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近
代
社
会
の
最
初
の
理
論
家
は
ト
ー
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ス
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
国
家
と
は
全
市
民
の
意
志
の
結
総
体
に
他
な
ら
ぬ
、
と
い

　
　
う
国
家
に
つ
い
て
の
実
り
豊
か
な
概
念
を
作
り
幽
し
た
。
こ
の
概
念
で
以
て
何
が
語
ら
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
が
何

　
　
に
反
論
を
唱
え
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
か
ら
最
も
よ
く
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
一
つ
に
は
、
国
家
と
は
大
多
数
の
人
間
が
依

　
　
っ
て
以
て
重
要
な
湧
的
を
よ
り
良
く
実
現
し
得
る
べ
く
、
利
用
す
る
よ
う
な
一
種
の
道
具
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
国
家
が
か
か
る
も
の
に

　
　
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
園
家
は
市
民
の
個
々
の
意
志
に
対
し
て
、
正
に
こ
の
市
民
の
固
有
の
名
前
の
下
に
力
を
以
て
決
し
て
向
か
う
こ
と

　
　
は
で
き
な
い
筈
で
あ
る
。
他
方
に
顧
て
、
国
家
と
は
世
界
秩
序
の
、
如
何
な
る
模
像
で
も
な
く
、
如
何
な
る
具
体
的
実
現
で
も
な
い
し
、

　
　
そ
の
世
界
秩
序
の
模
範
的
性
格
を
人
間
的
生
と
い
う
小
宇
宙
に
対
し
て
主
張
す
る
も
の
で
も
な
い
。
国
家
が
若
し
か
か
る
も
の
で
あ
る
と

　
　
す
る
な
ら
ぽ
、
国
家
は
常
に
市
民
の
意
志
に
対
す
る
一
つ
の
要
求
と
し
て
の
み
現
わ
れ
て
、
決
し
て
市
畏
の
意
志
そ
の
も
の
の
表
現
と
し

　
　
て
は
現
わ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
併
し
、
各
人
の
意
志
が
普
遍
的
意
志
の
源
泉
と
規
準
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
則
と
自
由
、
個
人
と
観
度
は

　
　
衝
突
せ
ず
に
、
調
和
を
保
ち
、
而
も
こ
の
調
和
は
人
間
的
本
性
或
い
は
世
界
秩
序
の
普
遍
性
に
於
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
銘

572　
　
　
　
　
　
近
代
哲
学
の
根
本
構
造
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哲
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刀

銘
の
聖
別
的
人
間
の
意
志
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
於
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
各
人
が
ま
だ
翻
る
何
ら
か
の
特

殊
な
邑
標
に
立
ち
向
か
っ
た
り
、
或
い
は
世
界
の
諸
連
関
を
了
解
す
る
前
に
、
既
に
個
々
の
人
間
の
特
色
を
な
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
ホ
ッ
ブ
ス
の
国
家
概
念
は
多
く
の
帰
結
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
支
配
権
の
伝
統
的
正
当
化
を
覆
し
て
、
解
放
の
近
代
的
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
に
対
す
る
彼
の
企
て
を
明
ら
か
に
し
た
。
併
し
、
ホ
ッ
ブ
ス
は
こ
の
新
し
い
國
家
概
念
を
政
治
約
議
論
か
ら
導
署
し
た
の
で
は
な

か
っ
た
。
彼
は
そ
れ
を
、
彼
の
国
家
論
が
古
代
の
政
治
哲
学
を
変
え
た
と
岡
じ
様
に
、
伝
統
的
な
人
閥
学
を
根
本
的
に
変
え
た
一
人
間
学

か
ら
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
人
間
学
の
根
本
概
念
慮
身
は
ホ
ッ
ブ
ス
に
依
っ
て
伝
統
的
考
え
に
対
抗
し
て
起
草
さ
れ
て
い
る
、
即
ち

入
間
の
本
質
は
破
壊
の
危
険
に
抗
す
る
こ
と
で
あ
る
一
そ
れ
は
自
己
保
存
で
あ
る
。
人
閥
は
現
存
在
に
撃
て
自
ら
を
強
力
に
主
張
す
る

こ
之
を
自
覚
す
れ
ば
す
る
程
、
ま
す
ま
す
、
彼
が
專
ら
意
図
し
て
い
る
も
の
を
そ
れ
だ
け
多
く
手
に
入
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
現
存
在
に

と
つ
囁
て
は
、
凝
る
本
質
的
努
力
が
到
り
得
る
様
な
如
何
な
る
目
標
点
乃
至
瀞
止
点
も
存
在
し
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
か
か
る
目
標
に

つ
い
て
知
っ
．
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
。
彼
に
従
え
ば
、
各
々
の
存
在
老
は
、
、
彼
に
固
有
な
本
質
の
完
全
性
に
到
達
す
る
よ
う
に
と
努
力
す

る
も
の
で
あ
る
。
若
し
各
々
の
存
在
者
が
本
質
的
完
全
性
を
見
鳩
し
た
な
ら
ば
、
全
て
の
要
求
や
全
て
の
他
へ
の
運
動
は
静
止
す
る
の
で

あ
る
。
か
か
る
静
止
に
覧
て
は
各
々
の
存
在
老
は
不
活
動
な
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
そ
の
本
質
を
鋤
く
充
足
し
、
且
つ
純
粋
に
表
現

し
て
い
る
よ
り
高
め
ら
れ
た
活
動
性
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
、
蕨
も
各
存
在
者
が
努
力
の
圏
標
を
愛
し
つ
つ
、
包
括
し
、
受
け
入
れ
つ
つ
、

享
受
し
な
が
ら
。

　
ホ
ッ
ブ
ス
は
、
人
聞
が
彼
の
現
存
在
を
守
ろ
う
と
す
る
力
を
そ
の
中
で
経
験
す
る
活
動
性
に
つ
い
て
、
全
く
違
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い

る
。
人
間
の
幸
福
と
は
目
標
の
享
受
に
於
け
る
静
止
で
は
な
く
、
全
て
の
願
望
さ
れ
た
事
物
に
到
達
す
る
と
い
う
断
え
ざ
る
成
功
の
喜
び

で
あ
る
。
そ
の
成
功
は
人
間
に
、
人
爵
が
力
に
満
ち
て
存
在
し
、
各
々
の
危
険
に
対
し
て
抵
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
保

証
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
彼
の
行
為
の
諸
々
の
旨
標
は
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
。
ひ
と
は
そ
れ
ら
を
予
草
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
或
い
は
位

づ
け
や
切
追
の
度
合
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
の
生
の
感
情
に
は
、
む
し
ろ
、
常
に
新
た
な
目
標
が
次
々
に
生
ず



259

る
、
と
い
う
颪
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
生
と
は
運
動
で
あ
る
が
、
併
し
目
標
の
享
受
に
於
け
る
運
動
で
は
な
く
て
、
目
標
か
ら
新
た
な
望

潮
へ
の
運
動
で
あ
る
が
故
に
。
そ
の
限
り
に
於
て
生
と
は
欲
求
に
他
な
ら
な
い
。
破
滅
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
恐
れ
は
、
欲
求
の
運
動
が

重
れ
は
し
な
い
か
と
い
う
恐
れ
の
内
に
表
わ
れ
て
い
る
。
か
か
る
恐
れ
は
死
と
神
的
な
る
も
の
の
浄
福
な
漉
観
と
の
如
何
な
る
区
別
を
も

知
ら
な
い
。
そ
の
神
的
な
る
も
の
の
浄
福
な
慮
観
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
哲
学
者
に
対
し
て
、
中
世
の
教
会
は
神
の
前
に
而
て
義
認
さ

れ
た
人
々
に
対
し
て
、
約
束
し
た
の
で
あ
っ
た
が
。

　
こ
の
自
己
保
存
と
同
じ
構
造
が
国
家
に
於
け
る
市
畏
の
結
合
さ
れ
た
意
志
の
特
色
を
も
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
市
昆
を
彼
の
本
質
的

な
生
の
目
標
へ
と
劉
達
さ
せ
る
こ
と
は
国
家
の
課
題
で
は
な
い
。
市
民
達
が
被
会
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
生
き
て
い
る
場
合
に
、
国
家
は

た
だ
次
の
こ
と
だ
け
を
配
慮
す
る
の
で
あ
る
、
即
ち
墨
磨
達
の
全
意
志
が
終
止
一
貫
し
て
他
者
と
の
結
び
付
き
に
於
て
破
滅
か
ら
身
を
穿

ら
れ
続
け
る
、
と
い
う
こ
と
、
及
び
意
志
が
自
然
の
状
態
に
於
け
る
よ
り
は
よ
り
良
く
も
の
ご
と
を
や
り
遂
げ
、
且
つ
よ
り
強
力
な
カ
を

意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
を
配
慮
す
る
。
だ
か
ら
、
肖
己
保
存
（
O
O
一
口
匂
な
Φ
【
く
爲
一
一
〇
　
㏄
［
鷲
）
は
、
若
し
そ
れ
が
欺
晒
や
特
殊
な

利
害
か
ら
解
放
さ
れ
、
人
外
的
徴
界
の
本
来
的
な
連
関
に
つ
い
て
の
認
識
を
獲
得
し
た
時
に
は
、
個
人
的
生
及
び
国
家
的
生
の
理
性
的
漂

理
な
の
で
あ
る
。

　
自
己
保
存
と
い
う
概
念
に
於
て
は
そ
れ
が
論
争
的
色
合
を
も
つ
こ
と
は
潜
過
さ
れ
得
な
い
。
そ
の
概
念
は
湧
的
体
系
と
し
て
構
え
ら
れ

て
い
る
宇
宙
の
中
で
の
人
間
的
本
性
の
風
騒
論
的
説
明
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
閥
は
彼
の
行
為
の
正
当
性
に
対
す
る
標
準
を
西
彼

自
身
の
内
に
の
み
見
面
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
人
閥
自
身
は
一
つ
の
活
動
性
の
構
造
で
あ
っ
て
、
人
閾
の
全
て
の
努
力
の
第
一
の
穏
標

で
は
な
い
、
即
ち
第
一
農
標
と
は
、
人
間
が
彼
の
行
為
に
先
き
立
っ
て
予
め
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
思
っ
て
お
り
、
及
び
そ
れ
と
の
関

係
に
於
て
静
止
と
は
区
別
さ
れ
得
る
彼
の
活
動
性
が
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
得
る
一
つ
ま
り
、
そ
れ
の
下
に
諸
測
位
が
実
現
さ
れ
得
る
一

つ
の
制
約
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
。

　
自
己
保
存
（
O
O
臣
田
①
門
く
鉛
島
O
　
硫
露
一
）
と
い
う
概
念
の
論
争
的
成
分
の
内
に
鳳
自
己
主
張
（
曾
臣
酢
竃
『
興
信
冥
毎
日
σ
q
）
と
卦
う
パ
ト
ス
の
何
か
が
語
ら
れ

近
代
哲
学
の
根
本
構
造
、

三
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四

て
い
る
。
先
ず
、
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
の
黎
明
期
に
於
て
賢
者
達
を
し
て
認
識
を
、
神
々
の
名
に
於
て
で
は
な
く
、
隠
ら
の
名
に
於
て
伝
達

し
、
哲
学
の
概
念
を
形
成
さ
せ
る
機
縁
と
な
っ
た
。
そ
の
後
二
千
年
し
て
、
そ
れ
は
イ
タ
リ
ア
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
於
て
、
哲
学
の
精
神

と
一
つ
の
曖
昧
な
、
不
確
か
な
盟
約
を
結
ん
で
い
た
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
解
釈
に
対
し
て
終
末
を
準
備
し
た
。

