の
根
拠
に
漉
す
る
関
係
の
追
究
に
当

　
り
定
位
（
b
σ
○
窺
Φ
ゆ
‘
昌
①
げ
d
P
①
箒
）
と
並
ん
で
創
建
（
ω
け
聾
。
鐸
）
に
触
れ
て
い
る
こ
と
は
超
越
が
孕
む
自
己
分
裂
の
修
復
が
世
界
性
と
の
関
係
で
指
向
分

　
裂
の
修
復
を
捲
き
込
む
こ
と
を
自
認
す
る
も
の
と
云
え
る
。
と
い
う
の
は
定
位
と
蒲
建
と
は
入
間
的
可
能
性
の
実
現
に
伴
う
引
去
り
と
の
弁
証
法
的

　
関
係
を
賭
示
す
る
が
、
実
現
は
現
実
的
に
は
実
現
の
方
面
分
裂
を
介
し
て
、
指
向
の
競
含
の
問
題
に
正
対
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
然
し
本
質
的
問
題
は
後
者
の
修
復
に
観
値
付
け
が
予
想
さ
れ
る
点
に
在
る
。
と
い
う
の
は
価
値
付
け
は
可
能
性
へ
の
投
企
の
方
向
分
裂
を
修
復
す

　
る
拠
点
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
鱗
値
付
け
を
排
除
す
る
と
、
超
越
は
続
騰
定
論
に
滑
降
す
る
か
ら
で
あ
る
。
処
で
当
面
す
る
ム
ニ
エ
の
価
値
付
け
観

　
の
理
論
的
短
小
性
は
備
値
付
け
の
拙
・
附
分
裂
の
修
復
に
全
一
的
に
書
及
し
て
い
な
い
点
に
存
す
る
。
か
か
る
中
断
は
先
に
拙
給
し
た
全
体
化
の
蓮
動

　
に
よ
る
主
体
的
対
立
の
問
題
の
回
避
と
呼
応
す
る
。
然
し
主
体
的
対
立
に
正
鮒
し
て
、
振
向
分
裂
の
修
復
に
踏
み
込
ん
で
も
、
分
裂
が
捲
き
込
む
価

　
値
葛
藤
が
価
鎮
に
対
す
る
責
任
の
引
請
け
で
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
ポ
ラ
ン
の
「
人
閤
は
樋
値
に
責
任
を
負
う
限
り
、

　
営
ら
以
外
に
価
値
の
保
証
者
を
持
た
な
い
。
…
…
が
鑛
値
の
創
造
者
と
し
て
の
入
間
が
自
ら
を
尊
ぶ
限
り
、
彼
は
価
値
が
絶
対
充
分
な
基
底
を
所
有

　
す
る
と
確
認
出
来
る
」
と
い
う
需
説
（
謁
〔
受
払
。
冨
島
℃
o
嬬
ジ
い
餌
○
ま
m
益
o
p
瓢
窪
く
巴
㊦
⊆
話
”
伽
㊦
＝
滋
窪
μ
o
仏
象
雨
δ
ジ
勺
●
拝
趨
目
8
卜
σ
”
や
邸
○
。
H
）
の

　
前
半
は
受
容
れ
ら
れ
て
も
、
後
半
は
直
ち
に
了
承
さ
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
西
進
の
額
値
付
け
を
め
ぐ
る
自
尊
は
薩
ち
に
そ
れ
へ
の
自
信
を
も
た
ら

　
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。



　
然
し
そ
れ
は
ギ
ュ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
風
に
獅
蝦
に
閥
す
る
過
度
の
経
験
論
（
ξ
℃
①
捲
ヨ
℃
三
ω
B
①
）
乃
至
野
咲
観
を
認
容
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

価
値
付
け
に
霞
信
を
持
と
う
と
す
る
と
文
化
と
文
明
に
跨
る
書
置
常
晶
帯
と
日
常
的
生
と
の
競
合
並
に
非
鷹
常
共
生
内
部
に
於
け
る
文
化
と
文
明
と

の
両
領
域
の
そ
れ
に
触
れ
、
生
の
領
域
的
分
化
と
そ
の
縮
互
不
．
司
還
元
性
の
赫
提
に
於
て
、
こ
れ
等
両
競
合
の
和
解
の
問
題
の
全
一
的
解
決
を
企
て

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

A　　A
16　15
w　　v

A　　A　t－x　A
14　13　！2　11
v　　v　　w　　v

釦
鎮
。
篇
翫
Φ
び
。
ワ
。
陣
r
や
↓
O
．

中
謀
○
§
δ
」
8
。
簿
¢
ワ
一
目
轟
9

国
．
銀
8
巴
。
び
。
や
簿
．
v
マ
①
S

口
．
窯
○
¢
ユ
。
び
。
や
簿
‘
や
一
W
伊

箇
鋒
8
鉱
①
♪
○
℃
・
葺
こ
℃
．
α
ピ

φ
づ
．
ζ
o
§
同
Φ
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ε
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簿
こ
膨
｝
δ
．
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此
処
で
労
働
の
協
同
性
が
水
平
的
離
接
の
関
係
を
表
示
す
る
と
、
精
神
的
協
賛
は
垂
直
的
離
接
の
関
係
を
含
意
す
る
。
運
命
の
協
同
は

か
か
る
両
様
の
関
係
に
跨
っ
て
生
が
い
と
な
ま
れ
る
処
に
差
し
か
け
ら
れ
、
ム
ニ
エ
は
そ
れ
を
身
入
れ
の
理
論
で
収
束
し
て
い
る
。
従
っ

て
ム
ニ
エ
に
於
け
る
理
論
的
刈
り
込
み
の
検
問
も
最
終
的
に
は
身
入
れ
の
理
論
を
め
ぐ
っ
て
突
き
止
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
身
入
れ
の

理
論
は
単
に
投
企
と
価
値
付
け
と
に
跨
る
品
位
（
内
存
在
）
の
論
理
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ム
ニ
エ
に
う
か
が
わ
れ
る
の
は
投
企
か
ら
予
見

に
及
ぶ
岩
窟
面
の
跡
付
け
が
暗
示
す
る
よ
う
に
群
議
の
論
理
の
実
在
性
を
拙
会
的
変
動
の
論
理
を
通
し
て
現
実
的
に
再
確
認
す
る
処
に
そ

