
「
相
互
作
用
論
」
の
モ
デ
ル
序
説
（
完
）

宝
　
月

誠

五
　
相
互
作
用
の
数
量
的
、
空
間
的
、
時
間
的
制
約

　
　
　
第
四
節
ま
で
の
説
明
に
よ
っ
て
、
相
互
作
用
が
「
有
意
味
シ
ン
ボ
ル
」
を
媒
介
に
し
た
「
影
響
－
応
答
過
程
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
相

　
　
互
作
用
は
複
数
の
「
行
為
者
」
間
で
、
一
定
の
「
意
味
世
界
」
の
下
で
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
相
互
作
用

　
　
の
様
相
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
以
上
の
諸
項
目
に
加
え
て
相
互
作
用
の
表
出
の
仕
方
を
制
約
す
る
も
の
と
し
て
、
「
数
量
」
「
空
間
」
「
時

　
　
間
」
と
い
っ
た
点
も
考
慮
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
相
互
作
用
に
関
与
す
る
行
為
者
の
数
量
の
大
小
、
行
為
者
間
の
分
化
に

　
　
伴
う
彼
ら
の
間
の
社
会
的
距
離
、
あ
る
い
は
相
互
作
用
の
時
間
的
継
続
性
等
に
よ
っ
て
、
相
互
作
用
自
体
は
制
約
さ
れ
、
そ
の
表
出
の
仕

　
　
方
も
一
定
程
度
、
条
件
づ
け
ら
れ
て
く
る
。
そ
れ
ら
の
差
が
相
互
作
用
自
体
の
「
量
」
や
「
ス
タ
イ
ル
」
「
密
度
」
を
か
な
り
規
定
し
、

　
　
そ
の
現
実
の
表
出
の
仕
方
を
制
約
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
こ
う
し
た
発
想
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
集
合
体
を
構
成
す
る
成
員
の
数
量
が
集
合
体
の
生
活
の
ス
タ
イ
ル
に
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
定
的
な
意
義
を
も
つ
こ
と
を
洞
察
し
た
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
ジ
ン
メ
ル
で
あ
っ
た
。
彼
は
例
え
ば
集
団
を
構
成
す
る
人
び
と
の
数
量
が

　
　
増
え
る
ほ
ど
、
「
よ
り
高
級
な
個
人
的
・
精
神
的
な
も
の
に
も
は
や
い
か
な
る
場
所
も
与
え
ら
れ
な
い
」
こ
と
や
（
ψ
鶏
”
訳
書
三
七
頁
）
、

㎜
二
人
関
係
の
結
A
。
は
双
方
の
「
純
人
格
的
精
」
接
存
し
、
そ
れ
だ
け
「
馨
竺
は
高
ま
る
反
面
、
そ
．
」
で
は
「
各
人
が
た
だ
寒

1　
　
　
　
　
　
「
掘
互
作
用
論
」
の
モ
デ
ル
序
説
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
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二
ご

に
相
擁
の
み
を
傾
り
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
の
だ
れ
も
頼
り
と
し
え
な
い
」
も
の
で
あ
る
の
で
、
関
係
の
維
持

は
双
方
の
義
務
と
責
任
に
全
画
的
に
依
存
し
、
そ
れ
ら
を
果
し
え
な
い
老
の
関
係
は
容
易
に
く
ず
れ
る
と
い
っ
た
洞
察
を
示
し
た
（
ω
ω
・

警
～
O
ρ
訳
書
五
五
～
六
九
頁
）
。

　
さ
ら
に
、
ジ
ン
メ
ル
に
よ
れ
ば
、
三
人
関
係
は
二
人
関
係
と
質
的
に
異
な
っ
た
も
の
と
な
り
、
そ
こ
に
は
各
個
人
を
超
越
し
た
総
体
と

し
て
の
力
を
生
む
。
集
団
は
各
自
の
人
格
に
よ
っ
て
で
は
な
く
て
こ
う
し
た
総
体
の
力
に
よ
っ
て
庇
護
さ
れ
る
度
合
を
増
す
。
総
体
の
力

や
第
三
者
の
存
在
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
は
二
人
関
係
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
親
密
性
は
失
わ
れ
る
が
、
そ
の
反
面
超
個
人
的
な
カ
へ
の
依
存

や
第
三
者
が
果
す
調
停
の
機
能
に
よ
っ
て
、
三
人
関
係
は
二
人
関
係
よ
り
も
集
団
と
し
て
の
安
定
性
を
増
す
（
ψ
①
。
。
◎
訳
書
六
八
頁
）
。
し

か
し
同
時
に
、
三
人
関
係
は
そ
れ
を
構
成
す
る
三
者
の
内
の
二
人
が
親
密
に
結
び
つ
く
と
排
除
さ
れ
た
第
三
者
が
二
人
の
結
び
つ
き
に
嫉

妬
し
、
そ
の
た
め
に
反
目
や
敵
対
が
生
じ
て
く
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
二
人
の
争
い
を
利
用
し
て
第
三
者
が
「
漁
夫
の
利
」
を
占
め
る
こ

と
や
、
第
三
者
が
他
の
二
老
を
「
分
割
支
配
」
し
て
自
ら
の
支
配
的
な
地
位
を
確
保
す
る
こ
と
も
あ
る
。
三
人
関
係
は
二
人
関
係
に
み
ら

れ
ぬ
複
雑
な
集
団
生
活
の
ス
タ
イ
ル
な
い
し
様
相
を
示
す
よ
う
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
ω
ω
．
瞬
～
窯
．
訳
書
八
一
～
一
＝
二
頁
）
。

　
行
為
や
相
互
作
用
の
量
や
ス
タ
イ
ル
を
客
観
的
に
社
会
生
活
の
諸
側
面
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
発
想
は
、
現
代
で
は
例
え
ば
、
D
・
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
噌

ラ
ヅ
ク
の
『
法
の
行
動
』
（
↓
冨
ヒ
d
①
訂
鼠
霞
。
断
訂
ぎ
お
刈
①
）
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
意
図
は
、
法
の
行
動
を
人
間
の
「
貝
標
指
向
」

や
「
快
楽
追
及
」
や
「
個
人
が
現
実
を
い
か
に
経
験
し
て
い
る
の
か
」
と
い
っ
た
「
心
理
的
・
主
観
的
な
要
素
」
に
た
よ
る
こ
と
な
く
、

法
行
動
を
そ
の
量
や
ス
タ
イ
ル
と
社
会
生
活
の
諸
側
面
と
の
関
連
か
ら
客
観
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
「
逮
捕
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
逮
捕
は
警
察
官
の
決
断
と
し
て
、
つ
ま
り
心
理
的
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
で

　
あ
る
。
逮
捕
自
体
は
警
察
官
の
態
度
や
知
覚
や
彼
の
経
歴
や
訓
練
、
さ
ら
に
彼
の
上
司
や
同
僚
の
期
待
や
警
察
官
の
権
威
へ
の
市
民
の

　
服
従
の
仕
方
も
含
め
て
市
民
の
行
為
や
反
作
用
と
い
っ
た
変
数
か
ら
説
明
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
逮
捕
の
心
理
学
的

　
理
論
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
逮
捕
を
法
と
し
て
、
つ
ま
り
社
会
現
象
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
逮
捕
は
社
会
生
活
に



　
　
　
お
け
る
法
の
拡
大
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
他
の
場
面
で
の
法
の
他
の
性
質
を
説
明
す
る
同
じ
原
理
で
理
解
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
法

　
　
　
は
他
の
社
会
統
制
と
逆
比
例
す
る
と
い
う
命
題
で
逮
捕
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
や
訴
訟
や
判
決
、
さ
ら
に

　
　
　
は
長
期
的
に
は
法
の
変
化
に
さ
え
関
連
す
る
命
題
は
、
な
ぜ
警
察
官
が
あ
る
出
会
い
で
逮
捕
を
行
な
い
別
の
場
面
で
は
逮
捕
し
な
か
っ

　
　
　
た
か
を
説
明
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
個
人
と
し
て
の
警
察
官
の
行
動
は
説
明
し
な
い
。
そ
れ
は
法
の
行
動
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
L

　
　
　
（
や
。
。
．
）

　
　
　
ブ
ラ
ッ
ク
は
人
間
の
行
動
で
は
な
く
法
の
行
動
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
説
明
に
際
し
て
、
彼
は
往
会
生
活
を
五
つ

　
　
の
変
数
的
側
面
（
慈
匿
甑
⑦
⇔
娼
①
9
の
）
に
分
け
る
。
そ
れ
ら
は
ω
階
層
（
ω
け
鼻
田
＄
葛
§
）
一
社
会
生
活
の
垂
直
的
累
差
で
食
物
や
土
地
や

　
　
水
源
へ
の
、
あ
る
い
は
金
銭
と
い
っ
た
生
存
条
件
へ
の
不
平
等
な
配
分
、
㈹
形
態
（
ヨ
O
『
O
び
O
一
〇
σ
q
団
）
i
社
会
生
活
の
水
平
的
側
面
で
、

　
　
労
働
の
分
業
や
統
合
や
親
近
性
を
含
む
人
び
と
相
互
の
位
置
関
係
の
配
分
、
㈱
文
化
（
8
ぎ
お
）
一
宗
教
や
装
飾
や
伝
承
の
よ
う
な
象

　
　
徴
的
側
面
、
飼
組
織
（
Q
「
σ
Q
£
o
ロ
一
N
9
◎
梓
一
〇
昌
）
1
社
会
生
活
の
協
同
的
な
い
し
集
合
的
活
動
を
可
能
に
す
る
側
面
、
団
社
会
統
制
（
8
。
芭

　
　
8
昌
。
一
）
一
社
会
生
活
の
規
範
的
側
面
、
す
な
わ
ち
逸
脱
の
定
義
や
逸
脱
に
対
す
る
禁
制
や
告
発
や
処
罰
や
賠
償
の
よ
う
な
反
作
用
に

　
　
係
わ
る
側
面
、
の
五
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
五
つ
の
社
会
生
活
の
諸
側
面
が
法
の
行
動
一
量
、
ス
タ
イ
ル
ー
に
ど
の
よ
う

　
　
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
。
法
行
動
の
量
と
は
文
字
通
り
、
法
規
範
の
数
、
告
訴
の
数
、
逮
捕
者

　
　
の
数
、
法
に
よ
る
問
題
解
決
量
、
裁
判
、
審
判
の
量
な
ど
で
測
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
（
や
。
。
）
、
法
の
ス
タ
イ
ル
と
は
法
の
内
容
が
「
刑

　
　
罰
的
」
か
、
「
賠
償
的
」
か
、
「
治
療
的
」
か
、
「
和
解
的
」
な
も
の
か
と
い
っ
た
こ
と
や
、
法
が
だ
れ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
っ

　
　
た
法
の
方
向
で
あ
る
（
篭
．
心
～
窃
）
。
そ
し
て
、
社
会
生
活
の
諸
側
面
と
こ
う
し
た
法
行
動
と
の
関
連
を
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
命
題
で
定

　
　
式
化
す
る
。
「
〔
上
層
の
者
か
ら
下
層
の
老
に
向
け
て
発
動
さ
れ
る
〕
下
降
法
は
上
昇
法
よ
り
も
量
が
多
い
」
（
，
塾
。
日
）
、
「
遠
心
的
な
法
は

　
　
求
心
的
な
法
よ
り
も
強
い
」
（
唱
。
α
O
）
。
す
な
わ
ち
、
集
団
の
中
心
的
な
人
に
向
け
ら
れ
た
違
反
は
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
人
や
周
辺
的
な
人
び
と

鋤
に
対
す
る
違
反
よ
り
も
重
大
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
．
」
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
法
は
文
化
的
な
人
に
対
し
て
よ
り
も
、
よ
り
文

1　
　
　
　
　
　
「
相
互
作
用
論
」
の
モ
デ
ル
序
説
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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二
四

化
的
で
な
い
人
に
向
け
ら
れ
る
L
（
℃
・
8
）
、
「
法
は
組
織
化
に
つ
れ
て
増
大
す
る
」
（
や
。
。
①
）
、
「
法
は
他
の
社
会
統
制
と
逆
の
相
関
を
示
す
し

（
や
H
O
日
）
と
い
っ
た
命
題
で
あ
る
。

　
ジ
ソ
メ
ル
は
親
近
性
や
嫉
妬
の
よ
う
な
心
理
的
な
要
素
を
常
に
考
慮
し
な
が
ら
、
集
団
の
量
的
側
面
が
人
び
と
の
社
会
関
係
を
ど
の
よ

う
に
規
定
す
る
の
か
を
間
う
た
の
に
対
し
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
は
徹
底
的
に
心
理
的
な
要
素
を
排
除
し
、
客
観
的
に
法
の
行
動
を
説
明
し
ょ
う

と
す
る
。
こ
の
点
で
は
両
者
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
行
動
や
相
互
作
用
の
ス
タ
イ
ル
や
量
を
、
そ
れ
に
関
与
す
る
者
の

数
量
や
社
会
生
活
の
諸
側
面
と
の
関
連
で
捉
え
よ
う
と
し
た
点
で
は
一
定
の
共
通
性
が
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
の
相
互
作
用
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
行
為
者
に
と
っ
て
の
意
味
と
い
っ
た
主
観
的
要
素
を
重
視
す
る
点
で
、
ブ
ラ
ッ
ク
の
ア

プ
ロ
ー
チ
を
全
面
的
に
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
は
同
じ
法
社
会
学
者
で
あ
っ
て
も
J
・
ス
コ
ー
ル

　
　
　
　
（
3
）

ニ
ッ
タ
に
近
い
。
彼
は
「
裁
判
宮
、
検
察
官
、
弁
護
人
、
ま
た
は
警
察
官
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
に
せ
よ
、
法
の
動
態
を
研
究
す

る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
れ
を
解
釈
し
て
い
る
入
び
と
、
つ
ま
り
法
律
機
構
の
内
部
で
、
原
測
や
関
連
す
る
諸
ル
ー
ル
を
変
形
さ

せ
て
い
る
人
び
と
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
そ
れ
は
職
務
に
お
け
る
人
間
を
研
究
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
行
為
の
内
在

的
観
察
は
、
職
務
に
従
事
し
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
、
そ
の
職
務
の
持
つ
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
」

（
ワ
ト
，
刈
）
と
述
べ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
分
析
の
主
眼
も
、
ス
コ
ー
ル
ニ
ッ
タ
と
同
様
に
、
法
を
用
い
る
人
界
の
行
為
や
相
互
作
用
に
あ

る
わ
け
で
、
法
行
動
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
を
確
認
し
た
上
で
も
、
ジ
ン
メ
ル
が
強
調
し
た
よ
う
に
、
人
閲
の
社
会

生
活
の
様
相
を
分
析
す
る
際
に
は
集
団
の
数
量
的
側
面
が
そ
れ
に
も
た
ら
す
規
制
や
拘
束
的
側
面
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
相

互
作
用
に
関
与
す
る
行
為
老
の
数
量
や
そ
れ
ら
の
空
間
的
距
離
や
時
間
と
い
っ
た
諸
側
面
は
、
相
互
作
用
の
様
相
－
例
え
ば
量
や
ス
タ

イ
ル
ー
に
一
定
の
規
制
力
を
発
揮
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
相
互
作
用
が
こ
う
し
た
も
の
に
よ
っ
て
す
べ
て
拘
束
さ

れ
た
り
、
説
明
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
絹
互
作
用
の
生
起
の
仕
方
に
対
し
て
一
定
の
規
制
力
を
発
揮
す
る
条
件
と
し
て
そ
れ
を

考
慮
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
見
地
に
お
い
て
、
相
互
作
用
の
分
析
に
は
、
行
為
者
の
数
量
、
拷
問
、
時
間
が
梱
互
作
用
に
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及
ぼ
す
制
約
や
そ
の
様
相
へ
の
影
響
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
ω
数
量
的
規
定

　
ま
ず
、
「
数
量
」
の
側
面
を
取
り
あ
げ
よ
う
。
一
般
に
想
定
さ
れ
る
こ
と
は
次
の
よ
う
な
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
相
互
作
用
に
関
与
す

る
行
為
者
の
数
量
が
増
え
れ
ば
、
あ
る
行
為
者
が
他
の
特
定
の
成
員
と
の
間
で
行
な
う
相
互
作
用
の
相
対
的
な
量
、
頻
度
は
少
な
く
な
る
。

こ
の
こ
と
は
二
十
人
の
成
員
か
ら
な
る
学
級
と
五
〇
人
か
ら
な
る
学
級
で
の
先
生
と
生
徒
と
の
相
互
作
用
を
考
え
て
み
れ
ぽ
当
然
予
想
さ

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
相
互
作
用
の
相
対
的
な
量
の
低
下
が
有
す
る
社
会
学
的
な
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
い
く
つ
か
の
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
相
互
作
用
の
量
が
少
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
互
い
の
親
密
さ
や
逆
に
反
目
な
ど
の
人
間
的
な
触
れ
合
い
は
少
な
く
な
り
、

相
互
の
「
他
人
関
係
」
が
顕
著
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
集
団
内
部
に
い
く
つ
か
の
「
分
化
」
し
た
サ
ブ
グ
ル
ー
プ
が
生
ま
れ
、
そ
の
内
部

で
の
み
相
互
作
用
の
量
も
増
え
る
。
数
量
の
拡
大
は
サ
ブ
グ
ル
ー
プ
形
成
へ
の
圧
力
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
三
人
な
い
し
そ
れ
以
上
の
行
為
者
問
で
行
な
わ
れ
る
相
互
作
用
は
二
人
で
行
な
わ
れ
る
相
互
作
用
よ
り
も
「
社
会
性
」
を
増

し
か
つ
「
複
雑
し
な
ス
タ
イ
ル
を
示
す
。
ジ
ソ
メ
ル
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
三
人
関
係
で
は
各
個
人
の
人
格
を
超
え
た
総
体
と
し
て
の
客

観
的
性
格
が
そ
の
関
係
に
備
わ
る
し
、
ま
た
そ
こ
に
は
「
仲
裁
」
や
「
分
割
支
配
」
や
「
漁
夫
の
利
」
や
「
嫉
妬
」
と
い
っ
た
独
自
な
様

相
が
生
じ
、
よ
り
複
雑
な
も
の
と
な
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
留
意
し
て
お
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
は
、
形
の
上
で
は
二
人
の
行
為
者
間
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
み
行
な
わ
れ
て
い
る
相
互
作
用
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
第
三
老
と
し
て
コ
般
化
さ
れ
た
他
者
し
や
「
準
拠
他
老
」
や
「
想
像
上
の

他
者
」
や
そ
の
場
に
居
合
せ
な
い
「
実
在
の
他
者
」
な
ど
が
介
入
し
て
く
る
こ
と
が
多
い
点
で
あ
る
。
現
実
の
相
互
作
用
の
大
半
は
三
人

以
上
の
行
為
老
を
伴
う
相
互
作
用
で
あ
る
。
行
為
者
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
他
者
の
存
在
が
み
え
な
く
な
っ
た
と
き
や
排
除
さ
れ
た
と
き
に

純
粋
な
二
人
関
係
の
相
互
作
用
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
双
方
の
人
格
に
基
づ
く
ト
ー
タ
ル
な
触
れ
あ
い
の
様
相
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
そ
れ

に
鮒
し
て
、
三
人
以
上
の
相
互
作
用
は
よ
り
一
面
的
で
限
定
さ
れ
た
人
格
な
い
し
類
型
に
基
づ
く
相
互
作
用
の
傾
向
を
強
め
る
。

　
第
三
に
、
行
為
老
の
数
量
が
増
せ
ば
相
互
作
用
は
「
意
味
世
界
」
や
共
通
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
「
有
意
昧
シ
ン
ボ
ル
」
へ
の
依
存
度

　
　
　
　
「
相
互
作
用
論
」
の
モ
デ
ル
序
説
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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二
六

を
増
す
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
の
数
量
の
増
大
は
直
接
行
為
者
が
相
互
作
用
す
る
こ
と
よ
り
も
、
間
接
的
に
相
互
作
用
す
る
必
要
を
生
み

出
す
が
、
重
継
的
な
相
互
作
用
で
は
行
為
老
が
共
通
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド
と
し
て
の
「
意
味
世
界
」
を
整
備
し
、
共
通
に
了
解
可
能
な
有

意
味
な
メ
デ
ィ
ア
を
媒
介
し
な
く
て
は
、
互
い
に
安
定
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
保
つ
こ
と
が
困
難
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
普
遍
的

な
性
格
を
有
す
る
も
の
1
例
え
ば
、
言
葉
や
貨
幣
l
l
を
媒
介
に
す
る
ウ
ェ
イ
ト
が
高
ま
り
、
行
為
者
は
直
接
面
接
し
な
い
相
手
と
そ

れ
に
依
拠
し
て
社
会
生
活
を
維
持
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
α
簸
　
空
間
的
側
面

　
行
為
者
問
に
存
在
す
る
空
間
的
距
離
も
相
互
作
用
を
制
約
し
、
そ
の
様
相
を
特
徴
あ
る
も
の
に
す
る
。
行
為
者
問
の
空
間
的
距
離
は

「
物
理
的
距
離
」
と
「
社
会
的
距
離
」
に
分
け
ら
れ
る
。
「
物
理
的
距
離
」
が
遠
け
れ
ば
一
般
的
に
は
行
為
楼
閣
の
相
互
作
用
の
量
は
少
な

く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
両
者
間
に
よ
ほ
ど
強
い
精
神
的
な
絆
が
な
い
限
り
、
物
理
的
距
離
の
隔
り
は
人
び
と
を
疎
遠
に
し
ゃ
す
い
。

手
紙
や
電
話
等
で
コ
、
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
が
保
た
れ
て
い
る
と
き
に
人
び
と
は
物
理
的
距
離
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、

物
理
的
距
離
が
近
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
相
互
作
用
が
生
じ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ジ
ン
メ
ル
は
「
余
所
者
」
（
閃
器
ヨ
幽
。
）
の
分
析
に