二

　
近
代
の
始
め
に
生
じ
た
人
間
学
の
基
本
概
念
に
於
け
る
変
化
を
、
そ
れ
ゆ
え
少
な
く
と
も
一
部
分
は
、
有
力
な
伝
統
に
対
す
る
人
間
の

叛
逆
か
ら
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
乍
ら
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
自
己
保
存
と
い
う
概
念
の
果
た
し
た
理
論
的
役
割
は
些
細
な
も
の

で
、
人
間
に
つ
い
て
の
学
問
の
領
域
に
制
限
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
の
だ
、
と
は
決
し
て
結
論
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
近
代
物
理
学
の
最
も
本
質
的
な
基
本
概
念
の
一
つ
で
さ
え
も
、
欲
求
の
力
の
う
ち
に
あ
る
ホ
ッ
ブ
ス
の
自
己
保
存
と
同
じ
構

造
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
見
れ
ば
、
最
も
容
易
に
明
ら
か
と
な
る
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
各
々
の
元
素
は
一
審
の
中
に
於
て
本
性
的
な
場
所
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
教
え
た
。
即
ち
、
土
は
中

心
の
元
素
で
あ
る
。
従
っ
て
当
然
、
全
て
重
い
も
の
は
中
心
の
領
域
に
一
つ
の
場
所
を
占
め
る
こ
と
を
本
性
上
努
め
る
も
の
で
あ
る
。
火

の
運
動
は
中
心
の
領
域
に
対
立
し
て
い
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
、
手
々
が
そ
れ
か
ら
成
立
し
て
い
る
第
五
元
素
の
下
な
る
、
天
界
に
於
け
る

そ
の
場
を
得
ん
と
努
力
す
る
。
こ
の
第
五
元
素
だ
け
が
、
そ
の
精
神
的
本
性
乃
至
精
神
に
近
い
性
質
の
故
に
幾
何
学
の
法
則
に
従
っ
た
一

つ
の
純
粋
な
、
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
き
運
動
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
併
し
そ
の
運
動
も
一
つ
の
努
力
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
、

即
ち
星
々
は
完
全
性
に
経
て
不
動
の
精
神
に
可
能
な
隈
り
等
し
く
あ
ら
ん
と
努
め
、
且
つ
そ
の
精
神
の
無
限
の
精
神
性
を
彼
ら
の
運
動
を

通
し
て
表
現
せ
ん
と
努
め
る
。

　
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
こ
の
考
え
方
に
対
し
て
そ
れ
と
は
反
対
の
運
動
の
法
則
を
対
立
さ
せ
た
。
即
ち
、
各
物
体
は
若
し
力
が

そ
れ
に
作
用
し
な
い
な
ら
ば
、
静
止
の
状
態
或
い
は
一
様
な
直
線
運
動
の
状
態
に
留
ま
る
。
こ
の
法
則
に
よ
っ
て
二
つ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
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ス
的
措
定
は
同
時
に
放
棄
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
郡
ち
物
体
が
そ
こ
で
静
止
に
到
る
べ
く
、
そ
こ
へ
向
か
っ
て
本
性
的
に
努
力
す
る
如

侮
な
る
場
所
も
存
し
な
い
。
そ
も
そ
も
、
静
止
と
、
円
を
描
い
て
元
の
自
分
の
と
こ
ろ
へ
戻
っ
て
来
る
、
従
っ
て
そ
の
場
所
に
固
執
す
る

と
こ
ろ
の
運
動
と
は
物
質
の
如
何
な
る
す
ぐ
れ
た
状
態
で
も
な
い
。
状
態
の
変
化
だ
け
が
、
そ
れ
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
れ
、
外
酌
な
力

に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
恐
ら
く
、
一
切
の
運
動
が
一
般
に
外
的
な
る
も
の
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
る
、
と

い
う
の
で
は
な
い
。
か
か
る
場
合
、
逆
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
え
ば
、
物
体
を
そ
の
「
本
性
的
」
な
途
か
ら
引
き
離
す
暴
力
的
力
の
ほ

か
に
、
本
質
的
に
外
的
な
も
の
が
目
標
な
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
、
動
か
さ
れ
て
い
る
物
体
が
動
か
さ
れ
得
る
限
り
は
、
そ
の
目
標
に
向

か
っ
て
既
に
予
め
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
地
球
を
世
界
の
中
心
か
ら
追
放
し
た
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
新
し
い
宇
宙
論
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
物
理
学
的
諸
概
念
に
よ
っ
て
充
分
な
理
論

的
基
礎
を
初
め
て
獲
得
し
た
。
同
時
に
、
ギ
リ
シ
ア
的
宇
宙
を
定
義
し
て
い
た
秩
序
と
い
う
理
念
の
代
り
に
、
物
体
が
そ
の
中
で
も
は
や

感
性
的
に
表
象
さ
れ
得
る
調
膳
に
従
っ
て
で
は
な
く
、
よ
り
抽
象
的
な
法
則
に
従
っ
て
動
く
空
心
の
無
限
性
と
い
う
理
念
が
登
場
し
て
来

た
。
物
体
の
各
々
は
自
己
保
存
の
力
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
物
体
は
自
分
自
身
の
状
態
の
如
何
な
る
暴
力
的
な
変
化

に
対
し
て
も
抵
抗
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
内
に
は
「
自
己
保
存
は
力
で
あ
る
」
と
い
う
新
原
理
の
力
学
的
性
格
も
示
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

若
し
努
力
と
い
う
こ
と
が
、
逸
る
も
の
が
自
ら
に
か
な
っ
た
も
の
と
見
な
し
て
い
る
状
態
の
内
に
未
だ
な
い
場
合
に
の
み
言
わ
れ
得
る
と

す
る
な
ら
ぽ
、
こ
こ
に
｝
葺
う
「
力
」
は
「
努
力
」
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
だ
け
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
物
理
学
に
於
け
る
と
同
様
に
、
近
世
初
頭
の
形
而
上
学
の
基
礎
的
学
説
に
於
て
も
自
己
保
存
の
概
念
が
根
本
概
念
へ
と
高
ま
っ
た
。
中

世
の
神
学
は
神
を
プ
ラ
ト
ン
的
に
あ
ら
ゆ
る
完
全
性
の
集
ま
り
と
考
え
て
い
た
。
更
に
そ
の
神
学
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
っ
て
、
全
て

の
完
全
性
を
所
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
己
れ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
潜
勢
性
を
排
除
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
教
え
た
。
若
し
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
神
は
純
粋
な
、
無
制
限
の
現
実
性
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
の
神
の
概
念
を
亦
、
「
絶
え
ず
現

実
的
で
あ
る
善
の
充
満
」
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

近
代
哲
学
の
根
本
構
造
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吾
々
は
、
後
期
中
世
哲
学
に
於
て
既
に
磨
7
6
金
性
の
秩
序
へ
の
神
の
結
び
付
き
が
揺
ら
ぎ
始
め
た
、
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
神
を

そ
の
絶
対
的
意
志
の
無
拘
束
な
強
さ
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
、
益
々
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
ゆ
こ
の
展
開
に
於
て
近
世
初
頭
に
あ

た
り
一
つ
の
み
の
り
豊
か
な
転
換
を
迎
え
た
の
は
、
所
謂
、
神
の
存
在
論
的
証
賜
が
新
し
き
威
信
を
獲
得
し
た
時
で
あ
っ
た
。
こ
の
証
弱

は
、
神
に
つ
い
て
の
単
な
る
思
考
か
ら
、
そ
の
現
実
性
を
疑
う
余
地
な
い
仕
方
で
推
論
せ
ん
と
す
る
。
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
こ
の
証

明
を
信
用
し
な
か
っ
た
。
併
し
、
デ
カ
ル
ト
は
、
神
の
概
念
に
於
て
必
然
的
に
、
自
己
保
存
の
一
つ
の
無
制
約
な
威
力
！
そ
の
威
力
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
ヴ
ア
ル
ト

自
ら
の
存
在
を
他
の
．
如
何
な
る
威
力
に
も
負
う
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
全
て
の
有
限
な
権
力
を
端
的
に
超
越
し
て
い
る
一

を
考
え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
明
白
な
こ
と
だ
と
し
た
。
神
と
は
、
己
れ
を
己
れ
自
身
の
威
力
で
存
在
へ
と
も
た
ら
し
、

存
在
の
内
に
維
持
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
、
従
っ
て
神
が
現
実
に
存
在
し
な
い
の
だ
と
考
え
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
、
ま
さ

に
そ
の
様
な
存
在
者
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
無
限
の
能
力
」
（
ぎ
暮
糞
垂
℃
o
悪
童
ω
）
は
デ
カ
ル
ト
学
徒
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
に
於
て
は
実
体
…
全
て
の
吾
々
に
と
っ
て
既
知
的
な

有
限
な
事
物
は
そ
れ
の
変
様
態
に
す
ぎ
な
い
と
こ
ろ
の
唯
一
つ
の
実
休
一
の
概
念
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
存
在
す
る
可
能
性
と
は
力

（
翼
目
色
で
あ
る
が
故
に
。
力
な
し
に
は
、
己
れ
に
対
し
て
、
己
れ
自
身
か
ら
全
て
の
完
全
性
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
一
つ
の
無
限
な
存
在
老
、
と
い
う
考
え
は
如
何
な
る
意
味
も
も
た
ぬ
。
　
「
そ
れ
故
に
、
神
が
そ
れ
に
依
っ
て
己
れ
自
身
で
あ
り
、
全

て
で
あ
り
、
そ
し
て
行
為
す
る
神
の
力
は
、
神
の
本
質
性
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
こ
の
命
題
で
以
て
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
神
に
つ
い
て
の
本
質
的

規
定
が
完
成
さ
れ
る
（
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
、
定
理
三
十
四
）
。
彼
は
嗣
蒔
に
、
全
て
の
有
限
な
事
物
も
本
質
的
に
、
己
れ
を
そ
の
存
在
の

内
に
保
存
せ
ん
と
努
め
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
説
を
基
礎
づ
け
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
諸
事
物
の
中
に
は
、
神
の
無

限
な
本
質
が
た
だ
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
一
定
の
仕
方
で
以
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
故
に
。
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
に
と
っ
て
、
神
の

根
本
的
な
本
質
的
特
徴
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
つ
ま
り
窃
己
保
存
は
共
通
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
如
何
な
る
事
物

も
、
己
れ
の
内
に
そ
れ
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
得
る
よ
う
な
も
の
を
持
た
ぬ
。
…
…
む
し
ろ
逆
に
、
事
物
は
、
そ
の
存
在
を
排
棄
す
る
こ
と



が
で
き
る
様
な
全
て
の
も
の
に
対
立
し
て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
自
ら
が
な
し
得
る
限
り
、
力
の
及
ぶ
限
り
は
、
己
が
存
在
を
固
執
せ

ん
と
努
め
る
の
で
あ
る
」
（
『
エ
チ
カ
駈
第
三
部
、
定
理
六
）
。

　
近
世
の
初
頭
に
於
て
は
、
そ
れ
故
、
国
家
哲
学
と
人
問
学
と
、
更
に
亦
、
存
在
論
と
倫
理
学
と
は
、
自
己
保
存
と
い
う
一
つ
の
概
念
か

ら
基
礎
づ
け
ら
れ
た
。
近
世
的
思
考
の
内
的
連
関
を
理
解
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
こ
の
実
状
か
ら
出
発
す
る
の
が
よ
い
。
窃
己
保
存
の
概
念

は
、
近
世
哲
学
を
全
体
と
し
て
視
野
の
内
に
収
め
ん
と
す
る
一
切
の
試
み
に
対
し
、
そ
の
展
望
と
そ
の
問
題
と
を
与
え
る
。
近
世
哲
学
の

展
望
を
与
え
る
と
い
う
の
は
、
近
世
の
知
的
世
界
の
生
成
の
多
詩
的
な
現
象
の
内
に
一
つ
の
共
通
の
根
本
構
造
を
発
見
す
る
こ
と
を
、
，
禽