れ
自
身
包
論
理
的
な
身
入
れ
の
理
論
を
据
え
て
か
か
ろ
う
と
す
る
底
意
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
其
れ
自
身
詰
る
余
地
は
な
い
。
そ

れ
は
人
間
が
世
界
史
的
歩
み
に
捲
き
込
ま
れ
な
が
ら
捲
込
ま
れ
直
し
を
敢
行
す
る
存
在
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
に
通
じ
る
が
、
か
か
る
確

認
を
裏
付
け
る
包
論
理
と
し
て
の
理
論
に
間
然
す
る
処
が
あ
る
点
は
そ
の
都
度
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
か
か
る
理
論
的
欠
陥
は
論
理
と
包
論
理
と
の
講
究
に
当
り
、
境
位
の
論
理
と
社
会
的
変
動
の
論
理
と
の
相
関
と
交
徹
の
突
き
止
め
に
、

体
　
系
　
と
　
問

四
五
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38
3
　
手
抜
か
り
が
あ
る
処
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
れ
は
社
会
的
変
動
の
論
理
に
付
て
あ
か
ら
さ
ま
に
言
及
し
な
い
で
、
境
位
の
論
理
の
蒙
む
る

　
　
時
代
的
変
容
を
説
い
て
い
る
処
に
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
を
マ
ル
ク
ス
主
義
の
批
判
に
即
し
て
述
べ
る
と
、
ム
ニ
エ
は
か
か
る
批
判
を
敢

　
　
行
ず
る
に
当
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
本
質
的
に
依
拠
し
た
歴
史
的
現
実
優
先
の
立
場
を
社
会
的
変
動
の
論
理
か
ら
再
認
識
す
る
こ
と
を
怠
る

　
　
か
、
少
く
と
も
そ
れ
を
曖
昧
化
し
た
ま
ま
批
判
に
赴
む
い
て
い
る
。
そ
の
マ
ル
ク
ス
批
料
が
マ
ル
ク
ス
の
銀
位
並
び
に
そ
れ
に
介
入
す
る

　
　
価
値
の
閥
題
に
舶
え
た
理
論
的
誤
解
を
衝
く
こ
と
に
急
で
あ
っ
た
為
で
あ
る
と
は
云
え
、
ム
ニ
エ
は
マ
ル
ク
ス
の
理
論
的
卓
越
性
に
言
及

　
　
は
し
た
が
・
そ
れ
を
誓
レ
ン
ド
ル
フ
が
提
起
す
る
よ
う
な
境
位
の
論
響
社
会
的
変
動
の
論
響
の
判
別
に
即
し
て
再
確
認
し
た
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
云
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
又
ジ
わ
、
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
そ
の
所
謂
三
分
法
に
於
て
差
し
か
け
た
理
論
性
の
創
見
に
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
な

　
　
経
験
的
事
実
に
関
す
る
包
括
的
な
理
論
の
理
論
性
に
於
て
論
理
の
占
め
る
位
置
と
役
割
の
限
界
に
関
す
る
劃
定
の
不
充
分
性
と
連
関
す
る
。

　
　
歴
史
の
思
惟
が
時
と
永
遠
に
跨
っ
て
も
、
夫
々
を
匿
え
る
論
理
の
絹
関
的
交
響
性
に
裏
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、
理
論
的
思
惟
に
透
徹
す
る

　
　
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
管
理
に
し
て
か
か
る
不
透
徹
少
く
と
も
未
透
徹
に
ム
ニ
エ
を
導
入
し
た
も
の
が
最
終
的
に
問
題
化
す
る
。

　
　
　
我
々
は
そ
れ
を
原
理
的
に
は
身
入
れ
の
理
論
の
緊
確
化
の
欠
如
の
意
味
で
の
理
論
的
未
精
錬
性
に
求
め
る
。
が
謙
っ
て
贈
爵
化
の
具
体

　
　
的
意
味
内
容
に
想
曝
す
る
と
、
問
題
の
解
決
は
容
易
で
な
い
。
理
論
が
世
界
の
歴
史
性
に
関
す
る
反
省
に
成
り
立
つ
境
位
の
論
理
と
世
界

　
　
の
歴
史
的
現
実
に
関
す
る
判
断
に
成
り
立
つ
被
会
的
変
動
の
論
理
と
に
誇
る
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
処
が
ム
ニ
エ
に
過
て
は
両
様

　
　
の
論
理
の
差
し
か
け
ら
れ
る
位
相
の
判
別
が
不
徹
底
に
終
っ
た
為
に
、
事
実
と
事
実
に
関
す
る
論
理
と
包
論
理
と
の
媒
介
の
関
係
が
曖
昧

　
　
に
附
さ
れ
た
処
に
緊
確
化
の
欠
如
の
素
因
が
存
す
る
。
ム
ニ
エ
が
倫
理
と
経
済
と
宗
教
と
を
理
論
的
問
題
状
況
で
相
関
的
に
対
置
し
た
場

　
　
合
、
こ
れ
等
の
三
者
が
世
界
の
構
造
化
に
即
す
る
自
己
発
見
の
経
験
に
継
て
占
め
る
位
相
は
哲
学
的
に
傾
斜
な
く
突
き
止
め
ら
れ
た
と
は

　
　
言
え
な
い
。
交
化
の
言
及
は
か
か
る
不
徹
底
を
被
冷
す
る
謂
わ
ぱ
隠
れ
簑
に
供
さ
れ
た
観
が
あ
る
。
し
か
も
か
か
る
言
及
に
よ
っ
て
事
態

　
　
の
不
判
墾
性
は
一
層
増
大
し
た
と
云
え
る
。

　
　
　
そ
の
際
理
論
の
中
核
に
据
え
ら
れ
る
境
位
の
論
理
に
対
し
て
、
宗
教
的
精
神
に
も
と
ず
く
予
言
活
動
の
介
入
関
与
を
認
め
て
か
か
る
こ



339

と
は
、
そ
れ
の
変
動
の
論
理
に
対
す
る
条
件
付
げ
と
条
件
付
け
自
体
の
限
界
措
定
に
伴
う
両
様
の
論
理
の
相
互
交
徹
と
い
う
原
始
事
実
を