お
い
て
、
そ
れ
が
物
理
的
な
距
離
の
面
で
は
近
く
に
い
て
も
、
社
会
的
、
精
神
的
な
面
で
は
遠
く
の
存
在
で
あ
る
と
み
な
し
、
「
近
接
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

遠
隔
の
統
一
」
と
し
て
余
所
老
を
把
握
し
た
。
行
為
者
間
の
空
間
的
位
置
を
考
え
る
際
に
は
単
な
る
物
理
的
距
離
だ
け
で
な
く
て
社
会
的

距
離
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
行
為
者
間
の
社
会
的
距
離
の
前
提
に
は
、
人
び
と
の
問
の
「
社
会
的
分
化
」
（
の
O
O
一
鋤
一
　
α
一
h
剛
O
聴
⑦
口
け
一
国
ひ
一
〇
コ
）
が
あ
る
。
分
化
が
あ
っ
て
こ
そ

人
び
と
の
問
の
距
離
も
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
分
化
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
人
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
社

会
分
化
を
、
人
間
を
類
捌
化
す
る
社
会
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
付
着
し
て
生
じ
た
人
び
と
相
互
間
の
水
平
的
、
上
下
的
差
異
と
定
義
し
て
お
き
た

い
。
こ
の
水
平
的
、
上
下
的
差
異
の
程
度
に
よ
っ
て
、
人
び
と
の
問
の
社
会
的
距
離
が
か
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
距
離
が
近
い
者
と
隔
っ
て

い
る
者
が
い
る
。
人
を
類
捜
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
は
、
性
別
、
年
齢
、
文
化
的
内
容
一
風
俗
、
習
慣
、
信
仰
、
知
識
、
趣
味
ー



　
　
と
い
っ
た
「
成
員
の
分
化
」
や
、
分
業
や
階
級
差
と
い
っ
た
「
成
員
聞
の
永
続
的
な
関
係
の
分
化
」
（
高
田
保
馬
、
『
改
訂
社
会
学
概
論
』
岩
波

　
　
書
店
、
一
九
四
九
年
）
を
示
す
も
の
が
含
ま
れ
る
し
、
P
・
プ
ラ
ウ
の
分
析
的
な
タ
ー
ム
を
用
い
れ
ば
「
名
目
的
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
」
（
言
ヨ
言
巴

　
　
醤
琶
白
①
葺
）
と
「
等
級
的
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
」
（
鵯
巴
q
簿
亀
冨
B
ヨ
Φ
鐸
）
と
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
性
別
・
宗
教
・
人
種
的
同
一
性
・
職

　
　
業
・
近
隣
と
い
っ
た
明
白
な
境
界
で
も
っ
て
人
を
下
位
部
類
に
ふ
り
わ
け
、
本
来
的
に
は
諸
部
類
間
に
生
得
的
な
格
付
の
な
い
人
び
と
の

　
　
間
の
異
質
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は
教
育
・
年
齢
・
所
得
・
威
信
・
権
力
と
い
っ
た
も
の
で
表
わ
さ
れ
る
よ
う

　
　
な
地
位
の
格
付
に
よ
っ
て
人
を
区
分
す
る
も
の
で
あ
る
（
剛
・
寓
亀
匹
僧
～
ミ
、
ミ
急
塁
、
。
妹
ぎ
硲
ミ
§
意
地
。
織
ミ
要
ミ
亀
甲
ミ
”
午
8
津
①
ω
。
・
9

　
　
搭
刈
㎝
．
斉
藤
正
二
監
訳
『
社
会
構
造
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
八
千
代
出
版
、
　
一
九
八
二
年
、
第
十
三
章
）
。

　
　
　
こ
う
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
妻
戸
さ
れ
る
人
び
と
の
間
の
差
異
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
例
え
ば
分
業
や

　
　
階
級
の
分
化
に
関
し
て
は
高
田
は
周
知
の
よ
う
に
、
「
社
会
の
人
口
の
増
加
」
を
前
提
と
し
て
「
力
の
欲
望
」
に
よ
る
説
明
を
試
み
て
い

　
　
る
し
、
ジ
ソ
メ
ル
は
そ
の
原
因
は
明
示
的
に
述
べ
て
い
な
い
が
、
「
個
人
の
分
化
」
（
巨
個
性
化
）
と
「
社
会
の
分
化
」
に
は
「
力
を
節
約

　
　
さ
せ
る
原
理
」
が
働
い
て
い
る
と
み
る
（
G
・
窪
ヨ
鼻
曾
熱
ミ
Q
b
§
努
努
帖
ミ
§
験
H
c
。
8
）
。
ま
た
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
・
ム
ー
ア
は
機
能
主
義
の

　
　
立
場
か
ら
「
社
会
成
層
」
の
根
拠
を
人
が
行
な
う
社
会
的
役
割
の
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
本
質
的
欲
求
へ
の
貢
献
度
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し

　
　
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
社
会
的
分
化
が
な
ぜ
生
じ
て
く
る
の
か
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
社
会
生

　
　
活
に
お
い
て
は
人
び
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
類
別
さ
れ
、
水
平
的
、
上
下
的
差
異
を
彼
ら
の
間
に
生
み
出
し
て
い
る
と

　
　
い
う
現
実
か
ら
崖
発
し
、
そ
う
し
た
分
化
や
そ
れ
か
ら
生
じ
る
社
会
的
距
離
が
相
互
作
用
の
様
相
を
ど
の
よ
う
に
翻
約
す
る
の
か
を
考
え

　
　
て
お
き
た
い
。

　
　
　
第
一
に
、
類
似
し
た
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
者
同
士
の
間
で
展
開
さ
れ
る
相
互
作
用
は
異
質
性
の
高
い
者
同
士
の
そ
れ
よ
り
も

　
　
一
般
に
そ
の
頻
度
は
高
ま
る
と
い
え
る
。
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
者
は
同
様
な
経
験
を
有
し
、
共
通
の
意
味
世
界
を
分
有
し
て
い
る

05

@
率
が
高
く
、
そ
れ
だ
け
相
手
を
容
易
に
理
解
で
き
社
会
的
距
離
も
近
く
な
る
。
そ
し
て
、
相
互
作
用
の
頻
度
が
高
ま
れ
ば
逆
に
両
者
の

18　
　
　
　
　
　
「
楓
互
作
用
論
」
の
モ
デ
ル
序
説
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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八

「
関
係
」
を
強
化
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
例
外
的
な
ケ
ー
ス
は
あ
る
。
逸
脱
者
の
よ
う
に
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
付
与
さ
れ
た
者

で
そ
れ
を
払
拭
し
慣
習
的
世
界
に
回
帰
し
よ
う
と
し
て
い
る
者
は
、
同
じ
逸
脱
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
付
与
さ
れ
た
者
を
回
避
し
よ
う
と
す

る
。
「
パ
ッ
シ
ン
グ
」
（
ゴ
フ
マ
ン
）
を
志
向
す
る
者
に
は
同
類
や
事
情
通
こ
そ
最
も
け
む
た
い
存
在
で
あ
る
。
あ
る
い
は
他
者
と
多
く
の

共
通
性
を
有
し
て
い
て
も
、
あ
る
一
点
が
違
っ
て
い
る
た
め
に
そ
の
こ
と
が
気
に
な
っ
て
ど
う
し
て
も
相
互
作
用
が
回
避
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
だ
が
、
い
く
つ
か
の
例
外
は
あ
る
に
し
て
も
、
一
般
的
に
は
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
同
質
で
、
社
会
的
距
離
の
近
い
者
同
士
の
問

で
相
互
作
用
の
量
は
増
え
る
。
社
会
生
活
の
中
心
的
な
価
値
に
近
い
位
置
に
い
る
者
は
そ
れ
に
近
い
者
同
士
で
、
周
辺
的
位
置
を
占
め
る

者
は
そ
の
仲
間
と
、
相
互
作
用
を
深
め
る
傾
向
を
も
つ
。

　
第
二
に
、
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
違
い
が
人
び
と
の
間
に
上
下
的
距
離
を
生
む
と
き
、
上
位
老
と
下
位
老
と
の
相
互
作
用
は
、
　
一
般
に

上
位
者
に
よ
っ
て
そ
の
主
導
権
が
握
ら
れ
る
。
上
位
者
は
下
位
者
に
対
し
て
い
つ
相
互
作
用
を
開
始
し
ま
た
そ
れ
を
中
断
す
る
の
か
、
さ

ら
に
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
相
互
作
用
を
遂
行
す
る
の
か
と
い
っ
た
決
定
権
を
よ
り
多
く
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
上
位
者
と
下
位
者
と
の

間
に
中
間
者
が
存
在
す
る
と
き
、
中
間
者
を
無
視
し
て
上
位
者
と
下
位
者
が
相
互
作
用
を
行
な
う
こ
と
は
、
上
下
関
係
の
秩
序
を
乱
す
こ

と
に
な
り
、
好
ま
し
く
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
ル
ー
ル
を
上
位
者
が
無
視
し
た
と
き
と
下
位
者
が
破
っ
た
と
き
で
は

中
間
者
の
反
作
用
は
異
な
る
。
彼
ら
は
下
位
者
の
直
訴
に
対
し
て
強
い
反
作
用
を
示
す
だ
ろ
う
。

　
第
三
は
、
分
業
と
相
互
作
用
と
の
関
連
で
あ
る
。
人
び
と
が
行
な
う
労
働
や
役
割
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
と
彼
ら
の
間
に

「
分
業
」
が
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
イ
ゼ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
社
会
分
化
と
い
う
概
念
は
、
通
常
、
ω
さ
ま
ざ
ま
な

特
徴
を
も
っ
た
入
び
と
が
異
な
っ
た
課
業
を
遂
行
し
、
異
な
っ
た
役
割
を
占
有
す
る
と
い
う
事
実
、
②
こ
れ
ら
の
課
業
と
役
割
が
さ
ま
ざ

ま
な
形
で
密
接
に
相
互
に
関
連
し
て
い
る
と
い
う
事
実
」
を
含
む
（
ω
・
2
・
国
忌
ロ
ω
欝
毒
心
。
織
畠
N
b
暮
、
§
§
職
§
§
賊
砺
讐
ミ
ミ
§
職
§
”

ω
8
詳
男
。
3
ヨ
。
。
ロ
§
山
O
。
ヨ
窟
昌
ざ
お
刈
ド
丹
下
隆
一
・
長
田
攻
一
訳
『
社
会
分
化
と
成
層
』
、
早
大
土
版
会
、
一
九
八
二
年
、
五
－
六
頁
）
。
デ
イ
ビ

ス
ら
の
誤
謬
は
、
か
つ
て
高
田
が
示
し
た
よ
う
に
社
会
に
対
す
る
「
貢
献
」
と
し
て
の
「
分
業
」
と
社
会
よ
り
受
取
る
「
享
楽
」
と
し
て



　
　
の
「
階
級
差
」
（
高
里
罰
壁
書
、
七
一
頁
）
と
を
区
別
せ
ず
に
、
社
会
成
層
を
も
っ
ぱ
ら
「
貢
献
」
か
ら
捉
え
た
点
に
あ
る
が
、
分
業
は
各

　
　
自
の
役
割
の
相
互
依
存
を
通
じ
て
、
社
会
に
貢
献
す
る
。
そ
し
て
、
分
業
が
進
展
す
れ
ば
人
び
と
の
生
活
は
分
業
に
依
存
す
る
度
合
を
高

　
　
め
、
他
者
を
ま
す
ま
す
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
依
存
の
必
要
性
は
行
為
者
の
相
互
作
用
の
頻
度
を
高
め
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

　
　
か
な
ら
ず
し
も
直
接
的
な
相
互
作
用
の
増
大
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
、
増
大
す
る
の
は
多
く
の
人
を
媒
介
に
し
た
間
接
的
な
粗
互
作
用

　
　
で
あ
る
。
分
業
の
進
展
し
た
社
会
生
活
で
は
、
自
己
の
労
働
や
役
割
に
直
接
関
連
し
た
人
と
相
互
作
用
し
て
も
、
多
く
の
人
と
は
間
接
的

　
　
に
し
か
結
び
つ
か
な
い
。
分
業
は
直
接
的
な
相
互
作
用
を
す
る
相
手
を
限
定
す
る
傾
向
を
示
す
。
分
業
は
役
割
の
分
化
を
意
味
し
て
も
、

　
　
個
性
の
分
化
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
仕
事
や
役
割
に
拘
束
さ
れ
て
狭
い
範
囲
の
人
と
だ
け
相
互
作
用
す
る
こ
と
は
、
人
び
と
を
逆

　
　
に
同
質
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
面
　
時
問
的
側
面

　
　
　
時
間
も
相
互
作
用
の
様
相
を
規
定
す
る
。
第
一
に
、
相
互
作
用
に
消
費
さ
れ
る
単
位
時
問
の
長
さ
や
頻
度
や
反
復
性
は
相
互
作
用
に
一

　
　
定
の
性
格
を
与
え
る
。
例
え
ば
、
定
期
的
に
反
復
さ
れ
る
相
互
作
用
は
、
標
準
化
さ
れ
た
ル
ー
ル
や
パ
タ
ー
ン
に
従
っ
て
遂
行
さ
れ
る
よ

　
　
う
に
な
る
。
ま
た
あ
る
時
期
に
時
間
の
大
半
を
投
入
し
て
（
同
時
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
投
入
し
て
）
な
さ
れ
た
相
互
作
用
は
ル
ー
テ
ィ
ン
化

　
　
し
た
そ
れ
と
違
っ
て
、
情
熱
的
な
様
相
を
帯
び
、
そ
れ
に
関
与
し
た
行
為
者
に
強
い
印
象
を
残
し
や
す
い
。
さ
ら
に
、
あ
る
人
が
短
時
間

　
　
の
間
に
多
く
の
人
と
の
相
互
作
用
を
こ
な
そ
う
と
す
る
こ
と
は
機
械
的
な
相
互
作
用
、
冷
や
か
な
相
互
作
用
の
ス
タ
イ
ル
を
そ
れ
に
強
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
る
。
そ
の
人
は
相
手
を
人
と
し
て
よ
り
物
と
し
て
扱
う
。
デ
ソ
ジ
ソ
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、
そ
の
人
は
土
突
と
と
も
に
相
互
作
用
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
（
巨
Φ
冨
g
冒
α
q
三
豊
雪
。
些
Φ
H
）
の
で
は
な
く
、
物
と
し
て
の
他
者
を
志
向
し
て
相
互
作
用
す
る
（
葺
臼
・
。
9
冒
σ
q
導
き
。
昏
ω
同
）
よ
う
に
な

　
　
（
6
）

　
　
る
。

　
　
　
第
二
に
、
時
の
流
れ
の
中
に
生
き
る
人
間
は
現
在
の
中
に
過
去
や
未
来
を
取
り
入
れ
て
行
為
す
る
が
、
行
為
者
の
構
成
す
る
時
間
的
パ

07

@
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
は
相
互
作
用
の
様
相
に
一
定
の
性
格
を
与
、
兄
る
。
例
・
兄
ば
過
去
の
苦
い
経
験
を
現
在
の
行
為
に
際
し
て
も
一
つ
の
教
訓

18　
　
　
　
　
　
「
相
互
作
用
論
」
の
モ
デ
ル
序
説
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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〇

と
し
て
意
味
づ
け
て
い
る
者
は
そ
れ
と
類
似
し
た
状
況
に
お
い
て
は
相
互
作
用
を
用
心
深
く
慎
重
に
遂
行
し
て
い
く
。
あ
る
い
は
、
未
来

へ
の
展
望
を
欠
き
今
の
瞬
問
の
み
に
生
き
よ
う
と
す
る
者
は
、
お
そ
ら
く
他
者
と
の
相
互
作
用
に
際
し
て
も
大
胆
な
行
為
が
可
能
と
な
る

だ
ろ
う
。
行
為
者
の
有
す
る
時
間
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
は
そ
の
人
の
相
互
作
用
の
ス
タ
イ
ル
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
「
数
量
」
「
空
間
」
「
時
間
」
と
い
っ
た
諸
側
面
が
相
互
作
用
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
若
干
述
べ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ

ら
が
完
全
に
椙
互
作
用
の
様
相
を
規
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
相
互
作
用
の
現
実
の
遂
行
に
際
し
て
は
少
な
く
と
も
十
分
考
慮
し
て
お

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

く
必
要
が
あ
る
条
件
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
い
ま
一
つ
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
諸
側
面
は
一
応
説
明
の
便
宜
上
分
け
て

述
べ
て
き
た
が
、
現
実
に
は
こ
れ
ら
は
合
体
し
て
、
相
互
作
用
の
現
実
の
様
相
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ば
、
社
会
学
的
に
興
味
深
い
一
つ
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
待
ち
無
間
」
（
≦
舞
舞
σ
Q
）
を
取
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
大
規
模
な
病
院
で
の
医
師
と

患
者
と
の
相
互
作
用
に
お
い
て
は
、
多
く
の
人
が
長
時
間
待
た
さ
れ
た
あ
げ
く
、
ご
く
短
い
診
察
時
間
に
不
満
を
い
だ
く
経
験
を
有
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
起
る
の
は
、
「
数
量
」
「
空
問
」
「
時
間
」
と
い
っ
た
諸
側
面
が
相
互
作
用
の
様
絹
に
及
ぼ
す
影
響
か
ら
か
な
り

説
明
さ
れ
る
。

　
ま
ず
、
医
師
に
対
す
る
患
者
側
の
数
量
の
多
さ
が
指
摘
で
き
る
。
医
師
一
人
に
対
し
て
一
日
五
十
人
以
上
の
患
者
が
つ
め
か
け
て
く
れ

ぽ
、
医
師
の
側
は
順
番
を
つ
け
て
患
者
を
迅
速
に
診
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
、
両
者
の
相
互
作
用
に
お
い
て
は
必
要
以
上
の

患
者
を
か
か
え
て
い
る
医
師
と
少
し
で
も
早
く
病
気
の
回
復
を
願
う
患
者
側
と
で
は
そ
の
立
場
は
異
な
る
。
医
師
は
患
者
に
対
し
て
上
位

の
立
場
に
あ
る
。
少
し
ぐ
ら
い
患
者
が
減
少
し
て
も
経
営
上
な
ん
ら
影
響
を
受
け
な
い
と
い
う
経
済
的
な
面
か
ら
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に

医
師
は
専
門
家
と
し
て
の
高
い
社
会
的
威
信
を
与
え
ら
れ
、
「
治
療
す
る
者
」
と
し
て
一
定
の
権
限
を
有
し
て
い
る
。
医
師
と
患
者
と
の

社
会
的
距
離
は
へ
だ
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
数
量
と
社
会
帥
距
離
の
側
面
が
か
さ
な
っ
て
、
医
師
は
患
者
を
長
時
間
待
た
せ
、

し
か
も
実
際
の
診
察
時
間
は
き
わ
め
て
短
時
間
で
す
ま
さ
れ
、
そ
の
時
間
的
欄
約
に
よ
っ
て
機
械
的
な
栢
互
作
用
に
終
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
側
面
で
条
件
づ
け
ら
れ
た
包
摂
作
用
が
回
避
さ
れ
る
の
は
急
患
の
よ
う
な
「
緊
急
事
態
」
（
①
ヨ
Φ
円
σ
q
①
づ
O
罵
）
か
、
医
師
よ
り
も
社
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会
的
位
置
の
高
い
人
や
特
別
な
知
り
合
い
の
者
が
患
者
と
な
る
場
合
で
あ
る
。

空
間
、
時
間
に
よ
る
規
定
に
従
う
よ
う
に
な
る
。

六
　
相
互
作
用
の
二
側
面

そ
れ
以
外
の
医
師
と
患
者
と
の
相
互
作
用
の
様
相
は
数
量
、

　
相
互
作
用
の
中
核
は
「
有
意
味
シ
ン
ボ
ル
」
を
媒
介
に
し
た
「
影
響
i
応
答
過
程
」
に
あ
る
が
、
こ
う
し
た
過
程
は
完
全
に
真
空
状
態

の
下
で
遂
行
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
相
互
作
用
に
関
与
す
る
行
為
者
（
精
神
や
自
己
を
有
す
る
主
体
）

は
意
味
世
界
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、
相
互
作
用
の
数
量
、
空
間
、
時
間
と
い
っ
た
側
面
に
よ
っ
て
も
常
に
一
定
程
度
条
件
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
相
互
作
用
の
遂
行
過
程
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
そ
の
過
程
自
体
の
分
析
と
と
も
に
そ
れ
に
一
定
の
影
響
を
与
え
る
、
意
味

世
界
や
数
量
・
空
間
・
時
間
的
側
面
の
把
握
を
必
要
と
す
る
。

　
わ
れ
わ
れ
の
こ
う
し
た
立
場
が
高
田
保
馬
の
「
社
会
関
係
論
」
や
ブ
ル
ー
マ
ー
の
「
シ
ン
ボ
リ
ヅ
ク
相
互
作
用
論
」
と
ど
の
よ
う
な
関

連
を
有
す
る
の
か
に
つ
い
て
こ
こ
で
若
干
述
べ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
高
田
は
社
会
関
係
を
「
人
々
の
問
の
用
意
（
N
鼠
ω
昏
窪
鑓
①
誹
。
臣
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

。
冨
b
d
臼
Φ
諺
。
冨
ε
」
と
定
義
し
、
人
び
と
の
こ
う
し
た
持
続
的
な
心
の
用
意
で
あ
る
社
会
関
係
を
背
後
に
し
て
相
互
作
用
が
遂
行
さ
れ

る
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
高
田
に
よ
れ
ば
社
会
学
的
考
察
の
中
心
を
な
す
も
の
は
相
互
作
用
で
は
な
く
て
社
会
関
係
で
あ
る
。
そ
の

理
由
と
し
て
、
博
士
は
ω
社
会
過
程
（
相
互
作
用
）
な
く
し
て
社
会
関
係
は
存
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
後
者
な
く
し
て
前

者
の
み
存
立
す
る
こ
と
を
思
い
浮
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
㈲
私
共
が
相
手
に
対
し
て
い
か
な
る
作
用
に
出
る
か
は
、
彼
に
対
し
て