己
保
存
の
概
念
が
始
め
て
可
能
に
す
る
が
赦
に
で
あ
る
。
そ
の
問
題
を
、
と
い
う
の
は
、
自
己
保
存
と
い
う
概
念
が
そ
れ
自
身
ま
だ
解
釈

を
必
要
と
し
て
い
る
が
故
に
で
あ
る
。
解
釈
が
与
え
ら
れ
る
ま
で
は
、
多
く
の
問
い
は
答
え
が
な
い
ま
ま
で
あ
る
ゆ
即
ち
一
つ
の
哲
学
的

理
論
が
、
死
の
恐
怖
や
運
動
へ
の
衝
動
と
い
っ
た
よ
う
な
原
始
的
に
し
て
、
し
か
も
多
分
通
俗
的
な
前
提
に
依
存
し
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
を
ひ
と
は
如
何
な
る
仕
方
で
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
就
中
、
近
代
心
学
が
、
懐
疑
主
義
、
唯
物
主
義
、
そ
し
て
自
己
の
深
層
構
造

の
方
向
に
発
展
し
て
行
っ
た
こ
と
を
、
か
か
る
前
提
か
ら
如
何
に
し
て
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

三

　
こ
れ
ら
の
問
い
に
箸
え
る
為
に
は
、
自
己
保
存
の
概
念
の
前
史
に
関
し
て
些
か
心
得
て
お
く
こ
と
が
役
に
立
つ
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
テ
イ
し
ソ

　
保
存
と
は
キ
リ
ス
ト
教
的
形
而
上
学
の
基
本
的
主
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
世
界
を
無
か
ら
作
っ
た
神
は
、
そ
の
存
続
を
も
配
慮
し
な

け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
神
以
外
の
も
の
は
、
世
界
が
そ
れ
か
ら
勝
ち
獲
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
無
へ
と
沈
没
す
る
こ
と
か
ら
、
世
界
を
守

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
ス
コ
ラ
学
者
も
、
神
に
よ
る
、
つ
ま
り
そ
の
創
造
者
に
よ
る
事
物
の
保
存
の
仕
方
に

つ
い
て
、
多
く
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
保
存
は
、
併
し
、
事
物
の
自
己
自
身
に
よ
る
保
存
で
は
な
い
。
保
存
の
概
念
が
創

造
の
概
念
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
、
と
す
る
な
ら
ば
、
嚴
密
な
意
味
に
於
て
は
、
霞
己
保
存
と
い
う
こ
と
は
全
く
考
え
ら
れ
な
い
。
な
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ぜ
な
ら
、
創
造
さ
れ
て
い
る
も
の
は
神
に
よ
っ
て
保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
併
し
、
神
は
、
永
遠
の
存
在
と
し
て
、
保
存
を
必

要
と
し
な
い
。

　
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ス
”
＝
フ
哲
学
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
踏
襲
し
た
と
こ
ろ
の
自
己
保
存
の
概
念
を
知
っ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
霞
身
も
ま
た
、
一
つ
の
明
白
な
事
態
、
即
ち
世
代
の
交
代
に
於
け
る
種
の
持
続
性
を
理
解
す
る
為
に
、
そ
の
概
念
を
使
用
し
て
い

た
。
一
切
の
生
物
は
繁
殖
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
生
殖
や
出
産
か
ら
生
ず
る
も
の
は
常
に
生
む
者
に
類
似
し
て
い
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ト

ゆ
え
繁
殖
へ
の
衝
動
は
己
が
種
（
の
融
。
の
）
の
保
存
へ
の
衝
動
で
あ
る
様
に
見
え
る
。
併
し
、
そ
の
衝
動
の
内
に
、
個
々
の
生
物
に
於
け
る
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ォ
ル
ム

生
産
の
過
程
に
と
っ
て
も
当
て
は
ま
る
こ
と
、
即
ち
物
質
代
謝
の
全
過
程
は
生
物
の
恒
常
的
な
基
本
的
形
態
に
い
つ
も
結
合
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
が
た
だ
範
例
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
匹
の
大
食
の
蛙
か
ら
一
頭
の
象
は
勿
論
、
一
匹
の
ひ
き
蛙
の
よ
う
な
も
の

で
さ
え
も
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
見
た
ひ
と
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
全
て
の
自
己
保
存
は
一
つ
の
エ
イ
ド
ス
に
基
づ
い
て
行

な
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
エ
イ
ド
ス
は
、
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
造
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
く
、
常
に
既
に
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
お

よ
そ
存
在
し
て
い
る
各
々
の
も
の
は
、
そ
れ
が
所
属
し
て
い
る
エ
イ
ド
ス
に
よ
っ
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
故
に
、
「
何
も
の
も
自
己
露
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ツ
ち
ゆ
エ
ア
ハ
ル
テ
ン

を
生
み
出
す
の
で
は
な
く
て
、
自
己
自
身
を
保
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
象
へ
8
」
（
審
》
嵐
暑
u
念
①
げ
H
。
。
）
と
言
わ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
自
己
保
存
を
、
怠
る
存
在
者
そ
の
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
一
つ
の
努
力
と
し
て
述
べ
る
こ
と
が
で
き
た
（
℃
ξ
切
・
回
8

鈴
。
。
）
。
併
し
若
し
、
ひ
と
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
こ
の
努
力
の
根
拠
に
つ
い
て
問
う
た
場
合
に
は
、
如
何
な
る
明
ら
か
な
説
明
を
も
受
け

取
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
所
説
の
脈
絡
に
於
て
は
二
つ
の
答
え
が
考
え
ら
れ
る
、
こ
こ
で
獣
そ
れ
ら
の
内
、
後
序
極
め
て
重
大

な
影
響
を
及
ぼ
し
た
誉
え
が
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
即
ち
「
全
て
の
努
力
は
そ
れ
に
到
達
せ
ん
と
す
る
諸
々
の
骨
折
り
の
変
易
の
中

に
覧
て
も
不
変
の
ま
ま
で
あ
る
一
つ
の
目
標
の
為
に
生
ず
る
」
と
い
う
答
え
が
。
努
力
そ
れ
自
身
は
、
そ
れ
が
目
標
と
し
て
囲
を
離
さ
な

い
で
い
る
も
の
を
、
永
続
的
な
、
安
ら
か
な
限
前
存
在
（
＜
9
誕
窪
）
に
迄
も
た
ら
す
こ
と
を
ひ
た
す
ら
心
が
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ

れ
故
、
全
て
の
努
力
が
そ
れ
に
関
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
善
は
、
そ
の
永
続
性
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
特
別
の
地
位
が
与
え
ら
れ
ね
ぽ
な
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ら
な
い
。
最
善
の
も
の
と
は
、
そ
れ
故
に
、
周
時
に
不
変
な
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
全
て
の
努
力
は
少
な
く
と
も
間
接
的

に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
、
全
て
の
努
力
が
変
易
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
が
、
何
処
で
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
に

し
て
も
、
変
化
の
領
域
に
於
て
も
等
し
き
も
の
の
規
瑚
的
変
易
を
通
じ
て
永
続
性
の
域
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
諸
世
代
の
系
列
は
、

そ
れ
ゆ
え
、
髭
の
運
行
と
同
じ
く
、
最
高
な
る
も
の
の
模
倣
で
あ
る
。
吾
々
が
吾
々
の
入
生
に
基
づ
い
て
熟
知
し
て
い
る
努
力
の
現
象
と
、

自
然
に
於
け
る
種
の
作
用
に
つ
い
て
の
経
験
と
は
そ
れ
故
、
お
互
に
一
方
が
他
方
の
解
釈
を
与
え
合
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
自
己
保
存

の
思
想
に
と
っ
て
一
つ
の
重
要
な
帰
結
が
生
ず
る
、
即
ち
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
己
が
現
存
在
の
内
に
留
ま
ら
ん
と
す
る
努
力
で
さ
え

も
尚
、
一
つ
の
努
力
i
そ
れ
は
た
だ
一
つ
の
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
併
し
岡
時
に
、
世
界
の
永
遠
の
根
拠
と
全
て
の
完
全
性
の
原

型
に
関
わ
っ
て
い
る
努
力
1
の
帰
結
と
し
て
理
解
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
は
た
だ
た
だ
暗
々
裡
に
見
出
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
解
釈
に
於
て
顕
然
と

登
場
し
て
来
る
。
彼
に
と
っ
て
、
成
程
、
保
存
は
差
し
妾
た
っ
て
は
、
常
に
創
造
者
の
そ
の
被
造
物
へ
の
関
係
に
於
け
る
働
き
で
あ
る
。

併
し
、
逆
の
関
係
も
あ
る
。
そ
れ
は
コ
愛
」
（
略
画
o
O
の
名
の
下
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
○
そ
し
て
こ
こ
に
、
果
し
て
被
造
物
は
神
以
上
に
自

分
自
身
を
愛
す
る
の
か
ど
う
か
、
或
い
は
自
分
自
身
以
上
に
神
を
愛
す
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
い
が
持
ち
上
っ
て
来
る
。
ト
マ
ス
の

答
え
は
、
依
存
者
の
努
力
は
常
に
結
局
は
、
依
存
者
が
依
存
し
て
い
る
も
の
、
及
び
そ
の
現
存
が
依
存
者
に
と
っ
て
最
高
善
で
あ
る
も
の

に
関
わ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
全
て
の
被
造
物
は
、
そ
の
特
殊
な
現
存
在
の
保
存
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
種
の
保
存
へ
と

一
層
努
力
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
上
に
、
被
造
物
は
愛
し
つ
つ
、
全
て
の
善
一
般
の
根
拠
、
神
の
内
な
る
最
高
善
へ
と
努
力
す
る
の
で
あ

る
。
か
く
し
て
自
己
保
存
の
原
理
と
現
象
と
は
、
目
的
論
的
世
界
像
の
支
配
下
に
留
ま
る
。
若
し
、
こ
の
枠
組
が
粉
砕
さ
れ
ず
、
自
己
保

存
に
対
し
て
全
く
別
の
解
釈
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
概
念
は
、
そ
れ
の
助
け
で
以
て
近
代
哲
学
が
自
ら
に

と
っ
て
固
有
な
道
を
発
見
し
た
と
こ
ろ
の
論
争
的
な
潜
在
能
力
を
決
し
て
展
開
し
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
は
か
か
る
修
正
へ
の
誘
因
は
見
出
さ
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
近
代
哲
学
は
ギ
リ
シ
ア
的
思
惟
か
ら
即
ち

近
代
哲
学
の
根
本
構
造

型
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ス
ト
ア
派
の
哲
学
か
ら
衝
撃
を
受
け
取
っ
た
。
ス
ト
ア
派
は
、
各
存
在
者
の
内
に
は
、
世
界
に
浸
透
し
、
世
界
の
秩
序
の
源
泉
で
あ
り
、

吾
々
が
．
「
精
神
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
に
等
し
い
と
こ
ろ
の
或
る
原
火
の
頻
き
も
の
が
生
き
て
い
る
、
と
い
う
教
説
を
展
開
し
た
。
精
神

の
か
か
る
遍
在
性
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
は
同
じ
仕
方
で
は
成
り
立
た
な
か
っ
た
一
つ
の
可
能
性
を
開
示
す
る
。
昏
々
の
世
界
の
中

の
も
の
の
内
的
状
態
を
他
者
へ
の
関
係
か
ら
独
立
に
考
察
し
、
そ
の
際
、
世
界
の
秩
序
連
関
を
捨
象
す
る
必
要
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
は

