
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
理
解
の
方
法

西
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敬
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十
九
世
紀
の
後
半
に
社
会
科
学
、
特
に
歴
史
学
が
い
ち
じ
る
し
く
発
展
し
て
以
来
、
社
会
科
学
の
方
法
に
つ
い
て
の
論
議
が
盛
ん
に
な

っ
た
。
そ
し
て
現
在
に
至
る
ま
で
、
社
会
科
学
の
方
法
に
つ
い
て
対
立
し
た
二
つ
の
立
場
が
見
出
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
…
数
学
的
自
然
科
学

を
凡
て
の
科
学
に
と
っ
て
の
モ
デ
ル
で
あ
る
と
考
え
て
、
祉
会
科
学
も
科
学
で
あ
る
以
上
は
、
自
然
科
学
と
共
通
な
統
一
的
方
法
に
従
う

と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
実
証
主
義
し
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
霞
然
科
学
の
方
法
に
帰
着
出
来
な
い
よ
う
な
、

社
会
科
学
特
に
歴
史
学
の
独
自
な
方
法
の
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
立
場
が
あ
る
。
「
実
証
主
義
〕
と
云
う
名
称
の
よ
う
に
一
般
的
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
立
場
を
「
観
念
論
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
但
し
「
観
念
論
」
と
云
う
名
称
は
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
や
コ
ー
リ
ン

グ
ウ
ッ
ド
な
ど
の
一
部
の
反
実
証
主
義
者
に
あ
て
は
ま
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
反
実
証
主
義
を
　
般
に
「
解
釈
学
」
と
呼
ぶ
方
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

適
切
で
あ
る
と
云
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
観
念
論
」
の
方
が
よ
り
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
し
、
本
論
文
の
テ
ー
マ
で
あ

る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
理
解
の
方
法
に
つ
い
て
こ
の
名
称
を
梢
い
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

　
実
証
主
義
と
観
念
論
が
特
に
鋭
く
対
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ヘ
ン
ペ
ル
の
「
歴
史
に
お
け
る
一
般
法
則
の
機
能
」
（
一
九
四
二
）

が
発
表
さ
れ
て
以
来
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
実
証
主
義
の
立
場
か
ら
科
学
曲
「
説
墾
の
構
造
し
に
関
し
て
社
会
科
学
（
歴
史

学
）
と
自
然
科
学
と
の
間
に
は
何
の
相
違
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
力
強
く
主
張
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
観
念
論
の
立
場
か
ら
、
一
九
五
〇

年
代
に
ド
レ
イ
や
ウ
イ
ン
チ
は
、
自
然
科
学
の
方
法
と
異
な
る
被
会
科
学
（
歴
史
学
）
字
母
の
方
法
を
強
調
し
た
。
即
ち
人
闇
の
行
動
を

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
パ
…
に
お
け
る
理
解
の
み
刀
法

二
五
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折
照
灘
ず
研
究
　
　
箆
叩
五
｝
日
一
二
十
ご
一
庸
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
山
ハ

解
明
す
る
特
別
の
方
法
の
あ
る
こ
と
を
霊
註
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
来
両
陣
営
が
対
立
を
続
け
た
。
し
か
し
最
近
で
は
、
細
線
の
立
場

の
相
違
は
残
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
両
者
間
の
対
謡
が
進
ん
で
来
て
い
る
。
そ
の
大
き
な
成
果
と
し
て
、
フ
ォ
ン
・
ウ
リ
ク
ト
の
「
説
明

と
理
解
」
（
一
九
七
一
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
呂
来
よ
う
Q
彼
は
、
実
証
主
義
の
主
張
を
認
め
な
が
ら
も
、
歴
史
に
お
け
る
説
明
の
方
式
に

お
い
て
観
念
論
（
解
釈
学
）
の
立
場
を
擁
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
又
、
ド
レ
イ
が
歴
史
約
説
明
に
つ
い
て
く
り
返
し
て
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
科
学
者
（
歴
史
家
）
の
実
際
の
仕
事
に
塾
し
て
、
方
法
論
を
講
正
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
云
う
経
験
主
義
の
原
則

に
立
ち
戻
る
こ
と
の
必
要
性
が
、
両
者
の
間
で
承
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
…
に
お
け
る
理
解
の
方
法
を

問
題
と
す
る
の
も
、
一
つ
は
こ
の
必
要
性
を
考
慮
す
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
先
の
科
学
的
説
明
の
問
題
と
も
関
連
す
る
点
が
あ
る
の
だ
が
、
観
念
論
者
は
、
人
間
の
行
為
や
表
現
を
把
握
し
、
解
明
す
る
社
会

科
学
独
自
の
方
法
と
し
て
、
「
理
解
」
の
方
法
を
主
張
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
た
と
え
ぽ
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
個
々
の
人
閾

の
行
為
に
つ
い
て
（
現
象
に
対
し
て
因
果
法
則
を
定
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
個
々
の
出
来
事
と
現
象
の
説
明
を
な
す
と
云
う
意
味
で
の
）
自

然
科
学
の
な
し
得
な
い
こ
と
、
即
ち
理
解
が
可
能
で
あ
る
、
従
っ
て
祉
会
科
学
独
自
の
方
法
と
し
て
の
理
解
は
、
自
然
科
学
的
認
識
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

す
る
プ
ラ
ス
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
れ
で
は
理
解
に
よ
る
特
別
な
認
識
は
何
故
可
能
で
あ
る
か
と
云
う
と
、
観
念
論
者
は
｝
般
に
、
行

為
者
が
自
己
の
行
為
の
認
識
に
お
い
て
、
他
の
人
々
と
は
ち
が
っ
た
有
利
な
立
場
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
他
の
人
々
が
、
問

題
の
行
為
を
観
察
し
、
行
為
の
外
的
表
現
や
結
果
か
ら
、
行
為
を
把
握
し
、
更
に
そ
れ
の
動
機
や
原
因
を
推
察
す
る
の
と
は
異
な
り
、
行

為
者
は
そ
の
行
為
に
い
た
る
過
程
に
お
い
て
、
自
分
が
ど
の
よ
う
な
状
況
の
下
に
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
欲
求
、
目
的
、
意
図
を
も
っ
て
い

た
か
を
知
っ
て
い
る
。
従
っ
て
又
彼
は
、
自
分
が
何
を
な
そ
う
と
し
た
か
、
又
何
を
な
し
た
か
を
心
得
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
、

自
己
の
行
為
と
そ
の
動
機
を
内
面
的
に
そ
し
て
直
接
的
に
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
Q
行
為
者
が
自
己
の
行
為
を
知
る
の
と
同
様
に
、
研

究
老
（
観
察
者
）
は
、
行
為
の
外
的
あ
ら
わ
れ
か
ら
行
為
の
解
明
を
な
す
だ
け
で
な
く
、
行
為
者
の
状
況
や
彼
の
意
図
を
知
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
行
為
を
動
機
に
従
っ
て
把
握
す
る
こ
と
が
娼
来
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
把
握
は
、
餅
究
者
が
同
じ
人
間
と
し
て
の
経
験
に



　
　
照
ら
し
て
、
行
為
者
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
観
念
論
者
は
か
く
し
て
、
自
然
現
象
の
場
合
と
は
異
な
る
認
識
の
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
式
即
ち
理
解
の
方
法
の
存
在
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
れ
に
対
し
て
実
証
主
義
者
は
、
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
た
と
え
ば
感
清
移
入
な
ど
の
手
段
に
よ
っ
て
、
行
為
者
が
行
為
を
な
す
際

　
　
の
心
理
状
態
を
観
察
者
が
知
っ
て
、
彼
は
そ
の
行
為
を
動
機
か
ら
把
握
し
て
い
る
と
し
よ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
行
為
者
が
実
際
そ
の
よ

　
　
う
な
’
5
理
状
態
に
あ
っ
た
と
蝕
う
こ
と
や
、
こ
の
こ
と
が
行
為
の
動
機
な
い
し
原
凶
と
な
っ
た
こ
と
を
、
彼
は
検
証
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

　
　
い
・
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
彼
の
知
っ
た
こ
と
は
単
に
仮
説
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
検
証
の
手
続
き
を
必
要
と
す
る
こ
と
や
、

　
　
検
証
の
手
続
き
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
理
解
の
方
法
に
よ
る
難
壁
科
学
と
霞
然
科
学
に
は
何
の
梢
違
も
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
理
解
の
方

　
　
法
は
、
単
に
仮
説
構
成
の
た
め
に
役
立
つ
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
実
証
主
義
者
は
、
理
解
の
方
法
を
し
り
ぞ
け
て
、
そ
れ
は
科

　
　
学
の
方
法
の
非
本
質
的
部
分
を
な
す
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
科
学
の
方
法
の
統
一
性
を
擁
護
七
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
理
解
の
方
法
を
め
ぐ
る
観
念
論
と
実
証
主
義
の
対
立
は
、
こ
う
し
て
見
る
と
、
次
元
の
異
な
っ
た
問
題
提
起
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が

　
　
お
か
る
。
つ
ま
り
一
方
が
知
識
で
あ
る
と
認
め
た
も
の
を
、
他
方
は
仮
説
と
み
な
し
て
、
こ
れ
は
常
に
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

　
　
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
前
岩
は
発
見
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
後
者
は
正
当
化
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
理
解
の

　
　
方
法
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
実
証
主
義
者
か
ら
、
理
解
は
単
に
「
探
究
の
心
理
学
」
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ

　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
る
の
で
あ
る
。
理
解
の
方
法
を
め
ぐ
る
、
観
念
論
と
実
証
主
義
の
対
立
が
こ
の
よ
う
な
異
な
っ
た
問
題
提
起
に
基
づ
い
て
い
る
な
ら
ば
、

　
　
両
者
の
立
場
を
調
駕
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
実
証
主
義
者
は
調
停
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
来
た
。
し

　
　
か
し
、
こ
の
場
合
理
解
は
科
学
の
方
法
の
片
す
み
に
お
し
や
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
。
そ
れ
に
対
し
て
観
念
論
春
は
理
解
の
方
法
の

　
　
独
自
性
を
主
張
し
て
ゆ
ず
ら
な
か
っ
た
の
が
、
常
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
社
会
科
学
独
自
の
方
法
と
し
て
の
理

　
　
解
の
意
義
を
強
調
し
た
か
ら
、
観
念
論
の
陣
営
に
属
し
、
そ
の
強
力
な
　
員
な
の
で
あ
る
が
、
他
方
彼
は
又
、
い
か
に
明
証
的
に
理
解
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
れ
た
事
柄
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
、
客
観
的
に
知
識
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
。
こ
の
点
で
は
、
彼
は
実
証
主

352　
　
　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
理
解
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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二
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

義
の
主
張
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
観
念
論
の
陣
営
の
中
で
特
異
な
位
置
を
占
め
、
観
念
論
と
実
証
主
義
を
綜
合
す
る
立
場

に
立
つ
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
ま
さ
し
く
こ
の
点
に
関
し
て
彼
の
思
想
は
、
現
代
の
社
会
科
学
の
方
法
論
（
学
問
論
）
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
Q

　
し
か
し
理
解
の
方
法
が
社
会
科
学
の
方
法
の
一
部
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
方
法
の
意
義
の
問
題
は
残
る
。
何
故
な
ら
実

証
主
義
港
の
多
く
は
、
理
解
の
方
法
を
仮
説
構
成
の
た
め
の
単
な
る
発
見
術
的
手
段
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
だ
け
で
な
し
に
、
更
に
彼
等
は

理
解
を
感
情
移
入
的
、
心
理
学
的
操
作
と
考
え
て
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
は
必
ず
し
も
有
意
義
な
仮
説
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
か
ら
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

方
法
は
社
会
科
学
に
と
っ
て
不
可
欠
な
研
究
方
法
で
は
決
し
て
な
い
と
主
張
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
に
理
解
の
方
法
が
実
際
の
研
究

に
お
い
て
重
要
で
な
い
だ
け
で
は
な
し
に
、
理
解
は
常
識
の
レ
ベ
ル
で
し
か
な
さ
れ
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
か
え
っ
て
誤
っ
た
仮
説
に
導
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

こ
と
が
あ
り
、
時
に
は
有
警
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
た
り
す
る
。
こ
の
中
に
あ
っ
て
、
（
合
理
的
）
理
解
の
方
法
の
意
義
を
高
く
評
画
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ポ
ッ
パ
ー
の
よ
う
な
人
は
、
実
証
主
義
者
の
中
で
例
外
に
属
す
る
と
云
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
玉
）

　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
社
会
科
学
に
お
け
る
理
解
の
方
法
を
主
張
し
、
彼
の
社
会
学
は
「
理
解
散
会
学
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
彼
の
概
究
者
の

中
に
も
彼
の
社
会
科
学
方
法
論
（
学
問
論
）
に
お
け
る
理
解
の
方
法
の
意
義
を
あ
ま
り
認
め
な
い
人
が
い
る
。
た
と
え
ば
フ
ロ
イ
ン
ト
は
、

理
解
が
意
味
解
明
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
に
役
立
つ
補
助
的
手
段
で
は
あ
る
が
、
祇
会
科
学
の
た
め
の
必
要
不
可
欠
な
方
法
で
は
決
し

　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

て
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
に
実
証
主
義
者
か
ら
だ
け
で
な
し
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
関
し
て
も
、
理
解
の
方
法
の
意
義
に
つ
い
て
問

題
が
生
じ
て
来
て
い
る
。
そ
こ
で
理
解
の
方
法
は
、
人
問
の
行
為
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
意
義
の
あ
る
仮
説
を
提
供
し
得
る
の
か
、
そ
れ