有
す
る
関
係
に
よ
っ
て
既
に
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
二
四
九
頁
）
を
あ
げ
る
。
社
会
学
的
考
察
に
と
っ
て
眼
を
注
ぐ
べ
き
第
一
の
点
は

社
会
関
係
で
あ
っ
て
、
相
互
作
用
は
従
た
る
も
の
で
あ
る
と
み
る
。

　
「
私
は
社
会
過
程
又
は
相
互
作
用
に
よ
り
て
種
々
な
る
関
係
の
変
改
せ
ら
れ
、
な
い
し
創
造
せ
ら
る
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な

　
い
。
然
れ
ど
も
そ
れ
だ
か
ら
社
会
関
係
は
す
べ
て
根
互
作
用
か
ら
作
ら
れ
そ
の
中
か
ら
生
れ
出
る
の
だ
と
云
う
主
張
を
否
認
す
る
。
子

　
　
　
　
「
相
互
作
用
論
」
の
モ
デ
ル
序
説
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
二
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は
親
に
諌
言
し
て
夜
驚
、
其
性
格
の
上
に
変
化
を
及
ぼ
す
こ
と
は
出
来
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
し
て
親
は
子
が
作
る
も
の
だ
と
は
云
は

　
れ
ま
い
。
子
の
概
念
そ
の
も
の
が
本
質
的
に
親
の
既
存
を
予
想
す
る
。
こ
れ
と
同
じ
く
、
相
互
作
用
は
相
互
関
係
の
上
に
変
改
を
加
へ

　
る
け
れ
ど
も
、
相
互
作
用
の
本
質
が
す
で
に
関
係
の
既
存
を
予
想
す
る
。
相
互
の
作
用
す
る
背
後
に
は
一
定
の
態
度
が
ひ
そ
む
。
こ
の

　
態
度
は
関
係
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
相
互
関
係
を
前
提
と
せ
ざ
る
相
互
作
用
を
考
え
る
の
は
、
訳
な
き
鈴
音
を
考
え
る
が

　
如
き
も
の
で
あ
る
。
L
（
二
五
五
頁
）

　
「
社
会
関
係
し
を
人
び
と
の
間
で
意
識
的
あ
る
い
は
意
識
の
背
景
に
あ
る
持
続
的
な
態
度
の
用
意
で
あ
る
と
い
う
高
田
の
捉
え
方
は
、

人
び
と
に
共
通
の
反
応
へ
の
用
意
（
摘
態
度
）
を
喚
び
起
す
も
の
と
し
て
の
「
意
味
世
界
」
の
概
念
と
近
似
し
て
い
る
。
相
互
作
用
を

「
意
味
世
界
」
と
の
関
連
で
捉
え
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
立
場
は
、
「
社
会
関
係
」
の
下
で
相
互
作
用
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
高
田
の
立

場
と
共
通
す
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
と
高
田
の
そ
れ
と
の
基
本
的
な
違
い
は
相
互
作
用
に
与
え
る
位
置
の
重
要
性
で
あ
る
。
高

田
に
と
っ
て
、
相
互
作
用
は
社
会
関
係
に
対
し
て
従
の
位
置
を
占
め
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
相
互
作
用
論
で
は
逆
に
そ
れ
に
中
心
的
な

位
置
を
与
え
る
。
高
田
は
社
会
関
係
な
く
し
て
相
互
作
用
の
み
存
立
す
る
こ
と
は
思
い
浮
ば
ぬ
と
述
べ
て
い
る
が
、
し
か
し
現
実
に
は
未

知
の
人
と
の
出
会
い
の
よ
う
に
関
係
ぬ
き
の
相
互
作
用
の
成
立
も
あ
り
え
る
。
さ
ら
に
、
高
照
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
関
係
は
相

互
作
用
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
る
余
地
を
有
し
て
お
り
、
現
実
の
社
会
生
活
の
リ
ア
ル
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
姿
は
社
会
関
係
の
レ
ベ
ル
で
は

な
く
、
相
互
作
用
過
程
へ
の
注
視
に
よ
っ
て
よ
り
把
握
さ
れ
る
。
ま
た
、
高
田
は
親
子
関
係
を
前
提
と
し
な
い
親
子
の
相
互
作
用
は
あ
り

え
な
い
と
い
う
が
、
そ
も
そ
も
親
子
関
係
が
形
成
す
る
前
に
一
組
の
男
女
の
指
笛
作
用
を
通
じ
て
夫
婦
関
係
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
相
互

作
用
は
社
会
関
係
を
単
に
改
変
す
る
だ
け
で
な
く
そ
の
前
提
、
そ
れ
を
生
む
母
体
で
あ
る
と
い
う
立
場
も
可
能
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
パ

ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
は
社
会
生
活
の
基
本
的
過
程
を
相
互
作
用
に
求
め
る
立
場
で
あ
る
。

　
他
方
、
ブ
ル
ー
マ
ー
は
相
互
作
用
そ
れ
自
身
の
独
自
な
形
成
過
程
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
構
造
の
諸
要
因
（
社
会
的
位
置
、

地
位
に
伴
う
要
請
、
社
会
的
役
割
、
文
化
的
規
定
、
規
範
、
価
値
、
社
会
的
圧
力
、
藥
団
連
繋
）
や
心
理
的
諸
要
因
（
刺
激
、
態
度
、
意



　
　
識
的
・
無
意
識
的
動
機
、
心
理
的
イ
ン
プ
ッ
ト
、
知
覚
と
認
識
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
組
織
）
に
還
元
し
て
行
為
や
相
互
作
用
を
説
明
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
彼
は
「
心
理
学
的
あ
る
い
は
社
会
学
的
説
明
の
い
ず
れ
も
が
、
行
為
す
る
人
間
に
と
っ
て
の
事
物
の
意
味
が
彼
ら

　
　
の
行
為
を
説
明
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
他
の
諸
要
因
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
た
り
見
え
な
く
さ
れ
て
い
る
」
（
や
ω
）
と
論
難
す
る
。
彼
に
と

　
　
っ
て
、
試
着
作
用
は
他
者
の
指
示
に
機
械
的
に
反
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
解
釈
を
伴
う
「
自
分
自
身

　
　
と
の
相
互
作
用
」
を
通
じ
て
、
形
成
さ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
面
接
的
な
相
互
作
用
だ
け
で
な
く
、
ブ
ル
ー
マ
ー
が
「
協

　
　
同
行
為
」
（
U
O
一
μ
け
　
p
o
O
け
戸
O
鵠
）
と
よ
ぶ
も
の
、
す
な
わ
ち
集
団
生
活
に
参
加
す
る
行
為
者
が
そ
れ
ぞ
れ
集
団
で
占
め
る
位
置
か
ら
行
な
う
行

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
為
の
相
互
連
関
に
お
い
て
も
同
様
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
（
慧
■
H
①
～
b
。
O
）
。
彼
ら
の
協
同
行
為
は
、
ブ
ル
ー
マ
ー
に
よ
れ
ぽ
、
機
械
的
に

　
　
反
復
さ
れ
る
も
の
で
も
、
そ
の
集
団
の
内
的
力
学
や
シ
ス
テ
ム
の
機
能
要
件
に
従
っ
て
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
協
同
行
為

　
　
を
支
え
る
行
為
者
が
有
す
る
意
味
や
「
状
況
の
定
義
」
に
基
づ
い
て
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
行
為
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
か
ら
絶
え

　
　
ず
そ
の
状
況
の
意
味
を
解
釈
し
、
再
定
義
し
、
意
味
を
構
成
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
ブ
ル
ー
マ
ー
は
相
互
作
用
を
行
為
老
の
解
釈
過
程
に
よ
る
絶
え
ざ
る
形
成
過
程
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
。
相
互
作
用
は
な
ん
ら
か
の

　
　
要
因
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
り
起
動
因
を
与
え
ら
れ
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
行
為
者
が
「
自
己
と
の
相
互
作
用
」
を
通
じ
て
意
味
を
構

　
　
成
し
、
行
為
を
選
択
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ー
マ
ー
の
こ
う
し
た
立
場
は
相
互
作
用
よ
り
も
そ
の
背
後

　
　
に
あ
る
社
会
関
係
を
重
視
し
た
高
田
保
馬
と
対
照
的
な
位
置
に
あ
る
。
高
田
に
と
っ
て
は
機
会
関
係
を
前
提
と
し
な
い
相
互
作
用
は
考
え

　
　
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
ブ
ル
ー
マ
ー
は
相
互
作
用
の
独
自
な
形
成
過
程
を
強
調
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
立
場
は
、
相
互
作
用
の
形
成

　
　
過
程
を
重
視
す
る
と
い
う
点
で
は
、
ブ
ル
ー
マ
ー
の
立
場
に
近
い
。
し
か
し
、
彼
と
わ
れ
わ
れ
の
相
互
作
用
論
と
は
基
本
的
に
次
の
三
点

　
　
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
第
一
に
、
わ
れ
わ
れ
は
相
互
作
用
を
そ
れ
を
制
約
す
る
も
の
を
無
視
し
て
行
為
者
の
解
釈
過
程
の
み
に
解
消
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る

　
　
と
考
え
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
相
互
作
用
は
一
定
の
意
味
世
界
や
相
互
作
用
の
数
量
的
、
空
間
的
、
時
間
的
側
面
に
よ
っ

鋤
1　

　
　
　
　
　
「
相
互
作
用
論
」
の
モ
デ
ル
序
説
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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三
四

て
も
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
全
く
無
視
し
て
、
行
為
者
の
解
釈
過
程
か
ら
の
み
相
互
作
用
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
意

味
世
界
の
綱
度
化
に
よ
っ
て
行
為
者
は
「
一
般
化
さ
れ
た
他
者
の
態
度
」
を
そ
れ
ぞ
れ
想
起
し
な
が
ら
相
互
作
用
に
参
加
し
て
い
る
し
、

相
互
作
用
の
参
加
者
の
数
量
は
お
の
ず
と
相
互
作
用
の
ス
タ
イ
ル
を
欄
約
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
第
工
に
、
相
互
作
用
と
い
っ
て
も
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
が
み
ら
れ
る
。
ブ
ル
ー
マ
ー
は
相
互
作
用
を
も
っ
ぱ
ら
行
為
者
に
よ

る
解
釈
過
程
を
通
じ
て
双
方
の
行
為
の
適
応
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
く
も
の
と
し
て
捉
え
た
が
、
こ
う
し
た
相
互
適
応
な
い
し
は
行
為

者
が
共
に
遂
行
す
る
共
働
活
動
（
O
O
P
O
け
一
〇
口
）
と
し
て
の
相
互
作
用
に
は
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
が
み
ら
れ
る
。
有
意
味
シ
ン
ボ
ル
を
媒
介
に

し
た
影
響
－
応
答
過
程
を
通
じ
て
構
成
さ
れ
て
い
く
相
互
作
用
は
意
味
世
界
な
ど
に
よ
る
制
約
と
同
時
に
行
為
者
の
解
釈
過
程
を
程
度
の

差
こ
そ
あ
れ
伴
っ
て
い
る
。
相
互
作
用
の
形
成
過
程
は
そ
れ
を
制
約
す
る
も
の
と
行
為
者
の
解
釈
過
程
の
分
析
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
る
が
、

相
互
作
用
の
多
様
な
様
相
を
知
る
た
め
に
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
相
互
作
用
の
諸
タ
イ
プ
を
区
別
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
相
互
作

用
を
制
約
し
て
い
る
条
件
や
行
為
者
に
よ
る
解
釈
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
の
絹
平
作
用
が
人
び
と
の
問
に
形
成
さ
れ
て

く
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
わ
れ
わ
れ
は
多
様
な
タ
イ
プ
を
含
む
一
連
の
相
互
作
用
及
び
そ
の
連
関
は
人
び
と
の
社
会
生
活
に
持
続
的
で
な
ん
ら
か
の
統

一
性
の
あ
る
関
係
形
象
を
生
み
出
す
と
考
え
る
。
ブ
ル
ー
マ
ー
が
相
互
作
用
の
形
成
過
程
を
語
る
場
合
に
は
、
行
為
者
の
解
釈
過
程
を
伴
う

相
互
適
応
に
よ
る
相
互
作
用
の
形
成
と
い
う
こ
と
に
も
っ
ぱ
ら
そ
の
関
心
が
集
中
し
た
。
確
か
に
相
互
作
用
の
形
成
に
は
そ
う
し
た
ミ
ク

ロ
な
相
互
適
応
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
が
、
相
互
作
用
の
重
要
な
意
義
は
そ
れ
だ
け
に
解
消
さ
れ
な
い
。
梢
互
作
用
は
他
者
と
の
間
に
一
連

の
共
働
活
動
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
び
と
の
間
に
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
な
ん
ら
か
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
関
係
形
象
を
構
成
す
る

こ
と
が
あ
る
。
相
互
作
用
の
形
成
的
側
面
に
は
社
会
生
活
に
お
け
る
一
定
の
客
観
的
な
形
象
の
構
成
と
い
う
点
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
ジ
ソ
メ
ル
の
「
形
式
」
（
閏
。
目
ヨ
）
の
概
念
と
も
関
連
し
て
く
る
。
も
っ
と
も
、
「
形
式
」
は
ジ
ソ
メ
ル
の
方
法
論
の
中
で
も

最
も
重
要
な
洞
察
で
あ
る
が
、
同
時
に
彼
の
概
念
装
置
の
中
で
最
も
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ヅ
ク
な
も
の
と
も
い
わ
れ
る
。
G
・
オ
ー
ク
ス



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
（
9
0
島
①
。
。
）
に
よ
れ
ば
、
ジ
ン
メ
ル
の
「
形
式
」
と
い
う
概
念
に
は
少
な
く
と
も
三
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
第
一
は
構

　
　
成
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
第
二
は
講
成
的
活
動
な
い
し
は
構
成
過
程
で
あ
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
諸
形
式
が
生
み
出
さ
れ
る
。

　
　
第
三
は
一
定
の
構
成
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
描
か
れ
た
も
の
と
し
て
の
世
界
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
歴
史

　
　
は
こ
れ
ら
三
つ
の
意
味
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
形
式
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
歴
史
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
カ
テ

　
　
ゴ
リ
ー
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
は
歴
史
的
知
識
の
対
象
と
し
て
経
験
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
歴
史
的
溝
成
自
体
の
活
動
に
つ

　
　
い
て
言
及
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
歴
史
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
歴
史
的
現
象
の
世
界
を
言
及
す
る
も
の

　
　
で
あ
る
」
（
娼
．
H
O
）
。

　
　
　
D
・
N
・
レ
ヴ
ィ
ン
は
「
内
容
」
と
対
比
さ
れ
る
ジ
ン
メ
ル
の
「
形
式
」
を
「
経
験
の
生
の
素
材
か
ら
諸
要
素
を
選
択
し
、
そ
し
て
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
れ
ら
を
は
っ
き
り
し
た
統
一
体
へ
と
形
成
す
る
統
合
化
原
理
（
ω
巻
匪
鼠
N
ヨ
ゆ
q
℃
旨
。
ぢ
一
。
。
。
）
で
あ
る
」
と
み
る
。
そ
し
て
、
彼
は
こ
の
点
で

　
　
は
「
形
式
」
は
カ
ン
ト
の
認
識
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
同
一
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
「
形
式
」
は
第
一
に
認
識
の
領
域
の
み

　
　
な
ら
ず
人
間
の
経
験
の
い
か
な
る
次
元
を
も
す
べ
て
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
「
形
式
」
は
固
定
し
た
も
の
で
も
不
変

　
　
の
も
の
で
も
な
く
て
創
発
的
で
発
展
的
で
そ
し
て
お
そ
ら
く
時
の
経
過
と
と
も
に
消
滅
す
る
と
い
う
点
で
、
そ
れ
と
は
眠
別
さ
れ
ね
ば
な

　
　
ら
な
い
と
み
る
。
ジ
ソ
メ
ル
の
「
形
式
」
概
念
は
こ
の
よ
う
に
複
雑
な
解
釈
の
余
地
を
有
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
認
識
の
次
元
だ
け
で

　
　
な
く
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
も
含
め
て
「
形
式
」
を
濯
え
る
レ
ヴ
ィ
ン
の
解
釈
に
一
応
従
う
。
ジ
ソ
メ
ル
は
「
社
会
」
が
な
ん
ら
か
の
統

　
　
一
体
と
し
て
形
成
さ
れ
る
過
程
を
「
社
会
化
」
と
す
る
が
、
こ
の
「
社
会
化
し
に
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
種
々
の
関
心
や
動
機
を
有
す
る

　
　
諸
個
人
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
間
に
展
開
さ
れ
る
相
互
作
用
が
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
と
み
る
。
「
社
会
化
の
形
式
」
つ
ま
り
相
互
作

　
　
用
の
統
合
化
の
作
用
に
よ
っ
て
「
社
会
し
は
構
成
さ
れ
る
。
「
社
会
化
の
形
式
」
と
し
て
の
相
互
作
用
は
人
び
と
の
間
で
そ
の
程
度
は
さ

　
　
ま
ざ
ま
で
あ
り
ま
た
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、
な
ん
ら
か
の
統
一
の
あ
る
形
態
を
生
み
出
す
。
相
互
作
用
は
単
に
行
為
者
の
解
釈

13

@
過
程
を
伴
う
相
互
適
応
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
の
「
形
式
」
と
い
う
点
か
ら
捉
え
れ
ば
、
一
連
の
相
互
作
用
は
個
性
的
で
な
ん
ら

18　
　
　
　
　
　
「
相
互
作
用
論
」
の
モ
デ
ル
序
説
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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折
ハ
学
柵
耕
究
　
鱒
弟
五
百
五
十
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
工
ハ

か
の
統
一
性
の
あ
る
形
象
（
意
識
に
基
づ
く
関
係
形
象
）
を
人
び
と
の
問
に
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
社
会
関
係
論
や
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
相
互
作
用
論
と
の
対
比
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
相
互
作
用
論
の
立
場
を
閉
ら
か
に
し
て
き
た
。

相
互
作
用
は
全
く
自
由
に
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
制
約
さ
れ
て
い
る
。
相
互
作
用
を
条
件
づ
け
る
も
の
は

「
一
般
化
さ
れ
た
他
者
の
態
度
」
を
行
為
老
に
喚
び
起
す
「
意
味
世
界
」
や
、
相
互
作
用
の
「
数
量
」
「
空
間
」
「
時
聞
」
等
か
ら
の
隠
約

で
あ
る
。
こ
う
し
た
制
約
の
下
で
、
相
互
作
用
は
行
為
者
間
の
反
応
の
適
合
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
、
さ
ら
に
相
互
作
用
は
人
び
と
の
間
に

な
ん
ら
か
の
統
一
性
の
あ
る
社
会
形
象
を
生
み
出
す
。
そ
し
て
こ
う
し
た
相
互
作
用
や
統
一
態
の
構
成
過
程
を
通
じ
て
対
象
の
意
味
の
変

化
や
ひ
い
て
は
意
味
世
界
自
体
の
変
容
を
伴
う
こ
と
も
あ
る
。
相
互
作
用
は
二
つ
の
側
面
－
制
約
的
側
面
と
形
成
的
側
面
1
の
関
連

の
申
で
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
以
下
で
は
相
互
作
用
の
二
つ
の
側
面
に
留
意
し
て
相
互
作
用
の
諸
タ
イ
プ
と
、
一
連
の
相
互
作
用
を
通
じ

て
入
び
と
の
間
で
構
成
さ
れ
る
関
係
形
象
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

七
　
相
互
作
用
の
タ
イ
プ
と
関
係
形
象

　
〔
相
互
作
用
の
タ
イ
プ
〕

　
一
口
に
相
互
作
用
と
い
っ
て
も
多
様
な
タ
イ
プ
が
あ
る
。
ニ
ス
ベ
ッ
ト
が
言
う
よ
う
に
「
純
粋
に
経
験
主
義
的
な
立
場
に
た
つ
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

な
ら
、
相
互
作
用
の
タ
イ
プ
の
数
は
、
人
間
の
出
会
い
の
数
と
同
じ
だ
け
あ
る
こ
と
に
な
る
」
。
し
か
し
、
相
互
作
用
の
タ
イ
プ
は
い
く

つ
か
の
視
点
か
ら
分
類
で
ぎ
る
。

　
古
く
か
ら
の
相
互
作
用
の
分
類
と
し
て
は
、
「
対
面
的
あ
る
い
は
直
接
的
相
互
作
用
」
と
「
間
接
的
相
互
作
用
」
が
あ
る
。
「
対
面
的
相

互
作
用
」
で
も
ゴ
フ
マ
ン
が
区
別
し
た
よ
う
に
、
「
焦
点
の
定
ま
ら
な
い
相
互
作
用
」
（
眉
白
隔
O
O
信
。
り
O
仙
　
一
⇔
け
Φ
『
鋤
O
け
一
〇
P
）
と
「
焦
点
の
定
ま
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

相
互
作
用
」
（
瓶
O
O
q
o
α
O
侮
　
　
一
脂
け
O
門
鋤
O
四
一
〇
嵩
）
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
「
そ
の
場
に
い
る
捌
の
人
が
自
分
の
視
野
に
入
る
時
に
、
そ
の
人
を
一

瞬
ち
ら
り
と
見
て
、
そ
の
人
に
関
す
る
情
報
を
集
め
る
場
合
に
起
こ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
人
び
と



　
　
が
「
話
を
交
互
に
し
な
が
ら
注
意
を
単
一
の
焦
点
に
維
持
し
よ
う
と
は
っ
き
り
協
力
し
合
う
場
合
に
起
こ
る
相
互
作
用
」
で
あ
る
（
ワ
鉾

　
　
訳
書
二
七
頁
）
。

　
　
　
相
互
作
用
の
タ
イ
プ
は
そ
の
遂
行
過
程
か
ら
み
て
「
ル
ー
テ
ィ
ン
的
相
互
作
用
」
と
「
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
相
互
作
用
」
と
に
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
け
ら
れ
る
（
ト
頃
Φ
同
ω
。
。
）
。
前
老
は
人
び
と
に
な
じ
み
の
あ
る
状
況
で
慣
れ
た
役
割
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
作
用
が
円
滑
に
遂