意
味
あ
る
こ
と
と
な
る
。
各
々
の
も
の
は
、
そ
れ
自
身
が
他
者
と
の
関
係
に
入
る
以
前
に
、
既
に
そ
れ
自
身
に
於
て
精
紳
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
志
向
の
第
一
の
、
最
も
重
要
な
仕
方
は
、
世
界
の
根
底
そ
の
も
の
へ
の
、
或
い
は
既
に
予
め
規
定
さ
れ
た
種
の
本
質
へ
の
志

向
（
N
綜
藷
琶
§
σ
Q
）
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
に
重
き
立
ち
、
各
々
の
も
の
が
、
そ
れ
が
そ
も
そ
も
如
何
な
る
種
の
も
の
で
あ
る
か
を
そ
れ
で
以

て
み
と
め
る
志
向
、
ひ
と
が
霞
ら
の
根
源
的
認
知
（
q
ミ
言
鼠
O
撃
の
）
と
呼
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
志
向
が
先
行
す
る
。
そ
の
こ
と
に
於
て
も
の
は
、

自
ら
が
現
実
的
に
あ
り
、
一
定
の
本
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
知
得
し
、
自
己
へ
の
関
係
を
基
礎
づ
け
る
。
ス
ト
ア
の
徒
は
、

か
か
る
前
提
の
下
に
於
て
の
み
自
己
保
存
に
関
し
て
意
味
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
、
と
い
う
見
解
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
葉
の
最
初
の
半
分

「
自
己
」
は
、
ま
さ
に
自
己
窃
身
と
の
親
密
さ
と
い
う
こ
と
か
ら
の
解
釈
な
し
に
は
、
如
何
な
る
明
白
な
意
味
を
も
有
し
得
な
い
。
こ
の

親
密
性
か
ら
は
じ
め
て
自
己
保
存
へ
の
衝
動
が
生
じ
来
る
の
で
あ
る
。

　
吾
々
は
、
ス
ト
ア
の
徒
が
、
事
態
が
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
如
何
な
る
仕
方
で
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
か
、
を

知
ら
な
い
。
推
測
で
き
る
こ
と
は
、
彼
ら
が
自
己
の
認
知
と
い
う
こ
と
に
於
て
（
ぎ
港
霧
蕊
。
・
＆
、
即
ち
存
在
蓉
の
霞
身
と
の
親
密
さ
に
於

て
自
己
自
身
に
関
心
を
抱
き
得
る
可
能
性
の
最
も
重
要
な
条
件
だ
け
を
見
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
に
つ
い
て
の
知
を
有
し
て

い
る
存
在
春
は
更
に
自
己
の
保
存
の
こ
と
も
顧
慮
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
諸
根
拠
に
近
似
し
て
い

る
諸
根
拠
が
容
易
に
列
挙
さ
れ
得
た
。
併
し
辛
々
が
事
柄
に
注
超
す
れ
ば
、
自
己
意
識
と
い
う
原
理
に
よ
っ
て
一
つ
の
新
た
な
エ
レ
メ
ン

ト
が
理
論
の
内
へ
と
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
即
ち
自
己
に
関
し
て
知
見
を
有
す
る
こ
と
、
自
身
と
親
密
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は

一
つ
の
存
在
者
が
属
し
て
い
る
種
の
諸
特
徴
に
依
存
し
な
い
一
つ
の
構
造
で
あ
る
。
各
存
在
者
は
、
そ
れ
が
ど
の
様
な
種
の
も
の
で
あ
れ
、



た
だ
自
身
と
親
密
で
あ
る
限
り
に
於
て
、
こ
の
欝
血
関
係
に
よ
っ
て
各
他
の
存
在
者
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
故
に
理
性
が
自
己
意
識
か
ら

導
出
さ
れ
得
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
理
性
の
普
遍
性
は
一
つ
の
種
の
規
定
の
際
の
種
的
差
と
は
全
く
違
っ
た
性
格
の
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
自
己
の
本
質
の
認
知
と
は
、
純
粋
に
こ
の
認
知
と
し
て
及
び
自
己
保
存
の
先
行
条
件

と
し
て
解
す
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
オ
ン
ト
ロ
心
匠
に
於
て
存
在
そ
の
も
の
に
属
し
て
い
た
と
同
じ
様
な
普
遍
性
を
有
し
得
る
で
あ

ろ
う
。
実
際
に
ス
ピ
ノ
；
ザ
の
形
而
上
学
に
於
て
少
な
く
と
も
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
も
の
、
即
ち
現
存
在
の
上
へ
の
威
力
は
紫
野
の
定
義

へ
と
高
ま
っ
た
。

　
ス
ト
ア
派
の
原
理
が
形
而
上
学
の
根
本
思
想
に
迄
こ
の
様
に
高
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
近
代
的
で
あ
る
。
ス
ト
ア
派
の
誰
か
或
る
春
が

か
か
る
結
論
が
出
て
来
る
こ
と
に
臣
を
つ
け
て
い
た
、
と
い
う
証
拠
を
も
吾
々
は
全
然
も
た
ぬ
。
指
し
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
近

代
の
創
設
者
達
に
と
っ
て
は
模
範
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
が
教
え
ら
れ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
墨
守
し
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
的
野

薦
上
学
に
於
て
は
、
自
己
関
係
と
い
う
ス
ト
ア
的
思
想
は
時
折
り
、
非
本
質
的
な
仕
方
で
登
場
す
る
脇
役
へ
と
押
し
や
ら
れ
て
い
た
。
彼

ら
は
ス
ト
ア
の
徒
か
ら
、
霞
己
と
の
親
密
さ
と
は
、
一
つ
の
目
標
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
存
在
と
は
全
く
別
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と

　
　
こ
の
自
己
と
の
親
密
さ
は
存
在
す
る
特
定
の
仕
方
へ
の
顧
慮
、
或
い
は
神
に
於
け
る
存
在
の
豊
満
、
と
い
っ
た
こ
と
を
持
ち
繊
さ
な

い
で
も
、
考
え
ら
れ
得
る
、
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

四

　
十
六
世
紀
以
来
、
ス
ト
ア
的
概
念
に
照
ら
し
て
方
向
付
け
さ
れ
た
主
導
的
観
念
は
、
哲
学
の
雷
葉
を
一
段
と
変
化
さ
せ
た
。
こ
の
出
来

察
は
、
デ
カ
ル
ト
に
依
る
、
自
己
自
［
身
を
自
覚
す
る
意
識
の
確
実
性
に
基
づ
い
た
哲
学
の
基
礎
づ
け
に
依
っ
て
刻
ま
れ
た
跡
か
ら
の
帰
結

と
し
て
は
説
明
さ
れ
得
な
い
。
成
程
、
デ
カ
ル
ト
の
基
礎
づ
け
も
本
質
的
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
近
代
の
生
成
の
過
程
に
属
し
て
は
い
る
。

併
し
、
自
己
保
存
、
存
在
す
る
、
と
い
う
力
の
高
揚
、
及
び
自
己
自
身
が
現
籍
し
て
い
る
、
と
い
う
力
の
高
揚
は
、
デ
カ
ル
ト
が
影
響
を

267
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代
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も
た
な
か
っ
た
所
に
於
て
も
哲
学
者
達
の
根
本
的
概
念
の
エ
、
デ
ル
と
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
自
ら
生
じ
た
か
の
如
く
、
し
ば
し
ぼ
起
こ

っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
思
惟
の
根
本
的
定
位
に
於
け
る
、
変
化
と
い
う
も
の
が
如
何
な
る
重
要
さ
を
も
っ
て
い
る
か
、
と
い
う

こ
と
を
予
感
し
て
い
た
と
い
う
微
し
は
見
出
さ
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
例
え
ば
カ
ン
ト
は
、
「
快
」
、
「
行
為
」
、
及
び
「
動
機
」
と
い
う
概
念
を
、

そ
れ
ら
の
根
源
に
於
て
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
だ
が
カ
ン
ト
は
そ
れ
ら
の
概
念
で
以
て
彼
の
道
徳
哲
学
の
基

礎
づ
け
と
い
う
仕
事
を
引
き
う
け
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
。
併
し
、
若
し
彼
が
そ
れ
ら
を
　
　
い
わ
ぽ
序
に
　
　
一
た
び
定

義
す
る
場
合
に
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
依
っ
て
革
命
的
な
響
き
と
論
争
的
な
鋭
さ
を
以
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
反
対
し
て
立
て
ら
れ
た
諸
規
定

が
現
わ
れ
て
来
る
。

　
十
九
世
紀
に
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
盲
目
的
、
無
爵
的
の
衝
動
が
全
て
の
現
実
的
存
在
老
に
内
在
し
て
い
る
、
と
説
き
、
ダ

ー
ウ
ィ
ン
は
、
自
己
維
持
の
闘
争
か
ら
種
が
発
生
す
る
、
と
い
う
仮
説
で
以
て
物
議
を
か
も
し
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
独
特
の
も
の
で
あ
り
、

彼
ら
の
一
見
尤
も
ら
し
い
急
進
性
を
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
重
要
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
併
し
、
近
代
的
立
場
を
そ
の
持
っ
て
い

る
諸
々
の
可
能
性
へ
と
展
開
さ
せ
て
ゆ
く
途
上
に
於
け
る
一
転
回
覧
に
す
ぎ
な
い
。
彼
ら
は
自
己
保
存
の
根
源
的
な
世
界
理
性
へ
の
ス
ト

ア
的
結
合
…
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
的
結
合
で
も
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
ホ
ッ
ブ
ス
及
び
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
ホ
ッ
ブ
ス
の
方
へ
従
っ
た
人
々

の
そ
れ
で
は
な
か
っ
た
　
　
を
解
消
し
て
し
ま
っ
た
。
昔
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
実
り
多
い
伝
統
か
ら
の
、
実
は
そ
の
根
底
に
迄
到
達
す
る

断
絶
は
、
併
し
既
に
ず
っ
と
前
か
ら
生
じ
て
い
た
。
そ
の
断
絶
か
ら
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
彼
か
ら
出
た
二
；
チ
ェ
と
同
様
に
、

更
に
ま
た
ダ
ー
ウ
ィ
ン
、
マ
ル
ク
ス
及
び
フ
ロ
イ
ト
も
、
彼
ら
が
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
に
対
し
て
そ
れ
で
以
て
反
対
し
た
と
こ
ろ
の
力
を
引
き

出
し
た
　
　
と
こ
ろ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
も
ま
た
彼
ら
と
同
様
に
、
自
己
保
存
と
い
う
範
型
の
基
礎
の
上
に
理
性
と
現
実
性
の
新
し
き
統
一

を
打
ち
立
て
ん
と
す
る
、
既
に
近
代
的
な
企
て
だ
っ
た
の
で
あ
る
　
　
。

　
そ
れ
故
に
今
や
「
自
己
保
存
」
と
い
う
こ
と
が
、
「
自
己
意
識
」
の
構
造
と
現
実
性
と
い
う
こ
と
と
共
に
、
諸
問
題
の
リ
ス
ト
に
挙
が
る

こ
と
に
な
っ
た
後
に
撃
て
は
、
「
農
己
保
存
」
が
新
し
き
思
惟
の
原
理
と
な
り
得
た
、
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
で



以
て
は
併
し
ま
だ
、
近
代
の
状
況
を
概
観
し
、
明
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
余
り
多
く
の
こ
と
は
成
し
遂
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
冒
立
つ
こ
と
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
二
；
チ
ェ
の
間
に
見
串
さ
れ
る
近
代
的
原
理
に
と
っ
て
、
そ
の
原
理

の
展
開
の
為
に
は
多
様
な
可
能
性
が
提
供
さ
れ
て
い
て
、
而
も
、
そ
れ
ら
の
可
能
性
が
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
由
来
し
て
い
る
出
発
点
の
統

一
が
如
何
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
さ
え
も
未
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
保
存
と
自
己
親