が
人
間
の
行
為
の
解
明
に
あ
た
っ
て
ど
れ
ほ
ど
の
射
程
距
離
を
も
つ
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
、
即
ち
そ
れ
の
認
識
論
的
探
究
が
こ
こ
で
の

課
題
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
理
解
の
方
法
に
鳴
す
る
実
証
主
義
者
か
ら
の
批
判
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
実
証
主
義
者
が
一
般
に
理
解
の
方
法
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
た
か
を
知
る
た
め
に
、
よ
く
例
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
ア
ー
ベ
ル

の
分
析
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
ア
ー
ベ
ル
は
、
行
動
主
義
の
立
場
か
ら
理
解
の
方
法
を
批
判
的
に
吟
味
し
よ
う
と
し
た
。
彼
に
よ



　
　
れ
ば
理
解
と
は
、
行
為
者
に
対
す
る
劇
激
と
し
て
の
、
彼
を
と
り
ま
く
内
的
、
外
的
な
状
況
と
、
そ
の
反
応
と
し
て
結
果
す
る
出
来
事
と

　
　
云
う
　
応
観
察
可
能
な
要
素
を
内
面
化
し
（
た
と
え
ば
気
温
が
下
る
と
、
寒
さ
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
と
想
像
す
る
）
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の

　
　
内
面
化
さ
れ
た
要
素
あ
る
い
は
「
感
情
状
態
」
を
姻
人
的
体
験
の
一
般
化
と
し
て
の
「
行
動
の
格
率
」
に
よ
っ
て
結
合
し
よ
う
と
す
る
操

　
　
　
　
　
　
　
（
聾
）

　
　
作
な
の
で
あ
る
。
二
つ
の
感
情
状
態
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
「
行
動
の
格
率
」
の
例
と
し
て
、
「
寒
さ
を
感
じ
る
と
、
火
を
燃
や
し
て
暖

　
　
を
と
ろ
う
と
す
る
」
や
「
不
安
定
や
変
動
を
感
じ
る
と
、
安
全
や
安
心
を
も
た
ら
す
も
の
を
求
め
よ
う
と
す
る
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ

　
　
ら
の
格
率
は
、
刺
激
と
反
応
の
心
理
的
な
い
し
生
理
的
関
連
を
示
し
て
は
い
る
が
、
心
理
学
や
生
理
学
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
事
実
あ
る

　
　
い
は
法
則
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
し
に
、
こ
れ
ら
の
格
率
は
新
し
い
知
晃
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
常
識
の
レ
ベ
ル
で

　
　
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
定
式
化
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
格
率
は
、
内
観
や
自
己
観
察
に
よ
る
直
接
の
掴
人
的

　
　
体
験
を
一
般
化
し
た
も
の
で
、
可
能
な
も
っ
と
も
ら
し
い
関
連
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
単
な
る
推
測
の
域
を
禺
な
い
。
結
局
ア
ー
ベ

　
　
ル
に
よ
れ
ぽ
、
理
解
の
方
法
は
、
調
激
と
反
応
と
云
う
観
察
可
能
な
事
実
的
結
合
を
あ
と
づ
け
る
内
的
過
程
を
推
測
す
る
不
確
実
な
認
識

　
　
を
も
た
ら
す
に
す
ぎ
な
い
。
彼
は
、
実
証
主
義
の
立
場
か
ら
、
検
証
さ
れ
た
客
観
約
認
識
を
問
題
と
す
る
の
で
、
そ
れ
と
の
対
比
で
推
測

　
　
で
し
か
な
い
認
識
を
も
た
ら
す
理
解
の
方
法
に
期
し
て
否
定
的
で
あ
る
。
更
に
又
彼
は
、
「
理
解
の
方
法
は
仮
説
の
形
成
に
特
に
役
立
ち

　
　
　
（
1
5
）

　
　
得
る
」
と
し
て
理
解
の
方
法
の
意
義
を
一
応
認
め
る
け
れ
ど
も
、
す
で
に
知
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
だ
け
だ
と
か
、
そ
の
場
か
ぎ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
に
構
成
さ
れ
た
も
っ
と
も
ら
し
い
仮
説
に
し
か
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
理
解
の
方
法
の
発
見
的
意
味
を
あ
ま
り
認
め
て
い
な
い
。
従
っ
て
こ

　
　
れ
は
、
必
ず
し
も
有
意
義
な
仮
説
を
も
た
ら
さ
な
い
か
ら
、
こ
の
方
法
は
社
会
科
学
に
と
っ
て
不
可
欠
な
方
法
で
は
な
い
こ
と
と
な
る
。

　
　
　
ア
ー
ベ
ル
の
主
張
を
、
観
念
論
の
立
場
か
ら
検
討
し
て
、
理
解
の
方
法
が
行
為
の
解
明
に
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
か
を
究
明
す
る
こ
と
に

　
　
し
よ
う
。
ア
ー
ベ
ル
の
主
張
は
、
ω
行
為
者
の
感
情
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
り
、
②
行
為
は
刺
激
－
反
応
と
云
う
歯
式
に
従

　
　
っ
て
聖
業
さ
れ
る
、
③
刺
激
一
反
応
の
関
連
を
事
後
的
に
も
っ
と
も
ら
し
い
格
率
を
通
じ
て
饗
す
、
と
云
う
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ

　
　
ろ
う
。
そ
れ
で
こ
れ
ら
三
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ω
実
証
主
義
看
は
、
理
解
の
方
法
を
、
単
に
行
為
者
の
心
理
状
態

372　
　
　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
パ
！
に
お
け
る
理
解
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九

噸
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（
感
情
状
態
）
を
推
測
す
る
手
段
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
感
情
移
入
な
ど
の
心
理
学
的
方
法
と
簡
単
に
同
一
視
し
て
し
ま
っ

て
い
る
こ
と
が
多
い
。
実
際
、
感
情
移
入
が
理
解
の
方
法
の
一
部
を
な
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
又
理
解
の
方
法
が
即
ち
感
情
移
入
と
さ

　
　
　
　
　
（
1
7
）

れ
る
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
怒
っ
て
大
声
を
あ
げ
る
と
云
っ
た
感
情
的
非
合
理
的
な
行
為
の
た
め
に
、
感
情
移
入
な
ど
に
よ
る
追
体

験
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
解
明
の
た
め
に
、
必
ず
し
も
追
体
験
は
必
要
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

何
故
な
ら
、
た
と
え
ば
最
大
の
利
潤
獲
得
を
め
ざ
し
て
な
さ
れ
る
経
済
的
行
為
の
よ
う
に
、
合
理
的
で
計
算
可
能
な
行
為
の
理
解
の
場
合
、

行
為
者
が
ど
の
よ
う
な
心
理
状
態
（
感
情
状
態
）
に
あ
る
か
は
殆
ん
ど
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
、
彼
の
目
的
と
そ
の
た
め
に
選
択
さ
れ
た

手
段
と
の
関
連
で
行
為
を
解
明
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
彼
の
心
理
状
態
（
怒
り
、
悲
し
み
、
喜
び
、
あ
わ
れ
み
…
…
）
が
問
題
と
な

る
の
は
、
こ
れ
ら
が
目
的
と
手
段
の
合
理
的
開
連
を
む
し
ろ
蝿
乱
す
る
範
囲
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。

　
②
実
証
主
義
者
ア
ー
ベ
ル
は
、
行
為
が
刺
激
一
反
応
と
云
う
観
察
可
能
な
関
遵
に
従
っ
て
生
じ
る
と
考
え
て
い
る
。
も
し
凡
て
の
行
為

が
何
ら
か
の
仕
方
で
刺
激
一
反
臨
の
図
式
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
得
る
と
し
て
も
、
刺
激
は
そ
れ
だ
け
で
行
為
の
方
向
付
け
を
な
す
も
の
で

は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
単
純
な
刺
激
i
反
応
の
図
式
に
反
対
し
て
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
同
じ
状
況
に
あ
っ
て
も

人
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
行
為
を
な
す
の
が
常
で
あ
る
。
つ
ま
り
同
一
の
刺
激
で
あ
っ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
さ
れ
、
そ
れ
に
従
っ
て
さ

ま
ざ
ま
な
意
味
を
も
っ
た
行
為
が
な
さ
れ
る
Q
こ
れ
ら
の
行
為
の
意
味
は
、
格
率
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
行
為
は
、
常
に

意
味
を
も
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
意
味
に
従
っ
て
行
為
を
導
く
の
で
あ
る
。
も
し
意
味
が
な
け
れ
ぽ
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
は
単
な
る
動
作

に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
意
味
が
行
為
を
規
定
す
る
と
す
れ
ば
、
刺
激
が
行
為
へ
の
刺
激
と
み
な
さ
れ
、
こ
れ
が
結
果
と
し

て
の
行
為
に
導
く
た
め
の
動
因
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
を
、
格
率
は
示
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
格
率
が
刺
激
i
反
応
を
規
定
す
る
面

が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
ア
ー
ベ
ル
の
よ
う
に
刺
激
と
反
応
を
内
面
化
し
、
そ
れ
ら
を
結
合
す
る
た
め
に
事
後
的
に
構
想
さ
れ
た
も
の
と

し
て
格
率
を
把
握
す
る
の
は
、
一
面
し
か
見
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
が
例
と
し
て
あ
げ
た
「
寒
さ
を
感
じ
る
と
、
火
を
燃

や
し
て
暖
を
求
め
る
」
に
な
ら
っ
て
、
「
空
腹
を
感
じ
る
と
、
食
事
を
求
め
る
」
と
云
う
格
率
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
は
、
先
の



　
　
例
と
ち
が
っ
て
、
刺
激
に
対
す
る
反
応
が
一
義
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
凡
て
の
人
に
通
用
す
る
と
思
わ
れ
る
。
実
際
空
腹
を
感
じ

　
　
る
か
ら
こ
そ
、
人
は
食
事
を
求
め
る
の
で
あ
っ
て
、
食
事
を
す
る
た
め
の
他
の
理
由
を
考
え
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
行

　
　
為
者
の
意
識
か
ら
み
る
と
、
も
っ
ぱ
ら
空
腹
感
と
云
う
一
種
の
自
然
的
（
生
理
的
状
況
に
基
づ
く
）
心
理
状
態
か
ら
、
い
わ
ば
自
動
的
に

　
　
食
事
を
求
め
る
と
は
限
ら
な
い
。
食
事
を
す
る
の
は
、
習
慣
だ
か
ら
、
人
と
の
交
り
の
た
め
に
、
美
味
を
味
わ
う
た
め
に
等
々
の
理
由
に

　
　
よ
る
こ
と
が
多
い
。
食
事
を
単
に
空
腹
感
の
解
消
の
た
め
に
の
み
す
る
行
為
と
す
れ
ば
、
食
事
は
、
い
わ
ば
し
ょ
う
こ
と
な
し
に
す
る
農

　
　
動
的
な
行
為
と
云
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
常
識
に
反
す
る
。
そ
こ
で
人
の
食
事
に
つ
い
て
の
格
率
に
、
先
の
理
由
が
含
ま
れ
て
い
な

　
　
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
美
味
を
味
わ
う
た
め
に
、
食
事
を
求
め
て
い
る
人
が
い
る
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
、
美
味
を
味
わ
え
そ
う

　
　
で
な
い
か
ら
、
非
常
に
空
腹
で
あ
っ
て
も
、
彼
は
食
事
し
な
い
こ
と
が
あ
り
、
あ
る
い
は
逆
に
溝
腹
に
近
く
て
も
、
美
味
だ
か
ら
更
に
食

　
　
事
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
極
端
な
場
合
に
は
、
美
味
を
味
わ
う
た
め
に
、
今
ま
で
食
べ
た
も
の
を
は
き
出
し
て
罷
め
て
食
事

　
　
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
美
味
を
味
わ
う
と
云
う
目
的
の
た
め
に
、
空
腹
と
云
う
刺
激
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て

　
　
み
る
と
「
美
味
を
味
わ
う
た
め
に
、
空
腹
を
感
じ
る
と
食
事
を
求
め
る
」
と
給
う
こ
と
を
格
率
に
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
、
美
味
を
味
わ

　
　
う
と
云
う
食
事
の
意
味
の
枠
内
で
、
空
腹
と
雪
う
鋼
激
が
刺
激
と
し
て
作
上
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
は
、
与
え
ら
れ
た
客

　
　
観
的
条
件
（
鯛
激
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
行
動
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
条
件
を
解
釈
し
、
意
味
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
行
為
を
自
ら
規
蓋
し
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
現
実
に
は
行
為
者
が
自
己
の
行
為
の
意
味
を
明
確
に
窃
覚
し
て
い
る
こ

　
　
と
が
ま
れ
で
あ
る
と
し
て
も
Q
格
率
は
行
為
者
に
欝
動
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
行
為
老
が
自
分
の
考
え
で
採
糟
し
た
も
の
で

　
　
あ
る
。
そ
れ
で
同
じ
状
況
に
あ
っ
て
も
、
人
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
を
な
し
、
又
は
同
じ
行
為
を
な
し
て
も
、
意
味
が
異
な
る
こ
と

　
　
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
理
解
の
方
法
は
、
行
為
者
の
格
率
に
照
ら
し
て
行
為
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
実
証
主
義
者

　
　
の
考
え
る
格
率
と
は
格
率
の
機
能
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
Q
又
理
解
の
方
法
は
、
し
ぼ
し
ぼ
直
観
主
義
と
不
可
分
に
結
合
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
・
（
9
王
）

　
　
と
考
え
ら
れ
る
が
、
格
率
に
照
ら
し
て
行
為
を
解
明
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
直
観
主
義
と
は
必
ず
し
も
結
び
つ
か
な
い
こ
と
と
な
る
。
そ

鵬　
　
　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
…
に
お
け
る
理
解
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
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三
二