　
　
行
さ
れ
て
い
く
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
後
宮
は
椙
互
作
用
を
行
な
う
者
同
士
の
「
状
況
の
定
義
」
が
食
い
違
っ
て
い
た
り
、
各
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
に
付
与
さ
れ
た
役
割
が
「
過
重
」
で
あ
っ
た
り
、
「
役
割
葛
藤
」
に
陥
る
こ
と
で
、
相
互
作
用
が
困
難
に
な
る
場
合
で
あ
る
。

　
　
　
こ
う
し
た
相
互
作
用
の
タ
イ
プ
に
お
い
て
も
相
互
作
用
の
二
側
面
が
そ
れ
ぞ
れ
含
ま
れ
て
い
る
。
ゴ
フ
マ
ソ
は
「
焦
点
の
定
ま
ら
な
い
」

　
　
「
焦
点
の
定
ま
っ
た
相
互
作
用
」
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
そ
れ
を
行
な
う
者
は
「
状
況
適
合
性
の
規
則
」
（
。
・
ぎ
銭
呂
巴
箕
8
驚
θ
一
①
の
）
、

　
　
す
な
わ
ち
公
共
の
場
面
に
居
合
わ
せ
る
人
び
と
が
従
う
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
礼
儀
作
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
詳
細

　
　
に
展
開
し
て
い
る
。
相
互
作
用
の
状
況
で
は
行
為
者
は
「
状
況
に
必
要
な
役
割
を
に
な
い
、
状
況
の
中
に
い
る
間
は
役
割
に
徹
し
て
状

　
　
況
か
ら
正
式
に
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
は
、
た
と
え
散
漫
で
あ
っ
て
も
、
状
況
に
適
合
す
る
よ
う
に
要
求
さ
れ
る
」
（
O
。
塗
露
国
戸

　
　
ロ
．
・
。
α
．
訳
書
二
八
頁
）
。
こ
の
規
則
に
は
状
況
に
よ
っ
て
「
き
び
し
い
規
則
」
と
「
ゆ
る
や
か
な
規
則
」
と
が
あ
る
に
せ
よ
、
相
互
作
用
の

　
　
遂
行
者
達
は
規
則
に
規
制
さ
れ
て
、
「
儀
礼
的
無
関
心
」
（
O
周
く
一
一
　
一
嵩
⇔
⇔
け
①
】
P
け
同
O
旨
）
を
装
っ
た
り
（
。
湯
引
。
）
、
相
乎
と
か
か
わ
り
を
も
っ
た
り

　
　
す
る
が
、
同
時
に
さ
ま
ざ
ま
な
策
略
を
め
ぐ
ら
し
、
規
則
を
く
ぐ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
行
為
を
し
た
り
、
時
に
は
「
漂
流
」
－
相
互
作
用

　
　
過
程
で
絹
手
や
そ
の
状
況
に
歩
調
を
合
わ
せ
ず
そ
の
場
面
か
ら
遊
離
し
て
い
く
こ
と
（
ワ
嵩
昏
．
訳
書
一
八
三
頁
）
1
な
ど
も
行
な
う
。

　
　
　
「
ル
ー
テ
ィ
ン
上
谷
互
作
用
」
と
「
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
相
互
作
用
」
の
区
別
も
相
互
作
用
の
二
面
性
と
関
連
し
て
い
る
。
行
為

　
　
者
間
の
「
状
況
の
定
義
」
が
分
裂
し
た
り
、
役
割
の
付
与
が
不
適
切
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
る
「
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
相

　
　
．
互
作
用
」
は
「
意
味
世
界
」
の
様
相
と
関
連
し
て
い
る
。
「
意
味
世
界
」
が
分
裂
し
た
り
、
矛
盾
し
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
役
割
の
配
分

15

@
の
ル
ー
ル
が
曖
昧
で
あ
っ
た
り
、
矛
盾
し
て
い
る
と
き
に
、
こ
の
種
の
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
状
況
が
生
じ
る
。
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ッ

ー8　
　
　
　
　
　
「
相
互
作
用
論
」
の
モ
デ
ル
序
説
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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哲
学
研
究
第
五
百
五
十
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

ク
な
状
況
に
対
処
す
る
た
め
に
、
相
互
作
用
を
遂
行
す
る
も
の
は
、
互
い
に
反
応
を
調
整
し
合
っ
て
相
互
適
応
で
き
る
よ
う
に
、
相
互
作

用
の
形
成
的
側
面
を
活
性
化
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。

　
糧
互
作
用
の
タ
イ
プ
は
以
上
の
タ
イ
プ
だ
け
で
な
く
、
そ
の
過
程
で
人
び
と
の
間
で
ど
の
よ
う
な
共
働
活
動
一
社
会
ド
ラ
マ
と
い
っ

て
も
よ
い
一
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
も
分
類
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
の
相
互
作
用
の
タ
イ
プ
の
分
類
の
中
心
は
む
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

ろ
こ
ち
ら
に
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
に
は
種
々
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
が
そ
の
主
な
タ
イ
プ
と
し
て
以
下
の
も
の
を
あ
げ
た
い
。

　
ω
交
渉
的
相
互
作
用

　
利
害
や
意
味
づ
け
を
異
に
す
る
行
為
者
達
が
自
ら
の
立
場
を
有
利
に
す
る
た
め
に
互
い
に
駆
け
引
き
を
演
じ
て
い
る
相
互
作
用
を
「
交

渉
的
相
互
作
用
」
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
相
互
作
用
の
特
徴
は
①
行
為
者
達
が
互
い
に
利
害
や
意
味
づ
け
1
例
え
ば
「
状

況
の
定
義
し
や
各
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
同
定
i
を
異
に
す
る
こ
と
、
②
政
治
的
な
駆
け
引
き
一
例
え
ば
言
説
上
の
レ
ト
リ
ッ

ク
、
論
争
、
印
象
操
作
、
取
り
引
き
一
が
戦
術
的
に
駆
使
さ
れ
る
こ
と
、
③
交
渉
を
通
じ
て
相
互
の
間
に
な
ん
ら
か
の
作
業
的
同
意
や

妥
協
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
な
か
で
も
、
こ
う
し
た
相
互
作
用
の
特
徴
を
鮮
明
に
示
す
の
は
政
治
的

駆
け
引
き
を
伴
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
行
為
者
が
自
分
の
立
場
を
有
利
に
す
る
た
め
に
さ
か
ん
に
政
治
的
駆
け
引
き
を
互
い
に
行
な
う

と
き
、
そ
の
絹
互
作
用
を
「
交
渉
的
相
互
作
用
」
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
い
ず
れ
の
相
互
作
用
に
お
い
て
も
交
渉
的
な
特
徴
は
常
に
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
交
渉
的
相
互
作
用
は
相
互
作
用
の
タ
イ
プ
の

最
も
基
本
的
な
形
式
で
あ
る
が
、
そ
の
特
徴
が
特
に
顕
著
と
な
る
の
は
い
か
な
る
環
境
な
い
し
状
況
に
お
い
て
な
の
か
。
そ
れ
は
第
一
に
、

「
意
味
世
界
」
が
曖
昧
で
あ
っ
た
り
、
対
立
し
て
い
る
と
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
環
境
の
下
で
は
、
各
自
は
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
を
主
張
し
、

各
自
の
意
味
づ
け
を
相
手
に
受
け
入
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
第
二
に
、
各
自
が
自
ら
の
立
場
を
主
張
し
合
う
こ
と
が
正
当
な
権
利
だ
と
み

な
さ
れ
、
第
三
に
、
交
渉
を
通
じ
て
そ
の
主
張
を
調
整
す
る
こ
と
が
入
び
と
に
社
会
生
活
の
ル
ー
ル
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
状
況

で
、
交
渉
的
相
互
作
用
は
顕
著
と
な
り
や
す
い
。
ブ
ッ
チ
ャ
闘
ス
テ
イ
リ
ン
グ
は
ア
メ
リ
カ
の
病
院
組
織
の
運
営
や
秩
序
化
は
主
と
し
て
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そ
の
組
織
を
溝
成
す
る
医
師
や
看
護
婦
や
検
査
技
師
な
ど
の
専
門
家
ス
タ
ッ
フ
間
の
「
交
渉
」
を
通
じ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
一
連
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

実
証
的
研
究
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
彼
女
ら
に
よ
れ
ぽ
、
こ
う
し
た
組
織
に
お
い
て
は
、
専
門
家
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
目
標

や
利
害
を
有
し
て
お
り
、
病
院
全
体
で
一
つ
の
統
一
あ
る
意
味
世
界
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
抽
象
的
な
目
標
や
規
則
は

あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
家
は
自
ら
の
職
務
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
目
標
や
利
害
を
発
達
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
他
の
ス
タ

ッ
フ
と
の
政
治
的
な
駆
け
引
き
を
通
じ
て
自
己
の
利
益
に
適
し
た
役
割
を
形
成
し
た
り
、
病
院
運
営
の
政
策
に
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
。

こ
う
し
た
組
織
の
分
析
は
「
社
会
構
造
に
つ
い
て
の
タ
ー
ム
よ
り
も
政
治
的
タ
ー
ム
で
語
る
方
が
よ
り
適
し
た
」
（
や
お
）
も
の
と
な
る

と
み
る
。
こ
う
し
た
分
析
が
い
ず
れ
の
社
会
生
活
に
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
専
門
家
集
団
か
ら
成
る
組
織
の
よ
う

に
利
害
や
意
味
づ
け
の
相
違
を
公
然
と
主
張
で
ぎ
、
ま
た
そ
れ
が
交
渉
に
よ
っ
て
調
整
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
暗
黙
に
せ
よ
組
織
内
で

定
式
化
さ
れ
て
い
る
と
き
に
、
「
交
渉
」
に
よ
る
組
織
の
運
営
が
顕
著
と
な
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
交
渉
的
相
互
作
用
は
自
由
に
行
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
ス
ト
ラ
ウ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
交
渉
の
文
脈
」
（
津
㈹
。
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

薮
諜
§
8
暮
。
醇
）
に
よ
っ
て
も
条
件
づ
け
ら
れ
る
。
「
交
渉
の
文
脈
」
と
は
ス
ト
ラ
ウ
ス
に
よ
れ
ぽ
、
交
渉
過
程
そ
れ
自
体
の
条
件
と
し

て
入
り
込
ん
で
き
た
構
造
的
特
性
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
も
の
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
①
交
渉
者
の
数
量
、
交
渉
に
際
し
て
の
行
為
者
の
相
対
的
な
経
験
、
彼
ら
が
だ
れ
を
代
表
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
。
②
交
渉

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

　
が
一
回
き
り
の
も
の
か
、
く
り
返
さ
れ
る
も
の
な
の
か
、
継
続
的
な
も
の
か
、
シ
リ
ー
ズ
を
な
す
も
の
か
、
多
元
的
な
も
の
か
、
あ
る

　
い
は
連
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
。
③
交
渉
そ
れ
目
体
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
当
事
者
に
よ
っ
て
呈
示
さ
れ
る
権
力
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
相
対
的
バ
ラ
ン
ス
。
④
交
渉
へ
の
双
方
の
関
与
の
仕
方
の
特
性
。
⑥
他
の
人
び
と
へ
の
交
渉
の
可
視
性
（
す
な
わ
ち
、
そ
の
交
渉
が
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
三
者
に
顕
在
的
か
そ
れ
と
も
潜
在
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
）
。
⑥
交
渉
の
テ
ー
マ
と
な
る
閥
題
点
（
一
ω
ω
β
Φ
ω
）
の
数
と
複
雑
さ
。
⑦
交

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
渉
の
テ
ー
マ
と
な
る
問
題
点
の
正
当
な
範
囲
の
明
確
さ
。
⑧
交
渉
の
回
避
な
い
し
中
断
の
選
択
の
可
能
性
、
す
な
わ
ち
利
用
可
能
な
別

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
の
行
為
様
式
の
知
覚
（
ω
嘗
き
ω
ω
り
や
ト
う
ω
。
。
）
。

　
　
　
　
「
相
互
作
用
論
」
の
モ
デ
ル
序
説
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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こ
う
し
た
項
目
の
中
に
は
交
渉
的
相
互
作
用
に
限
ら
ず
他
の
相
互
作
用
の
場
合
で
も
そ
れ
を
制
約
す
る
も
の
と
し
て
考
え
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
も
の
一
例
え
ぽ
①
～
⑤
一
も
含
ま
れ
る
が
、
こ
う
し
た
項
目
で
示
さ
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
、
相
互
作
用
は
条
件
づ
け
ら
れ

て
い
る
。
現
実
に
表
出
す
る
交
渉
的
相
互
作
用
の
ス
タ
イ
ル
は
「
交
渉
の
文
脈
」
に
よ
っ
て
も
条
件
づ
け
ら
れ
、
全
く
自
由
に
当
事
者
間

で
展
開
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
働
結
合
的
相
互
作
用

　
相
互
作
用
を
遂
行
し
て
い
る
行
為
者
閲
で
互
い
を
引
き
つ
け
る
な
ん
ら
か
の
結
合
力
の
見
出
さ
れ
る
相
互
作
用
を
、
「
結
禽
的
相
互
作

用
」
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
相
互
作
用
の
特
徴
は
①
協
働
活
動
を
通
じ
て
行
為
者
が
互
い
に
結
び
つ
く
こ
と
、
②
そ
の
結
び
つ
き

に
は
一
定
の
契
機
を
伴
う
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
契
機
と
し
て
は
、
例
え
ば
自
分
で
は
自
足
で
き
な
い
財
を
他

者
と
の
「
交
換
」
に
よ
っ
て
行
為
者
が
充
足
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
「
交
換
的
相
互
作
用
」
）
、
一
人
で
達
成
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た

り
不
可
能
な
こ
と
を
他
者
と
「
協
同
」
す
る
こ
と
で
容
易
に
達
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
「
協
同
的
相
互
作
用
」
）
、
相
手
に
対
す
る
好
意

や
愛
着
に
基
づ
く
場
合
（
「
親
和
的
相
互
作
用
）
、
さ
ら
に
行
為
者
が
互
い
に
な
ん
ら
か
の
共
属
の
事
実
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
び

つ
く
場
合
（
「
共
属
的
相
互
作
用
」
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
「
交
換
」
と
「
協
同
」
は
行
為
者
問
の
「
利
益
」
を
契
機
に
し
て
い
る
の
に

対
し
て
、
「
親
和
」
や
「
共
属
」
は
「
情
意
」
が
そ
の
主
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
。

　
行
為
者
が
「
有
出
目
味
シ
ン
ボ
ル
」
を
媒
介
に
し
た
影
響
i
応
答
過
程
を
通
じ
て
、
互
い
に
相
手
に
「
交
換
」
や
「
協
同
」
の
対
象
と
し

て
の
意
義
を
認
識
し
た
り
、
相
手
に
「
愛
着
」
や
「
好
意
」
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
双
方
の
「
共
属
性
」
を
認
識
し
合
っ
た
と
き

に
、
互
い
に
引
き
つ
け
合
っ
て
結
合
的
な
相
互
作
用
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
逆
に
こ
う
し
た
契
機
が
乏
し
い
場
合
に
は
、
形
式
的
、

表
面
的
な
栢
互
作
用
は
行
な
わ
れ
て
も
結
合
的
相
互
作
用
が
行
為
老
間
に
生
じ
る
可
能
性
は
低
い
。
結
合
的
相
互
作
用
は
双
方
の
利
益
の

認
識
や
愛
着
や
共
属
性
の
確
認
に
よ
っ
て
生
じ
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
契
機
が
あ
れ
ば
常
に
現
実
に
生
じ
る
わ
け
で
は

な
い
。
結
合
を
条
件
づ
け
た
り
妨
げ
る
要
素
も
あ
る
。
た
と
え
当
事
者
達
が
交
換
に
よ
る
利
益
を
見
い
出
し
て
い
て
も
、
「
意
味
世
界
」



　
　
が
そ
う
し
た
交
換
や
協
圃
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
正
規
の
ル
ー
ト
を
は
ず
れ
た
商
取
引
や
禁
制
晶
の
売
買
は
双
方
が
逸
脱
者
と

　
　
な
ら
な
い
限
り
、
結
合
的
相
互
作
用
を
形
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
二
人
の
愛
着
に
基
づ
く
相
互
作
用
も
第
三
者
の
介
入
に
よ

　
　
っ
て
そ
の
結
合
は
し
ば
し
ば
妨
げ
ら
れ
る
。
結
合
的
相
互
作
用
は
行
為
者
間
で
自
由
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

　
　
結
合
的
相
互
作
用
で
あ
っ
て
も
、
交
換
や
協
同
に
よ
っ
て
得
る
利
益
が
双
方
の
間
に
不
平
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
双
方
の
間
に
争
い
や
権

　
　
力
の
差
を
生
み
出
し
、
別
の
相
互
作
用
の
タ
イ
プ
に
移
行
す
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
結
合
的
相
互
作
用
を
安
定
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、

　
　
当
事
者
達
だ
け
で
な
く
「
意
味
世
界
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
交
換
や
協
同
や
親
和
を
正
当
化
し
、
保
障
す
る
な
ん
ら
か
の
社
会
的
装
置
を
必

　
　
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
㈹
分
離
的
相
互
作
用

　
　
　
結
合
的
相
互
作
用
と
対
照
的
に
、
こ
れ
は
行
為
者
間
で
の
反
目
や
敵
対
や
ラ
イ
バ
ル
視
な
ど
の
分
離
的
な
作
用
が
み
ら
れ
る
相
互
作
用

　
　
で
あ
る
。
こ
の
分
離
的
相
互
作
用
の
特
微
は
①
そ
こ
に
互
い
の
反
目
や
敵
対
と
い
っ
た
反
対
感
情
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
②
そ
う
し
た
感
情

　
　
が
容
易
に
当
事
者
や
第
三
者
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
反
対
感
情
の
契
機
は
多
様
で
あ
る
。
互
い
の
利

　
　
害
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
容
易
に
調
節
で
き
な
い
こ
と
が
明
白
と
な
り
、
相
手
を
全
面
的
に
否
定
し
た
く
な
る
と
き
や
、
相
手
に
む
し
ょ
う

　
　
に
生
理
的
嫌
悪
や
な
ん
と
な
く
反
発
を
感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
生
じ
る
。
さ
ら
に
、
自
分
が
望
ん
で
い
る
こ
と
を
相
手
に
よ
っ
て
阻
害

　
　
さ
れ
た
り
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
傷
つ
け
ら
れ
た
り
、
馬
手
が
期
待
さ
れ
た
役
割
を
果
た
さ
な
い
と
き
や
ル
ー
ル
を
無
視
す
る

　
　
と
き
な
ど
、
あ
る
い
は
相
手
の
独
善
的
な
態
度
や
無
神
経
な
言
説
な
ど
へ
の
反
発
等
多
様
な
契
機
か
ら
起
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
　
ジ
ン
メ
ル
は
人
び
と
の
問
の
激
し
い
敵
対
の
基
盤
と
し
て
人
び
と
の
「
等
質
性
」
と
「
共
属
性
」
を
あ
げ
て
い
る
。
性
質
、
性
向
、
信

　
　
念
頭
の
高
度
な
「
等
質
性
」
を
も
つ
人
び
と
の
閥
で
は
ほ
ん
の
三
曹
な
点
で
の
分
離
で
さ
え
も
鋭
い
対
立
の
契
機
と
な
る
。
背
教
者
に
対

　
　
す
る
憎
悪
の
よ
う
に
「
こ
こ
で
は
、
以
前
の
一
致
の
観
念
が
な
お
き
わ
め
て
強
く
作
用
し
て
い
る
か
ら
、
現
在
の
対
立
は
、
は
じ
め
か
ら

19

@
な
ん
ら
の
関
係
も
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ
た
場
合
よ
り
も
、
い
っ
そ
う
限
り
な
く
強
烈
で
激
昂
的
と
な
る
」
（
ψ
b
。
O
・
。
．
訳
書
四
八
頁
）
。
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2018

@
ま
た
、
同
じ
集
団
に
属
す
る
者
同
士
の
間
で
は
、
ま
さ
に
こ
の
共
属
性
に
基
づ
い
て
、
集
団
の
存
続
を
危
険
に
す
る
成
員
を
他
の
成
員
が

　
　
憎
悪
す
る
。
ジ
ソ
メ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
憎
悪
は
個
人
的
な
動
機
に
よ
る
と
い
う
よ
り
も
社
会
的
な
憎
悪
一
集
団
の
敵
そ
の
も
の
へ
の

　
　
憎
悪
i
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
集
団
内
部
が
党
派
に
分
か
れ
、
集
団
の
存
続
の
脅
威
の
責
任
を
互
い
に
他
派
に
な
す
り
つ
け
る
こ
と

　
　
で
、
互
い
の
憎
悪
は
尖
鋭
化
し
て
敵
紺
関
係
に
ま
で
発
達
す
る
と
い
う
（
ω
』
8
’
訳
書
四
九
～
五
〇
頁
）
。

　
　
　
ジ
ン
メ
ル
は
社
会
的
レ
ベ
ル
で
の
こ
う
し
た
憎
悪
だ
け
で
な
く
個
人
的
レ
ベ
ル
で
の
憎
悪
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
の
｝
例
は
「
嫉
妬
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ぽ
、
愛
情
で
あ
れ
、
友
情
で
あ
れ
、
承
認
で
あ
れ
、
結
合
で
あ
れ
、
自
分
が
保
持
す
る
権
利
、
つ
ま
り
共
属
で
き
る

　
　
要
求
権
を
当
然
も
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
者
が
第
三
者
に
よ
っ
て
そ
の
権
利
を
妨
害
さ
れ
た
と
感
じ
る
と
き
、
嫉
妬
の
感
情
が
燃
え
上