密
性
と
の
全
体
の
意
味
に
関
す
る
問
題
が
依
然
と
し
て
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
こ
の
こ
と
だ
け
は
、
即
ち
近
代
的
経
験
を
尽
く
両
者
の
内
の
唯
一
つ
だ
け
即
ち
自
己
親
密
性
或
い
は
慮
己
保
存
だ
け
に
依
っ
て
説

明
す
る
可
能
性
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
は
既
に
明
ら
か
で
あ
る
。
自
己
保
存
は
自
己
の
溝
造
を
内
含
し
、
従
っ
て
そ
れ
を
前

提
し
て
い
る
一
霞
己
親
密
性
は
、
己
れ
の
実
存
在
を
継
続
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
経
験
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。

五

　
近
代
の
独
自
性
の
一
解
釈
、
蒲
も
最
も
深
処
に
到
達
し
て
い
る
解
釈
を
マ
ル
チ
ィ
ソ
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
与
え
た
。
そ
の
解
釈
は
特
に

近
代
的
意
識
の
持
つ
デ
カ
ル
ト
的
エ
レ
メ
ン
ト
を
洞
察
し
、
こ
れ
を
、
各
々
の
存
在
老
を
第
一
義
的
に
方
法
的
認
識
の
対
象
と
し
て
…

認
識
主
観
に
よ
る
、
確
実
性
を
も
っ
た
確
立
の
可
能
的
テ
1
マ
と
し
て
一
丁
え
ん
と
す
る
趨
勢
の
表
わ
れ
と
し
て
理
解
す
る
。
結
局
の

と
こ
ろ
、
そ
れ
は
近
代
の
技
術
と
経
済
と
の
諸
過
程
と
本
質
を
一
つ
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
、
ど
ん
な
も
の
で
も
、
い
つ
で

も
、
誰
に
で
も
、
意
の
ま
ま
に
な
る
様
に
配
慮
し
、
技
術
と
経
済
が
自
由
に
処
理
し
得
る
も
の
の
下
に
於
て
、
そ
の
自
由
処
理
可
能
性
に

対
し
て
困
難
な
も
の
、
並
外
れ
な
も
の
と
い
う
こ
と
以
外
の
区
刷
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
近
代
の
芸
術
も
ま
た
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に

従
え
ば
、
益
々
、
技
術
の
本
質
か
ら
規
定
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
非
日
常
的
経
験
を
導
入
し
、
新
奇
な
体
験
を
つ
く
り

出
す
こ
と
に
努
め
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
先
ず
始
め
に
眼
の
前
に
あ
る
も
の
の
現
実
性
の
為
に
、
前
期
近
代
の
偉
大
な
芸
術
に
と
っ
て
は
ま

だ
規
準
的
と
な
っ
て
い
た
洞
察
と
真
理
へ
の
関
係
を
放
棄
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
れ
は
芸
術
市
場
や
芸
術
企
業
と
な
る
一
そ
の
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点
に
於
て
は
、
己
が
市
場
を
喫
茶
店
の
中
や
新
聞
の
文
芸
娯
楽
欄
に
獲
得
す
る
す
べ
を
知
っ
て
い
た
哲
学
に
類
似
し
て
い
る
。

　
尉
象
化
へ
の
こ
の
傾
向
の
根
底
に
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
従
え
ば
、
主
体
性
の
限
り
な
き
力
に
つ
い
て
の
確
信
が
存
す
る
。
対
象
化
そ

の
も
の
は
、
そ
こ
か
ら
各
々
の
も
の
が
意
味
を
獲
得
し
、
従
っ
て
そ
こ
か
ら
各
々
の
も
の
に
は
そ
も
そ
も
存
在
が
属
す
る
こ
と
に
な
る
、

と
言
わ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
認
識
の
確
実
性
へ
の
デ
カ
ル
ト
的
闇
い
か
ら
存
在
者
を
生
産
物
及
び
商
品
と
し
て
理
解
す

る
こ
と
に
到
る
の
は
、
引
き
返
し
の
利
か
な
い
一
つ
の
首
尾
～
脅
し
た
愚
な
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
変
化
は
も
っ
と
広
範
な
由
来
を

有
さ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
全
て
の
存
在
者
は
、
そ
れ
が
存
在
す
る
限
り
に
着
て
、
現
存
在
或
い
は
臨
在
（
》
薯
霧
夢
Φ
δ
に
達

し
て
い
る
、
と
い
う
思
考
を
既
に
備
え
て
い
る
も
の
を
完
全
に
顕
現
せ
し
め
る
だ
け
で
あ
る
。
思
考
が
、
こ
の
臨
在
そ
の
も
の
が
何
を
意

味
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
問
い
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
た
と
す
れ
ぽ
、
潜
在
を
ば
主
観
的
確
実
性
に
於
け
る
眼
前
的
存
在
と

し
て
把
え
る
こ
と
、
そ
し
て
原
理
と
源
泉
を
そ
の
主
観
的
確
実
性
の
内
に
の
み
求
め
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
も
は
や
そ
の
臨
在
が
そ
こ
で

生
起
し
て
い
る
組
み
立
て
の
全
体
の
内
に
は
も
は
や
求
め
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
言
わ
ば
霞
ら
了
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
近
代
的
世
界
に
対
し
て
及
び
そ
れ
を
基
礎
づ
け
て
い
る
思
惟
に
愛
し
て
与
え
た
こ
の
解
釈
の
内
に
、
今
や
近
代
的
意

識
の
、
最
も
顕
著
に
し
て
、
周
ね
く
支
配
的
な
も
の
と
し
て
姿
を
現
わ
し
た
と
こ
ろ
の
根
本
的
趨
勢
一
即
ち
そ
の
源
泉
に
於
て
ス
ト
ア

的
な
、
自
己
保
存
と
自
己
現
難
と
い
う
思
考
1
が
そ
の
場
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
思
考
は
二
つ
の
局
面
－
保
存

と
い
う
面
と
意
識
と
い
う
面
1
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
成
程
一
緒
に
な
っ
て
一
つ
の
事
態
を
形
成
す
る
が
、
併
し
こ
の
事
態
は
、

二
つ
の
局
面
が
相
互
に
区
別
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
記
述
さ
れ
得
る
様
な
呉
合
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
上
述
の
と
こ
ろ
が
ら
明

ら
か
に
な
っ
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
釈
の
正
当
性
と
不
当
性
に
つ
い
て
は
、
彼
が
か
の
局
颪
の
区
別
と
統
一
を
ふ
さ
わ
し
い
仕
方
で
顧

慮
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
場
合
に
、
判
定
が
下
さ
れ
る
。

　
そ
れ
ら
の
内
の
第
一
の
も
の
、
即
ち
自
己
意
識
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
依
っ
て
、
そ
こ
に
於
て
は
眼
前
に
存
在
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ン
ヴ
マ
　
ド
ゼ
ソ
ハ
イ
ト

の
が
同
時
に
端
的
に
意
の
ま
ま
に
な
り
得
る
と
こ
ろ
の
臨
　
在
　
性
に
於
け
る
或
る
現
前
存
在
の
最
も
純
粋
な
形
式
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
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の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
，
自
己
意
識
と
は
知
る
も
の
の
た
だ
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
知
で
あ
る
、
そ
れ
故
、
そ
れ
は
対
象
に
書
す
る
全
て

の
よ
そ
よ
そ
し
さ
が
そ
こ
で
消
失
し
て
い
る
純
粋
な
明
白
さ
の
抵
抗
す
る
も
の
な
き
知
で
あ
る
。
同
時
に
こ
の
知
は
自
由
に
処
理
し
得
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
つ
で
も
獲
得
さ
れ
る
こ
と
が
で
ぎ
、
己
れ
に
つ
い
て
の
知
を
有
す
る
も
の
に
、
彼
の
所
業
の
産
物
と
し
て
帰
せ

ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
他
者
の
で
き
る
こ
と
は
、
私
に
、
私
が
金
言
身
を
自
覚
す
る
際
に
、
そ
の
機
会
を
与
え
る
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
他
老
は
こ
の
意
識
を
惹
き
起
こ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
即
ち
意
識
は
、
私
自
身
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
ね
ぽ
な

ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
彼
が
自
己
意
識
を
意
の
ま
ま
に
な
る
自
己
自
身
へ
の
現
在
と
し
て
及
び
、
こ
れ
を
自
力
的
行
為
と
し
て
理

解
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
熟
知
の
議
論
に
従
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
解
釈
に
於
て
は
、
自
己
意
識
は
、
自
己
保
存
一
般
と
い
う
自
己
意
識
に
属
す
る
契
機
を
も
適
当
な
仕
方
で
洞
見
す
る
こ

と
は
も
は
や
可
能
で
は
な
い
、
と
い
う
風
な
仕
方
で
理
解
さ
れ
て
い
る
。
自
己
を
保
存
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
も
の
は
、
い
つ
で
も
且
つ

就
中
、
端
的
に
、
そ
の
根
拠
を
慮
己
の
内
に
有
す
る
、
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
か
く
て
、
自
己
保
存
の
契
機
を
完
全
に
無
視
す
る
か
、
若
し
く
は
そ
れ
を
改
釈
す
る
と
い
う
こ
と
、
而
も
自
己
保
存
の
契
機
と
自
己
意

識
の
契
機
と
の
問
の
響
胴
が
止
揚
さ
れ
る
、
と
い
う
仕
方
で
解
釈
す
る
こ
と
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
不
可
避
的
と
な
っ
た
。
　
「
自

己
保
存
」
は
、
そ
の
場
合
に
は
、
「
自
己
意
識
」
の
名
の
下
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
ハ
ッ
キ
リ
と
見
透
し
得
る
眼
前
に
存
在
す
る
も
の
に
つ
い

て
の
無
条
件
の
支
配
権
と
し
て
理
解
し
て
い
た
当
の
事
態
に
対
す
る
別
の
名
前
と
な
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
時
折
、
彼
の
著
作
の
一
隅
に
於

て
彼
は
実
際
に
そ
の
様
に
扱
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
彼
は
次
の
如
く
議
論
し
て
い
る
、
獺
ち
、
自
巴
自
身
を
保
存
す
る
も
の
は
、
彼
自
ら

の
眼
前
に
存
在
さ
ぜ
る
働
き
一
－
従
っ
て
そ
れ
は
霞
己
を
保
存
す
る
も
の
に
負
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
一
に
活
動
的
に
関
わ

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
眼
前
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
自
己
の
上
へ
の
力
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
自
己
意
識
」
の
名
の
下
に
考
え

ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
た
も
の
は
ま
さ
に
欝
己
の
力
で
あ
る
。
勿
論
、
私
は
私
の
行
為
な
し
に
は
私
自
身
を
自
由
に
扱
え
る
よ
う
に
は
な
ら

な
い
と
し
て
も
、
r
そ
れ
だ
か
ら
と
雷
っ
て
、
こ
の
自
由
処
理
性
は
私
の
行
為
だ
け
に
依
存
す
る
と
は
未
だ
需
う
こ
と
は
で
き
ぬ
、
と
い
う
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反
論
は
依
然
と
し
て
可
能
で
あ
る
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
彼
が
「
自
己
意
識
」
を
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
自
己
保
存
の
契
機
を
も
は
や
全
然
許
容
し
な
い
、
と
い
う
風
に
把

え
た
時
に
、
近
代
的
な
「
自
己
」
解
釈
の
影
響
力
を
も
っ
た
伝
統
一
結
ン
ト
の
意
志
の
自
律
へ
の
訴
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
の
概
念
…

一
を
証
拠
と
し
て
引
き
合
い
に
出
し
た
。
こ
の
引
証
も
正
鵠
を
得
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
中
々
簡
単
に
は
証
明
で
き
な
い
、
併
し
ハ