些
さ
か
も
動
揺
さ
せ
な
い
ば
か
り
か
、
却
っ
て
編
成
す
る
。
こ
の
こ
と
は
条
件
付
け
を
担
う
即
位
の
論
理
と
条
件
付
け
ら
れ
る
変
動
の
論

理
と
を
触
れ
合
は
す
処
に
差
し
か
け
ら
れ
る
包
論
理
が
論
理
的
に
は
耳
管
の
論
理
で
問
題
化
さ
れ
る
よ
う
な
導
管
へ
の
宗
教
的
精
神
の
介

入
関
与
を
肯
い
な
が
ら
、
包
論
理
的
に
は
そ
の
成
果
を
見
届
け
る
意
味
で
暫
学
的
聞
に
透
徹
す
る
処
に
成
り
立
つ
と
考
え
る
と
一
層
判
然

と
す
る
。
端
的
に
云
う
と
、
予
言
活
動
と
政
治
活
動
と
の
根
津
に
言
及
す
る
だ
け
で
問
題
は
終
ら
な
い
で
、
か
か
る
書
及
が
境
位
を
予
見

で
開
顕
す
る
に
当
り
限
界
経
験
を
生
産
化
す
る
と
い
う
包
論
理
性
の
要
求
に
十
全
的
に
値
す
る
も
の
に
成
り
上
っ
て
い
る
か
否
か
を
見
届

け
る
点
に
問
題
は
か
か
る
。

　
斯
様
に
し
て
ム
ニ
エ
の
呼
称
す
る
身
入
れ
の
理
論
が
如
何
な
る
程
度
に
か
か
る
包
論
理
性
の
要
求
に
叶
う
か
が
最
終
的
に
問
題
化
す
る
。

ム
ニ
エ
が
宗
教
的
精
神
の
制
新
を
宗
門
組
織
の
振
興
と
キ
リ
ス
ト
教
性
の
能
動
化
に
跨
ら
せ
、
か
か
る
刷
新
を
非
宗
門
的
社
会
組
織
の
神

聖
化
の
前
提
に
据
え
た
こ
と
は
宗
教
約
直
観
に
裏
付
け
ら
れ
る
贈
位
の
限
界
経
験
を
以
て
包
論
理
の
潜
勢
段
階
と
看
倣
し
た
こ
と
に
通
じ

る
。
況
し
て
境
位
の
論
理
に
関
与
す
る
宗
教
的
精
神
が
現
実
に
発
動
す
る
場
合
、
予
言
活
動
の
名
に
於
て
、
政
治
活
動
と
相
関
す
る
と
齎

慌
し
た
こ
と
は
限
界
経
験
の
生
産
化
の
役
割
を
政
治
活
動
に
附
与
し
、
政
治
活
動
を
中
心
に
包
論
理
の
顕
勢
段
階
を
据
え
て
か
か
ろ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

す
る
配
慮
が
持
ち
合
わ
さ
れ
た
こ
と
を
反
映
す
る
。
然
し
配
慮
の
有
無
と
そ
の
十
全
性
と
は
劉
問
題
で
あ
る
。
包
論
理
が
論
理
を
離
れ
て

な
く
、
む
し
ろ
論
理
の
自
己
透
徹
に
浸
出
す
る
こ
と
は
底
入
れ
が
体
位
を
離
れ
て
な
く
、
む
し
ろ
境
位
内
主
体
の
自
己
発
見
に
成
り
立
つ

の
と
同
様
で
あ
る
。

　
然
し
自
己
透
徹
は
社
会
的
変
動
の
論
理
と
の
相
互
媒
介
を
前
提
に
す
る
。
若
し
か
か
る
相
互
媒
介
性
の
突
き
止
め
に
手
抜
か
り
が
あ
る

場
合
に
は
、
包
論
理
の
配
慮
が
自
己
透
徹
に
裏
付
け
ら
れ
て
も
、
配
慮
は
十
全
化
し
な
い
。
そ
し
て
当
面
す
る
ム
ニ
エ
の
配
慮
は
正
に
か

か
る
不
十
全
な
水
位
に
在
る
事
が
改
め
て
指
摘
さ
れ
る
。
勿
論
か
か
る
論
理
の
自
己
透
徹
の
不
十
全
性
は
自
己
発
見
の
事
実
の
見
届
け
の

そ
れ
と
相
関
対
応
す
る
。
見
届
け
は
投
企
と
予
見
と
の
単
な
る
相
補
的
連
関
で
な
く
、
予
見
に
よ
る
境
位
の
開
顕
面
に
於
け
る
そ
れ
、
云

　
　
　
　
体
　
系
　
と
　
問
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八

い
換
え
る
と
予
見
を
手
が
か
り
と
す
る
境
位
の
限
界
経
験
の
生
産
化
の
そ
れ
に
即
し
て
行
わ
れ
る
。
ム
ニ
エ
が
上
掲
の
よ
う
に
開
顕
の
面

で
キ
リ
ス
ト
野
性
に
修
正
を
加
え
る
必
要
性
に
　
霞
及
し
た
こ
と
は
晴
黙
の
中
に
か
か
る
見
届
け
に
関
す
る
関
心
が
持
ち
合
わ
さ
れ
た
こ
と

を
反
映
す
る
が
、
境
位
的
直
観
と
予
見
の
縮
補
翼
連
関
を
還
相
的
照
明
面
と
往
桐
的
開
顕
面
と
の
兼
ね
合
に
於
て
、
間
然
す
る
処
な
く
突

き
止
め
た
上
で
、
そ
の
身
入
理
論
の
構
成
に
赴
む
い
た
と
は
云
え
な
い
。
端
的
に
云
っ
て
、
ム
ニ
エ
の
理
論
性
の
追
究
は
そ
の
狙
い
に
於

て
誤
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
成
果
に
於
て
不
判
明
で
あ
る
。
か
か
る
不
判
明
性
は
そ
の
ま
ま
自
己
発
見
の
事
実
の
見
届
け
の
不
十
全
性
に

通
じ
る
。

　
勿
論
そ
の
場
合
見
届
け
の
判
定
に
は
規
準
が
前
提
さ
れ
る
。
か
か
る
規
準
は
何
に
措
か
れ
る
か
。
そ
れ
は
自
己
発
見
を
め
ぐ
る
世
界
の