し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
理
解
の
方
法
に
つ
い
て
、
こ
の
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。

　
③
実
証
主
義
者
に
と
っ
て
格
率
は
、
そ
の
場
限
り
に
構
成
さ
れ
た
も
っ
と
も
ら
し
い
仮
説
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
そ
れ
を
通
じ
て
行
為

の
可
能
約
原
因
を
推
測
す
る
こ
と
は
出
来
る
。
し
か
し
そ
れ
は
経
験
的
に
妥
当
す
る
法
矧
で
は
な
い
の
で
、
翼
実
の
行
為
の
説
明
に
は
役

立
た
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
格
率
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
は
、
彼
等
が
あ
く
ま
で
観
察
者
の
立
場
に
ど
ど
ま
る
か
ら
で
あ
る
。

行
為
の
解
明
の
た
め
、
行
為
老
の
立
場
に
立
ち
、
又
行
為
者
の
証
言
を
拠
り
所
に
す
る
こ
と
が
璽
要
で
あ
る
。
行
為
者
の
立
場
か
ら
み
る

と
、
行
為
の
格
率
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
り
、
又
そ
れ
に
よ
っ
て
格
率
に
従
っ
て
行
鋤
す
る
可
能

性
が
増
大
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
格
率
に
よ
る
行
為
の
説
明
は
、
可
能
な
、
し
か
し
正
当
な
説
㎎
の
方
式
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
場
合
格
率
は
、
有
意
味
的
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
行
為
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
観
察
者
に
と

っ
て
の
格
率
の
も
つ
も
っ
と
も
ら
し
さ
は
、
行
為
老
が
格
率
を
衡
意
味
的
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
も
し
有
意
味
で

な
か
っ
た
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
格
率
に
従
う
行
為
を
ま
ず
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
格
率
が
有
意
味
か
ど
う
か
の
判
断
に
ま
ち

が
い
は
な
い
と
し
て
も
、
実
際
そ
の
格
率
に
従
っ
て
行
為
し
た
か
ど
う
か
に
は
問
題
が
あ
る
。
行
為
者
の
自
己
解
釈
と
証
言
に
あ
や
ま
り

が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
確
認
す
る
の
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
誤
解
さ
れ
た
格
率
も

そ
れ
な
り
に
行
為
に
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
行
為
考
の
立
場
に
立
て
ば
、
格
率
に
よ
る
行
為
の

説
明
は
有
意
義
で
あ
る
。
こ
の
説
明
方
式
が
ど
れ
だ
け
有
効
で
あ
る
か
は
、
個
々
の
場
合
に
ち
が
い
は
あ
る
が
、
行
為
者
が
格
率
を
ど
れ

だ
け
明
確
に
把
握
し
、
格
率
に
従
っ
て
行
為
を
ど
れ
だ
け
的
確
に
導
い
て
い
る
か
に
依
存
す
る
よ
う
に
愚
わ
れ
る
。

　
か
く
し
て
格
率
に
よ
る
行
為
の
解
明
と
し
て
の
理
解
の
方
法
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
述
べ
た
よ
う
に
、
「
…
…
行
為
の
意
味
理
解
を
な
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

そ
れ
に
よ
っ
て
行
為
の
経
過
と
結
果
を
因
果
的
に
説
明
す
る
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
刺
激
i
反
応
の
内
面
化
に
よ
っ
て
格
率
が
生
み
出
さ
れ
る
と
云
う
訳
で
は
な
い
こ
と
と
、
格
率
を
通
じ
て
行
為
を
説
明
す
る
こ
と
の
意

昧
に
つ
い
て
論
じ
た
。
こ
の
論
議
を
一
応
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
の
格
率
を
行
為
者
が
採
用
し
た
の
は
、
い
か
な
る
原
困
に
よ
る
の
か
と
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云
う
問
い
が
提
起
さ
れ
よ
う
。
何
故
な
ら
行
為
の
真
の
説
明
の
た
め
に
、
格
率
に
よ
る
よ
り
も
、
格
率
の
原
蚕
と
云
う
客
観
的
条
件
に
言

及
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
、
突
証
主
義
者
な
ら
主
張
す
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
格
率
と
云
う
行
為
の
主
観
的

条
件
に
訴
え
る
説
明
方
式
は
、
従
属
的
意
義
し
か
も
た
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
格
率
を
採
用
し
た
原
因
と
し
て
、
行
為
老
の
心
理
的

あ
る
い
は
生
理
的
状
態
、
又
は
彼
を
と
り
ま
き
、
影
響
を
及
ぼ
す
社
会
的
状
況
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
こ
で
例
え
ば
あ
る

心
理
的
条
件
即
ち
彼
の
享
楽
的
な
性
格
に
よ
っ
て
、
彼
は
「
美
味
を
味
わ
う
た
め
に
、
食
事
を
求
め
る
」
の
で
あ
る
と
し
よ
う
。
す
る
と

美
味
を
楽
し
む
こ
と
は
、
享
楽
的
性
格
の
直
接
的
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
彼
は
こ
の
性
格
に
よ
っ
て
、
そ
の
格
率
を
採
用
す
る
よ
う
に
規
定

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
を
磁
ら
進
ん
で
採
用
し
た
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
点
で
彼
は
不
随
意
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、

彼
の
享
楽
的
性
格
に
よ
っ
て
行
為
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
又
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
そ
の
場
合
で
も
、
格
率

が
彼
に
ど
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
二
つ
の
場
合
が
あ
る
。
即
ち
彼
に
こ
の
格
率
が
、
ど
ん
な
理
由
に
よ
る
か
は
っ
き
り
し

な
い
が
、
た
だ
単
に
与
え
ら
れ
て
い
て
、
彼
は
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
に
薄
し
て
彼
は
自
分
の
性
格
に
よ
っ

て
、
格
率
を
持
つ
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
と
云
う
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
場
合
に
、

同
一
の
原
因
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
格
率
に
従
っ
て
行
為
す
る
点
に
お
い
て
ち
が
い
は
な
い
と
云
え
る
が
、
後
者
の
場
合
に
は
格
率
を
守
る

こ
と
の
意
味
な
い
し
理
由
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
間
が
自
分
の
な
し
た
こ
と
又
は
な
そ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
常

に
反
省
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
又
人
は
自
分
が
性
格
に
美
味
を
楽
し
む
よ
う
に
定
め
ら
れ

て
生
き
て
い
る
か
ら
、
こ
の
格
率
を
守
っ
て
い
る
と
す
る
場
合
、
こ
れ
を
守
る
た
め
の
動
機
が
明
ら
か
に
な
る
と
共
に
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト

に
よ
れ
ば
、
そ
の
格
率
を
顧
る
こ
と
の
正
当
化
を
彼
は
、
計
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
鵡
来
る
。
こ
の
よ
う
に
、
た
と
え
岡
三
に
あ
る
格

率
を
採
用
し
遵
守
す
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
」
て
も
、
「
何
故
震
は
こ
の
格
率
を
と
る
の
か
し
に
つ
い
て
答
え
を
与
え
得
る
場
合
と
そ
う

で
な
い
場
合
が
区
別
さ
れ
る
。
格
率
を
守
る
理
由
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
先
の
格
率
に
よ
る
行
為
の
説
明
で
見
た
如
く
、
格

率
を
採
用
し
遵
守
す
る
可
能
性
が
一
層
増
す
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
意
味
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
自
ら
の
行
為
を
規
翻
し
て

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
パ
ー
に
お
け
る
理
解
の
方
法

三
三
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422　
　
ゆ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
。
ま
た
逆
に
、
そ
の
格
率
に
対
す
る
考
え
方
を
変
え
れ
ば
、
格
率
に
従
う
可
能
性
は
減
少
す
る
か
も
し
れ
な
い
、

　
　
即
ち
そ
の
原
因
が
作
用
し
な
い
方
向
に
進
む
と
云
う
こ
と
が
あ
り
得
る
。
こ
の
よ
う
に
格
率
に
関
し
て
人
の
も
つ
思
想
は
、
行
為
を
規
定

　
　
す
る
面
が
あ
る
か
ら
、
行
為
の
理
解
の
た
め
に
そ
れ
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
た
と
え
人
は
、
あ
る
格
率
を
採
用
す
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
に
意
味
を
与
え
て
制
御
出
来
る
。
し
か
し
入
は
常
に
そ
の

　
　
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
人
は
又
自
己
の
行
為
の
格
率
を
選
択
し
、
霞
ら
進
ん
で
こ
れ
を
守
る
こ
と
が
鵠
来
る
。
こ
の
場

　
　
合
、
彼
は
そ
の
格
率
を
選
択
し
た
理
由
と
そ
れ
を
守
ろ
う
と
す
る
動
機
を
意
識
し
て
い
る
か
、
又
は
反
省
に
よ
っ
て
明
確
化
す
る
こ
と
が

　
　
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
を
選
択
し
た
理
由
と
そ
れ
を
守
る
動
機
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
た
と
え
ぽ
「
美
味
を
味
わ
う
た
め
に
、
食
事
を

　
　
求
め
る
砿
と
云
う
格
率
を
、
人
生
を
楽
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
態
度
に
基
づ
い
て
選
択
し
、
又
こ
れ
を
守
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
あ

　
　
り
得
る
。
し
か
し
雲
煙
の
よ
う
な
態
度
に
基
づ
い
て
格
率
を
選
択
し
た
が
、
人
に
批
判
さ
れ
て
こ
れ
を
放
棄
し
た
場
合
、
こ
の
格
率
を
守

　
　
る
動
機
の
中
に
人
に
批
判
さ
れ
な
い
と
云
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
人
に
吹
聴
す
る
た
め
に
こ
れ
を
守
る
と
云
う
こ
と
が

　
　
み
ら
れ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
格
率
を
選
択
し
、
遵
守
す
る
理
由
を
問
題
と
す
る
場
舎
、
そ
れ
ら
を
な
す
動
機
と
共
に
、
そ
れ
ら
を

　
　
正
当
化
す
る
理
由
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
又
こ
れ
ら
両
者
が
必
ず
し
も
一
致
す
る
と
は
隈
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
自
ら
そ
の
行
為
の
格
率
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
他
人
の
非
難
を
招
く
こ
と
が
あ
る
と
云
う
こ
と
を
別
と
し
て
、
格

　
　
率
の
自
分
に
と
っ
て
の
意
義
を
定
め
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
格
率
は
意
味
が
あ
る
だ
け
で
な
し
に
、
そ
れ
を
選
択
し
、
遵
守
す

　
　
る
こ
と
は
正
し
い
の
で
あ
る
。
先
の
例
を
用
い
れ
ば
、
人
生
を
享
楽
す
る
た
め
に
、
又
は
人
に
慮
分
を
趣
味
人
と
し
て
吹
聴
す
る
た
め
に
、

　
　
美
食
を
求
め
て
い
る
と
し
て
も
、
美
食
を
味
わ
う
こ
と
が
結
局
健
康
に
よ
い
の
だ
と
人
は
主
張
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
健
康
に
よ
い
と

　
　
云
う
こ
と
は
、
他
人
を
又
は
自
分
を
納
得
さ
せ
る
た
め
の
主
張
で
あ
っ
て
、
格
率
を
選
択
し
、
遵
守
す
る
た
め
の
動
機
と
し
て
作
用
し
て

　
　
い
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
正
当
化
の
理
由
が
格
率
に
新
た
な
意
味
を
附
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
動
機
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ

　
　
と
も
十
分
あ
り
得
る
。
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格
率
を
選
択
し
、
遵
守
す
る
た
め
の
動
機
が
同
時
に
又
そ
れ
ら
の
正
当
化
の
理
由
と
な
り
得
る
、
し
か
し
格
率
を
選
択
し
、
守
っ
て
ゆ

く
理
由
の
異
な
っ
た
工
側
面
を
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
両
者
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
次
の
点
に
お
い
て

も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
格
率
を
選
択
し
、
遵
守
す
る
た
め
の
動
機
の
黒
字
を
さ
ら
に
た
ず
ね
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
正

当
化
の
正
当
化
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
格
率
に
附
与
さ
れ
た
意
味
の
究
極
的
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
普
通
こ
れ
を
与
え
る
の
は
、
個
人
の
単
な
る
意
見
や
祖
会
的
習
慣
や
特
定
の
権
威
（
た
と
え
ば
カ
リ
ス
マ

的
指
導
者
、
学
者
…
…
）
な
ど
で
は
な
く
、
普
遍
的
に
妥
当
す
べ
き
、
論
理
的
に
整
理
さ
れ
た
思
想
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
た
と
え
ぽ
特

定
の
権
威
、
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
に
従
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
が
究
極
的
に
は
正
し
い
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
思
想
に

照
ら
し
て
の
み
、
人
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
繊
来
る
か
ら
で
あ
り
、
又
．
勝
に
は
納
得
出
来
な
い
理
由
が
鴫
確
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
曲
想
は
、
当
事
者
に
よ
っ
て
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
行
為
の
究
極
的
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
、
知
性
を
も
ち
予
覚
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
人
關
に
と
っ
て
常
に
必
要
で
あ
る
。
か
く
し
て
格
率
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
行
為
の
（
正

当
で
あ
る
こ
と
の
）
意
味
は
、
人
生
観
や
世
界
観
と
云
っ
た
普
遍
妥
当
酌
思
想
の
枠
組
の
中
で
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
又
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

は
、
格
率
が
有
意
味
か
否
か
の
規
準
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
直
接
的
あ
る
い
は
論
理
的
に
思
想
が
行
為
に
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
と
は
云
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
人
は
思
想
を
解
釈
し
、
格
率
と
し
て
そ
れ
を
受
け
入
れ
、
こ
れ
を
通
じ
て
行
為
を
方
向
付