イ
デ
ッ
ガ
…
が
明
ら
か
に
看
過
し
た
こ
と
は
、
「
自
己
保
存
」
が
近
代
の
思
惟
に
と
っ
て
よ
り
根
源
的
に
な
り
、
且
つ
よ
り
広
大
な
潮
流
の

中
で
鍵
と
な
る
樹
葉
と
な
っ
た
一
た
だ
勿
論
、
そ
う
な
っ
た
の
は
、
ス
ト
ア
的
発
見
に
照
徳
し
、
且
つ
そ
れ
故
、
自
己
保
存
を
、
自
己

を
保
存
す
る
も
の
の
自
己
意
識
と
一
緒
に
考
慮
ぜ
ん
と
す
る
趨
勢
を
有
す
る
と
こ
ろ
の
一
形
態
に
於
て
で
あ
る
が
一
と
い
う
状
況
で
あ

る
。
併
し
自
己
保
存
が
、
自
己
意
識
へ
の
眺
望
な
し
に
は
、
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
自
己
保
存
を
自
己
意
識
　
　
こ

の
際
、
自
己
意
識
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
知
識
を
生
み
出
し
、
か
く
て
自
ら
の
意
識
性
に
関
し
て
現
実
的
な
自
己

原
因
（
。
き
沼
ω
ε
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
　
　
に
完
全
に
還
元
す
る
こ
と
も
や
は
り
．
司
能
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
「
自
己
保
存
」
と
い
う
言
葉
の
文
字
通
り
の
意
味
に
矛
盾
す
る
こ
と
で
あ
る
し
、
更
に
ま
た
、
そ
も
そ
も
存
在
す
る
も
の
に
、

自
己
の
力
に
よ
っ
て
絶
滅
に
紺
し
て
抵
抗
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
も
、
そ
の
も
の
自
身
の
行
為
と
し
て
、
帰
せ
し
め
る
、
と
い
う
こ
と
も

同
様
に
矛
盾
し
て
い
る
。
自
己
自
身
を
保
存
す
る
も
の
は
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
三
重
の
意
味
に
於
て
、
全
て
の
彼
の
行
為
に
先
行
し
て
す
で

に
存
立
し
て
い
る
様
な
も
の
と
し
て
見
な
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
即
ち
、
ω
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
に
と
っ
て
そ
の
保
存
が
関
心
事
で
あ
る

と
こ
ろ
の
撮
る
一
定
の
も
の
で
あ
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
②
保
存
の
力
は
保
存
そ
の
も
の
か
ら
は
生
じ
得
な
い
。
㈹
自
身
の
根
源
的
認
知
、

即
ち
活
動
的
な
自
己
保
存
の
前
提
は
、
彼
が
彼
自
身
か
ら
生
み
幽
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
一
つ
の
性
起
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
各
人
間
的
存
在
者
に
と
っ
て
も
、
吾
々
が
動
物
と
共
有
し
て
い
る
病
気
、
苦
痛
、
死
に
並
ん
で
〔
人
間
に
独
自

の
〕
三
種
の
危
険
が
存
在
す
る
。
即
ち
、
ω
吾
々
の
生
の
、
人
格
と
し
て
の
連
続
性
が
保
持
さ
れ
得
な
い
、
と
い
う
危
険
、
②
吾
々
は
吾

吾
の
生
へ
の
責
任
を
も
は
や
負
担
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
危
険
、
㈹
意
識
の
永
続
的
損
失
。
こ
れ
ら
の
危
険
は
、
習
々
の
人
間



の
霞
己
を
意
識
す
る
現
存
在
の
特
別
な
有
限
性
の
特
微
を
指
…
し
添
し
て
い
る
。

　
既
に
ス
ト
ア
の
思
想
家
に
と
っ
て
も
、
吾
々
の
本
来
的
な
本
質
の
現
実
性
を
決
定
す
る
も
の
は
、
吾
々
が
差
し
当
た
り
そ
の
保
存
を
顧

慮
し
て
い
る
自
然
的
存
留
で
は
な
く
て
、
保
存
す
る
力
自
身
の
存
続
と
そ
の
力
の
働
き
の
結
果
で
あ
っ
た
。
か
の
本
質
へ
の
親
密
さ
に
よ

っ
て
の
み
な
ら
ず
、
己
が
カ
へ
の
親
密
さ
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
本
質
は
、
個
体
1
…
そ
の
個
体
に
つ
い
て
の
み
、
そ
れ
が
自
己
、
及
び
彼

の
没
落
及
び
こ
の
没
落
に
抗
せ
ん
と
す
る
、
彼
に
と
っ
て
本
質
的
な
可
能
性
に
つ
い
て
の
知
識
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
有
意
味

に
語
ら
れ
得
る
一
に
結
合
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
と
共
に
、
自
己
保
存
と
自
己
意
識
と
の
連
関
を
了
解
す
る
別
の
可
能
性
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
も
今
や
示
さ
れ
た
わ
け
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
意
図
し
て
い
る
も
の
に
対
立
し
て
お
り
、
そ
し
て
窟
己
保
存
の
構
造
に
於
て
基
礎
と
な
っ
て
お
り
、
且

つ
看
過
さ
れ
得
な
い
諸
々
の
独
良
性
を
顧
慮
に
入
れ
な
が
ら
自
己
意
識
の
構
造
を
把
え
る
も
の
で
あ
る
Q
そ
の
際
、
前
提
さ
る
べ
き
こ
と

は
、
「
自
己
保
存
」
と
は
、
諸
物
体
と
有
機
体
の
振
舞
を
穏
的
概
念
へ
の
顯
慮
な
し
に
記
述
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
一
つ
の
愚
盲
よ
り
も
、

も
っ
と
多
く
の
こ
と
に
妥
嶺
す
る
思
葉
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
雷
葉
に
は
、
事
態
そ
の
も
の
の
根
本
構
造
を
適
切
に
褒
示

し
た
、
と
い
う
是
認
と
要
求
が
結
び
付
け
ら
れ
て
お
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
裁
定
、
即
ち
存
在
し
、
各
々

の
も
の
を
意
の
ま
ま
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
、
且
つ
そ
れ
を
実
際
に
意
の
ま
ま
に
処
理
す
る
、
と
い
う
際
限
の
な
い
力
の
、

と
も
す
る
と
忘
れ
ら
れ
が
ち
な
不
遜
か
ら
は
遠
く
離
れ
て
い
る
「
自
己
意
識
」
の
も
う
一
つ
の
意
味
が
生
じ
て
く
る
。
成
程
、
自
己
意
識

的
生
は
、
自
働
の
反
応
作
用
か
ら
距
離
を
取
り
、
よ
り
広
範
な
関
心
を
展
開
し
、
計
画
に
富
ん
だ
行
為
を
企
聞
し
、
貫
徹
せ
ん
と
す
る
可

能
性
の
根
拠
で
あ
る
。
自
己
意
識
的
生
に
於
て
の
み
、
自
然
的
に
確
立
さ
れ
た
衝
動
的
溝
造
の
総
体
を
凌
駕
し
、
且
つ
確
保
さ
れ
た
経
験

的
連
関
と
統
制
さ
れ
た
努
力
に
基
づ
い
て
達
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
動
機
付
け
の
諸
連
関
の
講
築
も
な
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
近
代
哲
学
は

人
聞
に
こ
の
可
能
性
を
確
信
さ
せ
、
近
代
の
技
術
に
瑚
し
て
も
、
主
体
性
の
形
式
1
そ
れ
は
市
民
的
主
体
と
し
て
軽
率
に
も
診
断
さ
れ

た
一
…
に
対
し
て
も
そ
の
基
礎
を
盤
い
た
。
両
者
は
、
併
し
乍
ら
、
無
限
の
力
の
豊
満
を
神
格
化
す
る
こ
と
と
は
全
く
別
の
事
で
あ
る
。

273

近
代
哲
学
の
根
太
撫
粥
翫
短

一
七



274

哲
学
研
究
　
第
五
百
二
十
二
号

一
八

そ
の
両
者
の
否
認
す
る
こ
と
は
次
の
一
つ
の
こ
と
、
即
ち
、
人
閥
が
、
た
と
え
自
分
に
関
係
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
自
分
と
は
違
っ
た
も

の
と
し
て
経
験
す
る
何
か
罷
る
も
の
の
中
に
一
つ
の
要
求
…
人
問
が
自
分
自
身
で
経
験
す
る
も
の
、
及
び
彼
が
、
自
分
自
ら
に
と
っ
て

親
密
な
自
ら
の
本
質
に
基
づ
い
て
そ
れ
へ
と
使
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
自
ら
弁
え
て
い
る
も
の
、
そ
れ
が
そ
の
要
求
と
し
て
立
ち

現
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
一
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
う
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
一
事
な
の
で
あ
る
。
近
代
の
哲
学
は
、
再
び

ス
ト
ア
的
元
初
の
採
．
用
に
際
し
て
、
洞
察
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
内
へ
の
道
」
を
指
示
し
て
い
た
の
だ
、
と
い
う
命
題
の
真
を
了
え
た
。

か
の
否
認
に
匹
敵
す
る
こ
の
洞
察
で
以
て
は
、
そ
の
様
な
道
の
上
に
は
畢
濡
す
る
に
、
自
我
の
自
己
藍
出
的
力
だ
け
が
開
示
さ
れ
る
の
だ
、

と
い
う
こ
と
は
定
立
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
洞
察
が
期
待
す
る
も
の
、
及
び
希
望
も
す
る
も
の
は
た
だ
こ
の
こ
と
、
即
ち
正
し
さ
の
自
分

達
ら
の
標
準
を
見
な
が
ら
、
自
ら
の
存
続
を
配
慮
し
て
い
る
自
己
は
、
結
局
は
、
自
己
が
自
ら
の
自
己
主
張
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
そ
れ
に
向

け
ね
ば
な
ら
ぬ
自
然
と
い
う
局
面
と
同
様
に
、
よ
そ
よ
そ
し
く
、
無
関
心
に
は
、
自
己
を
迎
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
己
れ
自
身
の
可
能

性
の
根
拠
を
発
見
す
れ
ば
よ
い
が
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
意
識
は
、
自
己
意
識
を
基
礎
づ
け
る
連
関
の
内
に
自
己
自
身
の
本
質
と

行
為
の
原
理
を
期
待
す
る
の
で
あ
り
、
而
も
そ
の
連
関
に
関
し
て
は
、
溶
融
意
識
は
、
同
時
に
そ
の
連
関
を
支
配
可
能
な
対
象
性
の
よ
り

広
域
な
連
関
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
、
近
代
哲
学
は
、
そ
れ
が
意
義
と
深
み
を
獲
得
し
た
と
こ
ろ
に
於
て
は
何
処
で
も
、
そ
の
都
度
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
に
穿
て
で

は
あ
れ
、
常
に
同
時
に
二
つ
の
こ
と
を
成
就
し
た
。
即
ち
、
近
代
哲
学
は
、
自
己
自
身
の
上
に
立
て
ら
れ
た
人
關
存
在
の
伝
統
的
束
縛
に

脱
す
る
諸
可
能
性
を
主
張
し
、
意
の
ま
ま
に
な
ら
ず
に
根
拠
を
与
え
る
も
の
i
自
己
主
張
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
正
当
化
し
た
り
、
或
い
は

少
な
く
と
も
そ
れ
に
は
対
立
し
な
い
彫
る
根
拠
一
i
の
概
念
を
獲
得
し
、
或
い
は
要
求
し
た
。
未
だ
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
は
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の

思
弁
的
神
学
と
こ
の
根
本
趨
勢
を
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
根
本
趨
勢
は
、
自
己
意
識
と
い
う
事
態
の
内
へ
の
忘
我
的
興
奮
を
免