溝
造
化
の
推
進
と
昂
揚
に
措
か
れ
る
が
、
携
造
化
の
玉
成
的
視
像
は
投
企
に
触
発
さ
れ
て
、
実
践
的
賭
け
を
伴
う
予
見
の
事
実
に
属
す
る
。

ム
ニ
エ
の
政
治
を
動
軸
と
す
る
包
論
理
的
発
言
は
髄
か
に
か
か
る
予
冤
的
開
顕
に
寄
托
さ
れ
る
現
実
的
意
味
に
創
見
を
加
え
て
い
る
。
然

し
以
上
指
摘
し
た
よ
う
な
理
論
観
に
も
と
ず
い
て
発
言
が
行
わ
れ
て
い
る
か
否
か
に
撃
て
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
か
か
る
疑
問
は
然
し

そ
の
理
論
観
の
骨
絡
に
か
か
わ
ら
な
い
で
、
そ
の
肉
付
け
に
か
か
わ
る
。
云
い
換
え
る
と
そ
の
理
論
的
間
然
性
は
把
握
さ
れ
る
理
論
の
人

間
的
実
在
性
（
其
処
に
身
入
れ
ば
止
住
す
る
）
へ
の
剥
離
に
求
め
ら
れ
な
い
で
未
定
着
に
求
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
ム
ニ
エ
に
於
て
最
終
的

に
餐
め
ら
れ
る
の
は
そ
の
世
界
構
造
へ
の
閥
を
め
ぐ
る
投
企
と
予
見
と
の
、
ラ
ク
ロ
ワ
と
は
別
な
意
味
で
の
栢
関
性
に
関
す
る
見
解
の
独

創
性
で
な
く
て
か
か
る
相
関
自
体
の
相
補
性
へ
の
着
限
の
狭
隆
化
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
幡
羅
化
は
境
風
調
存
在
の
直
接
経
験
と
そ
の

限
界
経
験
を
単
独
假
体
の
そ
れ
に
封
じ
る
よ
う
な
そ
の
深
強
化
と
呼
応
し
た
。
む
し
ろ
深
図
化
の
促
進
が
却
っ
て
そ
の
狭
理
化
を
助
長
し

た
と
さ
え
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
我
々
は
か
か
る
狭
隆
化
を
助
長
し
た
素
因
と
し
て
そ
の
人
格
主
義
へ
の
捉
わ
れ
を
挙
げ
る
こ
と
が
娼
来

る
。
と
い
う
の
は
か
か
る
網
補
性
が
孕
む
世
界
内
存
在
の
不
決
定
的
決
定
化
性
を
ム
ニ
エ
は
一
方
的
に
人
格
的
主
体
化
で
押
え
、
逆
に
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

二
人
称
的
人
格
性
と
並
ん
で
非
人
称
的
主
体
性
が
か
か
る
主
体
的
決
定
化
へ
同
時
的
に
関
与
す
る
点
を
暖
昧
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
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そ
れ
は
然
し
ム
心
算
が
人
格
性
へ
の
反
省
を
侯
た
な
い
で
、
理
論
の
人
格
主
義
的
造
成
に
赴
む
い
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
む
し
ろ

人
格
性
へ
加
え
た
深
究
は
そ
の
人
格
の
歴
史
と
人
格
主
義
の
歴
史
と
の
判
別
か
ら
充
分
う
か
が
わ
れ
る
。
ム
ニ
エ
に
よ
る
と
人
格
の
歴
史

は
人
格
主
義
の
歴
史
に
先
行
し
た
。
人
格
の
歴
史
は
人
格
主
義
が
一
つ
の
否
包
括
的
な
理
論
体
系
と
し
て
成
立
す
る
為
の
永
い
懐
胎
期
を

意
味
し
た
。
そ
の
後
に
娼
生
し
た
人
格
主
義
は
体
系
で
な
い
が
、
又
単
な
る
哲
学
す
る
態
度
で
も
な
い
。
正
に
一
つ
の
哲
学
で
あ
る
。
よ

り
厳
密
に
云
う
と
、
そ
れ
は
構
造
を
正
確
化
す
る
一
つ
の
哲
学
で
あ
る
。
処
で
か
か
る
人
格
主
義
が
解
す
る
人
格
と
は
外
か
ら
認
識
さ
れ

る
客
体
で
は
な
い
。
む
し
ろ
客
体
と
し
て
は
扱
い
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
認
識
し
、
同
時
に
内
側
か
ら
つ
く
る
只
一
つ
の
実
在
で

あ
る
。
そ
れ
は
何
処
に
も
現
在
す
る
が
、
何
処
に
も
与
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ム
ニ
エ
は
入
管
主
義
を
以
て
構
造
を

正
確
化
す
る
一
つ
の
哲
学
と
説
き
な
が
ら
、
人
格
主
義
に
よ
っ
て
再
確
認
さ
れ
る
人
格
を
只
一
つ
実
在
塾
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

即
ち
人
格
主
義
を
襲
離
し
た
人
格
と
人
格
主
義
に
よ
っ
て
再
確
認
さ
れ
る
人
格
と
で
、
実
質
的
に
は
そ
の
意
味
内
容
に
普
遍
化
的
な
変
換

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

が
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
人
格
主
義
を
哲
学
の
理
論
的
立
場
に
据
え
よ
う
と
す
る
処
か
ら
来
る
難
事
の
成
り
行
き
で
あ
る
。

　
然
し
こ
れ
に
よ
っ
て
先
鞭
の
質
入
れ
の
理
論
と
か
か
る
哲
学
的
立
場
と
が
如
何
に
梢
蔽
う
か
が
直
ち
に
聞
題
化
す
る
。
と
い
う
の
は
前

者
は
後
者
の
理
論
的
帰
結
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
処
で
身
入
れ
の
主
体
は
人
格
性
を
お
び
る
が
、
単
な
る
人
格
で
は
な
い
。

骨
格
性
と
非
人
称
的
意
味
で
の
非
人
格
性
と
に
跨
る
億
体
衝
心
体
で
あ
る
。
そ
れ
は
身
入
れ
の
主
体
が
問
の
主
体
で
も
あ
る
処
か
ら
来
る

当
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
う
ク
ロ
ワ
理
論
批
判
の
際
と
同
様
人
格
性
を
道
徳
的
な
～
、
二
人
称
的
存
在
に
非
人
格
性
を
非