け
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
思
想
は
、
行
為
に
影
響
す
る
。
か
く
し
て
客
観
的
に
与
え
ら
れ
た
（
心
理
的
、
生
理
的
、
社
会
的
…
…
）
条

件
を
無
視
す
る
訳
で
は
な
い
が
、
意
味
付
け
の
連
関
を
た
ど
っ
て
行
為
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
理
解
の
方
法
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
意
味

で
そ
れ
は
、
仮
説
構
成
の
方
法
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
理
解
の
方
法
に
お
い
て
行
為
者
の
立
場
に
立
つ
こ
と
は
、
彼
の
格
率
と
更
に
そ
の

も
と
に
あ
る
彼
の
思
想
に
　
冨
及
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
思
想
と
の
意
味
連
関
を
通
じ
て
行
為
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
行
為
を
因
果
的
に
解
明
す
る
た
め
に
ど
れ
だ
け
有
効
な
方
法
で
あ
る
か
は
、

三
々
の
行
為
の
具
体
的
分
析
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
事
柄
で
あ
っ
て
、
予
め
一
般
的
に
そ
の
射
程
距
離
を
決
定
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
の

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
パ
：
に
お
け
る
理
解
の
方
法

三
五



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
　
第
五
百
一
二
十
ゴ
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

442　
　
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
説
明
さ
れ
た
理
解
の
方
法
が
、
行
為
の
解
明
の
た
め
に
有
用
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
し
め
る
い
く

　
　
つ
か
の
理
由
が
、
実
証
主
義
者
た
ち
に
よ
っ
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
吟
味
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
　
　
ω
理
解
の
方
法
に
お
い
て
は
、
行
為
を
も
つ
ぼ
ら
意
識
の
薗
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
が
、
む
し
ろ
意
識
さ
れ
な
い
要
素
が
社
会
挙
行

　
　
為
の
解
明
の
た
め
に
取
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
た
と
え
意
識
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
客
観
的
に
行
為
を
規
定
す
る

　
　
条
件
（
た
と
え
ば
遺
伝
、
幼
時
体
験
…
…
）
が
あ
る
。
行
為
を
ひ
き
お
こ
す
の
に
寄
与
し
た
こ
れ
ら
の
条
件
こ
そ
探
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ

　
　
る
。
更
に
又
、
別
の
面
か
ら
、
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
要
素
の
探
究
が
必
要
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
ポ
ッ
パ
ー
は
、
「
行
為
の
意
図
さ
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
か
っ
た
社
会
的
反
響
を
分
析
す
る
こ
と
が
直
会
科
学
の
任
務
で
あ
る
し
と
主
張
す
る
。
実
際
行
為
は
主
観
曲
意
図
を
は
な
れ
た
客
観
的
結

　
　
果
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
法
則
論
的
知
識
を
も
つ
こ
と
が
嵐
来
る
。
又
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム

　
　
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
の
関
連
に
つ
い
て
の
（
歴
史
的
）
研
究
に
お
い
て
も
、
始
め
に
は
溶
く
意
図
さ
れ
な
か
っ
た
結
果
の
探
究
が

　
　
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
社
会
科
学
的
研
究
に
お
い
て
、
意
図
さ
れ
な
か
っ
た
結
果
の
探
究
は
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い

　
　
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
問
題
は
、
個
人
の
な
す
行
為
の
解
明
で
あ
り
、
従
っ
て

　
　
そ
れ
を
社
会
的
行
為
と
限
定
す
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
。
更
に
行
為
・
の
社
会
的
反
響
の
分
析
は
、
行
為
が
そ
の
中
で
行
な
わ
れ
る
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
的
状
況
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
行
為
そ
の
も
の
の
解
明
と
は
異
な
っ
た
問
題
で
あ
る
。
同
様
に
又
先
の
無
意
識
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
行
為
を
規
定
す
る
客
観
的
条
件
も
、
行
為
を
と
り
ま
き
、
影
響
を
及
ぼ
す
環
境
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
行
為
が
行
為
で

　
　
あ
る
以
上
は
、
そ
れ
に
主
観
的
意
味
が
附
与
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
客
観
的
条
件
が
行
為
を

　
　
規
定
し
て
い
る
面
が
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
行
為
者
の
意
識
に
の
ぼ
ら
な
い
要
素
を
行
為
の
解
明
の
た
め
に
、
常
に
取
り
上
げ
ら

　
　
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
を
勘
定
に
入
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
行
為
の
意
味
が
そ
れ
だ
け
明
確
に
意
識
さ

　
　
れ
て
い
な
い
と
云
う
理
由
に
よ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
従
っ
て
行
為
の
解
明
の
た
め
に
、
そ
の
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
は
一
腰
必
要
な
の

　
　
で
あ
る
。



　
　
　
②
行
為
者
が
公
饗
す
る
思
想
（
理
想
）
と
、
彼
が
実
際
に
行
な
う
箏
柄
の
聞
に
食
い
ち
が
い
が
よ
く
あ
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
れ
る
事
柄
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼
が
口
先
だ
け
の
思
想
を
奉
じ
て
い
る
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
で
は
思
想
に
忠
実
で
あ
る
つ
も
り
で

　
　
も
、
言
行
に
お
い
て
実
は
そ
う
で
は
な
い
こ
と
か
ら
も
生
じ
る
の
で
あ
る
Q
こ
の
よ
う
な
欝
己
ぎ
ま
ん
の
可
能
性
を
認
め
な
け
れ
ぽ
な
ら

　
　
な
い
。
こ
れ
は
芝
煮
が
気
が
付
か
な
い
だ
け
に
一
層
厄
介
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
る
の
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

　
　
思
想
そ
の
も
の
と
し
て
は
主
と
し
て
正
俗
化
の
連
関
に
お
い
て
問
題
と
な
り
、
思
想
が
そ
の
ま
ま
直
接
行
為
に
移
さ
れ
る
の
で
は
な
い
こ

　
　
と
に
由
来
す
る
。
更
に
▽
〈
思
想
を
受
け
入
れ
る
際
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
の
余
地
が
あ
り
、
又
思
想
に
対
す
る
誤
解
の
あ
る
こ
と
も
認
め

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
し
に
、
欝
己
の
行
為
の
意
味
に
つ
い
て
誤
解
し
て
お
り
、
後
で
そ
の
こ
と
に
気
付
く
こ
と
も
あ
る

　
　
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
の
仕
方
で
思
想
と
行
為
の
意
味
的
連
関
に
お
い
て
歪
曲
と
空
隙
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
　
し
か
し
人
溜
は
、
反
省
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
正
す
こ
と
が
賜
来
、
意
味
連
関
に
従
っ
て
行
為
を
導
く
こ
と
が
畠
来
る
。
従
っ
て
思
想
に
基

　
　
づ
く
主
観
的
意
味
連
関
を
た
ど
る
こ
と
は
意
味
が
あ
り
、
特
に
合
理
的
行
為
に
お
い
て
は
明
確
な
意
味
連
関
を
た
ど
る
こ
と
が
出
来
、
そ

　
　
れ
に
よ
っ
て
一
層
明
ら
か
に
行
為
を
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
合
理
的
行
為
に
つ
い
て
は
、
本
論
で
詳
論
す
る
こ
と
に

　
　
す
る
。

　
　
　
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
実
証
主
義
者
か
ら
の
理
解
の
方
法
に
対
す
る
批
判
に
対
し
て
、
こ
の
方
法
の
意
義
を
解
明
し
、
そ
れ
で
も
っ
て
こ

　
　
れ
を
擁
護
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
こ
れ
よ
り
方
向
を
転
じ
て
観
念
論
者
の
閥
で
、
理
解
の
方
法
が
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
き
た
か
を
取

　
　
り
上
げ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
今
ま
で
述
べ
て
き
た
、
格
率
に
よ
る
行
為
の
解
明
と
し
て
の
理
解
の
方
法
の
特
徴

　
　
を
浮
彫
に
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
　
，
観
念
論
者
の
中
に
は
、
リ
ッ
プ
ス
や
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
よ
う
に
、
理
解
の
方
法
を
「
感
情
移
入
し
や
「
直
観
」
な
ど
の
心
理
学
的
操
作
に

　
　
よ
っ
て
特
別
な
認
識
を
得
る
方
法
で
あ
る
と
考
え
る
人
々
が
い
る
。
た
と
え
ぽ
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
、
歴
史
を
も
っ
ぱ
ら
過
去
の
掴
性
的
事
柄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
の
直
観
を
通
じ
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
こ
の
点
で
歴
史
は
芸
術
の
中
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
更
に
歴
史
に

452　
　
　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
！
に
お
け
る
理
解
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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三
八

踊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

　
　
お
い
て
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
薩
観
が
ま
さ
し
く
生
じ
た
そ
の
ま
ま
の
形
に
お
い
て
、
直
観
を
精
神
的
に
再
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
し

　
　
か
し
そ
の
よ
う
に
得
ら
れ
た
「
歴
史
的
直
観
し
が
集
め
ら
れ
て
、
類
型
や
概
念
と
し
て
把
握
さ
れ
る
と
、
歴
史
は
本
来
の
歴
史
で
あ
る
こ

　
　
乏
を
止
め
て
、
自
然
科
学
の
方
法
に
接
近
す
る
と
、
彼
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
歴
史
に
お
け
る
概
念
構
成
と
法
則
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な

　
　
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
代
り
に
偉
観
を
持
ち
出
す
こ
と
に
は
二
つ
の
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
認
識
の

　
　
心
理
的
発
生
過
程
の
問
題
と
認
識
の
経
験
的
妥
当
性
の
問
題
を
混
嗣
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
理
解
の
方
法
を
説
く
観
念

　
　
論
老
に
対
し
て
実
証
主
義
者
か
ら
よ
く
浴
び
せ
か
け
ら
れ
る
批
判
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
も
こ
の
混
食
を
い
ま
し
め
て
い
る
こ
と
は
、

　
　
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
次
に
直
観
さ
れ
、
あ
る
い
は
感
じ
ら
れ
た
対
象
は
、
つ
ま
り
そ
の
よ
う
に
し
て
「
再
生
さ
れ
た
」
対
象
は
、

　
　
そ
の
内
容
が
不
確
定
的
で
漢
然
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
内
容
が
確
定
さ
れ
、
分
節
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
味
を
解
明
す
る
こ

　
　
と
が
出
来
な
い
、
従
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
綴
来
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
直
観
に
よ
る
歴
史
認
識
は
不
十
分
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー

　
　
バ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
自
己
自
身
の
体
験
で
す
ら
、
こ
れ
を
思
考
に
よ
っ
て
把
握
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
単
に
『
模
写
さ
れ
る
』
…
…

　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
の
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。

　
　
　
コ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
と
ウ
イ
ン
チ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
仕
方
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
蔭
観
や
感
情
移
入
に
よ
る
過
去
の

　
　
経
験
の
再
生
と
し
て
の
理
解
の
方
法
を
し
り
ぞ
け
、
思
想
と
行
為
の
（
意
味
）
違
関
の
把
握
と
し
て
理
解
の
方
法
を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
。

　
　
ま
ず
コ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の
晃
解
を
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
　
　
コ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
は
、
繋
留
事
の
外
面
と
内
葡
を
区
別
し
、
自
然
科
学
者
は
前
者
に
の
み
関
わ
り
、
出
来
事
相
互
の
関
連
や
こ
れ
ら

　
　
に
通
用
す
る
普
遍
的
法
則
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
歴
史
家
は
過
去
の
嵐
来
事
に
つ
い
て
前
者
の
面
だ
け
で
な
し
に
、
後
者
の

　
　
面
つ
ま
り
思
考
の
点
か
ら
記
述
出
来
る
事
柄
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
か
く
し
て
歴
史
家
に
と
っ
て
第
一
の
課
題

　
　
は
、
出
来
事
の
主
人
公
で
あ
る
行
為
者
の
思
想
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
彼
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
　
「
歴
史

　
　
に
と
っ
て
発
見
さ
れ
る
べ
き
対
象
は
、
単
な
る
嵐
来
事
で
は
な
く
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
思
想
で
あ
る
。
そ
の
砂
留
を
発
見
す
る
こ



　
　
と
は
、
す
で
に
そ
れ
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
家
が
事
実
を
確
認
し
た
ら
、
更
に
そ
れ
ら
の
原
菌
を
探
究
す
る
こ
と
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
何
が
生
じ
た
か
が
知
れ
た
な
ら
ば
、
彼
は
す
で
に
何
故
そ
れ
が
生
起
し
た
か
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
コ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の
理
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
の
方
法
の
要
点
は
こ
れ
に
つ
き
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
彼
は
「
凡
て
の
歴
史
は
、
思
想
の
歴
史
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

　
　
点
で
彼
は
歴
史
を
主
知
主
義
的
に
解
釈
し
た
、
あ
る
い
は
彼
は
歴
史
の
対
象
を
余
り
に
も
せ
ま
く
限
定
し
た
、
等
々
の
批
評
が
な
さ
れ
る

　
　
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
さ
て
お
き
、
彼
が
躍
然
科
学
に
対
す
る
歴
史
の
特
性
と
し
て
、
思
想
に
注
罪
し
た
理
由
を
追
求
し
な
け
れ
ぽ

　
　
な
ら
な
い
。
彼
に
よ
れ
ぽ
た
と
え
ば
「
何
故
ブ
ル
：
タ
ス
は
シ
ー
ザ
ー
を
刺
し
た
の
か
漏
と
嚢
う
問
い
は
、
即
ち
「
ブ
ル
ー
タ
ス
は
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
　
よ
う
な
考
え
で
シ
…
ザ
ー
を
刺
す
こ
と
を
決
心
す
る
に
い
た
っ
た
の
か
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
歴
史
家