　
　
る
。
そ
し
て
、
嫉
妬
す
る
者
は
そ
の
感
情
に
刺
激
さ
れ
て
、
他
者
を
憎
み
、
関
係
も
破
壊
す
る
（
ω
ω
』
δ
～
b
。
H
ω
’
訳
書
五
二
～
五
八
頁
）
。

　
　
　
社
会
生
活
の
中
に
は
常
に
反
対
感
情
が
生
じ
る
契
機
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
感
情
に
よ
っ
て
直
ち
に
相
互
作
用
が
分

　
　
離
的
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
行
為
者
は
「
交
渉
」
に
よ
っ
て
利
害
の
調
整
を
試
み
る
こ
と
も
あ
る
し
、
自
己
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ

　
　
て
抑
制
さ
れ
る
こ
と
も
、
第
三
者
の
調
停
や
仲
裁
で
圏
避
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
感
情
の
自
己
抑
調
を
強
調
す
る
「
意
味
世
界
」
の
も
と

　
　
や
、
「
交
渉
」
の
ル
ー
ル
が
社
会
的
に
劇
度
化
さ
れ
て
い
た
り
、
第
三
者
の
介
入
が
容
易
な
状
況
ほ
ど
、
分
離
的
相
互
作
用
へ
の
傾
斜
は

　
　
翻
止
さ
れ
や
す
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
㈹
支
配
的
相
互
作
用

　
　
　
相
互
作
用
に
お
い
て
一
方
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
握
っ
て
他
方
に
命
令
や
指
導
を
し
、
他
方
が
そ
れ
に
服
従
し
た
り
指
導
さ
れ
る
形
で
主

　
　
と
し
て
進
行
す
る
相
互
作
用
を
「
支
配
的
相
互
作
用
」
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
相
互
作
用
の
特
等
と
し
て
は
、
①
「
命
令
す
る
者
」

　
　
と
「
服
従
す
る
者
」
、
「
指
導
す
る
老
」
と
「
指
導
さ
れ
る
者
」
と
い
っ
た
行
為
者
聞
の
非
対
称
的
な
社
会
的
位
置
関
係
を
伴
い
、
②
こ
う

　
　
し
た
非
対
称
性
の
源
泉
に
「
権
力
」
（
℃
O
≦
①
「
）
や
「
権
威
」
（
き
ひ
◎
門
ξ
）
の
差
が
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
「
権
力
」
の
源

　
泉
は
行
為
者
の
有
す
る
富
力
、
武
力
、
体
力
、
知
力
、
魅
力
等
に
あ
り
、
そ
れ
ら
の
力
の
差
に
よ
っ
て
一
方
が
他
方
に
命
令
し
、
他
方
は



　
　
そ
れ
に
服
従
す
る
。
こ
の
「
権
力
」
に
よ
る
支
配
の
場
合
に
は
服
従
者
に
は
相
手
の
力
量
に
対
す
る
恐
れ
が
顕
著
で
あ
る
が
、
相
手
の
力

　
　
に
対
し
て
尊
敬
や
畏
敬
の
念
を
強
め
、
自
ら
進
ん
で
従
う
よ
う
に
な
る
と
「
権
力
」
は
「
権
威
」
の
性
格
を
お
び
る
よ
う
に
な
る
。
支
配

　
　
的
相
互
作
用
に
は
「
権
力
」
の
色
彩
の
強
い
場
合
と
逆
に
「
権
威
」
の
色
彩
の
強
い
場
合
と
が
あ
る
わ
け
で
、
前
者
で
の
「
命
令
」
が
、

　
　
後
者
で
は
「
指
導
」
の
様
相
を
示
す
。
換
言
す
れ
ぽ
、
力
の
差
を
前
提
と
し
た
強
制
力
の
度
合
と
自
発
性
の
度
合
の
程
度
の
差
に
よ
っ
て

　
　
両
者
は
区
溺
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
相
互
作
用
過
程
を
通
じ
て
、
　
一
方
が
他
方
と
の
力
の
差
を
認
識
し
、
そ
れ
に
「
権
力
」
や
「
権
威
」
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
双
方

　
　
の
間
に
支
配
的
相
互
作
用
が
生
じ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
が
、
支
配
的
相
互
作
用
は
常
に
こ
う
し
た
自
生
的
な
過
程
か
ら
生
じ
て
く
る
と
は

　
　
限
ら
な
い
。
「
意
味
世
界
」
に
よ
っ
て
、
人
び
と
は
一
定
の
「
位
置
」
に
類
別
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
う
「
役
割
」
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

　
　
て
、
こ
う
し
た
「
位
置
」
「
役
割
」
に
は
一
定
の
「
権
力
」
「
権
威
」
が
付
与
さ
れ
、
そ
れ
が
「
正
当
化
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
う
し

　
　
た
環
境
の
下
で
は
、
相
互
作
用
は
最
初
か
ら
「
権
力
」
や
「
権
威
」
を
異
に
す
る
行
為
者
間
で
支
配
的
相
互
作
用
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
こ

　
　
と
に
な
り
、
そ
の
過
程
は
「
権
力
」
「
権
威
」
「
正
当
性
」
を
再
確
認
す
る
過
程
と
な
る
。
命
令
し
た
り
指
導
す
る
老
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い

　
　
力
量
を
示
さ
な
い
と
き
に
は
服
従
す
る
者
や
指
導
さ
れ
る
者
は
「
権
力
」
や
「
権
威
し
に
疑
問
を
い
だ
き
、
ひ
い
て
は
そ
の
「
正
当
性
」
も

　
　
弱
ま
る
。
支
配
的
相
互
作
用
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
「
権
力
」
や
「
権
威
」
を
効
果
的
に
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
さ
ら
に
、
現
実
の
社
会
生
活
に
お
い
て
、
人
び
と
に
一
定
の
「
権
力
」
や
「
権
威
」
を
伴
っ
た
「
位
置
」
や
「
役
割
」
が
配
分
さ
れ
て
い

　
　
る
に
し
て
も
、
そ
の
布
置
連
関
に
よ
っ
て
支
配
的
相
互
作
用
は
そ
れ
ぞ
れ
ユ
ニ
ー
ク
な
ス
タ
イ
ル
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
ジ
ン
メ
ル
は
周

　
　
知
の
よ
う
に
支
配
を
「
個
人
支
配
」
「
多
数
支
配
」
「
原
理
に
よ
る
支
配
」
に
区
別
し
た
が
、
こ
の
う
ち
「
多
数
支
配
」
に
注
目
し
た
場
合
、

　
　
支
配
者
相
互
間
の
対
立
や
支
配
老
内
部
の
上
下
関
係
が
服
従
者
と
の
相
互
作
用
の
ス
タ
イ
ル
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
。
例

　
　
え
ば
、
命
令
す
る
者
や
指
導
す
る
者
同
士
の
聞
で
対
立
が
生
じ
て
い
る
と
き
に
は
、
服
従
者
や
指
導
さ
れ
る
者
は
い
ず
れ
の
命
令
や
指
導

21

@
に
従
う
べ
き
か
迷
い
、
支
配
力
は
相
対
的
に
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
支
配
者
聞
に
上
下
関
係
が
み
ら
れ
る
場
合
（
例
え
ば

18　
　
　
　
　
　
「
相
互
作
用
論
」
の
モ
デ
ル
序
説
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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四

M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
区
別
し
た
よ
う
な
支
配
者
1
行
政
幹
部
－
服
従
者
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
分
化
）
に
お
い
て
、
末
端
の
服
従
者
が
支
配

者
か
ら
隔
て
ら
れ
も
っ
ぱ
ら
中
間
管
理
老
か
ら
支
配
さ
れ
る
状
況
で
は
、
中
間
管
理
者
は
自
ら
経
験
す
る
抑
圧
を
下
位
の
服
従
者
に
転
嫁

す
る
こ
と
で
、
よ
り
厳
し
く
抑
圧
的
な
支
配
的
相
互
作
用
が
彼
ら
の
問
で
展
開
さ
れ
る
可
能
性
は
高
い
。
こ
れ
は
池
田
義
祐
の
い
う
「
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

層
無
連
結
的
支
配
」
に
み
ら
れ
る
相
互
作
用
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
原
理
に
よ
る
支
配
」
、
す
な
わ
ち
法
規
に
よ
る
支
配
の
場
合
に
は
、
命
令
す
る
者
は
も
っ
ぱ
ら
法
規
に
従
っ
て
命
令
を
発
す
だ

け
で
あ
り
、
命
令
す
る
者
と
服
従
す
る
者
と
の
血
の
通
っ
た
温
か
い
相
互
作
用
は
み
ら
れ
な
い
。
両
者
の
聞
の
支
配
的
相
互
作
用
は
当
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

望
外
の
法
規
に
双
方
と
も
服
従
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
機
械
的
で
硬
直
的
な
も
の
と
な
る
。
「
原
理
に
よ
る
支
配
」
が
強
調
さ
れ
る
ほ
ど
、
そ

れ
に
基
づ
く
支
配
的
相
互
作
用
は
一
般
に
柔
軟
性
を
失
う
傾
向
を
示
す
と
い
え
る
。
結
局
、
支
配
的
相
互
作
用
は
「
権
力
」
や
「
権
威
」

の
再
確
認
を
そ
の
過
程
で
伴
う
も
の
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
そ
の
現
実
の
表
出
の
ス
タ
イ
ル
は
他
の
相
互
作
用
同
様
に
行
為
者
の
占
め
る

位
置
や
「
意
味
世
界
」
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
M
，
援
助
・
保
護
的
相
互
作
用

　
相
互
作
用
に
お
い
て
、
一
方
が
他
方
の
必
要
と
す
る
財
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
他
方
が
そ
れ
を
享
受
す
る
形
で
進
行
す
る
相
互
作
用

を
「
援
助
・
保
護
的
相
互
作
用
」
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
相
互
作
用
の
特
徴
は
、
①
「
援
助
・
保
護
す
る
者
」
と
「
援
助
や
保
護

さ
れ
る
者
」
と
の
非
対
称
的
な
関
係
の
中
で
、
②
前
者
か
ら
後
者
へ
の
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
伴
う
が
、
後
者
か
ら
前
老
へ
の
厳
密
な

互
酬
的
返
報
の
原
則
は
貫
か
れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
援
助
さ
れ
た
者
」
は
「
援
助
者
」
に
感
謝
す
る
こ
と
が
現
実
に
多
い
し
、
ま

た
期
待
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
相
手
が
感
謝
し
な
け
れ
ば
援
助
を
中
止
す
る
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
れ
は
「
交
換
」
で
あ
っ
て
も
「
援

助
」
や
「
保
護
」
で
は
な
い
。
反
対
給
付
を
求
め
る
色
彩
が
強
ま
る
ほ
ど
「
交
換
」
に
接
近
す
る
。
も
っ
と
も
、
援
助
し
た
り
保
護
す
る

者
は
密
か
に
相
手
か
ら
感
謝
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
し
、
相
手
か
ら
直
接
感
謝
さ
れ
な
く
と
も
第
三
者
か
ら
そ
の
行
為
を
称
賛
さ

れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
援
助
さ
れ
た
り
保
護
さ
れ
る
者
は
他
者
へ
の
依
存
（
山
巷
・
＆
窪
身
）
の
事
実
に
ょ
っ
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て
他
者
よ
り
も
低
い
地
位
に
置
か
れ
や
す
い
。
純
粋
な
援
助
や
保
護
が
な
さ
れ
る
の
は
、
困
っ
て
い
る
人
や
弱
者
に
対
す
る
同
情
や
母
子

関
係
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
愛
情
に
基
づ
く
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
で
純
粋
な
援
助
・
保
護
的
相
互
作
用
が
表
出
し
や
す
い
環
境
は
援
助

や
保
護
に
積
極
的
な
意
義
を
付
与
し
て
い
る
「
意
味
世
界
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
形
式
的
に
あ
る
い
は
建
て
前
と
し
て
援
助
や
保
護
が
行

な
わ
れ
て
い
る
環
境
で
は
、
そ
れ
ら
は
交
換
の
色
彩
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
、
相
互
作
用
の
主
要
な
タ
イ
プ
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
現
実
の
相
互
作
用
は
こ
れ
ら
タ
イ
プ
が
複
雑
に
か
ら
ま
っ
た
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

て
展
開
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
結
合
と
分
離
と
を
同
時
に
含
む
「
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ツ
な
相
互
作
用
」
が
み
ら
れ
る
。
愛
し
な
が
ら
憎
む
と
い

う
よ
う
に
相
反
す
る
感
情
を
同
時
に
伴
っ
て
い
る
。
こ
の
種
の
相
互
作
用
は
医
師
や
弁
護
士
な
ど
の
専
門
家
と
彼
ら
の
ク
ラ
イ
エ
ソ
ト
と

の
間
の
相
互
作
用
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
ク
ラ
イ
エ
ソ
ト
は
専
門
家
の
援
助
を
必
要
と
す
る
が
、
同
時
に
専
門
家
へ
の
依

存
、
彼
ら
か
ら
命
じ
ら
れ
る
欄
約
、
専
門
家
へ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
開
示
等
に
よ
っ
て
彼
ら
に
反
発
し
時
に
は
憎
悪
す
る
。
紫
黒
と
依
頼

と
同
時
に
反
発
と
恐
れ
が
入
り
ま
じ
っ
て
ク
ラ
イ
エ
ソ
ト
と
専
門
家
の
相
互
作
用
は
緊
張
し
た
も
の
と
な
り
や
す
い
。
現
実
の
相
互
作
用

は
こ
の
よ
う
に
多
様
で
複
雑
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
相
互
作
用
の
タ
イ
プ
は
、
基
本
的
な
相
互
作
用
を
知
る
上
で
一
つ
の
類

型
と
し
て
役
立
つ
。

　
な
お
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
相
互
作
用
の
五
つ
の
基
本
タ
イ
プ
の
関
連
を
位
置
づ
け
て
お
く
な
ら
ば
、
図
i
一
の
よ
う
に
な
る
。
相

互
作
用
は
行
為
者
栢
互
の
影
響
－
応
答
過
程
で
あ
る
と
い
う
点
で
常
に
交
渉
的
性
格
を
伴
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
か
ら
、
交
渉
が
相
互
作

用
の
基
本
型
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
。
そ
の
四
つ
の
タ
イ
プ
は
、
ま
ず
影
響
一
応
答
過
程
に
よ
る
相
互
作
用
が
行
為
者
双
方
の
間
に
求

心
的
－
遠
心
的
作
用
の
い
ず
れ
を
強
く
生
み
出
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
さ
ら
に
両
者
間
で
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
能
力
や
資
源

に
不
均
衡
が
み
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
る
。
「
求
心
一
遠
心
作
用
」
、
「
能
力
・
資
源
の
均
衡
・
不
均
衡
」
の
軸
を
ク
ロ
ス

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
四
タ
イ
プ
は
図
一
一
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
ボ
ッ
ク
ス
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
〔
関
係
形
象
〕

　
　
　
　
「
相
互
作
用
論
」
の
モ
デ
ル
序
説
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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四
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
に
、
多
様
な
タ
イ
プ
と
し
て
表
出
す
る
相
互
作
用
は
そ
の
反
復
を
通
じ
て
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
　
　
　
　
び
と
の
間
に
歪
の
統
罹
の
認
め
ら
れ
る
社
会
形
零
と
り
わ
け
意
識
形
鰹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
蔓

プ
　
鹸
　
｝
　
嚥
ひ
　
基
づ
く
関
係
形
象
を
舞
．
、
の
形
象
に
は
人
び
・
の
問
霧
婆
れ
る
そ
の
統

　　

@　

@　

怎
?
ー
揃
　
　
渉
し
と
誼
織
さ
れ
た
交
渉
」
雰
戦
「
わ
れ
わ
れ
」
や
「
他
人
関
係
」
箭

　
　
　
　
　
　
能
力
・
資
源
の
認
知
軸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
者
の
下
位
区
分
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
相
互
作
用
が

「
制
約
さ
れ
る
側
面
」
と
「
形
成
さ
れ
る
側
面
し
の
二
側
面
を
常
に
有
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ
ま
で
捉
え
て
き
た
の
で
、
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ

チ
の
よ
う
に
微
視
的
交
渉
態
を
分
析
的
に
せ
よ
二
分
し
て
捉
え
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
む
し
ろ
、
二
側
面
を
含
む
相
互
作
用
を
通
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
、
人
び
と
の
間
に
「
わ
れ
わ
れ
」
や
「
他
人
関
係
」
と
い
っ
た
意
識
の
点
で
統
一
性
の
度
合
を
異
に
す
る
関
係
形
象
が
形
成
さ
れ
る
と

み
た
い
。
「
わ
れ
わ
れ
」
は
行
為
者
間
の
音
繰
戸
が
互
い
に
融
合
し
、
な
に
も
の
に
も
還
元
で
き
な
い
統
コ
体
を
構
成
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
「
全
体
は
個
々
の
部
分
の
な
か
に
内
在
し
、
部
分
は
全
体
の
な
か
に
内
在
す
る
」
（
『
法
社
会
学
』
一
三
〇
頁
）
も
の
と
な
る
。
こ

の
内
在
性
が
行
為
者
に
ど
の
程
度
自
覚
さ
れ
融
合
が
進
ん
で
い
る
か
に
よ
っ
て
、
「
わ
れ
わ
れ
し
は
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
レ
ベ
ル
に
分
け

ら
れ
る
。
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
は
そ
れ
を
「
大
衆
」
「
共
同
態
」
「
合
一
態
」
に
分
け
た
。
そ
れ
ら
は
「
わ
れ
わ
れ
」
へ
の
融
合
が
表
面
的

な
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
り
ず
っ
と
奥
ふ
か
い
人
格
的
な
面
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
統
合
の
レ
ベ
ル
か
ら
、
意
識
が
互
い
に
深
い
内
面
的
な
爵
で



　
　
開
き
合
い
滲
透
し
合
っ
て
い
る
レ
ベ
ル
、
さ
ら
に
も
っ
と
も
近
よ
り
が
た
い
自
己
の
深
み
も
融
合
の
な
か
に
統
合
さ
れ
て
い
る
レ
ベ
ル

　
　
を
区
別
し
た
も
の
で
あ
る
（
二
二
二
頁
）
。

　
　
　
他
方
、
「
他
人
関
係
」
は
行
為
者
に
融
合
は
み
ら
れ
ず
単
に
互
い
に
相
互
に
依
存
し
、
寄
り
あ
つ
ま
っ
て
い
る
だ
け
の
状
態
で
あ
る
。

　
　
行
為
者
は
「
わ
れ
わ
れ
し
と
し
て
意
識
さ
れ
ず
、
「
わ
た
く
し
」
「
あ
な
た
」
「
か
れ
」
「
か
れ
ら
」
と
し
て
意
識
さ
れ
、
相
互
の
意
識
は
閉
ざ

　
　
さ
れ
別
の
も
の
に
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
、
意
識
を
異
に
す
る
行
為
者
問
の
交
通
な
い
し
交
流
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
有
意
味
シ
ン
ポ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ル
の
媒
介
が
重
要
と
な
る
。
行
為
者
間
に
は
こ
う
し
た
媒
体
を
通
じ
た
関
係
が
形
成
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
全
体
と
部
分
と
が
融
合
す
る

　
　
統
一
体
は
み
ら
れ
な
い
。
行
為
者
達
は
互
い
に
有
意
味
シ
ン
ボ
ル
を
媒
介
に
し
た
相
互
作
用
を
通
じ
て
、
互
い
に
「
接
近
」
し
た
り
「
分

　
　
離
」
し
た
り
、
両
者
の
混
合
し
た
「
接
近
i
分
離
」
の
関
係
を
構
成
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
二
二
〇
、
一
三
三
～
一
三
四
頁
）
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
相
互
作
用
は
人
び
と
の
間
に
相
互
の
融
舎
や
滲
透
を
伴
う
統
一
体
と
し
て
の
「
わ
れ
わ
れ
」
の
意
識
か
ら
な
る
形
象
か

　
　
ら
、
人
び
と
が
単
に
寄
り
あ
い
主
と
し
て
シ
ン
ボ
ル
を
媒
介
に
し
て
交
通
し
合
っ
て
い
る
だ
け
の
「
他
人
関
係
」
の
形
象
ま
で
の
さ
ま
ざ

　
　
ま
な
レ
ベ
ル
の
関
係
形
象
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
る
。
「
共
同
性
」
や
「
関
係
性
」
を
め
ぐ
る
詳
細
な
分
析
は
わ
が
国
で
は
既
に
中
久
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
相
互
作
用
論
の
見
地
か
ら
こ
う
し
た
概
念
を
想
定
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
簡
単
に
述

　
　
べ
る
だ
け
に
と
ど
め
た
い
。

　
　
　
第
一
に
、
関
係
形
象
と
し
て
「
わ
れ
わ
れ
」
や
「
他
人
関
係
」
の
概
念
を
想
定
す
る
こ
と
は
「
社
会
」
の
本
質
が
い
ず
れ
に
求
め
ら
れ

　
　
る
の
か
と
い
っ
た
社
会
本
質
論
を
問
う
こ
と
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
は
相
互
作
用
を
通
じ
て
人
び
と
の
間
に
形
成
さ

　
　
れ
る
社
会
形
象
の
二
方
向
を
示
す
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
形
態
に
近
い
か
と
い
う
こ
と
で
社
会
生
活
の

　
　
様
相
の
特
微
を
把
握
す
る
概
念
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
第
二
に
、
相
互
作
用
論
で
は
統
一
態
の
こ
う
し
た
概
念
を
単
に
社
会
生
活
の
様
相
を
記
述
す
る
た
め
に
想
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ

25

@
れ
そ
れ
の
様
相
を
示
す
社
会
生
活
に
お
い
て
、
例
え
ば
類
似
の
行
動
で
あ
っ
て
も
逸
脱
と
み
な
さ
れ
る
場
合
と
み
な
さ
れ
な
い
場
合
、
あ

18　
　
　
　
　
　
「
相
互
作
用
論
」
の
モ
デ
ル
序
説
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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る
い
は
そ
れ
に
対
す
る
反
作
用
の
仕
方
が
違
っ
て
く
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
差
異
が
関
係
形
象
の
違
い
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て