道
徳
的
な
人
間
存
在
に
当
て
が
う
反
面
に
於
て
、
実
践
性
を
道
徳
的
人
格
に
だ
け
局
限
し
な
い
で
、
非
道
徳
的
非
人
称
的
存
在
と
し
て
の

主
体
に
も
配
分
す
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
。
ム
ニ
エ
が
政
治
を
横
切
っ
て
差
し
か
け
ら
れ
る
倫
理
と
経
済
の
相
互
媒
介
否
、
経
済
の
人
格

化
に
就
い
て
語
る
場
合
、
其
処
に
関
与
す
る
社
会
的
実
在
は
か
か
る
一
、
二
入
称
約
人
格
性
と
非
人
称
的
非
人
格
性
に
跨
る
複
合
的
主
体

と
し
て
の
個
体
の
社
会
的
存
在
を
指
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
が
名
目
的
に
は
飽
く
迄
そ
れ
を
人
格
と
し
て
呼
称
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
名
鼠
的
に
は
主
体
性
を
人
格
性
に
還
元
し
な
が
ら
、
実
在
的
に
は
人
格
性
に
欄
限
を
加
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
か
る
混
同

　
　
　
　
体
　
系
　
と
　
問
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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五
〇

は
そ
の
ま
ま
、
人
格
性
で
個
体
性
が
無
差
別
的
に
置
き
換
え
ら
れ
て
も
、
主
体
性
が
一
方
的
に
道
徳
的
人
格
性
に
局
限
さ
れ
な
い
点
、
人

格
性
に
よ
る
主
体
性
の
置
き
換
え
に
は
人
格
性
の
拡
大
的
使
用
の
批
判
的
反
省
が
必
然
化
す
る
点
に
つ
い
て
の
考
慮
が
ム
二
二
の
下
心
に

あ
っ
た
が
下
心
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
云
い
か
え
る
と
、
主
体
が
非
人
称
的
意
味
で
非
人
格
化
さ
れ
て
も
、
直
ち
に
主
体
性

が
喪
失
さ
れ
な
い
と
共
に
、
主
体
が
人
格
化
さ
れ
て
も
、
非
人
毒
性
は
否
認
さ
れ
な
い
で
、
人
格
性
が
非
人
溶
性
に
折
り
重
ね
ら
れ
る
と

い
う
主
体
の
複
合
性
に
就
い
て
の
徹
底
的
追
究
が
拗
棄
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
ム
ニ
エ
の
混
用
で
餐
め
ら
れ
る
の
は
、
主
体
に
於

け
る
人
格
性
と
非
人
二
二
と
の
不
判
別
に
も
と
ず
く
、
人
格
主
義
の
固
執
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
尤
も
ム
ニ
エ
が
そ
の
人
格
主
義
を

所
謂
人
格
性
の
枠
内
で
措
定
せ
ず
、
そ
れ
に
意
識
的
精
錬
を
加
え
る
処
に
ム
ニ
エ
独
自
の
人
格
主
義
を
据
え
て
か
か
っ
た
こ
と
は
、
人
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

主
義
的
理
論
の
内
部
で
、
人
格
主
義
自
体
の
展
開
方
向
の
類
型
的
判
別
を
め
ぐ
る
警
語
「
人
は
斯
様
に
し
て
人
格
主
義
の
実
存
主
義
的
切

線
と
、
そ
れ
に
競
合
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
切
線
と
、
よ
り
古
典
的
な
人
格
主
義
と
を
標
定
出
来
る
」
に
う
か
が
わ
れ
る
。

　
問
題
は
先
に
引
用
し
た
ラ
ク
ロ
ワ
の
人
格
主
義
を
此
処
で
ム
ニ
エ
が
古
典
視
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
反
面
に
於
て
自
己
の
人
格

主
義
を
薪
裏
撮
す
る
こ
と
を
倉
賛
す
る
。
然
し
ム
ニ
エ
の
信
奉
す
る
新
生
の
人
格
主
義
が
人
格
主
義
の
実
存
主
義
的
切
線
の
系
列
に
属
す

る
こ
と
は
前
後
の
事
情
か
ら
考
え
て
明
ら
か
で
あ
る
。
然
し
此
処
で
更
に
ム
ニ
エ
自
身
自
己
の
人
格
主
義
が
そ
れ
と
競
合
す
る
マ
ル
ク
ス

主
義
の
理
論
的
包
構
を
目
指
す
処
に
成
り
立
っ
た
こ
と
を
告
白
し
、
事
実
以
上
跡
付
け
た
処
か
ら
そ
れ
が
単
な
る
思
い
つ
き
に
と
ど
ま
ら

な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
然
し
そ
の
成
果
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
包
越
に
は
や
っ
て
、
却
っ
て
人
格
主
義
と
雲
切
す
る
実
存
主
義
自
体

の
深
義
と
そ
の
理
論
的
限
界
自
覚
を
怠
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ム
二
二
が
ラ
ク
ロ
ワ
で
は
保
存
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
と
サ
ル

ト
ル
風
の
実
存
主
義
と
へ
の
等
分
の
配
慮
を
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
傾
斜
に
於
て
不
均
衡
に
陥
れ
、
サ
ル
ト
ル
の
実
存
主
義
批
判
を
閑
却
し

て
い
る
こ
と
は
此
の
問
の
事
情
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

　
斯
様
に
し
て
ム
ニ
エ
に
凝
結
し
た
理
論
性
の
人
格
主
義
的
追
究
で
最
終
的
に
云
え
る
こ
と
は
そ
れ
が
ラ
ク
ロ
ワ
の
追
究
で
間
然
す
る
処

を
補
完
し
よ
う
と
す
る
配
慮
と
言
及
を
随
所
で
示
し
て
い
る
が
、
ラ
ク
ロ
ワ
の
問
と
体
系
に
跨
る
理
論
的
指
向
を
世
界
構
造
へ
の
間
で
置
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き
換
え
る
場
合
、
内
世
界
存
在
の
中
心
に
据
え
ら
れ
る
所
有
と
紺
世
界
存
在
の
中
核
に
擬
せ
ら
れ
る
存
在
と
を
単
に
繋
留
し
た
ば
か
り
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Z