　
　
は
、
残
さ
れ
た
証
拠
を
手
が
か
り
に
、
ブ
ル
ー
タ
ス
の
お
か
れ
て
い
た
状
況
を
彼
が
思
考
し
た
よ
う
に
考
察
し
、
可
能
な
選
択
肢
の
中
で

　
　
他
を
選
ば
な
い
で
こ
れ
を
選
ん
だ
理
由
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
思
考
過
程
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
即
ち
彼

　
　
の
思
考
を
た
ど
ら
な
け
れ
ぽ
、
何
故
ブ
ル
ー
タ
ス
は
シ
ー
ザ
ー
を
殺
し
た
の
か
は
解
明
畠
来
な
い
と
コ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
は
考
え
る
の
で

　
　
あ
る
。
従
っ
て
歴
史
家
は
、
そ
の
探
究
に
お
い
て
、
過
去
の
思
想
あ
る
い
は
経
験
を
「
再
設
定
H
㊥
Φ
慧
9
」
な
い
し
「
再
思
考
H
Φ
論
ぼ
昆
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
　
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
歴
更
家
に
よ
る
再
思
考
を
通
じ
て
、
過
去
の
思
想
は
す
で
に
過
ぎ
去
り
、
そ
し
て
働
く
こ
と
の
な

　
　
い
も
の
で
は
な
く
、
現
在
に
生
き
て
働
く
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
歴
史
的
知
識
は
、
思
想
を
そ
の
本
来
の
対
象
と
す
る
け
れ
ど
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
そ
れ
が
問
題
に
す
る
の
は
思
考
の
対
象
で
は
な
く
、
「
思
考
の
行
為
そ
の
も
の
し
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
と
こ
ろ
で
コ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
に
よ
れ
ぽ
、
再
思
考
は
歴
史
家
が
採
用
す
る
特
殊
な
専
門
的
な
手
続
き
で
は
な
い
。
誰
で
も
自
分
の
過

　
　
去
の
手
紙
や
巳
記
な
ど
を
通
じ
て
過
去
の
思
考
を
た
ど
り
、
過
去
の
霞
己
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
自
己
認
識
の
た
め
に
人

　
　
は
再
思
考
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
他
人
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
発
雷
な
ど
を
手
が
か
り
に
再
思
考
を
は
か
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
日

　
　
常
生
活
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
的
探
究
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
従
っ
て
彼
は
、
こ
れ
を
一
般
化
し
て
、
「
精
神
の
全
て
の
認
識

　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
　
は
歴
史
的
で
あ
る
し
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

472　
　
　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
理
解
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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閥
○

　
し
か
し
自
分
の
過
去
の
体
験
に
限
ら
ず
、
過
去
の
歴
史
的
人
物
の
行
為
の
際
の
全
体
験
を
そ
の
ま
ま
に
再
現
出
来
な
い
こ
と
は
当
然
で

あ
る
。
た
と
え
証
拠
が
そ
ろ
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
過
虫
の
体
験
の
流
れ
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
再
現
す
る
た
め
に
は
、
歴
史
家
は
そ
の

時
に
お
け
る
当
の
人
物
そ
の
も
の
と
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
コ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
は
、
感
覚
や
感
情
を
も
倉
め

た
全
体
験
を
再
現
す
る
の
で
は
な
く
（
こ
の
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
）
、
証
拠
に
基
づ
い
て
思
考
の
行
為
を
再
思
考
す
る
と
云
う
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
が
、
あ
る
定
理
の
証
明
で
「
二
戸
は
等
し
い
」
と
述
べ
、
そ
の
定
理
の
証
明
を
行
な
っ
て
い
る
私
が
や
は

り
岡
じ
こ
と
を
述
べ
た
場
合
、
そ
こ
に
ま
さ
し
く
同
一
の
思
考
が
再
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
が
そ
の
定
理
を

証
明
し
記
述
し
た
時
に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
思
い
、
ど
の
よ
う
な
感
清
を
も
っ
て
い
た
か
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
全
然
わ
か
ら
な
い
し
、

又
彼
の
思
考
の
理
解
に
は
関
係
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
コ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
は
、
蔭
観
や
感
情
移
入
等
に
よ
る
過
去
の
体
験
の
再

現
と
し
て
の
理
解
の
方
法
を
し
り
ぞ
け
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
考
え
て
み
る
と
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
定
理
の
証
明
、
あ
る
い
は
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
に
お
い
て
は
、
概
念
的
思
考
の
証
拠
が
残

っ
て
お
り
、
同
一
の
概
念
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
一
の
思
考
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
こ
ろ
が
ル
ビ
コ
ン
川
を
わ
た
る

シ
ー
ザ
ー
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
推
測
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
歴
史
家
が
彼
と
同
一
の
思
考
を
確
か
に
再
現
し
た
と
主
張
す
る
こ
と
は

困
難
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
コ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
は
、
感
想
の
再
思
考
に
お
け
る
こ
の
区
別
を
注
意
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

そ
れ
だ
け
で
な
し
に
歴
史
的
証
拠
を
手
が
か
り
に
し
て
、
比
較
的
簡
単
に
岡
一
の
思
考
を
再
現
鴫
来
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
Q

し
か
し
果
し
て
歴
史
家
は
、
過
去
の
人
物
の
思
想
と
ま
さ
し
く
同
一
の
思
想
を
再
思
考
し
て
い
る
と
云
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
、
歴

史
家
は
、
過
去
の
恩
想
を
た
だ
そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
膚
己
の
知
識
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
自
ら
思
考
し
、

批
判
し
よ
う
と
す
る
と
、
コ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
一
層
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
彼
は
歴
史
家
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
＞

歴
史
的
人
物
の
思
想
と
ま
さ
し
く
同
一
の
思
想
を
再
思
考
し
て
い
る
こ
と
の
保
証
の
問
題
を
な
お
ざ
り
に
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
の
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

で
彼
は
し
ば
し
ぼ
非
難
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
、
思
考
が
思
考
で
あ
る
限
り
は
、
与
え
ら
れ
た
条
件
に
対
し
て
適
切
に
、
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（
3
8
）

あ
る
い
は
合
理
的
に
な
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
、
思
考
す
る
こ
と
と
合
理
的
で
あ
る
こ
と
を
彼
は
同
一
視
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
思
想

と
再
思
考
さ
れ
た
思
想
が
同
一
か
ど
う
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
問
題
を
、
証
拠
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
単
な
る

経
験
的
問
題
と
し
て
、
彼
は
放
麗
し
た
と
云
う
よ
り
、
む
し
ろ
与
え
ら
れ
た
条
件
（
前
提
）
か
ら
結
論
を
導
く
一
定
の
過
程
即
ち
合
理
的

思
考
過
程
が
前
提
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
逆
に
合
理
的
で
な
い
思
考
は
、
再
思
考
さ
れ
得
な
い
、
従
っ

て
理
解
出
来
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
誰
か
が
ま
る
で
狂
人
の
如
く
、
非
合
理
的
行
為
を
行
な
う
な
ら
、
歴
史
家
は
彼
を
理
解
繊
来
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
過
去
の
自
己
を
ふ
り
返
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
人
が
常
に
合
理
的
に
思
考
し
行
為
し
た
か
は

疑
問
で
あ
る
。
従
っ
て
歴
史
家
は
、
果
し
て
ど
の
程
度
歴
史
上
の
人
物
の
思
考
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド
レ
イ
が
適
切
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
コ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
は
、
思
想
の
再
思
考
に
よ
っ
て
．
「
行
為
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

理
解
可
能
性
の
基
準
」
を
提
示
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
は
意
味
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　
思
想
が
行
為
の
原
因
で
あ
る
と
コ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
は
主
張
す
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
思
想
と
は
単
に
意
識
さ
れ
、
考
え
出
さ
れ
た
も

の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
行
為
の
原
圏
と
し
て
作
用
し
た
と
は
隈
ら
な
い
と
云
う
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
反
論
が
出
さ
れ

よ
う
◎
こ
れ
に
つ
い
て
コ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の
立
場
か
ら
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
ま
ず
研
究
の
手
続
き
上
か
ら
み
れ
ば
、

行
為
者
の
思
考
が
ど
の
よ
う
に
行
為
を
規
定
し
て
い
っ
た
か
よ
り
も
、
む
し
ろ
歴
史
的
証
拠
に
よ
っ
て
行
為
と
云
う
結
果
を
確
定
し
て
か

ら
、
そ
の
中
に
作
釈
し
て
い
る
は
ず
の
思
考
を
あ
と
づ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
の
問
題
と
す
る
思
想
は
、
必
ず
し
も
紙
の

上
に
書
か
れ
、
又
は
空
想
さ
れ
た
思
想
で
は
な
い
。
行
為
の
意
図
と
し
て
、
あ
る
い
は
閉
的
の
決
定
や
手
段
の
選
択
を
導
く
も
の
と
し
て
、

行
為
の
中
で
働
い
て
い
る
は
ず
の
思
想
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
は
、
文
献
た
と
え
ば
法
典
の
意
味
理
解
と
云
っ
た
「
文
献
学
的
知
識
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

で
は
な
く
、
文
献
の
作
者
あ
る
い
は
立
法
者
の
意
図
や
動
機
の
把
握
と
早
う
「
歴
史
的
知
識
」
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

意
味
で
思
想
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、
何
故
そ
の
行
為
が
行
わ
れ
た
か
を
直
ち
に
知
る
こ
と
が
出
来
る
と
、
彼
は
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
コ
ー
ジ
ソ
グ
ウ
ッ
ゼ
と
は
異
な
っ
た
仕
方
で
、
ウ
ィ
ン
チ
は
、
思
想
と
の
関
連
を
通
じ
て
行
為
を
解
明
す
べ
き
で
あ
る
と
、
主
張
し
た
。

　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
理
鯉
川
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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四
二

人
問
の
行
為
は
、
刺
激
に
対
す
る
反
応
や
盲
臣
的
習
慣
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
く
、
有
意
味
的
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
理
解
可
能
的
で
あ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

彼
は
考
え
る
。
従
っ
て
理
解
と
は
、
発
言
さ
れ
た
り
、
行
わ
れ
た
り
し
た
こ
と
の
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

合
の
「
意
味
は
、
社
会
的
に
確
立
し
た
規
則
を
含
ん
で
い
る
」
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
、
（
行
為
の
）
理
解
が
枇
会
的
に
翻
約
さ
れ
て
い
る
だ

け
で
な
く
、
そ
れ
が
規
則
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
ず
行
為
の
規
則
即
ち
格
率
の
問
題
を
と
り
上
げ
る
こ
と
と
し

よ
う
。
彼
に
よ
れ
ぽ
慧
味
あ
る
行
為
を
な
す
こ
と
は
、
灘
ち
規
則
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。
裏
返
し
て
言
え
ば
、
規
則
に
従
わ
な
い
行
為
た

と
え
ば
狂
人
の
行
為
を
わ
れ
わ
れ
は
理
解
出
事
な
い
。
そ
も
そ
も
人
が
同
じ
仕
方
で
行
動
す
る
と
云
う
こ
と
は
、
単
に
真
似
を
す
る
こ
と

で
は
な
く
、
規
則
を
適
用
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
規
則
に
照
ら
し
て
、
は
じ
め
て
何
が
阿
じ
仕
方
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

か
が
決
定
さ
れ
得
る
の
で
あ
り
、
岡
様
に
何
が
同
じ
で
な
い
か
が
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
意
味
あ
る
行

為
を
な
す
人
間
は
、
ど
の
規
則
に
従
う
の
か
に
つ
い
て
の
選
択
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
「
意
味
あ
る
行
為
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
行
為
者
が
そ
れ
に
対
し
て
何
の
『
理
由
』
も
『
動
機
』
も
持
た
な
い
行
為
に
ま
で
拡

　
　
（
4
4
）

げ
ら
れ
る
」
と
彼
は
考
え
る
の
で
、
習
嬢
的
行
為
も
意
味
あ
る
行
為
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
何
故
な
ら
こ
の
よ
う
な
行
為
に
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

て
も
「
反
省
の
可
能
性
」
が
存
在
す
る
か
ら
、
た
と
え
習
慣
的
に
な
さ
れ
て
い
る
行
為
で
も
、
反
省
し
て
み
る
と
、
や
，
は
り
あ
る
規
則
に

従
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
そ
れ
は
、
意
味
あ
る
行
為
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
意
味
あ

る
行
為
の
概
念
は
、
明
ら
か
に
規
則
に
従
い
、
そ
れ
故
に
行
為
の
明
確
な
理
由
を
あ
げ
る
こ
と
の
嵐
来
る
行
為
に
は
限
定
さ
れ
な
い
こ
と

と
な
り
、
こ
の
点
が
コ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の
場
合
と
異
な
る
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
コ
…
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
は
理
解
可
能
な
行

為
を
限
定
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ウ
イ
ン
チ
は
、
慧
味
あ
る
従
っ
て
理
解
可
能
な
行
為
の
範
囲
を
拡
大
し
て
、
潜
在
的
に
意
味

あ
る
行
為
ま
で
そ
の
範
囲
に
入
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ウ
ィ
ン
チ
は
、
行
為
の
意
味
が
常
に
社
会
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
従
っ
て
行
為
者
が
そ
こ
で
生
活
し
活
動

し
て
い
る
社
会
に
照
ら
し
て
の
み
、
行
為
を
理
面
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
換
言
す
れ
ぽ
意
味
あ
る
行
為
、
は
、
常
に
社
会
的
行
為
で
あ
る
。
ウ
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イ
ン
チ
の
理
解
の
方
法
は
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
そ
れ
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
有
意
味
性
と
理
解
の
関
連
や
、
前
者
が
規
鋼
（
格
率
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