い
る
の
か
を
分
析
す
る
た
め
で
あ
る
。
関
係
形
象
の
概
念
は
単
な
る
分
類
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
手
掛
り
に
し
て
社
会
生

活
の
特
性
を
分
析
す
る
た
め
に
あ
る
。

　
第
三
に
、
関
係
形
象
は
「
わ
れ
わ
れ
」
に
せ
よ
「
他
人
関
係
」
に
せ
よ
一
連
の
相
互
作
用
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
が
、

相
互
作
用
の
諸
タ
イ
プ
と
社
会
形
象
と
の
関
連
は
単
純
で
は
な
い
。
「
結
合
的
相
互
作
用
」
か
ら
「
わ
れ
わ
れ
」
意
識
が
常
に
形
成
さ
れ

る
わ
け
で
も
、
「
交
渉
的
相
互
作
用
」
が
「
他
人
関
係
」
を
構
成
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
「
結
合
的
相
互
作
用
」
は
「
わ
れ
わ
れ
」
や
「
他

人
関
係
」
の
形
象
の
い
ず
れ
も
構
成
す
る
可
能
性
を
も
つ
し
、
闘
争
は
、
内
的
結
合
を
強
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
闘
争
の
結
果
、
人
び
と

が
逆
に
連
帯
感
を
有
す
る
こ
と
も
あ
る
。
む
し
ろ
、
社
会
生
活
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ケ
ー
ス
に
即
し
て
ど
の
よ
う
な
相
互
作
用
を
通
じ
て
い
か

な
る
社
会
形
象
が
構
成
さ
れ
て
く
る
の
か
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
対
照
的
な
「
わ
れ
わ
れ
」
と
「
他
人
関
係
」
の

概
念
に
よ
っ
て
、
相
互
作
用
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
く
る
人
び
と
の
間
の
統
一
性
の
様
相
を
把
握
す
る
こ
と
に
、
こ
の
概
念
の
意
義
が
あ

る
。

八
社
会
生
活
の
概
念
化

　
こ
れ
ま
で
、
相
互
作
用
の
概
念
規
定
と
相
互
作
用
の
二
側
面
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
相
互
作
用
へ
の
注
目
は
あ
く
ま
で
も
そ
れ
を

社
会
生
活
の
分
析
の
基
本
的
単
位
と
し
て
措
定
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
相
互
作
用
の
捉
え
方
が
一
応
示
さ
れ
た
こ
の
段
階
で
、
社

会
生
活
そ
の
も
の
の
分
析
に
つ
い
て
述
べ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
こ
こ
で
い
う
社
会
生
活
そ
れ
自
体
の
概
念
を
あ

ら
か
じ
め
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
社
会
生
活
と
は
人
び
と
が
相
互
作
用
を
通
じ
て
共
に
生
き
て
活
動
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
社
会
生
活
は
生
あ
る
共
働
活
動
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
共
働
と
し
て
の
社
会
生
活
は
相
互
作
用
を
通
じ
て
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
で
相
互
作
用
が
見
出
さ
れ
る
と
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こ
ろ
に
栓
会
生
活
は
出
現
す
る
と
い
え
る
。

　
社
会
生
活
を
構
成
す
る
基
本
単
位
が
相
互
作
用
で
あ
る
と
み
な
す
な
ら
ば
、
相
互
作
用
を
構
成
し
ま
た
そ
れ
に
関
連
し
た
要
素
も
社
会

生
活
の
構
成
要
素
と
し
て
組
み
入
れ
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
す
る
と
、
社
会
生
活
は
「
相
互
作
用
」
と
複
数
の
「
行
為
者
」
と
「
意
味
世

界
」
を
基
本
的
な
構
成
要
素
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
な
ん
ら
か
の
「
意
味
世
界
」
の
下
で
複
数
の
「
行

為
者
」
達
が
「
相
互
作
用
」
を
通
じ
て
生
の
共
働
を
示
す
と
き
に
社
会
生
活
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
現
実
の
社
会
生
活
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
も
の
が
み
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
の
社
会
生
活
に
お
い
て
も
分
析
的
に
は
こ
れ
ら
の
要
素
が
基
本
的
単
位
と
し
て
抽
出
さ
れ
る
。

　
ω
諸
要
素
の
相
互
連
関

　
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
互
い
に
無
関
係
に
祉
会
生
活
に
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
結
び
つ
き
の
程
度
は
社
会
生

活
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
互
い
に
な
ん
ら
か
の
関
係
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
者
の
関
連
を
最
も
単
純
な
図
で
示
す
な
ら
ぽ

図
一
二
の
よ
う
に
表
わ
す
こ
と
が
で
ぎ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
意
味
世
界
」
は
そ
の
程
度
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
「
行
為
老
」
に
意
味
を
指

図一2　社会生活の構成要素の相互連関

　　　　　　意昧世界

　行為者　　　　相互作用　　　　　　行為者

「
相
互
作
用
論
」 　

　
示
す
る
。
「
行
為
者
」
は
、
他
者
と
の
間
で
有
意
味
シ
ン
ボ
ル
を
媒
介
に
し
た
影
響
一
応
答
過
程
を
通
じ
て

　
　
可
能
と
な
る
「
相
互
作
用
」
に
よ
っ
て
、
行
為
者
間
に
共
働
活
動
を
生
み
出
す
。
社
会
生
活
は
こ
れ
ら
要
素

　
　
の
相
互
連
関
か
ら
な
る
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
を
構
成
し
て
い
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
社
会
生
活
を
諸
要
素
の
連
関
と
し
て
捉
え
る
場
合
に
、
こ
こ
で
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ

　
　
る
。
ま
ず
第
一
に
、
く
り
返
し
に
な
る
が
社
会
生
活
を
構
成
す
る
三
者
の
連
関
な
い
し
関
係
の
程
度
は
そ
れ

　
　
ぞ
れ
の
現
実
の
社
会
生
活
に
お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
み
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
　
こ
れ
ら
の
関
連
が
非
常
に
強
い
社
会
生
活
も
あ
れ
ぽ
、
き
わ
め
て
ゆ
る
や
か
な
結
び
つ
き
し
か
示
さ
な
い
も

　
　
の
も
あ
る
。
特
に
、
「
意
味
世
界
」
が
行
為
者
に
対
し
て
適
切
な
行
為
や
相
互
作
用
を
指
示
す
る
能
力
を
喪

　
　
失
し
た
状
況
は
「
ア
ノ
、
・
・
1
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
行
為
者
間
の
相
互
作
用
が
混
乱

　
の
モ
デ
ル
序
説
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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五
〇

し
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
で
き
な
い
状
況
を
「
祇
会
解
体
」
と
よ
び
た
い
。
そ
れ
は
何
も
闘
争
的
相
互
作
用
が
み
ら
れ
る
か
ら
そ
う
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
闘
争
は
行
為
者
聞
で
明
白
な
相
互
作
用
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
。
「
社
会
解
体
」
は
行
為
者
間
の
意
志
疎
通
の
不
全
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
可
能
な
状
態
を
意
味
す
る
。
協
働
で
あ
れ
、
闘
争
で
あ
れ
、
支
配
で
あ
れ
、
人
び
と
の
間
の
共
働
活
動
が
不
可
能
に

な
っ
た
と
き
に
「
社
会
解
体
」
が
生
じ
る
の
で
あ
る
（
こ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
の
こ
の
概
念
の
用
い
方
は
、
社
会
病
理
学
で
言
う
「
社
会

解
体
」
と
は
異
な
る
）
。
こ
う
し
た
状
況
が
生
じ
る
の
は
、
一
つ
に
は
「
意
味
世
界
」
の
「
ア
ノ
ミ
ー
化
」
と
い
ま
一
つ
に
は
行
為
者
の

「
内
面
世
界
」
、
と
り
わ
け
自
己
の
桂
会
性
の
喪
失
や
分
裂
と
が
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
第
二
に
、
社
会
生
活
は
そ
の
構
成
要
素
間
の
関
連
の
程
度
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
ら
が
何
ら
か
の
関
連
を
構
成
す
る
場
合
に
は
、
個
々
の
要
素
に
還
元
さ
れ
な
い
社
会
生
活
全
体
と
し
て
の
特
性
を
示
す
。
全
体
論
や

シ
ス
テ
ム
論
の
発
想
で
は
個
々
の
要
素
の
単
な
る
総
和
で
は
説
明
で
き
な
い
全
体
と
し
て
の
特
性
が
創
発
し
て
く
る
こ
と
を
重
視
す
る
。

社
会
生
活
を
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
み
な
す
場
合
に
は
、
全
体
と
し
て
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
創
発
特
性
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か

し
、
社
会
生
活
全
体
の
創
発
特
性
の
把
握
は
水
素
と
酸
素
の
結
合
に
よ
っ
て
水
が
創
発
し
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
物
理
的
現
象
ほ
ど
明
確

に
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
創
発
し
て
く
る
も
の
が
何
な
の
か
は
容
易
に
可
視
化
さ
れ
な
い
。
社
会
生
活
の
全
体
と
し
て
の
変
心
特
性

を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
思
え
ば
、
少
な
く
と
も
当
該
赴
会
生
活
と
他
の
社
会
生
活
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
当
該
社
会
生
活
を
時

の
経
過
の
中
で
眺
め
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
変
動
が
み
ら
れ
た
と
き
に
、
そ
の
違
い
に
注
略
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
う
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

社
会
生
活
全
体
の
特
性
の
認
識
は
比
較
を
通
じ
て
分
析
老
が
構
成
す
る
も
の
と
な
る
。

　
㈹
「
課
題
」
と
「
問
題
」
へ
の
対
処

　
一
応
、
以
上
の
よ
う
に
社
会
生
活
は
概
念
化
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
社
会
生
活
は
単
に
そ
れ
ら
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
相
互

連
関
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
い
ま
だ
十
分
把
握
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
な
ん
ら
か
の
「
意
味
世
界
」
の
下
で
複
数
の
「
行
為
者
」
間
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

多
様
な
「
相
互
作
用
」
を
通
じ
て
営
ま
れ
て
い
る
社
会
生
活
は
生
の
共
働
と
い
う
面
を
も
つ
。
生
の
共
働
を
通
じ
て
社
会
生
活
は
生
命
を



　
　
も
ち
、
生
き
る
中
で
当
該
社
会
生
活
と
し
て
達
成
す
べ
き
な
ん
ら
か
の
「
課
題
」
（
3
論
）
を
形
成
し
た
り
制
定
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、

　
　
生
の
共
働
の
過
程
で
社
会
生
活
は
解
決
す
べ
き
「
問
題
」
（
層
。
匡
の
ヨ
）
に
直
面
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
、
社
会
生
活
は
こ
う
し
た
祉

　
　
会
生
活
の
「
課
題
」
や
「
問
題
」
に
さ
ま
ざ
ま
な
「
対
処
」
を
行
な
い
な
が
ら
、
生
の
共
働
を
展
開
し
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

　
　
れ
ぞ
れ
の
社
会
生
活
は
「
課
題
」
の
形
成
な
い
し
設
定
、
「
問
題
」
の
発
生
、
そ
し
て
そ
れ
ら
へ
の
「
対
処
」
活
動
を
伴
う
過
程
と
し
て

　
　
捉
え
ら
れ
る
。
生
の
共
働
と
い
う
こ
と
が
無
目
的
で
ラ
ン
ダ
ム
な
単
な
る
生
の
並
存
で
な
い
と
す
れ
ば
、
社
会
生
活
に
は
こ
う
し
た
過
程

　
　
が
多
か
れ
少
な
か
れ
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　
　
　
社
会
生
活
が
自
ら
の
「
課
題
」
と
し
て
形
成
な
い
し
欄
毒
す
る
「
課
題
」
は
多
様
で
あ
り
、
社
会
生
活
に
よ
っ
て
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
を
有

　
　
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
に
は
社
会
生
活
そ
れ
自
身
の
存
続
と
い
う
き
わ
め
て
単
純
な
そ
れ
で
い
て
基
本
的
な
「
課
題
」
か
ら
、
カ

　
　
リ
ス
マ
的
な
指
導
者
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
使
命
や
、
人
び
と
の
相
互
作
用
を
通
じ
て
自
然
発
生
的
に
生
じ
た
文
化
的
目
標
や
、
集
団
成

　
　
員
の
集
合
的
な
意
思
決
定
で
決
定
さ
れ
た
目
標
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
課
題
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
生
活
の
「
目
標
」

　
　
と
し
て
「
意
味
世
界
」
に
制
定
さ
れ
、
各
行
為
者
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
と
役
割
に
応
じ
て
よ
り
特
定
化
さ
れ
た
「
課
題
」
が
割
り
当

　
　
て
ら
れ
、
行
為
者
間
の
相
互
作
用
は
そ
の
「
課
題
」
を
達
成
し
や
す
い
よ
う
に
組
織
化
さ
れ
る
。
「
課
題
」
が
「
意
味
世
界
」
に
お
い
て

　
　
ど
れ
だ
け
明
示
化
さ
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
制
度
化
さ
れ
て
い
る
の
か
は
「
課
題
」
の
種
類
や
社
会
生
活
の
状
態
に
よ
っ
て
異
な

　
　
っ
て
く
る
し
、
そ
う
し
た
「
課
題
」
に
各
行
為
者
が
ど
れ
だ
け
積
極
的
に
コ
、
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
し
、
そ
れ
を
内
面
化
し
て
い
る
の
か
と
い

　
　
う
点
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
「
課
題
」
の
達
成
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
相
互
作
用
の

　
　
組
織
化
の
程
度
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
有
効
に
組
織
さ
れ
て
い
る
も
の
も
非
効
率
的
な
も
の
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
社
会
生
活
の
中
に

　
　
は
具
体
的
な
「
課
題
」
が
定
式
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
、
社
会
生
活
に
お
い
て
「
課
題
」
を
欠
く
と
い
う
こ
と
は
生
の
充
実
を

　
　
欠
き
、
生
活
が
単
調
で
無
意
味
な
も
の
と
な
り
や
す
い
。
な
ん
ら
か
の
「
課
題
」
の
追
及
は
社
会
生
活
を
活
性
化
さ
せ
る
一
つ
の
有
力
な

脚
源
泉
で
あ
る
。

1　
　
　
　
　
　
「
相
互
作
用
論
」
の
モ
デ
ル
序
説
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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二

　
社
会
生
活
に
生
起
し
て
く
る
「
問
題
」
も
「
課
題
」
と
同
様
に
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
生
活
に
お
い
て
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
「
意
味
世

界
」
の
対
立
や
混
乱
、
生
活
に
必
要
な
資
源
の
欠
如
や
各
自
へ
の
配
分
の
不
均
衡
、
行
為
者
聞
の
対
立
や
反
扇
と
い
っ
た
緊
張
、
行
為
者

間
の
関
係
の
稀
薄
化
、
外
部
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
生
じ
る
既
存
の
社
会
生
活
の
シ
ス
テ
ム
の
不
適
応
、
各
自
に
割
り
当
て
ら
れ
た
役
割

へ
の
不
満
や
役
割
緊
張
、
組
織
的
活
動
の
不
全
、
異
端
者
や
逸
脱
者
の
出
現
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
含
ま
れ
る
。
社
会
生
活
の
「
問

題
」
は
当
該
社
会
生
活
の
成
員
に
「
問
題
」
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
も
の
も
、
あ
る
い
は
当
事
者
に
は
意
識
さ
れ
て
い
な
く
と
も
外
部

の
者
や
観
察
者
に
は
「
問
題
」
と
み
な
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
成
員
に
よ
っ
て
「
問
題
」
と
み
な
さ
れ
る
も
の
の
中
で
、
成
員
の

多
く
の
者
に
共
通
に
「
聞
題
」
と
み
な
さ
れ
社
会
性
を
有
す
る
も
の
と
、
各
個
人
の
私
的
な
「
問
題
」
と
み
な
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
社

会
生
活
の
中
に
は
多
く
の
「
問
題
し
を
か
か
え
て
い
る
シ
ス
テ
ム
も
あ
れ
ぽ
、
そ
れ
が
比
較
的
少
な
い
シ
ス
テ
ム
も
あ
る
。
さ
ら
に
、

「
聞
題
」
が
」
部
の
成
員
に
集
中
し
や
す
い
傾
商
を
示
す
生
活
シ
ス
テ
ム
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
「
問
題
」
が
存
在
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
単
純
に
社
会
生
活
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
側
面
と
し
て
評
価
す
べ
き
で
は

な
い
。
バ
ッ
ク
レ
イ
も
強
調
す
る
よ
う
に
、
「
問
題
」
は
解
消
さ
れ
る
べ
き
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
現
象
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
へ
の
人
び
と
の

適
応
な
い
し
対
処
を
通
じ
て
、
自
ら
社
会
生
活
を
新
た
な
水
準
で
再
構
成
す
る
契
機
と
も
な
る
側
面
を
有
し
て
い
る
。
社
会
生
活
は
、
「
緊

張
解
消
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
「
複
雑
な
適
応
シ
ス
テ
ム
し
と
み
な
す
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
「
問
題
」
へ
の
「
対
処
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

を
通
じ
て
社
会
生
活
は
自
ら
生
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
制
定
さ
れ
た
「
課
題
」
や
直
面
す
る
「
問
題
」
に
対
し
て
社
会
生
活
が
示
す
「
対
処
し
の
仕
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
基
本

的
に
は
行
為
者
間
の
相
互
作
用
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
る
。
だ
れ
か
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
取
る
に
せ
よ
、
標
準
化
さ
れ
た
手
続
に
従
っ
て
意

思
決
定
す
る
に
せ
よ
、
相
互
作
用
を
通
じ
て
自
然
に
決
定
さ
れ
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
意
見
を
異
に
す
る
者
同
士
の
闘
争
や
政
治
的
駆
け

引
き
を
通
じ
て
決
定
さ
れ
る
に
せ
よ
、
「
薄
処
」
の
方
針
は
相
互
作
用
を
通
じ
て
選
択
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
対
処
」
の
方
針
の
実
行
は
行

為
者
問
の
協
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
も
、
そ
れ
を
直
接
・
間
接
に
阻
害
し
よ
う
と
す
る
者
の
妨
害
の
中
で
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と



　
　
き
な
ど
も
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
を
示
す
。
も
ち
ろ
ん
、
「
対
処
」
行
動
が
行
為
者
の
意
識
的
な
決
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
は
限
ら

　
　
ず
、
事
実
の
経
過
の
中
で
「
事
実
上
決
定
」
（
鎌
①
　
h
帥
O
け
O
　
ユ
⑦
O
一
ω
一
〇
謬
）
が
な
さ
れ
て
い
き
、
成
員
の
積
極
的
な
同
意
に
基
づ
く
も
の
で
な
い

　
　
こ
と
も
あ
る
し
、
集
合
的
無
責
任
の
産
物
と
し
て
そ
れ
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
も
、
成
員
の
感
情
や
情
緒
に
押
し
流
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
課
題
」
や
「
問
題
」
へ
の
「
対
処
」
は
相
互
作
用
過
程
を
通
じ
て
決
定
さ
れ
、
実
行
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

　
　
そ
し
て
、
相
互
作
用
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
「
対
処
」
は
社
会
生
活
の
自
己
生
成
の
方
向
を
左
右
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
対
処
」

　
　
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
社
会
生
活
は
「
問
題
」
の
増
幅
を
招
き
、
よ
り
困
難
な
状
態
に
陥
る
こ
と
も
あ
る
し
、
新
た
な
洗
練
さ
れ
た
シ
ス
テ

　
　
ム
へ
と
自
己
生
成
す
る
こ
と
も
あ
る
。
生
の
共
働
と
し
て
の
社
会
生
活
は
こ
の
よ
う
に
「
課
題
」
の
形
成
、
「
問
題
」
の
発
生
、
そ
れ
ら

　
　
へ
の
「
対
処
」
を
示
す
動
的
な
過
程
を
含
む
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
れ
ま
で
の
説
明
を
簡
単
に
要
約
す
る
な
ら
ば
、
社
会
生
活
は
「
意
味
世
界
」
や
複
数
の
「
行
為
者
」
や
「
相
互
作
用
」
の
相
互
連
関

　
　
か
ら
な
る
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
を
構
成
し
、
そ
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
「
相
互
作
用
」
が
絶
え
ず
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
社
会

　
　
生
活
の
生
の
共
働
を
通
じ
て
「
課
題
」
や
「
問
題
」
の
形
成
、
発
生
と
そ
れ
へ
の
「
対
処
」
を
含
む
不
断
の
動
的
な
過
程
と
し
て
概
念
化

　
　
さ
れ
る
。

　
　
　
㈱
［
社
会
生
活
の
「
変
容
」

　
　
　
こ
う
し
た
社
会
生
活
を
よ
リ
マ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
捉
え
た
と
き
に
、
社
会
生
活
に
は
「
変
容
」
（
什
昌
ロ
P
ω
｛
O
一
二
国
け
一
〇
P
）
が
伴
う
も
の
で
あ

　
　
る
こ
と
が
わ
か
る
。
社
会
生
活
は
時
の
経
過
の
中
で
そ
の
程
度
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
「
変
容
」
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
変

　
　
容
」
は
、
社
会
生
活
を
構
成
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
が
変
化
す
る
「
部
分
的
変
容
」
と
シ
ス
テ
ム
全
体
が
別
の
シ
ス
テ
ム
に
変
わ
る

　
　
「
全
体
的
変
容
」
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
「
部
分
的
変
容
」
は
社
会
生
活
を
構
成
す
る
諸
要
素
内
の
そ
れ
ぞ
れ
の
変
化
で
あ
る
が
、
一
つ
の
要
素
の
内
容
の
変
化
は
別
の
要
素
に

蹴
影
響
及
ぼ
す
．
」
と
が
多
い
。
．
、
う
し
た
「
変
餐
の
禦
を
な
す
も
の
は
霜
互
作
用
」
で
あ
る
。
相
互
作
用
は
機
酷
に
遂
行
さ
れ