な
く
、
更
に
そ
の
間
に
没
所
有
を
契
機
と
し
て
非
所
有
の
問
題
を
介
入
さ
せ
な
が
ら
、
非
所
有
白
【
身
が
不
判
明
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
然
し
非
所
有
を
賢
主
化
す
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
存
在
と
相
関
す
る
非
存
在
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
通
じ
る
。
そ
し
て
か
か
る

明
確
化
が
理
論
性
の
追
究
の
最
終
的
仕
上
げ
に
役
立
つ
と
す
る
と
、
ム
ニ
エ
の
批
判
を
契
機
に
究
極
的
に
提
起
さ
れ
る
の
が
一
方
マ
ル
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ル
で
遂
行
さ
れ
た
所
有
論
と
存
在
論
と
の
枳
互
精
錬
、
他
方
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
で
探
求
さ
れ
た
存
在
と
非
存
在
と
の
存
在
論
最
深
究

を
共
範
的
手
が
か
り
と
す
る
理
論
性
の
確
立
で
あ
る
。

　
然
し
か
か
る
確
立
に
赴
む
く
前
に
我
々
は
ラ
ク
ロ
ワ
と
ム
ニ
エ
が
夫
々
引
照
の
際
誤
認
少
く
と
も
看
過
し
た
と
考
え
ら
れ
る
マ
ル
ク
ス

と
サ
ル
ト
ル
と
の
思
想
の
直
接
的
跡
付
け
を
経
め
ぐ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
経
め
ぐ
り
は
単
に
人
格
主
義
の
遺
漏
し
た
落
穂
を
捨
収

す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
こ
れ
等
理
非
キ
リ
ス
ト
教
主
義
思
想
は
理
論
性
の
確
立
に
当
り
マ
ル
セ
ル
と
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ

ィ
ッ
チ
に
代
弁
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
劣
ら
な
い
積
極
的
寄
与
を
も
た
ら
す
実
在
性
を
包
蔵
す
る
と
藩
倣
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
際
内
在
面
の
追
究
に
関
す
る
限
り
メ
ル
ロ
ー
ポ
ン
テ
ィ
の
見
通
し
に
原
理
的
に
同
調
す
る
の
も
か
か
る
寄
与
の
認
識
に
立
っ
て
理
論
性

の
確
立
に
赴
む
く
限
り
に
於
て
で
あ
り
、
ラ
ク
ロ
ワ
が
云
う
よ
う
に
ポ
ン
テ
ィ
が
単
に
マ
ル
ク
ス
主
義
と
実
存
主
義
と
人
格
主
義
と
の
共

通
の
申
心
に
身
を
置
か
う
と
努
力
す
る
か
ら
で
は
な
い
。
然
し
そ
れ
は
理
論
性
の
問
題
に
関
す
る
第
二
の
試
論
と
し
て
別
論
に
譲
る
こ
と

に
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
（
1
）
　
か
か
る
批
覇
の
遂
行
に
当
っ
て
有
力
な
示
唆
を
投
げ
か
け
る
の
が
ダ
…
レ
ン
ド
ル
フ
の
次
の
見
解
で
あ
る
「
マ
ル
ク
ス
の
共
産
社
会
の
投
企
は

　
　
か
か
る
社
会
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
歴
史
的
機
能
に
於
て
存
在
論
的
構
成
で
あ
り
、
そ
の
実
在
的
形
態
に
於
て
は
社
会
学
的
構
成
で
あ
る
。
…
…
マ
ル

　
　
ク
ス
の
作
品
の
両
方
の
部
分
を
根
源
的
に
分
離
す
る
こ
と
に
も
と
ず
く
外
、
そ
の
作
事
を
意
義
あ
る
批
判
に
か
け
、
そ
の
生
産
的
な
成
立
部
分
を
引

　
　
き
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
」
（
泌
鋤
躍
U
⇔
げ
肖
9
山
◎
鳳
”
駕
費
嫉
口
唇
℃
①
屋
娼
①
o
届
く
ρ
U
δ
H
瓢
①
o
（
一
①
ω
O
o
器
。
窪
象
凶
ヨ
O
①
註
（
o
掃
轟
く
。
鎧
只
’
蜜
錠
き

　
　
出
鋤
鄭
。
〈
霞
》
ド
リ
q
b
Q
》
ω
・
峯
α
戸
δ
①
●

　
（
2
）
　
ジ
ヤ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
そ
の
『
第
一
哲
学
』
で
企
図
す
る
理
論
の
一
瓢
分
法
を
最
も
集
中
的
に
表
現
す
る
の
は
次
の
設
論
で
あ
る
。
　
「
従
っ
て

体
　
系
　
と
　
問

五
一
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五
二

　
又
可
能
性
の
多
少
大
き
い
部
分
の
能
力
で
あ
る
経
験
的
能
力
と
可
能
性
の
全
体
の
能
力
で
あ
る
包
経
験
的
な
全
能
的
能
力
（
外
。
鼠
①
も
島
霧
§
8
）
と

　
が
あ
る
。
最
後
に
唐
突
で
愛
鷹
的
な
不
可
能
に
就
い
て
の
包
論
理
的
な
絶
対
能
ヵ
（
○
ヨ
鉱
℃
o
聖
旨
8
ヨ
無
鉱
。
σ
q
5
自
Φ
）
が
あ
る
」
（
o
h
’
＜
■
置
賜
（
色
争

　
三
汁
0
7
0
ワ
鼻
こ
℃
．
ω
G
。
’
）
然
し
か
か
る
謂
わ
ぼ
能
力
論
的
区
分
は
後
に
学
に
議
す
る
三
秩
序
襯
で
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
が
、
（
ま
（
ポ
℃
．
題
幽
◆
）

　
何
れ
に
し
て
も
、
包
論
理
的
な
も
の
を
帰
一
求
心
の
方
向
に
見
草
し
て
い
る
点
は
否
め
な
い
。
包
論
理
性
に
流
露
還
心
性
を
併
せ
持
た
せ
よ
う
と
す

　
る
理
論
的
関
心
に
も
と
ず
い
て
、
我
々
は
か
か
る
三
分
法
を
新
し
く
学
会
的
変
動
の
論
理
と
境
位
の
論
理
と
身
入
れ
の
艦
論
理
的
理
論
で
強
き
換
え