を
含
む
こ
と
等
に
お
い
て
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
ヴ
ェ
1
バ
ー
が
行
為
と
社
会
的
行
為
を
区
凄
し
た
こ
と
を
、
彼
は
批
判
す
る
。
こ
の
よ

う
に
彼
は
、
意
味
あ
る
行
為
が
徽
頭
徹
尾
流
会
的
に
綱
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
体
行
為
の
解
明
に
ど
σ
よ

う
な
帰
結
を
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
観
念
論
の
立
場
か
ら
ウ
イ
ン
チ
は
、
財
閥
の
行
為
の
理
解
は
自
然
科
学
の
方
法
と
異
な
っ
た
方

法
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
社
会
科
学
の
方
法
と
自
然
科
学
の
方
法
は
、
適
用
さ
れ
る
対
象
が
異
な
る
だ
け
で
、
論
理
的
に
等
し
い
と

し
た
」
・
S
・
ミ
ル
を
、
彼
は
実
証
主
義
の
代
表
者
と
し
て
と
り
あ
げ
る
。
そ
し
て
ミ
ル
が
動
機
即
ち
理
由
に
よ
る
説
明
を
因
果
的
説
明
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

一
種
と
し
た
こ
と
に
彼
は
反
紺
す
る
Q
國
果
性
と
云
っ
た
三
五
現
象
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
戸
閾
に
関
す
る
現
象
に
適
用
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
と
彼
は
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
両
者
は
質
置
に
梱
要
し
、
前
岩
に
適
用
さ
れ
る
概
念
は
、
後
者
に
適
用
さ
れ
る
そ
れ
と
は
「
論
理
的
に

　
　
　
　
（
4
9
）

異
質
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
更
に
彼
は
動
機
に
よ
る
説
明
が
「
そ
の
個
人
の
行
為
の
一
般
的
性
向
ミ
愚
。
罫
帖
§
」
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
と
云
う
ラ
イ
ル
の
主
張
を
し
り
ぞ
け
る
。
ミ
ル
の
よ
う
に
動
機
を
閣
果
性
に
結
び
つ
け
、
あ
る
い
は
ラ
イ
ル
の
よ
ヶ
に
そ

れ
を
個
人
の
性
向
と
関
係
づ
け
る
場
合
、
そ
れ
ら
の
主
張
は
、
過
去
に
生
起
し
た
こ
と
の
一
般
化
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

人
間
は
、
時
と
し
て
歯
群
の
行
動
か
ら
は
想
像
も
出
来
な
い
よ
う
な
全
く
異
な
っ
た
行
為
を
す
る
こ
と
が
あ
る
と
、
ウ
イ
ン
チ
は
指
摘
す

　
　
　
　
（
5
0
）

る
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
行
為
の
動
機
を
述
べ
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
そ
の
理
由
を
説
卸
す
る
こ
と
即
ち
そ
の
行
為
を
な
す
の
は
道
理
が

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
近
い
。
そ
こ
で
動
機
を
あ
げ
る
こ
と
は
、
行
為
の
理
由
を
述
べ
て
正
当
化
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
場

合
も
あ
れ
ば
、
又
そ
の
反
対
に
行
為
を
非
難
す
る
場
合
も
あ
る
。
従
っ
て
動
機
を
理
由
と
嗣
一
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
動
機
は
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

由
と
共
に
そ
の
社
会
に
あ
て
は
ま
る
「
基
準
」
に
従
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
照
ら
し
て
「
理
解
可
能
的
帖
ミ
ミ
喧
い
虚
し
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
意
味
で
、
ウ
イ
ン
チ
に
と
っ
て
意
味
あ
る
行
為
と
は
、
そ
の
社
会
に
通
用
す
る
規
瑚
な
い
し
は
基
準
に
従
っ
て
い
る
行
為
で
あ
る
Q

つ
ま
り
そ
の
社
会
の
習
慣
や
考
え
方
が
知
ら
れ
な
け
れ
ぽ
、
行
為
の
意
味
は
確
定
せ
ず
、
従
っ
て
そ
れ
は
理
解
臨
来
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
社
会
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
規
則
は
、
概
念
に
よ
っ
て
衷
現
さ
れ
る
か
ら
、
社
会
的
行
為
は
、
概
念
に
基
づ
い
て
な
り
立
つ

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
！
に
お
け
る
理
解
の
方
法

圏
三
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四
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

と
云
う
こ
と
が
出
来
る
と
共
に
、
「
行
為
は
概
念
を
具
体
化
す
る
」
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
行
為
に
よ
っ
て
な
り
立
つ
社
会
的
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

は
、
概
念
を
通
じ
て
し
か
理
解
さ
れ
な
い
。
皆
無
に
概
念
は
、
こ
れ
ら
の
関
係
の
中
で
し
か
具
体
化
さ
れ
な
い
。
た
と
え
ぽ
修
道
士
た
ち

の
も
つ
社
会
的
関
係
は
、
彼
等
の
生
活
の
指
針
と
な
る
宗
教
的
観
念
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
後
者
な
し
で
前
者
の
理
解

は
、
お
ぼ
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
ウ
イ
ン
チ
は
、
こ
の
よ
う
に
行
為
と
概
念
が
切
り
離
し
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
更
に
進
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

で
、
社
会
的
関
係
も
概
念
問
の
（
論
理
的
）
関
係
も
等
し
く
「
内
的
関
係
」
で
あ
る
、
あ
る
い
は
両
者
は
「
同
一
の
種
類
」
に
属
す
る
と

主
張
す
る
。
行
為
と
思
想
（
概
念
問
の
関
係
）
が
共
に
社
会
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
云
っ
て
、
直
ち
に
両
者
を
こ
の
よ
う
に
殆
ん

ど
同
一
視
す
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ウ
イ
ン
チ
は
、
行
為
な
い
し
は
社
会
的
関
係
を
な
り
立
た
し
め
る
規
則
の
意
味
内
容
に

も
っ
ぱ
ら
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
コ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
と
ウ
イ
ン
チ
に
お
け
る
、
思
想
と
行
為
の
関
連
の
把
握
と
し
て
の
理
解
の
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
次
に

両
者
の
考
え
を
比
較
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
意
味
を
解
明
す
る
こ
と
に
努
め
よ
う
。
ウ
イ
ン
チ
は
、
コ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
に
お
い
て
問
題

と
な
っ
た
「
行
為
の
理
解
可
能
性
の
基
準
」
を
社
会
的
に
確
立
し
た
規
鋼
に
従
う
こ
と
に
求
め
、
そ
し
て
こ
の
規
則
は
、
概
念
に
よ
っ
て
表

示
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
行
為
と
思
想
と
密
着
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
ウ
イ
ン
チ
が
こ
う
し
て
概
念
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
社
会
的
に
制
約
さ

れ
た
意
味
の
点
か
ら
行
為
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
コ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
は
、
思
考
す
る
個
人
と
し
て
の
人
馬
の
立
場
に
立

っ
て
行
為
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
、
行
為
者
の
思
想
を
知
る
こ
と
が
行
為
を
理
解
す
る
こ
と
だ
と
主
張
し
、
そ
し
て
思
想
が
行
為
の
原
因

　
　
　
　
　
（
5
6
）

と
な
る
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
行
為
の
理
解
を
思
想
と
行
為
の
関
連
の
把
握
と
し
な
が
ら
、
ウ
イ
ン
チ
と
コ
ー
ジ
ソ
グ
ウ
ッ
ド
の
意
冤
は

対
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
も
っ
と
立
入
っ
て
み
て
み
る
と
、
両
者
と
も
に
思
想
と
行
為
を
応
接
的
に
結
合
し
、
融
合
さ
せ

よ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
共
通
で
あ
る
。
つ
ま
リ
ウ
イ
ン
チ
に
お
い
て
は
、
行
為
は
概
念
に
よ
る
思
想
の
巾
へ
融
合
さ
れ
、
コ
ー
リ
ン
グ

ウ
ッ
ド
に
お
い
て
は
思
想
が
行
為
の
中
へ
融
合
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
思
想
と
行
為
が
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ

れ
ぞ
れ
別
の
系
列
に
属
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
は
「
思
想
と
行
為
」
（
…
九
五
九
）
に
お
い
て
両
者
を
切
り



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　
　
離
す
こ
と
に
は
反
対
し
な
が
ら
も
、
わ
れ
わ
れ
が
思
考
す
る
の
は
、
行
為
の
た
め
と
判
断
の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
思
想
は
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

　
　
そ
れ
の
場
合
に
「
異
な
っ
た
レ
ベ
ル
」
で
作
用
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
ま
ず
判
断
に
お
い
て
は
概
念
的
思
考
が
展
開
さ
れ
、
命
題
間
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

　
　
「
そ
し
て
」
や
「
そ
れ
故
」
と
云
っ
た
論
理
的
連
関
が
た
ど
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
行
為
の
意
図
に
お
い
て
は
、
閉
的
に
対
す
る
手
段

　
　
の
面
影
と
し
て
の
思
考
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
従
っ
て
行
為
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
Q
こ
の
よ
う
に
行
為
の
中
で
作
用
し
て
い
る
思
考
に
あ

　
　
っ
て
は
、
「
…
…
す
る
た
め
に
」
と
云
う
目
的
論
的
連
関
が
た
ど
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
又
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
合
理
性
に
関
し
て
「
知
的
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

　
　
理
論
的
立
場
あ
る
い
は
実
践
的
一
倫
理
的
立
場
の
、
論
理
的
又
は
閉
的
論
的
『
首
尾
一
貫
性
』
」
を
区
別
し
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
首
尾
一

　
　
貫
性
は
、
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
の
区
別
に
頬
話
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
ハ
ソ
プ
シ
ャ
1
は
、
判
断
と
行
為
と
云
う
異
な
っ
た
場

　
　
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
な
思
考
の
論
理
約
連
関
と
昌
的
論
的
連
関
を
区
別
す
る
の
に
対
し
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
実
践
的
i
倫
理
的

　
　
立
場
に
お
い
て
、
醤
的
論
的
連
関
が
主
と
し
て
問
題
と
な
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
又
論
理
的
連
関
を
た
ど
る
必
要
を
指
摘
す
る
の
で

　
　
あ
る
。
知
的
i
理
論
的
立
場
に
お
い
て
も
、
逆
の
こ
と
が
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
実
践
的
…
倫
理
的
立
場
に
お
い
て
、
思
想
と
行
為
の

　
　
関
連
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
に
お
い
て
行
為
の
申
で
動
機
と
し
て
作
用
し
て
い
る
思
想
が
問
題
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
行
為
を
正
当
化
す

　
　
る
思
想
に
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
想
は
、
行
為
に
対
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
異
な
っ
た
機
能
を
果
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
行

　
　
為
の
正
当
化
に
際
し
て
、
行
為
の
意
味
を
論
理
的
に
そ
れ
か
ら
導
き
鳴
す
こ
と
の
出
来
る
思
想
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
行

　
　
為
の
年
忌
目
的
を
教
え
る
思
想
体
系
の
内
部
に
お
い
て
は
、
濫
的
論
的
連
関
が
た
ど
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ウ
イ
ソ

　
　
チ
も
コ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
も
、
思
想
と
行
為
を
直
接
約
に
結
合
さ
せ
た
が
た
め
に
、
思
想
が
行
為
に
対
し
て
機
能
す
る
入
側
葡
を
明
確
に

　
　
区
別
し
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
思
想
の
熱
的
論
的
連
関
と
論
理
的
連
関
の
区
別
も
な
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
コ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
は
、
人
間
が
合
理
的
に
思
考
し
行
動
す
る
も
の
と
考
え
、
行
為
に
お
い
て
作
用
す
る
恩
考
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
。

　
　
こ
う
し
て
彼
は
歴
史
学
の
対
象
を
限
定
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、
歴
史
の
探
究
に
お
い
て
「
主
知
主
義
的
歪
曲
」
を
行
な
っ
た
と
云

　
　
　
（
6
2
）

　
　
う
批
評
が
な
さ
れ
る
の
も
当
然
で
あ
る
Q
し
か
し
彼
が
人
間
の
行
為
に
お
い
て
舎
理
的
磁
器
が
最
も
よ
く
理
解
可
能
的
で
あ
る
と
し
た
こ

瑠　
　
　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
…
に
お
け
る
理
解
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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四
六

542　
　
と
は
正
し
い
し
、
そ
の
要
因
を
探
究
す
る
こ
と
は
歴
史
醗
究
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
で
彼
は
状
況
に
対
し
て
い
か
に
合
理
的
に
行

　
　
為
す
べ
ぎ
か
を
も
っ
ぱ
ら
考
察
し
た
の
で
、
彼
に
と
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
に
お
い
て
た
だ
一
つ
の
意
味
し
か
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ

　
　
る
。
そ
の
た
め
に
行
為
に
附
与
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
主
題
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
行
為
の
意
味
を
対
象
化
す

　
　
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
行
為
の
意
味
的
連
関
を
た
ど
る
こ
と
も
、
行
為
の
意
味
付
け
な
い
し
正
当
化
の
根
拠
と
し
て
の
論
理
的
に

　
　
整
合
的
な
体
系
的
思
想
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
こ
の
意
味
で
の
思
想
の
解
明
を
、
単
な
る
「
文
献
的
知
識
」
と
し
て
、

　
　
「
歴
史
的
知
識
」
に
至
る
準
備
段
階
と
し
て
し
か
見
て
い
な
い
の
で
あ
る
Q
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
《

　
　
　
そ
れ
に
対
し
て
ウ
イ
ン
チ
は
、
ヴ
ェ
…
パ
ー
に
従
っ
て
理
解
を
行
為
の
意
味
と
し
て
把
握
し
、
そ
し
て
意
味
は
社
会
的
に
確
立
し
た
規