れ
た
洞
察
に
の
み
照
応
し
て
い
る
、
尤
も
か
か
る
意
識
は
、
そ
れ
が
～
旦
獲
得
さ
れ
る
限
り
に
於
て
、
己
れ
の
力
に
基
づ
い
て
自
ら
を
保

護
し
、
高
め
る
も
の
で
あ
る
が
。
併
し
、
そ
れ
は
、
そ
れ
が
自
己
自
身
を
現
存
在
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
岡
三
に
、
そ
の
構



事

造
を
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
己
保
存
の
概
念
を
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
へ
転
用
す
る
こ
と
は
、
存
在
論
的
な
神
証
明
へ
の
肥
大
的
高
揚

に
於
て
も
、
な
お
、
こ
の
論
理
そ
の
も
の
に
照
応
し
て
い
る
。
こ
の
「
自
己
保
存
」
の
概
念
の
転
用
で
以
て
物
理
学
に
於
て
獲
得
さ
れ
た

諸
々
の
成
功
は
、
そ
の
正
当
性
を
保
証
し
て
い
る
か
に
見
え
た
。

山IX

　
　
　
一
切
の
も
の
の
生
産
者
で
あ
ら
ん
と
す
る
無
制
約
的
意
志
の
内
に
近
代
の
源
泉
を
求
め
る
、
と
い
う
誤
っ
た
テ
ー
ゼ
に
対
す
る
最
も
重

　
　
要
な
論
拠
は
、
近
代
的
生
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
ー
変
化
、
可
動
性
、
及
び
常
に
新
た
な
生
産
物
へ
の
そ
の
衝
動
…
か
ら
成
程
、
獲
得
さ

　
　
れ
は
す
る
。
併
し
、
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
む
し
ろ
静
力
学
的
（
。
・
3
〔
野
げ
）
で
あ
る
様
に
見
え
る
保
存
の
構
造
に
矛
盾
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
併
し
、

　
　
か
か
る
外
見
は
容
易
に
解
明
さ
れ
る
。
郡
ち
「
自
己
保
存
」
は
、
そ
の
特
性
が
一
定
の
限
界
を
も
っ
た
或
る
秩
序
の
全
体
に
於
て
知
ら
れ

　
　
て
も
い
ず
、
す
で
に
予
め
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
と
こ
ろ
の
存
在
老
の
実
存
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
宇
宙
的

　
　
知
識
か
ら
必
然
的
に
ご
ぼ
れ
去
る
と
こ
ろ
の
自
ら
の
現
存
在
の
諸
制
約
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
自
己
を
意
識

　
　
す
る
人
間
の
逆
説
的
状
態
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
生
じ
来
る
こ
と
は
、
人
間
は
た
だ
生
の
探
知
と
企
て
の
開
か
れ
た
領
域
に
於
て
の
み
彼
の

　
　
現
実
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
ヶ
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
常
に
新
た
な
状
況
の
内
に
自
己
を
暴
き
、
彼
の
現
存
在
の
他
の
可
能

　
　
性
を
試
し
て
み
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
於
て
、
彼
に
と
っ
て
彼
の
力
の
拡
張
が
問
題
な
の
で
は
な
く
て
、

　
　
常
に
同
時
に
、
そ
し
て
大
抵
の
卸
金
は
、
専
ら
、
彼
自
身
に
と
っ
て
不
可
解
な
る
彼
の
現
存
在
を
新
た
に
確
証
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
で

　
　
あ
る
。
人
問
は
、
彼
が
何
処
か
ら
来
て
い
る
の
か
、
を
知
ら
な
い
の
で
、
彼
は
彼
に
と
っ
て
可
能
な
一
切
の
も
の
を
彼
に
所
属
す
る
も
の

　
　
と
し
て
越
え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
彼
が
似
る
こ
と
を
未
探
究
の
ま
ま
に
し
て
い
る
時
に
は
何
時
で
も
、
彼
は
、
自
ら
が
そ
れ
で
あ
る
と

　
　
こ
ろ
の
も
の
が
若
干
の
点
で
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
怖
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
ま
さ
に
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

　
　
と
は
人
聞
の
生
の
防
衛
の
表
現
で
あ
る
。

752　
　
　
　
　
　
近
代
暫
学
の
根
本
構
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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勿
論
、
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
限
界
を
も
有
す
る
。
そ
れ
は
、
諸
経
験
の
継
起
に
於
け
る
意
識
自
身
の
連
続
性
が
破
れ
る
一
即
ち
過
ぎ
去

っ
た
経
験
が
も
は
や
自
己
自
身
の
経
験
と
し
て
一
つ
に
統
一
さ
れ
得
な
い
一
処
に
常
に
限
界
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
自

己
の
過
程
の
動
力
学
（
O
壌
5
凶
＾
）
は
自
己
の
破
壊
の
客
観
的
な
語
素
事
に
し
か
過
ぎ
な
く
な
る
。
こ
の
危
険
は
、
反
対
の
危
険
、
即
ち
人
間

の
自
然
的
生
活
を
保
護
す
る
に
し
て
も
、
併
し
彼
の
自
己
を
意
識
し
て
い
る
と
い
う
本
質
を
な
く
し
て
し
ま
う
諸
拘
束
の
中
に
硬
直
し
て

し
ま
う
こ
と
と
百
様
に
、
怖
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
二
つ
の
危
険
は
同
じ
程
度
に
、
人
問
の
自
己
保
存
に
と
っ
て
起
こ
り
得
る
失
敗
で
あ
る
。

　
近
代
の
根
本
経
験
は
多
層
的
で
あ
り
、
多
様
な
観
点
の
下
で
考
察
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
始
め
か
ら
、
そ
の
根
本
経
験
が

そ
こ
で
概
念
的
に
理
解
さ
れ
る
か
、
或
い
は
た
だ
表
現
さ
れ
る
だ
け
で
も
あ
る
よ
う
な
一
つ
の
哲
学
的
着
想
の
多
く
の
可
能
性
へ
の
自
由

の
途
を
拓
い
た
。
そ
れ
ら
の
内
、
少
な
く
と
も
四
つ
の
も
の
が
容
易
に
区
別
さ
れ
る
。
ー
ー
第
一
の
も
の
と
し
て
は
、
自
由
な
場
に
置
か

れ
た
人
問
の
諸
可
能
性
を
強
調
す
る
叙
述
、
即
ち
ど
こ
に
も
大
哲
学
と
な
っ
た
た
め
し
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
常
に
繰
り
返
し
、
訴
え

る
処
の
あ
る
思
惟
の
有
力
な
形
態
と
し
て
定
式
化
し
て
ゆ
く
近
代
的
思
惟
の
も
つ
べ
ー
コ
ソ
主
義
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の

革
命
の
哲
学
に
於
て
及
び
マ
ル
ク
ス
と
コ
ン
ト
に
於
て
本
質
的
な
意
味
要
素
と
し
て
再
認
識
さ
れ
得
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
；
は
近
代
的
世
界

を
全
体
と
し
て
べ
ー
コ
ソ
主
義
へ
と
還
元
せ
ん
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
近
代
的
思
惟
の
他
の
形
態
を
全
然
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
か
、
又
は
た
だ
巧
み
な
解
釈
に
よ
っ
て
理
解
し
得
る
か
の
何
れ
か
で
あ
る
Q
ー
ー
ベ
ー
コ
ソ
主
義
と
並
ん
で
は
近
代
の
形
而
上
学
的

な
諸
々
の
プ
ラ
ン
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
尽
く
、
外
的
権
威
か
ら
解
放
さ
れ
た
自
己
は
、
自
己
と
同
質
的
全
体
に
於
て
根
源
的
に
正
当
化
さ

れ
て
い
る
、
と
い
う
証
拠
を
与
え
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
最
も
純
粋
な
形
と
し
て
は
、
か
か
る
思
惟
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
に
依

っ
て
実
現
さ
れ
た
。
併
し
第
三
に
懐
疑
も
亦
、
近
代
に
於
て
根
源
的
な
徳
利
の
場
を
有
し
て
い
る
…
i
懐
疑
と
い
う
も
の
の
場
が
、
思
惟

の
歴
史
に
而
て
始
め
て
、
一
つ
の
世
界
経
験
と
い
う
根
本
的
性
格
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
Q
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
世
界
経
験
に

於
て
は
、
自
ら
の
潜
勢
性
を
確
認
し
、
そ
れ
と
同
誌
に
自
ら
の
依
存
性
に
つ
い
て
の
諸
経
験
を
為
す
と
こ
ろ
の
精
神
が
、
成
程
自
己
自
身

を
ば
ハ
ッ
キ
ジ
し
て
い
る
と
見
な
し
て
も
、
嶽
ら
の
諸
々
の
制
約
は
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
る
と
は
密
な
さ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ



得
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
べ
！
コ
ソ
主
義
が
生
ぜ
し
め
る
の
と
は
別
の
、
よ
り
つ
つ
ま
し
や
か
な
、
自
己
主
張
の
意
識
が
生
ず
る
。
そ

れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
近
代
的
根
本
経
験
か
ら
の
如
何
な
る
離
反
で
も
な
く
、
そ
れ
の
よ
り
広
範
な
表
現
に
す
ぎ
な
い
。
…
近
代

的
思
惟
の
第
四
の
形
態
は
、
も
っ
と
新
し
い
歴
史
の
流
れ
に
於
て
益
々
力
強
く
登
場
し
て
来
た
。
そ
れ
は
、
懐
疑
と
は
意
識
の
諸
制
約
を

知
ら
ぬ
と
い
う
経
験
を
共
有
し
、
形
而
上
学
と
は
こ
れ
ら
の
諸
制
約
は
認
識
さ
れ
る
に
到
り
う
る
と
い
う
確
信
を
共
有
す
る
。
こ
の
第
四

の
形
態
が
容
認
し
て
い
る
の
は
、
主
体
性
は
そ
の
完
成
を
た
だ
己
れ
の
構
造
か
ら
の
み
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
従
っ
て
よ
り
普
遍
的

な
騒
的
体
系
へ
の
洞
察
か
ら
は
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
主
体
性
と
理
性
そ
の
も
の
は
、
膚
己
自
身

を
保
存
し
、
意
識
に
対
し
て
は
無
関
心
で
あ
る
過
程
の
再
生
に
役
立
っ
て
い
る
諸
手
段
或
い
は
諸
機
能
と
い
う
地
位
だ
け
を
湿
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
を
同
時
に
認
識
し
て
い
る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
。
近
代
の
唯
物
論
は
ホ
ッ
ブ
ス
に
於
で
は
じ
め
て
こ
の
立
場
を
明
言
し
た
。

そ
れ
は
、
近
代
的
意
識
に
於
け
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
と
ユ
！
チ
ェ
の
、
及
び
マ
ル
ク
ス
と
フ
ロ
イ
ト
の
刻
印
と
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で

あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
内
に
は
確
か
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
通
し
て
下
墨
の
形
而
上
学
の
も
つ
諸
々
の
特
徴
が
入
り
込
ん
だ
。
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ

は
、
東
洋
的
諸
伝
統
か
ら
一
つ
の
思
想
を
、
自
由
な
場
に
立
て
ら
れ
た
主
体
を
新
し
い
仕
方
で
保
証
す
る
近
代
的
地
盤
へ
と
、
移
し
替
え

た
。
最
も
新
し
い
近
代
の
経
験
の
概
念
的
展
開
に
対
し
彼
ら
は
同
程
度
の
関
係
を
有
し
て
い
る
。

　
か
く
て
、
将
来
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
が
生
ず
る
、
即
ち
異
な
っ
た
種
類
の
近
代
性
の
閥
に
論
争
を
煽
る
こ
と
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
考

究
し
た
研
論
に
取
っ
て
代
る
こ
と
の
で
き
る
諸
々
の
種
類
の
間
の
一
つ
の
明
証
的
な
帰
結
を
作
り
出
す
こ
と
、
一
最
後
に
は
更
に
又
、