　
る
。
勿
論
か
か
る
麗
き
換
え
に
は
次
元
的
変
換
え
の
見
通
し
が
前
提
さ
れ
る
。

（
3
）
　
シ
ユ
ム
ペ
ー
タ
…
の
公
的
携
導
の
領
域
の
拡
大
と
い
う
意
味
で
の
民
主
的
社
会
主
義
の
推
進
に
関
す
る
理
論
は
か
か
る
十
全
化
を
め
ぐ
る
一
つ

　
の
試
論
と
し
て
考
量
に
値
す
る
。
（
紘
。
｝
o
ω
①
℃
劉
｝
●
ω
o
ン
ニ
ヨ
唱
簿
。
】
，
ゆ
ズ
飴
嘗
瞥
巴
冨
ヨ
蕊
》
ω
o
臥
匙
一
。
喚
B
囲
茄
ε
凶
⇔
①
ヨ
。
ζ
Q
瓢
。
”
N
≦
o
騨
o
o
増
≦
o
器
。
二
④

　
摩
羅
貯
α
q
ρ
じ
ご
曾
ジ
お
0
9
ψ
戯
『
似
ー
ミ
9
）
そ
れ
は
又
ド
ヴ
ェ
ル
ジ
ュ
の
全
体
的
艮
主
主
義
（
鳥
瓜
嵩
ρ
O
O
門
鋤
醇
凶
O
　
酢
O
件
節
圃
O
）
が
隅
負
す
も
の
に
通
じ
て
い

　
る
。
（
9
↓
賊
既
ま
瓢
Φ
ω
o
o
圃
島
。
σ
q
団
㊦
”
弓
．
瞬
G
O
．
）

（
4
）
　
か
か
る
岡
時
的
関
与
は
文
化
と
葬
’
文
化
と
の
動
的
均
衡
と
編
即
す
る
。
か
か
る
均
衡
招
来
の
消
極
的
櫓
標
と
し
て
顧
み
ら
れ
る
の
が
ヴ
ィ
リ
ー

　
の
次
の
見
解
で
あ
る
。
　
「
今
迄
述
べ
た
耳
標
一
統
一
的
見
逓
し
の
喪
失
、
文
化
と
非
文
化
と
の
対
立
的
見
還
し
、
他
者
の
支
配
－
一
が
対
自
的
に

　
危
機
即
ち
文
化
運
動
が
下
降
の
極
に
在
る
こ
と
の
前
兆
で
あ
る
」
（
o
h
・
毛
臼
詑
。
や
．
9
ぼ
こ
ψ
賜
り
ω
）

（
5
）
　
か
か
る
推
移
の
素
地
の
啓
開
に
疑
り
、
　
そ
の
『
性
格
論
』
（
鍔
竃
○
護
瓢
巽
》
↓
窮
M
ま
瓢
q
O
畦
艶
9
専
P
昌
鎌
け
卸
榊
ω
o
三
智
一
国
評
）
の
果
し
た

　
役
割
は
理
追
申
来
な
い
。
と
い
う
の
は
ム
ニ
エ
は
此
処
で
来
る
べ
き
新
し
い
形
貌
に
於
け
る
人
間
像
の
形
成
に
赴
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
扉

　
で
『
性
格
論
』
が
人
工
を
単
に
扱
お
う
と
し
た
の
で
な
く
、
人
閥
の
為
に
戦
お
う
と
す
る
処
に
成
り
立
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
の
も
偶
然
で
な
い
。

　
然
し
そ
れ
は
心
理
学
と
離
題
す
る
の
で
な
く
て
、
心
理
学
的
入
絡
主
義
の
包
銀
に
成
る
よ
う
な
入
格
的
行
為
の
心
理
学
の
名
に
於
け
る
全
体
的
入
間

　
（
一
”
び
。
ヨ
B
o
8
け
匙
）
の
追
究
を
罰
指
す
。
そ
れ
は
第
三
人
称
心
理
学
に
対
す
る
第
一
人
称
心
理
学
で
拙
称
さ
れ
る
（
膨
◎
ζ
o
＝
づ
冨
さ
。
℃
・
息
出
軍
や
α
O
b
⊃

　
簿
。
。
続
く
．
）
そ
の
際
か
か
る
差
別
の
指
標
は
礁
我
の
変
化
す
る
凝
集
の
秘
密
へ
の
肉
薄
の
有
無
に
獄
か
れ
る
。
然
し
此
処
で
重
要
な
の
は
か
か
る
秘

　
密
へ
の
肉
薄
が
一
方
神
秘
の
円
転
の
下
に
所
謂
『
超
我
』
（
o
o
償
門
B
O
一
）
の
発
掘
に
よ
っ
て
、
後
年
『
入
格
主
義
』
に
於
け
る
棊
本
線
の
一
つ
（
継
接
）

　
を
築
い
た
と
共
に
（
拶
竃
。
蕊
凱
。
さ
○
℃
・
o
搾
v
憶
「
①
O
b
Q
）
他
方
自
我
欝
体
の
内
外
に
亘
る
差
込
化
と
の
相
即
に
建
て
、
心
牲
機
能
の
分
化
へ
の
想
到

　
へ
導
く
こ
と
に
よ
り
（
鍔
ζ
○
§
剛
辞
○
獅
簿
こ
℃
．
8
0
）
問
様
『
人
格
主
義
』
の
も
う
↓
方
の
基
本
隷
（
主
体
性
と
入
格
性
と
の
等
罷
観
）
を
培

　
つ
た
点
で
あ
る
。
当
躾
す
る
『
入
絡
主
義
』
の
理
論
的
限
界
の
追
究
で
問
題
化
す
る
の
は
後
者
を
め
ぐ
る
理
論
展
開
の
経
緯
で
あ
る
。

　
　
ム
ニ
エ
は
そ
こ
で
知
性
の
も
た
ら
す
新
し
い
境
位
の
問
題
の
解
決
力
を
そ
れ
翻
身
人
絡
的
飛
躍
の
名
で
、
人
絡
主
義
的
全
体
葵
鍔
の
中
に
と
ど
め



　
羅
こ
う
と
し
な
が
ら
（
麺
弓
噸
ζ
o
¢
鉱
0
5
0
ワ
。
賞
娼
．
欝
O
）
他
方
知
性
の
現
実
的
歩
み
の
無
人
格
化
の
事
実
を
隠
蔽
し
な
い
（
尊
蔭
．
竃
○
¢
鉱
。
び
8
．

　
o
罫
v
や
①
ω
紳
）
。
問
題
は
そ
こ
に
非
人
格
化
と
無
人
絡
化
と
の
混
同
少
く
と
も
不
判
別
が
見
受
け
ら
れ
る
点
に
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
不
徹
底
は
『
人