一　
　
　
　
　
　
「
相
互
作
用
論
」
の
モ
デ
ル
序
説
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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五
四

る
も
の
と
は
限
ら
ず
、
行
為
者
間
の
反
応
の
古
型
適
応
を
通
じ
て
新
た
な
意
味
が
形
成
さ
れ
て
く
る
余
地
を
常
に
有
し
て
い
る
し
、
外
部

世
界
と
交
流
や
文
化
接
触
を
通
じ
て
新
た
な
意
味
を
生
活
者
は
経
験
す
る
。
そ
し
て
、
相
互
作
用
を
通
じ
て
社
会
生
活
の
「
課
題
」
が
制

定
さ
れ
た
り
、
「
問
題
」
が
生
起
し
て
く
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ら
へ
の
「
対
処
」
は
行
為
者
問
の
相
互
作
用
を
通
じ
て
決
定
さ
れ
実

行
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
、
相
互
作
用
の
遂
行
の
中
で
相
互
作
用
は
あ
る
タ
イ
プ
か
ら
別
の
タ
イ
プ
へ
と
変
化
し
て
い
く
し
、
相
互
作
用
の

頻
度
や
周
期
自
体
も
変
化
し
、
行
為
者
間
に
生
ま
れ
る
関
係
形
象
は
「
わ
れ
わ
れ
」
の
性
格
の
強
い
も
の
に
も
、
「
他
人
関
係
」
の
色
彩

を
強
め
る
も
の
に
も
な
る
。
相
互
作
用
が
一
面
で
は
制
約
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
他
面
で
は
形
成
的
な
側
面
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
こ
の
形
成
的
側
面
が
強
ま
れ
ば
、
相
互
作
用
自
体
は
一
段
と
変
化
し
て
い
く
。

　
相
互
作
用
の
変
化
は
網
引
作
用
レ
ベ
ル
だ
け
の
変
化
に
と
ど
ま
る
こ
と
も
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
は
そ
れ
は
「
行
為
者
」
や
「
意
味
世

界
」
へ
と
波
及
し
て
い
く
。
相
互
作
用
の
変
化
は
「
行
為
者
」
の
対
象
の
認
識
の
仕
方
や
自
己
意
識
や
関
心
に
影
響
を
与
え
る
し
、
彼
ら

の
有
す
る
「
課
題
」
や
「
問
題
」
も
変
わ
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
、
「
行
為
者
」
の
成
長
や
社
会
移
動
は
そ
の
人
が
接
触
す
る
他
者
の
変
化

を
も
た
ら
す
が
、
こ
う
し
た
新
た
な
他
者
と
の
相
互
作
用
は
行
為
者
に
新
奇
な
世
界
を
開
き
新
た
な
社
会
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り

上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
相
互
作
用
を
通
じ
て
行
為
者
聞
に
生
じ
た
新
た
な
意
味
が
「
意
味
世
界
」
に
反
映
さ
れ
て
そ
れ
を
修
正
す
る
こ
と

も
あ
る
し
、
「
意
味
世
界
」
が
現
実
の
相
互
作
用
を
指
示
す
る
能
力
の
喪
失
に
気
付
き
、
そ
れ
に
対
す
る
自
省
か
ら
自
ら
を
再
強
化
す
る

こ
と
も
、
逸
脱
者
や
異
端
者
の
出
現
へ
の
対
処
の
中
で
「
意
味
世
界
」
自
体
の
制
度
化
の
修
正
や
統
制
装
置
の
再
強
化
な
ど
も
試
み
ら
れ

　
　
　
　
　
（
2
6
）

る
こ
と
も
あ
る
。
「
課
題
」
や
「
問
題
」
へ
の
「
対
処
」
に
お
い
て
は
、
「
意
味
世
界
」
自
体
の
変
化
も
必
要
と
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ

る
。祉

会
生
活
は
こ
の
よ
う
に
「
相
互
作
用
」
の
変
化
を
基
軸
に
し
、
そ
れ
か
ら
他
の
要
素
へ
の
波
及
を
伴
っ
た
絶
え
ざ
る
「
部
分
的
変
容
」

の
過
程
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
徐
々
に
進
行
し
て
い
る
こ
と
も
、
急
激
に
進
む
こ
と
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
当
該
社

会
生
活
の
全
体
的
な
特
性
と
み
な
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
生
活
の
特
徴
が
別
の
も
の
に
変
化
し
た
と
解
釈
さ
れ
る
と
き
に
、
そ
れ
を
社
会



　
　
生
活
の
「
全
体
的
変
容
」
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
「
全
体
的
変
容
」
は
社
会
生
活
を
構
成
す
る
諸
要
素
が
以
前
の
そ
れ
と
変
わ
っ
て
い

　
　
る
と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
シ
ス
テ
ム
全
体
と
し
て
の
特
徴
に
著
し
い
差
異
が
見
出
さ
れ
る
と
き
に
、
「
全
体
的
変
容
」

　
　
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
生
活
の
変
容
過
程
に
は
新
た
な
社
会
生
活
が
以
前
の
シ
ス
テ
ム
と
な
ん
ら
か
の
連
繋
や
関

　
　
係
を
有
す
る
「
親
和
的
」
な
も
の
と
、
両
シ
ス
テ
ム
間
に
断
絶
な
い
し
「
転
機
」
を
伴
う
も
の
と
が
あ
る
が
、
「
全
体
的
変
容
」
は
シ
ス
テ

　
　
ム
自
体
の
「
転
機
」
を
伴
う
と
き
に
鮮
明
に
な
る
。
多
く
の
社
会
生
活
は
一
般
に
「
部
分
的
変
容
」
を
通
じ
て
徐
々
に
変
化
し
て
い
く
こ

　
　
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
に
で
も
シ
ス
テ
ム
内
で
変
化
し
や
す
い
要
素
と
変
化
し
に
く
い
要
素
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
社
会
生

　
　
活
を
構
成
す
る
諸
要
素
相
互
間
で
変
化
し
や
す
い
も
の
と
変
化
し
に
く
い
も
の
と
の
タ
イ
ム
・
ラ
ッ
グ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
く
て
、
同
一
の
要
素
の
内
部
で
変
化
し
や
す
い
層
位
と
変
化
し
に
く
い
層
位
が
あ
る
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
受
禅
の
場
合
に
は
、
変
化

　
　
の
テ
ン
ポ
が
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
と
要
素
間
の
関
係
が
弱
ま
り
、
社
会
生
活
全
体
の
統
一
性
が
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
だ
が
後

　
　
者
で
問
題
と
な
る
の
は
そ
う
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
同
じ
要
素
の
中
で
も
そ
の
層
位
に
よ
っ
て
変
化
し
や
す
い
部
分
と
比
較
的
固
定
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
層
位
が
あ
る
と
い
う
深
さ
の
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
る
。
行
為
者
で
展
開
さ
れ
る
相
互
作
用
や
認
知
レ
ベ
ル
で
写
象
を
指
示
す
る
「
意
味
世

　
　
界
」
の
表
層
部
分
は
比
較
的
変
化
し
や
す
い
の
に
反
し
て
、
行
為
者
の
「
無
意
識
的
層
」
や
人
び
と
が
長
い
歴
史
的
な
集
合
的
経
験
を
通
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
て
沈
澱
し
て
き
た
集
合
感
情
と
い
っ
た
も
の
は
お
そ
ら
く
変
化
し
に
く
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
表
層
部
分
だ
け
な
が
め
て
い
る
と
そ
こ
に
大

　
　
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
合
に
も
、
そ
の
基
底
部
分
が
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
、
社
会
生
活
が
何
ら
か

　
　
の
危
機
に
直
面
し
て
、
表
層
的
な
要
素
の
連
関
が
破
壊
さ
れ
た
と
ぎ
に
、
こ
う
し
た
基
底
部
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
、
そ
の
原
理
に
社
会
生
活

　
　
が
支
配
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
要
素
の
層
位
と
い
う
こ
と
な
ど
も
考
慮
す
る
と
、
社
会
生
活
の
変
容
を
簡
単
に
語
る
こ
と
は
危
険

　
　
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
「
意
味
世
界
」
や
「
行
為
者
」
を
そ
の
深
層
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

　
　
認
知
的
な
表
層
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
て
き
た
わ
れ
わ
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
、
社
会
生
活
の
変
容
を
語
る
場
合
に
は
、
深
層
レ
ベ
ル
の
問
題

33

@
が
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
一
応
留
意
し
た
上
で
、
論
議
を
意
味
レ
ベ
ル
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
断
わ
っ
て
お
か
ね
ぽ
な

18　
　
　
　
　
　
「
相
互
作
用
論
」
の
モ
デ
ル
序
説
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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ら
な
い
。

　
以
上
、
社
会
生
活
の
概
念
化
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
簡
単
に
整
理
す
る
な
ら
ぽ
そ
れ
は
次
の
三
点
に
要
約
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

ω
社
会
生
活
は
「
意
味
世
界
」
や
複
数
の
「
行
為
者
」
や
「
相
互
作
用
」
を
基
本
的
な
要
素
と
す
る
相
互
連
関
を
構
成
し
、
そ
の
中
で
さ

ま
ざ
ま
な
相
互
作
用
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
㈹
同
時
に
生
の
共
働
の
中
か
ら
ま
た
そ
れ
を
通
じ
て
社
会
生
活
は
な
ん
ら
か
の
「
課
題
」
を

形
成
し
ま
た
「
問
題
」
に
直
面
し
、
そ
れ
へ
の
「
対
処
」
を
相
互
作
用
を
通
じ
て
遂
行
す
る
。
そ
し
て
、
㈱
社
会
生
活
は
そ
れ
を
構
成

す
る
諸
要
素
、
と
り
わ
け
相
互
作
用
を
基
軸
と
す
る
他
の
要
素
へ
の
影
響
と
そ
れ
ら
の
変
化
を
通
じ
て
「
部
分
的
変
容
」
や
「
全
体
的
変

容
」
を
経
験
し
て
、
自
ら
の
ユ
ニ
ー
ク
な
生
活
史
を
構
成
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

九
　
社
会
生
活
の
分
析

　
社
会
生
活
を
以
上
の
よ
う
に
捉
え
た
場
合
に
、
そ
の
分
析
は
社
会
生
活
の
概
念
化
に
対
応
し
た
形
で
進
め
ら
れ
る
。
社
会
生
活
の
分
析

は
あ
る
個
人
を
対
象
と
し
て
も
、
あ
る
集
団
や
組
織
を
対
象
と
し
て
も
、
さ
ら
に
全
体
社
会
を
対
象
と
し
て
も
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

個
人
を
対
象
と
す
る
と
き
に
比
べ
て
、
組
織
や
さ
ら
に
全
体
社
会
を
対
象
と
す
る
と
き
は
そ
の
複
雑
性
は
一
段
と
増
す
が
、
い
ず
れ
も
社

会
生
活
の
分
析
枠
組
で
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
い
か
な
る
主
体
を
対
象
と
し
て
分
析
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
分
析
の
主
眼
は
第
一
に
、

分
析
対
象
と
し
た
主
体
の
社
会
生
活
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
っ
て
い
る
の
か
、
す
な
わ
ち
ど
の
よ
う
な
特
徴
的
な
生
の
共
働
が

そ
こ
で
営
ま
れ
て
い
る
の
か
を
問
う
こ
と
に
あ
り
、
さ
ら
に
第
二
に
は
、
そ
う
し
た
特
微
的
な
生
の
営
み
の
表
出
を
可
能
に
し
て
い
る
条

件
や
要
因
が
何
か
、
あ
る
い
は
生
の
共
働
に
よ
っ
て
当
該
栓
食
生
活
に
も
た
ら
さ
れ
る
結
果
や
影
響
あ
る
い
は
変
化
は
何
か
を
問
う
こ
と

に
あ
る
。

　
い
ず
れ
の
問
い
も
社
会
生
活
の
リ
ア
ル
で
ダ
イ
ナ
ミ
ヅ
ク
な
姿
を
把
握
し
そ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
に
そ
の
狙
い
が
あ
る
が
、
前
者
の
問

い
は
主
と
し
て
分
析
対
象
に
見
い
出
さ
れ
る
社
会
生
活
の
特
性
を
社
会
生
活
の
分
析
枠
に
従
っ
て
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
管
え
ら
れ
る
。



　
　
そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
問
い
は
特
微
あ
る
社
会
生
活
を
可
能
に
し
て
い
る
条
件
や
変
数
間
の
関
係
を
推
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ

　
　
れ
る
も
の
で
あ
る
。
対
象
の
社
会
生
活
を
把
握
す
る
に
は
社
会
生
活
の
分
析
枠
を
必
要
と
す
る
し
、
そ
の
枠
組
で
把
握
さ
れ
た
現
象
の
説

　
　
明
に
は
一
定
の
推
論
の
ロ
ジ
ッ
ク
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
二
点
に
関
し
て
、
相
互
作
用
論
の
方
法
論
的
立
場
を
以
下
に
お
い
て
で
き
る
だ

　
　
け
簡
単
に
整
理
し
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
　
　
ω
分
析
の
概
念
枠
組

　
　
　
ま
ず
、
社
会
生
活
を
分
析
す
る
た
め
の
枠
組
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
社
会
生
活
の
概
念
化
に
対
応
し
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
先
に

　
　
示
し
た
簡
単
な
社
会
生
活
の
構
成
要
素
の
相
互
関
連
図
（
図
1
二
）
を
、
こ
れ
ま
で
の
論
議
を
踏
ま
え
て
よ
り
詳
し
く
示
す
な
ら
ば
図
－

　
　
三
の
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
社
会
生
活
の
分
析
枠
組
に
準
拠
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
析
対
象
と
す
る
主
体
の
社
会
生
活
は
記
述
さ
れ
、

　
　
そ
の
特
性
の
把
握
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
多
様
で
豊
か
な
現
実
を
一
定
の
分
析
枠
組
の
中
に
押
し
込
め
る
こ

　
　
と
は
危
険
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
の
現
象
は
何
ら
か
の
分
析
辱
な
く
し
て
は
有
意
味
化
さ
れ
な
い
以
上
、
一
定
の
分
析
枠
に
準
拠
す
る

　
　
必
要
も
あ
る
。
一
定
の
分
析
枠
に
準
拠
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
経
験
的
世
界
の
分
析
を
通
じ
て
絶
え
ず
検
討
し
有
効
な
も
の
に
し
て
い
く

　
　
し
か
な
い
。

　
　
　
こ
の
点
を
一
応
留
意
し
た
上
で
、
社
会
生
活
の
分
析
枠
組
に
つ
い
て
の
説
明
を
し
て
お
き
た
い
。
分
析
対
象
と
す
る
社
会
生
活
を
把
握

　
　
す
る
た
め
に
は
、
対
象
が
何
で
あ
れ
ま
ず
そ
れ
を
構
成
す
る
「
意
味
世
界
」
の
把
握
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
は
人
び
と
の
環
境
と
の
関
係

　
　
の
形
成
を
通
じ
て
諸
事
物
や
で
き
ご
と
が
有
意
味
化
さ
れ
、
有
意
味
な
紺
象
と
し
て
構
成
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
こ
の
「
意
味
世
界
」
が

　
　
人
び
と
の
生
活
に
果
す
機
能
は
、
人
び
と
の
「
状
況
の
定
義
」
の
仕
方
を
指
示
し
、
人
び
と
の
相
互
作
用
を
組
織
化
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、

　
　
第
三
節
で
み
た
よ
う
に
そ
の
制
度
化
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
そ
の
程
度
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
「
意
味
世
界
」
に
み

　
　
ら
れ
る
「
一
般
化
さ
れ
た
他
者
の
態
度
」
の
内
容
や
程
度
、
統
制
機
構
の
形
態
や
そ
の
活
動
、
さ
ら
に
「
意
味
世
界
し
が
ど
の
よ
う
に
し

35

@
て
正
当
化
さ
れ
人
び
と
が
そ
れ
を
ど
の
程
度
受
け
入
れ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
諸
点
か
ら
、
そ
の
世
界
の
様
相
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
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と
な
っ
て
く
る
。

　
　
　
次
に
、
社
会
生
活
は
複
数
の
「
行
為
者
」
を
構
成
要
素
と
し
て
含
む
。
行
為
者
は
相
互
作
用
を
遂
行
す
る
主
体
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
対

　
　
象
で
も
あ
る
が
、
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
「
内
面
的
世
界
」
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
自
ら
を
対
象
化
し
う
る

　
　
「
自
己
」
と
そ
の
自
己
と
相
互
作
用
す
る
能
力
で
あ
る
「
精
神
」
を
基
本
と
す
る
が
、
同
時
に
行
為
者
が
行
為
や
相
互
作
用
に
際
し
て
自

　
　
ら
に
そ
の
状
況
の
意
味
を
指
示
す
る
「
状
況
の
定
義
」
や
「
自
己
意
識
」
、
さ
ら
に
主
観
的
な
「
意
図
」
や
そ
れ
に
一
定
の
作
用
を
及
ぼ

　
　
す
「
欲
求
」
や
「
関
心
」
も
含
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
行
為
者
の
内
面
的
世
界
は
他
者
と
の
相
互
作
用
を
通
じ
形
成
さ
れ
、
ま
た
修
正
さ

　
　
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、
ひ
と
た
び
そ
れ
が
形
成
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
独
立
し
た
作
用
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
相
互
作
用
の
遂
行

　
　
の
仕
方
に
影
響
を
与
え
一
定
の
制
約
を
及
ぼ
す
も
の
と
な
る
。
さ
ら
に
、
「
意
味
世
界
」
は
行
為
者
の
「
状
況
の
定
義
」
の
仕
方
や
「
自
己

　
　
意
識
」
や
「
意
図
」
の
中
に
入
り
込
ん
で
く
る
が
、
そ
れ
は
直
接
入
り
込
む
の
で
は
な
く
て
他
者
と
の
相
互
作
用
を
通
じ
て
で
あ
る
。
行

　
　
為
者
は
他
者
と
の
相
互
作
用
を
通
じ
て
「
意
味
世
界
」
を
内
面
化
し
、
さ
ら
に
「
自
己
と
の
相
互
作
用
」
を
通
じ
て
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ

　
　
そ
れ
に
主
体
的
に
反
応
し
、
自
ら
の
相
互
作
用
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
で
あ
る
。
社
会
生
活
を
構
成
す
る
基
本
単
位
と
し
て
の
行
為
者

　
　
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
「
内
面
的
世
界
」
を
構
成
し
、
そ
れ
が
相
互
作
用
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
ま
た
相
互
作
用
を
通
じ
て
変
化

　
　
し
て
い
く
の
か
を
把
握
す
る
こ
と
が
、
分
析
対
象
と
す
る
社
会
生
活
の
把
握
に
際
し
て
は
必
要
と
な
る
。

　
　
　
さ
ら
に
、
社
会
生
活
は
「
相
互
作
用
」
の
遂
行
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
社
会
生
活
の
分
析
に
は
そ
れ
を
把
握
す
る
必

　
　
要
が
あ
る
。
相
互
作
用
は
「
意
味
世
界
」
や
「
行
為
老
の
内
面
的
世
界
」
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
第
五
節
で
述
べ
た

　
　
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
相
互
作
用
の
数
量
、
空
間
、
時
間
的
側
面
」
に
よ
っ
て
も
条
件
づ
け
ら
れ
る
。
相
互
作
用
に
関
与
す
る
行
為
者
の
数

　
　
量
、
そ
れ
ら
の
分
化
の
程
度
、
空
間
的
距
離
、
さ
ら
に
時
間
か
ら
生
じ
る
制
約
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
行
為
者
聞
に
現
実
に
可
能

　
　
と
な
る
相
互
作
用
の
タ
イ
プ
や
ス
タ
イ
ル
は
制
約
さ
れ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
生
活
に
生
起
す
る
相
互
作
用
を
説
明
し
よ
う
と
す

躍
れ
ば
．
」
う
し
た
側
面
に
つ
い
て
の
記
述
を
必
要
と
す
る
。

1　
　
　
　
　
　
「
相
互
作
用
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モ
デ
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序
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㈹
分
析
の
焦
点

　
し
か
し
、
以
上
の
点
は
あ
く
ま
で
も
社
会
生
活
で
生
起
す
る
相
互
作
用
過
程
を
理
解
す
る
た
め
の
い
わ
ぽ
予
備
的
な
分
析
に
す
ぎ
な
い
。

社
会
生
活
の
分
析
の
主
眼
は
相
互
作
用
そ
れ
自
体
の
「
動
態
」
の
把
握
と
そ
れ
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
る
生
の
共
働
の
分
析
に
あ
る
。
そ
の

た
め
に
は
、
ま
ず
第
一
に
、
当
該
社
会
生
活
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
相
互
作
用
が
典
型
的
あ
る
い
は
最
頻
的
に
展
開
さ
れ
て
い

る
の
か
、
第
二
に
、
　
一
連
の
相
互
作
用
を
通
じ
て
行
為
者
聞
に
ど
の
よ
う
な
関
係
形
象
（
わ
れ
わ
れ
、
他
人
関
係
）
が
構
成
さ
れ
て
い
る

の
か
、
第
三
に
、
行
為
者
間
の
生
の
共
働
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
な
「
課
題
」
が
彼
ら
の
社
会
生
活
の
目
標
と
し
て
制
定
さ
れ
、
ま
た
い
か

な
る
「
問
題
し
に
直
面
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
「
対
処
」
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
相
互
作
用
を
彼
ら
が
展
開
し
て
い
る
の

か
と
い
っ
た
点
に
分
析
の
焦
点
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
社
会
生
活
の
動
態
的
特
徴
は
こ
の
よ
う
な
相
互
作
用
の
タ
イ
プ
、
関
係
形
象
の

様
態
、
「
課
題
」
や
「
問
題
」
へ
の
「
附
処
」
の
様
相
の
中
に
見
い
生
す
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
相
互
作
用
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
統
一
態
は
ひ
と
た
び
そ
れ
が
形
成
さ
れ
る
と
そ
れ
は
行
為
者
間
の
相
互
作
用
の
遂
行
の
仕