　
　
則
を
含
む
と
し
た
。
そ
し
て
こ
の
規
剛
は
概
念
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
の
で
、
行
為
な
い
し
は
社
会
的
関
係
を
概
念
間
の
論
理
的
関
係
と

　
　
圃
一
の
種
類
に
属
す
る
と
考
え
た
。
こ
の
場
合
論
理
的
関
係
を
論
理
学
に
お
け
る
よ
う
に
形
式
的
抽
象
的
に
考
察
す
る
こ
と
を
、
彼
は
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

　
　
り
ぞ
け
、
そ
れ
は
祉
会
関
係
に
依
存
す
る
と
彼
は
主
張
す
る
。
つ
ま
り
彼
は
発
生
春
曇
観
点
を
と
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
そ
れ
が
鮭

　
　
会
的
関
係
に
依
存
す
る
な
ら
ぽ
、
つ
ま
り
そ
こ
に
お
い
て
作
用
す
る
の
な
ら
ば
、
社
会
的
関
係
に
お
い
て
は
む
し
ろ
思
想
の
目
的
論
的
連

　
　
関
が
問
題
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
彼
は
思
想
の
論
理
的
連
関
を
問
題
と
し
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ぽ
彼
は
社
会
的
関
係
を
正

　
　
当
化
す
る
思
想
の
意
味
連
関
の
分
析
を
な
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
つ
ま
り
社
会
関
係
を
な
り
立
た
し
め
て
い
る
規
則

　
　
を
導
き
出
す
こ
と
の
出
来
る
思
想
は
何
か
と
云
う
こ
と
と
、
こ
の
思
想
が
社
会
関
係
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
こ
と
を
彼
は
解
明
し
よ
う
と

　
　
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
場
合
、
規
則
の
内
容
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
規
則
を
採
用
し
、
遵
守
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
動
機

　
　
を
彼
は
と
り
あ
げ
よ
う
と
は
し
な
い
。
そ
の
動
機
に
お
い
て
思
懇
は
、
行
為
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
が
、
彼
は
動
機
に
よ
る
説
明
を

　
　
國
果
的
説
明
の
一
種
と
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
だ
け
で
な
し
に
、
人
離
に
関
す
る
現
象
に
臨
果
性
の
概
念
を
適
面
す
る
こ
と
を
し
り
ぞ
け

　
　
（
6
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

　
　
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、
全
く
奇
妙
な
こ
と
に
、
困
果
関
係
に
よ
っ
て
な
り
立
つ
現
実
の
肚
界
（
社
会
）
を
溝
過
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
コ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
と
ウ
イ
ン
チ
は
そ
れ
ぞ
れ
、
思
想
と
行
為
の
関
連
に
お
い
て
、
恩
想
が
格
率
を
通
じ
て
行
為
の
原
因
と
し
て
作
用
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す
る
こ
と
と
、
行
為
の
意
味
の
根
拠
と
し
て
思
想
が
問
題
と
な
る
こ
と
と
を
指
摘
し
た
点
に
お
い
て
は
正
し
い
。
し
か
し
行
為
の
理
解
に

と
っ
て
必
要
な
こ
と
は
、
恩
想
と
行
為
の
蟹
玉
の
こ
れ
ら
爾
側
面
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
、
法
律
の
あ

る
条
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
概
念
的
に
侮
を
意
味
し
て
い
る
か
の
問
題
と
、
そ
れ
は
経
験
的
に
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
る
か
の
問
題
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

区
別
し
よ
う
と
し
た
蒋
に
、
先
の
両
側
面
の
区
別
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
Q
但
し
そ
の
条
項
が
概
念
的
に
何
を
意
味
し
て
い
る
か
の
問
題

は
、
法
解
釈
の
問
題
で
あ
り
、
行
為
の
意
味
の
基
礎
付
け
（
正
当
化
）
の
問
題
に
鷹
接
関
連
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
か
え
っ
て
法
的
思

考
と
、
格
率
に
従
っ
て
行
為
を
導
く
経
験
的
思
考
が
対
比
さ
れ
、
両
者
が
全
く
異
質
的
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
拘

わ
ら
ず
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
、
そ
の
条
項
の
意
味
解
釈
が
法
学
的
真
理
を
求
め
る
人
々
の
行
為
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
経
験
的
歴
史
的
重
要
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

も
っ
こ
と
を
指
摘
し
た
。
つ
ま
り
法
学
的
思
考
が
格
率
に
従
っ
て
行
為
を
導
く
経
験
的
思
幽
4
3
の
基
礎
に
あ
り
、
こ
れ
を
規
定
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
両
者
が
関
連
し
合
っ
て
い
る
の
か
を
解
明
す
る
必
要
は
残
さ
れ
て
い
る
。

　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
理
念
型
を
用
い
て
行
為
の
理
解
を
な
そ
う
と
し
た
の
で
、
理
解
の
方
法
に
お
け
る
理
念
型
の
意
義
に
つ
い
て
言
及
す

る
。
彼
は
、
法
学
の
提
示
し
た
整
合
的
な
法
解
釈
（
概
念
的
構
成
物
）
と
法
が
経
験
的
に
妥
当
す
る
際
の
入
道
の
行
為
の
格
率
を
そ
れ
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

れ
理
念
型
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
た
。
理
念
型
は
、
思
想
と
行
為
の
関
連
の
把
握
に
お
い
て
、
意
味
的
に
明
確
な
関
連
を
明
ら
か
に
す

る
と
共
に
、
客
観
的
可
能
的
発
生
連
関
を
示
す
（
因
果
解
明
）
と
云
う
二
重
の
機
能
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー

の
理
解
の
方
法
は
、
理
念
型
の
使
梢
に
基
づ
い
て
の
み
な
り
立
つ
と
云
え
る
。
さ
ら
に
又
理
念
型
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
ー
リ
ン

グ
ウ
ッ
ド
や
ウ
イ
ン
チ
と
異
な
り
、
彼
は
理
解
の
方
法
の
仮
説
と
し
て
の
意
義
を
鋭
く
意
識
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
実
証
主
義
者
や
観
念
論
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
に
対
し
て
、
社
会
科
学
の
方
法
と
し
て
の
理
解
の
方
法
の
意
義
を
考
察
し
、

合
ぜ
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
理
解
の
方
法
の
心
門
付
け
を
試
み
て
来
た
。
こ
れ
よ
り
本
論
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
e
学
問
論
と
「
社
会
学

の
基
礎
概
念
」
に
お
い
て
理
解
の
方
法
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
、
更
に
欝
欝
の
歴
史
的
経
験
的
研
究
す
な
わ
ち
宗
教
社
会
学
に

お
い
て
彼
は
、
そ
れ
を
い
か
に
適
用
し
て
い
る
か
を
解
明
す
る
こ
と
に
す
る
。

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
パ
ー
に
お
け
る
理
解
の
方
法

囲
七
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Theory，

　
（

1961）
　

p．
　

174．
　

cf．
　

W．
　

Outhwaite，
　

Understanding　
Social　

Life　
（

The　
Method

　
c
al

l
e
d
　
Ve

r
s
t
eh

e
n）

　
（

1
9
75）

　
p・

　
8
4・

（
ct

）
　
C．

　
G
．
　
H
e
mp

el
，
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e
　

Fu
n
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o
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o
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n
era

l
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z
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H
i
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P．
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p．
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E．
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ns　
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lirormation　
in　
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Social　

Sciences　
（
1952）

　
in　

SociolQgical　
Perspectiwes，

　
ed．

　
K．

　
Th
o
mp
s
o
n
　

＆
　

J．
　

T
unstali　

（
1971）

　
p・

482　
f・

（
o
e
w）

　
Bo
u
d
o
n，

　
Le
s
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en　
Sociologie　

（
1970）

　
p．
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ff．
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（
1
1
）
　
顕
含
脚
℃
o
℃
篇
び
き
籠
、
・
竜
ミ
、
箏
蔑
ミ
驚
鋳
ミ
》
（
む
①
一
）
℃
●
置
O
h
O
ミ
ミ
欺
墓
鍍
さ
罎
、
Q
駄
鷺
i
》
、
～
肉
§
ミ
軌
§
ミ
爆
》
辱
、
、
§
ら
｝
1
（
6
認
）
や

　
同
①
楠
～
一
〇
〇
’

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
O
≦
ピ
）
ω
．
心
ミ
跨
（
類
餌
○
）
ω
「
ω
．
ω
．
①
■
ω
曾
。
。
｛
●

駒
閃
脈
聲
昌
斜
ω
8
巨
。
σ
q
δ
山
①
窯
£
。
×
≦
①
宮
び
鱒
．
＆
．
（
お
①
c
o
）
や
G
◎
O
騎
．

β
諺
滞
r
。
、
独
ぽ
○
辱
ミ
ミ
㌧
§
ヘ
ミ
鳶
喫
緊
、
論
簿
§
譜
（
H
置
G
o
）
鵠
ミ
ミ
執
ミ
謡
．
き
ミ
謡
ミ
ミ
恥
。
鳥
ミ
。
雪
転
か
ワ
ぴ
⊃
誌
》
℃
．
b
O
嶺
｛
．

辱
㌦
職
こ
ワ
b
o
H
8

理
解
は
、
事
後
の
説
明
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
発
見
術
的
認
識
手
段
と
し
て
雰
常
に
疑
わ
し
い
儀
値
し
か
持
た
な
い
と
云
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い

　
る
。
（
＜
タ
ω
冨
σ
Q
ヨ
窪
冨
び
㌧
、
O
い
N
町
遣
ミ
三
滝
駄
驚
旨
旨
＆
鷺
暁
風
ミ
死
馬
象
§
題
ン
§
魯
ぎ
ミ
，
融
ミ
蕊
》
℃
嵩
督
翫
騎
、
§
N
ミ
酎
職
8
0
辱
ミ
♪
ゆ
鐸
H
ミ
帖
恥
鞄
蕊
目
鼻
翻
ら
、
罵

　
寧
，
添
ミ
ミ
謡
頓
§
ミ
切
馬
o
q
℃
、
特
嵩
駄
§
N
堕
（
お
8
）
ω
．
Q
O
8
．
）

（
1
7
）
　
た
と
え
ば
リ
ッ
プ
ス
、
O
h
　
（
○
≦
い
）
ω
・
回
O
①
龍
．

（
1
8
）
　
客
観
的
条
件
と
主
観
的
意
味
付
け
と
云
う
区
別
は
、
シ
ュ
ッ
ツ
の
「
…
…
で
あ
っ
た
か
ら
寧
途
更
鷲
」
の
動
機
と
、
「
…
…
す
る
た
め
守
N
1

　
9
，
駄
窺
－
誉
」
の
動
機
の
区
別
に
一
致
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
Q
（
〉
。
G
o
o
ず
不
念
b
費
勲
§
瀞
ミ
艦
恥
》
け
愚
§
駄
ミ
恥
。
臨
ミ
§
き
鳶

　
（
6
ω
b
⊃
）
ω
曾
8
購
∴
Q
ミ
。
同
誌
》
ミ
§
瞬
㌧
、
＆
魯
塁
ミ
》
ミ
§
（
お
課
）
一
嵩
O
o
ミ
急
ミ
建
呈
露
團
（
回
O
謡
）
掌
8
塗
）
彼
は
前
者
を
客
観
的

　
意
味
で
の
動
機
と
呼
ん
で
、
行
為
者
が
行
為
を
な
す
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
。
又
彼
は
後
者
を
主
観
的
意
味
で
の
動
機
と
呼
ん
で
、
行
為

　
者
が
行
為
を
自
ら
企
て
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
、
こ
れ
ら
は
先
の
客
観
的
条
件
と
格
率
に
よ
る
虫
観
的
意
味
付
け
に
対
応
し
て
い
る

　
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
私
に
は
、
シ
ュ
ッ
ツ
が
主
観
的
意
味
付
け
を
「
…
…
す
る
た
め
」
の
動
機
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
あ
ま

　
り
に
せ
ま
く
眼
駕
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
シ
ュ
ッ
ツ
の
用
語
で
は
「
：
…
・
で
あ
っ
た
か
ら
し
の
動
機
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
習
慣
的
行
為

　
（
こ
れ
を
シ
ュ
ッ
ッ
は
、
あ
る
箇
所
で
「
…
…
す
る
た
め
し
の
動
機
に
数
え
よ
う
と
す
る
が
、
説
得
的
で
は
な
い
、
b
箋
9
ミ
N
暮
爆
≧
さ
§
”
ω
●

　
8
．
）
や
感
情
的
行
為
も
行
為
者
の
主
観
的
意
味
付
け
に
よ
っ
て
な
り
立
つ
Q
従
っ
て
客
観
約
条
件
と
主
観
的
意
味
付
け
の
区
別
は
、
シ
ェ
ッ
ツ
の
区

　
別
に
必
ず
し
も
対
応
し
な
い
。
桃
園
は
、
こ
れ
ら
二
種
類
の
動
機
を
そ
れ
ぞ
れ
過
表
と
未
来
と
云
う
聴
問
関
係
に
関
連
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

　
こ
れ
は
特
に
必
要
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

（
1
9
）
　
o
瞥
（
Ω
≦
い
）
ω
．
瓢
轡
¢
邸
ミ
瞥
図
毒
h
汀
辱
ミ
4
Q
D
．
認
■
勺
○
℃
℃
2
き
隠
博
・
電
ミ
埼
鵜
k
ミ
勘
ぴ
ミ
冒
や
お
◆
h
h
㍗
○
。
G
。
●