　
格
主
義
』
に
も
基
本
的
に
持
越
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
6
）
　
¢
ζ
o
β
凱
Φ
誤
℃
賃
ω
o
ロ
暴
凝
。
・
諺
ρ
℃
．
H
9

（
7
）
　
ム
ニ
エ
は
非
所
有
（
昌
。
亭
2
。
〈
9
け
）
の
名
に
於
て
具
象
的
に
何
を
振
称
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
。
其
処
に
は
道
徳
と
非
道
徳
に
跨
る
多
様
な

　
生
の
い
と
な
み
の
領
域
が
包
容
さ
れ
る
。
例
え
ば
日
常
的
占
有
（
O
o
2
腿
謡
。
昌
）
、
技
術
的
領
有
（
瓢
。
ヨ
営
砕
鉱
◎
口
）
、
科
学
的
保
有
（
島
簿
①
鵠
⑬
0
5
）
、

　
芸
術
的
享
有
（
｝
O
q
お
も
q
隣
質
O
①
）
、
身
体
的
含
有
（
ヨ
も
洋
鶏
。
コ
）
等
の
所
有
と
蛇
ん
で
趣
旨
的
非
所
有
（
マ
ル
セ
ル
の
所
謂
引
請
）
に
就
い
て
語
る
と

　
共
に
、
正
義
を
中
心
と
す
る
各
種
の
社
会
的
非
所
有
に
就
い
て
語
る
こ
と
が
謁
来
る
。
問
題
は
非
所
有
が
薩
ち
に
包
所
有
（
b
P
傷
什
鋤
’
鋤
く
O
一
肩
）
で
な
い

　
点
に
在
る
。
人
が
包
所
有
に
付
て
語
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
包
非
所
有
に
就
い
て
も
語
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
そ
の
為
で
あ
る
。
所
有
非
所
有

　
に
か
か
わ
ら
ず
没
存
厩
の
意
味
で
の
自
己
譲
渡
が
あ
る
処
で
は
自
己
の
取
渓
し
の
薄
味
で
の
存
在
論
的
包
越
が
企
函
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
所

　
有
乃
棄
非
落
丁
舟
生
の
領
域
が
抹
消
き
れ
る
訳
で
は
な
い
。
没
存
蕉
乃
至
網
己
譲
渡
は
所
有
と
非
所
有
と
に
亘
る
生
の
い
と
な
み
の
形
態
乃
至
性
格

　
に
か
か
わ
り
、
両
者
の
い
と
な
み
の
箏
実
に
は
か
か
わ
ら
な
い
。
道
徳
的
穿
所
有
に
も
非
道
徳
的
所
有
に
も
そ
れ
は
附
き
ま
と
う
の
で
あ
る
。
ム
ニ

　
エ
が
生
産
と
財
物
の
所
有
を
中
心
に
搾
所
有
の
名
で
問
題
を
追
究
し
た
際
、
実
は
占
有
的
所
有
に
喰
込
む
晦
巴
譲
渡
の
取
戻
し
の
意
味
で
の
包
所
有

　
に
観
て
語
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
非
占
有
遊
所
有
望
に
非
漢
有
的
生
の
い
と
な
み
に
於
け
る
取
り
戻
し
に
就
て
は
部
分
的
に
書
及
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

　
ム
ニ
エ
に
の
ぞ
ま
れ
た
の
は
曝
常
と
非
日
常
と
に
、
所
有
と
非
所
有
と
に
熱
る
生
の
全
領
域
の
所
有
主
（
曾
ゲ
。
ヨ
傷
回
さ
ぴ
α
q
δ
）
を
媒
介
と
す
る
存
在
論

　
的
追
究
に
も
と
ず
く
理
論
の
確
立
で
あ
る
。

（
8
）
　
そ
れ
は
紫
無
（
誌
O
『
o
警
警
）
と
交
接
す
る
甕
無
（
欝
鐙
摸
”
黛
鳳
警
）
と
し
て
差
し
か
け
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
大
阪
市
立
大
学
家
政
学
部
助
教
授
）
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フn‘τ9α酵力躍is　to　be　given　tog〔ヲtゐe7噛with　tゐe　last　iηsta17nent（ゾ「tゐθarticle。

Question　et　Systbme

Essai　sur　la　th60ricit6．

Par　Waichi　Himoto

　　On　construit　un　systeme　pour　1’achever，　mais　on　ne　peut　pas　ne　pas　aboutir

ti　le　trouver　inachev6　ti　jamais．　La　raison　en　est　qu’un　systeme　est　creus6

et一　detruit　par　une　question．　Cependant　ce　creusement　et　cette　destruction

contribuent　a　libbrer　un　systeme　qui　est　tomb6　dans　un　6tat　ferm6．　En　ce

sens　ils　sont　plut6t　favorable　au　systeme　lui－meme．　On　trouve　la　la　raison

pourquoi　une　th60rie，　pour　devenir　un　systeme　ouvert，　doit　“s’6tendre”　a　｝a

fois　sur　la　question　et　sur　le　systeme．　Mais　que　signifie　ici　ce　mot　“s’6tendre”　？

Je　veux　dire　que　la　r6alit6　humaine　se　porte　avec　fluidit6　comme　monde

historique．

　　Celui　qui　interroge　est　enr616　ici　avec　celui　qui　est　interrog6，　dans　le

mouvement　d’int6gration　totale．　En　ce　sens，　le　monde　historique　est　le

monde　pratique．　Plusieurs　philosophes　disent　incliff6remment　｝e　monde　pra－

tique，　mais　leurs　pens6es　sur　la　struc撫re　de　ce　monde　sont　trさs　diff6rentes．

Ce　que　je　veux　recher　ici，　c’est，　en　tragant　des　r6sttltats　des　6tudes　sur　la

th60ricit6　dans　le　courant　de　personnalisme　cle　」．　Lacroix　a　E．　Mounier，　de

d6terminer　la　limite　de　ces　6tudes　et　montrer　les　points　qui　pourraient

corriger　leurs　imperfections．
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