他
の
所
論
の
欠
点
を
乗
り
越
え
て
、
現
代
に
於
け
る
人
聞
性
の
諸
経
験
の
理
解
に
導
く
こ
と
の
で
き
る
或
る
哲
学
的
草
案
を
計
画
す
る
こ

と
で
あ
る
。

七

近
代
的
意
識
の
経
験
に
正
当
に
照
応
す
べ
き
、
か
か
る
哲
学
は
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
こ
と
を
成
し
遂
げ
得
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
即
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廊
廟

ち
そ
の
哲
学
は
、
自
由
に
立
て
ら
れ
た
、
窃
己
自
身
と
親
密
で
あ
る
意
識
に
つ
い
て
の
一
理
論
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
、

そ
れ
は
意
識
の
発
生
を
了
解
出
来
る
よ
う
に
し
、
そ
し
て
か
か
る
依
存
性
に
つ
い
て
迅
速
に
範
閥
の
拡
が
っ
て
行
く
中
で
吾
々
に
と
っ
て

知
ら
れ
て
い
る
諸
事
実
を
解
釈
す
る
為
の
一
般
的
概
念
を
提
供
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
亦
、
単
な
る
認
識
の
為
に
も
設
定

さ
れ
、
且
つ
そ
れ
ら
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ら
が
哲
学
的
分
析
の
手
段
な
し
に
は
解
決
さ
れ
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
二
つ

の
課
題
で
あ
る
。
更
に
今
一
つ
の
課
題
は
、
安
ん
じ
て
よ
り
深
い
意
味
と
謂
わ
れ
う
る
意
味
に
於
け
る
哲
学
に
属
す
る
。
そ
の
意
味
は
、

本
来
的
、
歴
史
的
と
な
っ
た
諸
形
態
に
於
け
る
哲
学
の
成
果
に
照
応
し
て
い
る
。
即
ち
、
そ
の
哲
学
は
、
条
理
の
通
っ
た
、
晃
透
し
の
き

く
了
解
の
仕
方
一
…
そ
こ
に
於
て
意
識
が
自
分
自
身
及
び
同
時
に
そ
の
被
制
約
性
を
経
験
し
、
か
く
し
て
理
性
的
に
そ
の
被
制
約
性
を
自

家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
、
自
ら
の
現
実
性
と
の
合
致
に
診
て
霞
己
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
　
　
し
か
も
あ
ら
ゆ
る
種
類
の

造
り
の
表
象
の
可
能
性
を
常
に
認
知
し
つ
つ
一
と
い
う
仕
方
を
展
開
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
近
代
的
思
惟
の
ほ
ん
の
僅
か
の
企
て
だ
け

し
か
こ
の
意
味
に
於
て
完
全
に
成
功
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
企
て
に
関
し
て
の
み
、
そ
れ
ら
が
そ
こ
か
ら
出
て
来
た
生
の
支
配
春
な
の

で
あ
っ
て
、
単
に
生
の
表
現
で
は
な
い
、
と
欝
え
る
の
で
あ
る
。
近
代
に
於
て
主
導
的
と
な
っ
た
企
て
は
本
来
の
課
題
を
放
棄
し
た
か
、

或
い
は
む
し
ろ
、
そ
の
課
題
を
、
そ
れ
が
同
時
に
近
代
の
根
本
的
立
場
の
訂
正
を
意
図
す
る
よ
う
な
仕
方
に
於
て
解
決
せ
ん
と
し
た
。
た

だ
こ
こ
で
争
う
余
地
の
な
い
こ
と
は
、
イ
タ
リ
ア
の
都
市
共
和
團
の
城
壁
の
内
側
で
先
ず
始
め
に
形
成
さ
れ
始
め
た
意
識
は
、
今
や
地
球

を
玉
簾
し
、
獣
や
火
を
飼
い
慣
ら
す
と
い
う
こ
と
で
さ
え
も
、
出
来
な
か
っ
た
よ
う
な
、
よ
り
影
響
多
い
仕
方
で
地
球
を
変
え
よ
う
と
し

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
性
急
な
、
理
性
の
自
己
解
消
と
い
う
近
代
的
熱
狂
と
し
て
告
発
す
る
こ
と
は
、
如
何
な
る

政
治
的
徴
候
の
下
で
の
告
発
で
あ
れ
、
如
何
な
る
明
証
性
を
も
有
さ
な
い
の
で
あ
る
、
も
っ
と
も
こ
の
出
来
事
の
動
力
学
は
、
近
代
的
意

識
の
ア
ポ
リ
ア
を
一
層
明
ら
か
に
浮
び
上
ら
せ
、
危
機
と
し
て
感
得
さ
せ
る
け
れ
ど
も
。
哲
学
は
か
か
る
状
況
に
於
て
は
力
で
以
て
、
普

遍
的
な
破
局
に
よ
っ
て
の
み
辛
う
じ
て
停
め
る
こ
と
の
で
き
る
意
識
の
変
易
が
、
そ
こ
に
於
て
自
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
様
な
諸
法
式
を
一
般
に
知
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
併
し
乍
ら
、
か
か
る
理
解
が
成
功
す
る
場
合
に
だ
け
、
近
代
的
原
理
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の
普
遍
化
が
、
薫
れ
る
表
象
や
、
不
当
な
代
理
入
に
よ
っ
て
不
安
に
至
ら
し
め
ら
れ
た
意
識
の
軍
卒
化
や
、
且
つ
間
に
合
せ
の
ゲ
ヴ
ァ
ル

ト
に
絶
え
ず
進
ん
で
訴
え
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
哲
学
者
は
、
こ
の
普
遍
化
な
し
に
は
、
か
か
る
解
放
さ

れ
た
生
へ
の
希
望
は
徒
労
の
ま
ま
で
あ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
意
識
の
本
質
に
は
、
自
ら
の
概

念
な
し
に
は
自
歯
に
実
存
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
属
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
が
彼
自
身
の
洞
察
を
女

神
に
献
じ
て
、
女
神
か
ら
神
的
、
洞
察
を
霊
感
と
し
て
受
け
取
ら
な
か
っ
た
時
以
来
、
理
性
は
、
法
典
化
さ
れ
た
教
説
の
如
何
な
る
要
請
を

も
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
し
て
己
れ
自
身
の
諸
制
約
を
た
だ
己
れ
の
道
の
上
に
於
て
の
み
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う

こ
と
に
関
し
て
は
そ
も
そ
も
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
哲
学
者
の
困
惑
に
直
面
し
て
、
且
つ
教
典
の
宗
教
が
明
ら
か
に
そ
の
説
得
力
を
喪
失
し
た
の
で
、
西
洋
に
於
て
は
、
ギ
リ
シ
ア
的
精
神

に
よ
っ
て
も
、
近
代
的
精
神
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
智
慧
の
伝
統
の
も
と
に
ー
イ
ソ
ド
的
土
壌
の
上
に
生
じ
、
べ
ー
コ

ソ
主
義
も
絶
対
的
精
神
の
神
学
も
知
ら
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
東
洋
の
世
界
的
宗
教
に
於
て
一
方
策
と
卓
越
し
た
洞
察
を
求
め
ん
と
す
る

傾
向
が
生
じ
て
い
る
。
実
際
に
期
待
さ
れ
も
す
る
こ
と
は
、
彼
処
で
作
ら
れ
、
謂
わ
ば
鰯
度
化
さ
れ
て
い
る
意
識
に
関
す
る
諸
経
験
は
、

洞
察
の
重
要
な
基
礎
一
そ
れ
を
掘
握
す
る
こ
と
が
近
代
世
界
に
さ
し
迫
っ
た
こ
と
で
あ
る
一
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
の

何
処
に
於
て
も
、
こ
こ
東
洋
の
宗
教
に
於
て
程
、
自
己
と
世
界
か
ら
の
疎
外
の
た
だ
中
を
通
り
過
ぎ
て
行
く
際
の
意
識
の
変
化
の
仕
方
が
、

異
論
の
余
地
な
い
や
り
方
で
嗣
明
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
東
方
的
瞑
想
の
形
式
は
尽
く
近
代
の
世
界
経

験
に
必
然
的
に
抵
抗
し
て
い
る
様
に
見
え
る
一
即
ち
菓
方
的
瞑
想
が
意
識
と
そ
の
根
源
と
の
逆
媒
介
を
た
だ
意
識
の
停
止
と
し
て
の
み

理
解
し
、
自
ら
の
自
己
自
身
に
対
す
る
一
つ
の
別
の
関
係
と
し
て
は
理
解
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
。
べ
ー
コ
ソ
主
義
と
神
秘
的
思

弁
の
間
の
近
代
的
哲
学
の
ア
ポ
リ
ア
は
、
工
つ
の
も
の
即
ち
自
律
の
理
論
と
自
律
的
思
惟
の
根
源
の
認
識
と
は
同
時
に
存
在
し
て
い
る
、

と
い
う
必
然
性
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
意
識
の
新
し
い
形
態
が
そ
の
何
処
に
於
て
も
見
ら
れ
ず
、
恐
ら
く
は
考
え
出
さ
れ
も
し
な
い
世
界
に

於
て
は
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
の
内
に
存
す
る
問
題
は
た
だ
非
現
実
性
－
愚
惟
の
世
界
喪
失
性
一
と
い
う
代
価
を
払
っ
て
の
み
放
棄
さ
れ

近
代
哲
学
の
根
本
構
造

二
三
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二
四

る
。
将
来
の
各
哲
学
は
こ
の
問
題
を
解
決
せ
ん
と
試
み
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
敢
え
て
知
ろ
う
と
せ
よ
」
と
い
う
命
令
は
決
し
て
沈
黙
し
な
い

だ
ろ
う
し
、
理
性
の
勇
気
を
概
念
的
に
理
解
さ
れ
た
生
の
自
己
主
張
の
計
画
と
為
す
、
と
い
う
諦
め
ら
れ
ぬ
試
み
は
放
棄
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
焔
備
記
　
太
嵐
欄
は
、
昭
昭
匹
十
五
年
舷
門
月
二
十
五
n
口
、
｛
樋
管
・
日
独
文
化
埋
腓
鷹
九
五
に
於
け
る
、
一
ア
ィ
ー
タ
ー
・
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
櫨
円
士
（
ハ
イ
ー
ア
ル
ベ
ル
ク

　
大
学
哲
学
部
教
授
）
の
講
演
草
稿
を
、
訳
着
が
同
教
授
の
了
解
を
得
て
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
尚
、
岡
β
の
講
演
は
、
同
教
授
が
こ
の
原
稿
に
沿
っ

　
て
一
部
省
略
し
つ
つ
為
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
の
通
訳
は
西
谷
裕
作
琉
（
関
西
大
学
文
学
部
助
教
授
）
で
あ
っ
た
。
本
論
の
翻
訳
に
曾
て
は
、
同

　
氏
に
翻
訳
草
稿
を
全
面
的
に
湿
を
通
し
て
頂
き
、
誤
訳
や
不
当
な
訳
語
に
関
し
て
多
く
の
指
摘
を
恭
う
し
、
教
わ
る
こ
と
多
大
で
あ
っ
た
。
更
に
、
野

　
田
儀
央
教
授
や
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ソ
グ
・
ラ
イ
ン
氏
（
京
都
ゲ
ー
テ
・
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ー
ト
講
師
）
か
ら
も
少
な
か
ら
ぬ
教
示
を
得
た
。
こ
こ
に
、
合
せ

　
て
、
こ
れ
ら
の
先
生
方
に
感
謝
す
る
。
（
昭
和
四
十
六
年
七
月
八
籍
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　

ハ
イ
ー
ア
ル
ベ
ル
ク
み
く
学
哲
愚
ず
都
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訳
者
　
京
都
大
学
文
学
部
研
修
員
）