（
2
0
）
　
（
毛
麟
○
）
ω
。
歴
。
や
（
○
芝
い
）
ψ
鋒
。
◎
陰

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
…
に
お
け
る
理
解
の
方
法

四
九



258

哲
学
研
究
　
第
五
百
三
十
三
号

五
〇

（
2
1
）
　
た
と
え
ぽ
、
「
自
分
の
身
を
犠
牲
に
す
る
た
め
に
、
食
事
す
る
」
と
云
う
格
率
は
、
普
通
の
考
え
方
で
は
、
有
意
味
的
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な

　
い
。
そ
れ
は
食
事
が
そ
の
本
人
の
利
益
な
い
し
幸
福
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
と
云
う
思
想
を
前
提
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
人
身
御
供
を
要

　
求
す
る
宗
教
や
、
戦
争
を
主
張
す
る
人
々
の
下
で
は
、
こ
れ
は
有
意
味
的
な
の
で
あ
る
。

（
2
2
）
　
℃
o
℃
9
び
↓
富
○
辱
§
恥
§
勘
蔓
ミ
ミ
N
嵩
学
鴨
ミ
篤
魯
》
＜
o
「
娯
■
や
Φ
メ
や
8
欝

　
　
　
　
　
　
、
o
哩
ミ
，
遷
G
～
鞘
亀
。
薗
ら
騎
ミ
●
℃
●
δ
G
o
・

　
　
　
　
　
　
9
ミ
ぎ
ミ
、
籠
§
ミ
沁
ミ
螂
封
欺
§
診
昏
σ
曾
＆
「
（
一
Φ
①
0
）
や
ω
蕊
’

（
2
3
）
　
常
職
一
の
状
況
の
下
で
幾
度
と
な
く
、
く
り
返
さ
れ
る
行
為
に
関
し
て
は
、
意
図
さ
れ
な
か
っ
た
社
会
的
結
果
は
、
厳
密
な
意
味
で
は
、
あ
り

　
得
な
い
。
何
故
な
ら
行
為
の
く
り
返
し
に
よ
っ
て
ど
ん
な
反
響
が
生
じ
る
か
は
、
わ
か
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
。

（
2
4
）
　
o
や
（
〈
唱
餌
○
）
も
Q
◎
①
．

（
2
5
）
　
一
例
と
し
て
、
2
¢
。
σ
q
o
ご
費
α
こ
9
膳
G
Q
P

（
2
6
）
　
し
d
■
O
同
9
ρ
》
題
悪
ミ
跨
（
日
露
一
）
餅
a
轟
貫
ξ
U
．
諺
言
終
。
（
目
旨
O
）
b
o
●
＆
．
P
卜
σ
O
h
℃
．
ω
9

（
2
7
）
　
感
ミ
こ
や
b
δ
G
Q
●

（
2
8
）
　
（
○
≦
い
）
ψ
景
O
■

（
2
9
）
　
多
ρ
O
o
厳
ロ
σ
Q
乏
。
鼠
”
目
書
ミ
§
ミ
零
急
。
蔓
（
お
禽
）
”
P
ト
ひ
鼠
■

（
3
0
）
　
ミ
ミ
こ
唱
●
b
⊃
嶺
》
や
ω
嵩
■

（
3
1
）
　
尊
ミ
‘
唱
・
b
o
謀
・

（
3
2
）
　
ミ
ミ
こ
で
．
込
⊃
嶺
捨
や
b
Ω
6
．
℃
．
心
⊃
い
っ
c
Q
．
や
ト
ユ
Q
◎
卜
∂
臣
．

（
3
3
）
　
尊
ミ
‘
℃
．
ω
8
陰

（
3
4
）
　
尊
ミ
こ
℃
璽
昏
⊇
昌
9

（
3
5
）
　
o
h
・
辱
ミ
‘
マ
b
⊃
蕊
曾

（
3
6
）
　
概
念
的
思
考
を
あ
と
づ
け
る
場
合
、
た
と
え
ば
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
「
テ
ア
イ
テ
ト
ス
」
の
議
論
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
暗
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
を
正

　
し
く
理
解
す
る
限
り
に
お
い
て
、
彼
と
同
一
の
思
考
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
コ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
は
主
張
す
る
が
、
「
正
し
く
理
解
す
る
」

　
が
一
体
何
を
意
味
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
即
ち
同
一
の
思
考
を
な
す
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
循
環
論
法
に
お
ち
入
る
こ
と
と
な
る
。
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焦
．
ミ
ミ
4
ワ
G
Q
O
H
．

（
3
7
）
　
ロ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の
考
え
た
よ
う
に
、
歴
史
上
の
人
物
と
全
く
岡
じ
仕
方
で
思
考
す
る
こ
と
は
、
歴
史
家
に
と
っ
て
不
可
能
に
近
い
と
ウ
イ

　
ン
チ
は
指
摘
し
た
。
や
乏
ぎ
。
『
急
ぎ
ミ
§
ミ
》
的
。
鳥
ミ
的
鼠
§
題
§
職
N
帖
恥
肉
ミ
ミ
㌧
§
誉
禦
畿
。
旨
辱
書
（
お
①
c
。
y
伊
の
山
．
（
お
①
“
ソ
㍗
日
ω
さ
。
．
又

　
コ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
に
よ
る
再
思
考
さ
れ
た
思
想
の
面
一
性
の
問
題
の
取
扱
い
が
不
充
分
で
あ
る
こ
と
は
、
ド
レ
イ
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
ゆ

　
≦
．
頴
●
U
窮
ざ
襲
論
ミ
烏
ミ
9
ミ
ミ
偽
帖
§
ミ
嵩
α
q
ミ
沁
ミ
ミ
薄
疑
、
頓
（
お
㎝
c
o
）
詳
知
ミ
ミ
濤
箋
匙
妹
ぎ
、
ミ
ミ
旨
㌧
ξ
ミ
恥
鳥
§
ミ
》
＆
●
ξ
ゆ
◎
》
■
早
鼠
《

　
（
6
刈
O
）
り
や
H
蕊
■

（
3
8
）
　
O
o
悪
謬
σ
Q
謹
8
9
ミ
ミ
‘
℃
．
ω
嵩
り
。
｛
●
や
錠
。
。
胸

（
3
9
）
　
≦
・
顕
U
錘
ざ
寒
馬
。
旨
辱
ξ
ミ
麟
論
。
謎
（
δ
忠
ソ
ワ
這
曽
や
蜀
h

（
4
0
）
　
O
o
厳
護
σ
q
≦
鼠
”
尊
ミ
‘
や
鱒
。
。
ω
噸

（
4
1
）
　
歪
≦
言
。
ダ
導
ミ
こ
や
日
。
。
”
℃
’
一
嶺
．

（
2
4
）
　
辱
ミ
‘
や
訟
0

（
4
3
）
　
o
臨
．
尊
ミ
‘
や
α
9

（
4
4
）
　
懲
ミ
こ
窄
幽
。
。
h

（
4
2
）
　
等
ミ
‘
Ψ
二
9

（
4
3
）
　
o
や
尊
ミ
‘
や
昭
．

（
4
4
）
遠
ミ
‘
℃
・
蔭
。
。
h
・

（
4
5
）
　
尊
ミ
．
》
や
①
ω
．

（
4
6
）
　
こ
の
点
で
人
は
、
む
し
ろ
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
強
い
影
響
を
主
張
す
る
か
も
知
れ
な
い
（
特
に
§
匙
．
》
℃
■
認
中
）
。
し
か
し
そ
れ
に

　
劣
ら
ず
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
格
率
と
意
味
の
結
び
つ
き
を
主
張
し
た
「
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
の
唯
物
史
観
の
『
克
服
』
し
の
論
文
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

　
て
い
る
（
た
と
え
ば
ミ
ミ
こ
℃
．
お
h
）
o

（
7
4
）
　
尊
ミ
‘
や
諏
①
．

（
4
8
）
　
暮
ミ
‘
や
曵
◎
。
塊
◆

（
4
9
）
　
導
馬
猟
”
や
誌
．

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
理
解
の
方
法

五
一
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（
5
0
）

（
5
1
）

（
5
2
）

（
5
3
）

（
5
4
）

．
（
5
5
）

（
5
6
）

哲
学
研
究
　
第
五
善
三
十
三
号

（
社
会
現
象
）

さ
ミ
㌧
｝
鴇
㌧
題
（
6
き
ソ
℃
含
ト
っ
G
。
α
簿

A　nx64　63
V．　LX

A　　A　　A　　A　　A　　A
62　61　60　59　58　57
V　　V　VI　V　　V　　V

五
二

暮
ミ
こ
℃
．
c
Q
O
や

凡
黛
猟
Ψ
Ψ
c
o
b
Ω
臨
．

尊
ミ
ニ
や
昌
c
Q
．

冠
い
ミ
●
り
宰
鱒
Q
◎
噸

遠
ミ
こ
や
お
ω
リ
ワ
お
Q
◎
■

尊
ミ
こ
や
お
9
鍬
や
お
⑱

O
o
画
質
σ
q
≦
民
“
暮
ミ
‘
や
ト
⊃
慰
｛
■
し
か
し
コ
ー
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
に
お
い
て
原
人
の
観
・
怠
は
多
義
約
で
、
自
然
現
象
に
お
け
る
原
因
と
、
歴
史

　
　
　
　
に
お
け
る
原
因
と
は
異
な
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
O
o
憲
冨
σ
q
謹
鼠
の
》
濤
攣
鷲
隻
§

ψ
鎖
p
。
ヨ
霧
窪
昼
臼
添
。
ミ
畷
ミ
職
、
ミ
》
ら
職
ミ
N
（
一
⑩
㎝
り
）
や
ド
ピ
℃
●
遠
o
Q
｛
富

さ
ミ
9
い
や
蕊
9

賊
黛
鉢
》
ワ
ド
①
0

辱
ミ
；
や
喧
Q
O
堕
や
娯
ρ
℃
◆
μ
①
刈
．

（
○
菊
ω
冒
）
o
◎
e
鴇
メ
o
h
●
（
○
類
U
）
ω
含
研
鍛
臣

≦
膨
。
汀
鉢
ミ
己
や
お
ド
参

尊
㌧
猟
”
℃
．
爲
軌
臨
■

パ
レ
ー
ト
が
思
想
と
行
為
の
関
係
に
お
い
て
、
思
想
が
行
為
の
北
嶺
化
を
果
し
て
い
る
か
の
問
題
と
、
観
念
に
よ
っ
て
行
為
は
実
際
に
作
用
を

　
受
け
て
い
る
か
の
問
題
を
取
り
出
し
た
こ
と
を
、
ウ
イ
ン
チ
は
正
し
い
指
摘
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
（
§
魁
4
架
り
①
暁
■
）
。
し
か
し
観
念
が
行
為
に
作

　
周
す
る
こ
と
の
問
題
を
ウ
イ
ン
チ
は
と
り
上
げ
な
い
、
郎
ち
作
用
の
仕
方
や
こ
の
作
罵
が
函
果
的
意
義
を
も
つ
こ
と
等
々
を
彼
は
問
題
と
し
な
い
。

　
こ
こ
で
彼
が
指
摘
す
る
の
は
、
そ
の
観
念
は
行
為
を
正
当
化
す
る
思
想
体
系
の
中
で
の
み
意
味
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
彼
は
経
験
的
探
究

　
で
は
な
く
、
概
念
的
分
析
を
志
向
す
る
の
で
あ
る
。

（
6
5
）
　
思
．
○
①
ぎ
の
び
9
婁
恥
§
駄
尊
§
§
頓
捕
鯨
ξ
恥
。
9
ミ
恥
鳥
鳴
ミ
籠
（
お
お
）
ワ
㎝
伊
Ψ
G
。
H
「
又
ア
ル
バ
ー
ト
も
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
ウ
ィ
ン
チ
の
相
違

　
を
こ
の
点
に
見
出
し
て
い
る
。
寓
●
》
一
竃
層
f
、
ミ
翫
8
誌
、
鳶
、
，
≧
，
勘
鋳
ら
、
～
§
需
ミ
ご
、
ミ
趣
物
ミ
§
（
目
り
謡
）
ψ
お
G
◎
舞
電



（
6
6
）

．
（
6
7
）

（
6
8
）

（
○
≦
ぴ
）
ψ
G
。
窃
野
窪
Q
。
「
焦
9

（
○
≦
ぴ
）
ω
．
ω
ミ
．

（
○
≦
い
）
ω
．
。
。
ミ
｝

（
筆
老

　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）

神
戸
女
学
院
大
学
助
教
授
）

次号論文予告

ト
マ
ス
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る

　
《
O
⇔
ζ
ω
餌
鴇
議
ヨ
》
に
つ
い
て
：
…
：
：
…
…
山
田
　
　
晶

　
　
1
0
D
償
ヨ
．
簿
8
ド
H
．
ρ
●
置
”
p
c
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
ン
・
バ
ト
チ
カ

藝
術
過
去
論
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
米
澤
　
有
恒
謬

藝
術
的
気
分
に
つ
い
て
…
…
…
…
：
…
：
・
：
：
太
照
　
喬
央

削
じコ

竃 羅 次

絡
叢
室
間
に
つ
い
て
（
上
）
…
…
…
…
：
…
：
・
・
新
灘
　
博
衛

　
…
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
と
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
ー
；

カ
ン
ト
の
「
我
」
と
経
験
…
…
…
…
…
…
・
：
筒
井
　
文
隆

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
方
法
と
そ
の
検
討
…
・
：
：
：
：
小
廻
　
　
侃

　
1
ベ
ル
ク
ソ
ソ
的
反
省
と
現
象
學
的
反
省
1
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マ
ッ
ク
ス
ヴ
ェ
；
バ
ー
に
お
け
る
理
解
の
方
法

五
三