方
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
「
わ
れ
わ
れ
」
の
意
識
を
有
す
る
者
の
相
互
作
用
と
「
他
人
関
係
」
の
者
同
士
の
問
の
相
互
作
用
と
は
違
っ
た
も

の
と
な
っ
て
く
る
し
、
そ
う
し
た
相
互
作
用
の
違
い
は
行
為
者
の
「
内
面
的
世
界
」
に
変
化
を
及
ぼ
す
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、

「
課
題
」
や
「
問
題
」
へ
の
「
対
処
」
は
行
為
者
間
の
相
互
作
用
を
通
じ
て
遂
行
さ
れ
て
い
く
が
、
そ
の
中
で
対
処
の
必
要
に
応
じ
て
相

互
作
用
は
変
化
し
再
構
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
相
互
作
用
の
再
編
成
は
行
為
者
の
分
化
や
社
会
的
距
離
の
再
編
成
を
促
し
た
り
、
あ
る
い

は
行
為
者
の
「
内
面
的
世
界
」
の
変
容
や
「
意
味
世
界
」
の
再
編
成
や
修
正
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
る
。
社
会
生
活
に
お
い
て
生
じ
て
き

た
「
課
題
」
や
「
問
題
」
を
契
機
に
し
た
「
対
処
」
は
「
絹
互
作
用
」
を
変
化
さ
せ
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
は
「
意
味
世
界
」
や
「
行
為
者
」

に
影
響
を
及
ぼ
す
。
社
会
生
活
の
構
成
要
素
は
互
い
に
連
関
し
合
っ
て
変
容
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
生
活
の
分
析
に

際
し
て
は
第
四
に
、
一
つ
の
要
素
の
分
析
に
と
ど
め
る
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
要
素
の
変
化
が
他
の
要
素
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す

の
か
と
い
っ
た
相
互
連
関
の
把
握
及
び
そ
れ
に
伴
う
社
会
生
活
の
変
容
過
程
の
分
析
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。



　
　
　
面
説
明
の
ロ
ジ
ッ
ク

　
　
　
社
会
生
活
の
分
析
枠
組
を
説
明
す
る
な
か
で
す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
単
な
る
社
会
生
活
の
記
述
だ
け
で
な
く
そ
の
説
明
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
も

　
　
若
干
ふ
れ
て
き
た
。
あ
ら
た
め
て
そ
れ
を
こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
な
ら
ば
、
そ
の
ロ
ジ
ッ
ク
の
特
徴
は
次
の
諸
点
に
集
約
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
第
一
の
分
析
の
特
徴
は
「
過
程
分
析
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
分
析
対
象
と
す
る
社
会
生
活
に
見
出
さ
れ
る
特
徴
的
な

　
　
「
相
互
作
用
」
や
「
関
係
形
象
」
あ
る
い
は
「
課
題
」
や
「
問
題
」
へ
の
「
対
処
」
の
様
式
が
な
ぜ
こ
う
し
た
姿
を
示
す
の
か
と
か
、

　
　
あ
る
い
は
社
会
生
活
全
体
の
特
性
が
な
ぜ
か
く
な
る
特
徴
を
示
す
の
か
を
説
明
す
る
際
に
、
相
互
作
用
論
は
単
純
な
因
果
モ
デ
ル
で
説
明

　
　
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
う
し
た
現
象
が
一
連
の
継
時
的
（
。
。
①
ρ
g
耳
或
）
、
あ
る
い
は
累
積
的
（
窪
ヨ
巳
尊
く
①
）
な
過
程
を
通
じ
て
生
じ
て

　
　
く
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
一
定
の
条
件
の
下
で
結
び
つ
い
た
り
相
殺
し
合
っ
た
り
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
連
関
し

　
　
て
い
く
中
で
一
つ
の
現
象
を
構
成
し
、
ま
た
新
た
な
要
因
が
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
く
と
み
る
。
こ
う
し
た
過
程
は
単
に

　
　
薪
た
な
要
因
が
一
定
の
条
件
の
下
で
次
ぎ
次
ぎ
と
連
関
し
て
い
く
揚
言
だ
け
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
最
初
の
要
因
A
の
作
用
に
よ

　
　
っ
て
生
じ
た
要
因
B
の
変
化
が
最
初
の
要
因
A
に
逆
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
A
を
変
化
さ
せ
て
い
く
と
い
う
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
過
程
も
含
む
。

　
　
A
箕
B
と
い
う
二
要
因
間
だ
け
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
だ
け
で
な
く
、
A
、
B
間
を
媒
介
す
る
他
の
一
連
の
要
因
が
加
わ
っ
て
も
フ
ィ
ー
ド

　
　
バ
ッ
ク
連
関
は
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、
複
雑
な
連
関
を
通
じ
て
一
定
の
現
象
が
生
成
し
て
く
る
も
の
と
し
て
現
象
を
説
明
す
る
。

　
　
　
第
二
は
「
創
発
特
性
」
の
考
え
方
を
拒
否
し
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
相
互
作
用
論
や
社
会
関
係
論
の
伝
統
的
な
発
想
で
は
部
分
と
部

　
　
分
と
の
関
係
の
形
成
は
承
認
し
て
も
、
そ
の
関
係
か
ら
部
分
の
総
和
に
還
元
不
可
能
な
礼
冠
特
性
が
生
じ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
少
な

　
　
い
。
し
か
し
、
社
会
生
活
の
全
体
の
特
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
社
会
生
活
を
要
素
に
分
解
し
そ
の
関
連
を
問
う
だ
け
で
は
把
握
さ
れ

　
　
な
い
こ
と
が
多
い
。
A
・
エ
チ
オ
ー
二
に
よ
れ
ぽ
、
創
発
特
性
と
い
う
概
念
は
単
に
諸
単
位
な
い
し
変
数
問
の
相
互
関
係
（
葺
Φ
『
－
環
艮
け

　
　
灸
。
二
。
房
）
だ
け
で
現
象
を
把
握
す
る
際
に
は
不
用
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
必
要
と
な
る
の
は
あ
る
レ
ベ
ル
の
単
位
と
そ
れ
よ
り
上

39

@
位
（
な
い
し
は
下
位
）
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
単
位
と
の
ハ
イ
ア
ラ
ー
キ
：
な
関
係
（
寓
臼
費
。
窪
8
＝
Φ
聾
δ
鵠
ω
）
で
も
っ
て
現
象
を
捉
え
よ
う
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（
2
8
）

と
す
る
と
き
で
あ
る
と
い
う
。
社
会
生
活
は
そ
れ
を
構
成
す
る
諸
要
素
よ
り
上
位
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
特
徴
を
諸
要
素

間
の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
上
位
と
下
位
、
全
体
と
部
分
の
ハ
イ
ア
ラ
ー
キ
ー
な
関
係
か
ら
捉
え
る
こ
と
も
有
効
で
あ
る
。
そ

し
て
、
全
体
と
し
て
の
社
会
生
活
は
個
々
の
部
分
に
は
還
元
で
き
な
い
特
性
が
創
発
す
る
と
い
う
考
え
に
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
生

活
全
体
の
特
性
を
把
握
し
、
他
の
社
会
生
活
と
比
較
す
る
こ
と
も
、
社
会
生
活
の
分
析
に
は
有
効
な
方
法
と
な
る
（
た
だ
、
そ
う
し
た
創

発
特
性
を
ど
の
よ
う
に
し
て
分
析
者
が
幽
い
出
し
、
説
得
的
な
形
で
呈
示
で
き
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
は
残
る
）
。

　
第
三
の
特
徴
は
、
社
会
生
活
の
分
栃
に
際
し
て
は
当
事
者
の
視
点
の
み
な
ら
ず
分
析
者
の
推
論
（
8
且
①
9
負
。
）
や
解
釈
も
重
視
す
る
点

で
あ
る
。
行
為
者
が
「
意
味
世
界
」
を
ど
の
よ
う
に
意
識
し
て
い
る
か
、
い
か
な
る
「
内
的
世
界
」
を
経
験
し
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
他

老
を
「
わ
れ
わ
れ
」
と
し
て
あ
る
い
は
「
他
人
関
係
」
と
し
て
意
識
し
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
は
、
彼
ら
の
相
互
作
用
を
理
解
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ァ
ル

上
で
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
W
・
エ
・
ト
マ
ス
は
「
も
し
ひ
と
が
状
況
を
真
実
で
あ
る
と
決
め
れ
ば
、
そ
の
状
況
は
結

果
に
お
い
て
も
真
実
で
あ
る
」
と
述
べ
た
が
、
行
為
者
の
「
状
況
の
定
義
」
は
彼
ら
の
絹
互
作
用
の
方
向
を
大
き
く
左
右
す
る
。
少
な
く

と
も
、
社
会
生
活
を
営
む
当
の
行
為
老
の
視
点
か
ら
世
界
を
眺
め
る
こ
と
が
社
会
生
活
の
分
析
の
ま
ず
基
本
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ア
ル

活
の
分
析
は
単
に
行
為
者
の
視
点
を
「
取
得
」
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
分
析
者
は
当
の
行
為
者
が
な
ぜ
そ
の
状
況
を
真
実
と
し

て
意
識
な
い
し
定
義
し
た
の
か
を
推
論
す
る
必
要
が
あ
る
。
行
為
者
が
そ
う
し
た
意
識
を
も
つ
に
い
た
っ
た
経
緯
を
介
入
に
は
自
覚
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
も
含
め
て
解
釈
す
る
こ
と
で
、
主
観
的
な
「
状
況
の
定
義
し
の
形
成
の
背
後
に
あ
る
客
観
的
要
素
に
接
近
で
き
る
。
ま
た
、

行
為
者
の
「
状
況
の
定
義
」
は
ト
マ
ス
の
い
う
よ
う
に
相
互
作
用
や
行
為
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
結
果
も
左
右
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し

て
も
、
行
為
や
相
互
作
用
に
は
同
時
に
「
意
図
せ
ぬ
結
果
」
も
伴
う
こ
と
が
あ
る
。
相
互
作
用
を
経
由
し
て
い
く
中
で
、
最
初
の
意
図
と

は
別
の
結
果
が
生
じ
て
く
る
こ
と
も
多
い
。
意
図
と
結
果
は
対
応
し
た
も
の
で
は
な
く
別
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
分
析
者
は
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

為
者
の
主
観
的
意
図
と
は
励
箇
に
そ
の
結
果
を
客
観
的
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
第
四
は
、
行
為
者
の
「
状
況
の
定
義
」
や
相
互
作
用
を
説
明
す
る
際
に
、
「
傾
性
要
因
」
（
匹
一
ω
℃
。
ω
三
8
州
鋤
。
§
。
・
）
と
「
状
況
要
因
」



　
　
（
ω
ぎ
帥
ユ
。
口
審
9
霞
ω
）
を
相
互
排
他
的
に
扱
う
の
で
は
な
く
、
前
者
が
後
者
に
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
取
り
込
ま
れ
、
一
定
の
条
件
と
し
て
作

　
　
用
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
考
え
方
を
わ
れ
わ
れ
は
取
る
。
「
傾
性
要
因
」
を
重
視
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
行
為
者
の
過
去
の
経
験
や

　
　
そ
れ
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
性
格
に
よ
っ
て
、
目
下
の
行
為
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
「
状
況
要
因
」
を
重
視
す
る
ア
プ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
ー
チ
は
過
去
の
経
験
と
は
無
関
係
に
、
目
下
行
為
者
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
と
の
関
連
で
行
為
や
相
互
作
用
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
そ

　
　
れ
に
透
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
い
ず
れ
か
一
方
だ
け
で
行
為
者
の
現
実
の
相
互
作
用
を
説
明
で
き
る
と
は
考
え
な
い
。
む
し
ろ
、
行
為
者

　
　
の
過
去
の
経
験
は
現
在
の
行
為
者
の
立
場
か
ら
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
下
の
「
状
況
の
定
義
」
や
相
互
作
用
の
中
に
組
み
込
ま

　
　
れ
る
も
の
と
み
る
。
過
去
が
機
械
的
に
現
在
の
中
に
入
り
込
む
の
で
は
な
く
て
、
行
為
者
の
現
在
の
状
況
に
照
し
て
解
釈
さ
れ
再
構
成
さ

　
　
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
現
在
の
相
互
作
用
を
方
向
づ
け
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
こ
と
は
、
過
去
の
み
な
ら
ず
未
来
に
関
し
て
も
い
え
る
。
行
為
者
は
未
来
を
有
意
味
シ
ン
ボ
ル
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
に

　
　
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
心
に
描
か
れ
た
未
来
は
行
為
者
の
置
か
れ
た
現
在
か
ら
創
発
し
、
現
在
の
行
為
や
相
互
作
用
に
お
い
て
現
在
を
乗

　
　
り
越
え
る
も
の
と
し
て
作
用
す
る
。
、
・
・
ー
ド
は
過
去
は
経
過
の
条
件
づ
け
の
特
性
と
し
て
現
在
の
う
ち
に
あ
り
、
行
為
者
を
導
く
未
来
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
　
現
在
を
離
れ
て
は
空
虚
な
抽
象
で
あ
る
と
み
な
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
行
為
者
の
有
す
る
意
識
や
そ
れ
に
基
づ
く
相
互
作
用
を
理
解
す
る

　
　
た
め
に
は
、
時
間
の
流
れ
の
中
で
行
為
老
が
過
去
や
未
来
を
現
在
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
方
向
づ
け
て
い
る
の
か
と
い
う
点
の
把
握
を
必

　
　
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
「
傾
性
要
因
」
か
「
状
況
要
因
」
か
の
い
ず
れ
か
を
重
視
す
る
と
い
う
立
場
は
意
味
が
な
く
、
時
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
経
過
の
中
で
過
去
と
未
来
を
取
り
込
ん
で
現
在
に
生
き
る
行
為
者
と
い
う
視
点
か
ら
、
行
為
老
の
「
状
況
の
定
義
し
や
相
互
作
用
を
把
握

　
　
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
以
上
、
相
互
作
用
論
の
立
場
か
ら
社
会
生
活
を
分
析
す
る
際
の
方
法
論
上
の
特
徽
に
つ
い
て
若
干
述
べ
て
き
た
。
そ
れ
は
「
過
程
分

　
　
析
」
「
繕
事
特
性
の
承
認
」
「
，
当
事
者
の
視
点
及
び
分
析
者
の
視
点
の
重
視
」
「
行
為
者
の
有
す
る
時
間
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
重
視
」

組
と
い
。
た
諸
習
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

1　
　
　
　
　
　
「
相
互
作
用
論
」
の
モ
デ
ル
序
説
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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六
四

　
　
　
　
　
　
＋
　
結
　
び

　
相
互
作
用
論
の
基
本
的
な
考
え
方
と
そ
れ
に
必
要
な
一
連
の
概
念
の
検
討
を
行
な
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
営
み
は
常
に

ジ
レ
ン
マ
を
伴
う
。
日
常
の
豊
か
な
経
験
的
世
界
を
一
定
の
分
析
枠
組
や
概
念
に
よ
っ
て
簡
単
に
裁
断
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

の
か
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
で
あ
る
。
概
念
の
実
体
化
の
誤
謬
に
お
ち
い
ら
な
い
た
め
に
は
、
こ
の
種
の
ジ
レ
ン
マ
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
相
互
作
用
論
は
あ
く
ま
で
も
経
験
的
世
界
を
認
識
す
る
た
め
の
概
念
枠
組
な
い
し
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
で
あ
っ
て
、

分
析
者
が
そ
う
し
た
視
点
か
ら
社
会
生
活
を
整
序
し
眺
め
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

　
相
互
作
用
論
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
豊
か
な
経
験
的
世
界
を
眺
め
た
場
合
に
、
そ
れ
は
一
定
の
「
意
味
世
界
」
の
下
で
複
数
の
「
行

為
者
」
達
が
種
々
の
「
相
互
作
用
」
を
通
じ
て
織
り
成
す
「
生
の
共
働
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
社
会
生
活
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特

性
は
、
「
意
味
世
界
」
や
「
行
為
老
の
内
的
世
界
」
や
「
数
量
・
空
間
・
時
古
曲
側
面
」
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ

プ
に
お
い
て
独
自
の
形
成
過
程
を
示
す
相
互
作
用
、
さ
ら
に
「
課
題
」
や
「
問
題
」
へ
の
「
対
処
」
の
過
程
、
あ
る
い
は
「
対
処
」
に
伴

う
相
互
作
用
が
他
の
要
素
に
及
ぼ
す
過
程
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
。
同
時
に
、
社
会
生
活
は
こ
れ
ら
要
素
の
相
互
連
関
を
な
し
全
体
と
し

て
の
独
自
な
創
発
特
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
社
会
生
活
の
認
識
の
仕
方
は
、
当
の
社
会
生
活
を
営
む
当
事
者
の
認
識
な
い
し
経
験
と
排
他
的
な
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
当
事
者
の
日
常
の
経
験
の
世
界
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
盛
会
学
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
整
序

し
把
握
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
認
識
の
中
に
は
当
然
、
当
の
行
為
者
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
認
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
へ

の
洞
察
も
含
む
。
社
会
学
者
の
認
識
は
分
析
対
象
と
す
る
社
会
生
活
に
何
ら
か
の
意
味
を
求
め
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
一
定
の
意
味
に
基

づ
い
て
行
為
や
相
互
作
用
を
行
な
っ
て
い
る
生
活
の
当
事
者
達
と
な
ん
ら
か
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
た
だ
、
当
の
生
活
者
に
と
っ
て
の
そ

の
意
味
は
ま
さ
に
共
に
生
活
す
る
上
で
の
実
践
的
な
関
心
や
常
識
的
世
界
の
中
で
自
明
視
さ
れ
て
い
る
意
味
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
分
析



　
　
者
に
と
っ
て
の
そ
の
社
会
学
的
意
味
は
、
当
事
者
の
認
識
を
越
え
た
次
元
で
当
該
社
会
生
活
の
特
性
を
、
ま
た
特
性
た
ら
し
め
て
い
る
要

　
　
因
や
条
件
及
び
そ
の
生
起
の
仕
方
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
分
析
者
が
当
の
生
活
者
と
同
じ
次
元
で
社
会
生
活
を
認
識
し
て
い

　
　
て
は
、
生
活
者
に
提
示
し
う
る
も
の
は
何
も
な
い
。
社
会
生
活
を
よ
り
知
っ
て
い
る
の
は
当
の
生
活
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
分
析
者
の

　
　
認
識
が
生
活
者
の
そ
れ
よ
り
も
、
論
理
的
体
系
性
で
は
と
も
か
く
も
実
践
性
に
お
い
て
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
と
暦
称
す
る
こ
と
は
で
き
な

　
　
い
が
、
分
析
者
が
当
事
者
の
意
識
を
越
え
た
何
ら
か
の
認
識
を
社
会
生
活
の
研
究
に
お
い
て
志
向
し
な
け
れ
ぽ
、
そ
の
存
在
の
意
義
は
な

　
　
い
。
ブ
ル
ー
マ
ー
は
く
り
返
し
分
析
者
は
対
象
と
す
る
経
験
的
世
界
の
熟
知
性
を
深
め
よ
と
主
張
し
た
。
こ
の
主
張
は
お
そ
ら
く
逆
説
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
含
む
も
の
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
分
析
者
の
生
半
可
な
知
識
や
分
析
は
生
活
の
当
事
者
達
に
は
通
用
し
ま
せ
ん
よ
と
い
う
教
訓

　
　
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
当
該
社
会
生
活
を
社
会
生
活
た
ら
し
め
て
い
る
要
因
や
そ
の
過
程
を
十
分
に
洞
察
で
き
な
く
と
も
、
少
な
く
と
も

　
　
分
析
者
は
対
象
と
す
る
世
界
を
一
定
の
社
会
学
的
概
念
を
用
い
て
整
序
し
て
み
せ
る
く
ら
い
の
こ
と
は
必
要
と
な
る
。

　
　
　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
相
互
作
用
論
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
欝
欝
生
活
の
分
析
枠
組
は
、
分
析
者
の
社
会
認
識
を
対
自
化
す
る
た
め
の

　
　
さ
さ
や
か
な
試
論
で
あ
る
。
相
互
作
用
に
注
目
し
て
社
会
生
活
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
社
会
学
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
は
、
現
代
で
は

　
　
ブ
ル
ー
マ
ー
ら
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
相
互
作
用
論
、
P
・
プ
ラ
ウ
の
交
換
理
論
、
ゴ
フ
マ
ン
の
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
な
ど
が
著
名
な
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
　
て
あ
げ
ら
れ
る
。
ブ
ル
ー
マ
ー
は
や
み
く
も
に
行
為
者
の
解
釈
過
程
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
者
の
「
主
体
性
」
を
復
権
さ
せ
、

　
　
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
対
抗
し
て
シ
カ
ゴ
学
派
の
伝
統
を
守
ろ
う
と
す
る
－
結
果
的
に
は
多
分
に
そ
の
伝
統
を
歪
め
て
い
る
に
せ
よ
i
役
割

　
　
を
い
さ
さ
か
ド
ン
キ
ホ
ー
テ
的
に
演
じ
て
み
せ
た
の
に
対
し
て
、
プ
ラ
ウ
は
ホ
マ
ソ
ズ
と
同
様
に
社
会
生
活
の
分
析
の
基
本
単
位
を
、
一

　
　
方
の
報
酬
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
紺
す
る
他
方
の
義
務
を
伴
っ
た
返
報
で
あ
る
「
交
換
」
に
求
め
る
。
た
だ
し
、
プ
ラ
ウ
は
こ
の
義

　
　
務
を
、
ホ
マ
ン
ズ
の
よ
う
に
人
間
の
自
然
な
感
情
に
基
づ
く
「
分
配
正
義
」
と
み
る
の
で
は
な
く
て
、
「
公
正
な
交
換
」
は
実
際
の
報
酬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
量
に
依
存
す
る
の
と
同
程
度
に
、
「
社
会
的
期
待
」
が
裏
切
ら
れ
な
い
と
い
う
事
実
に
依
存
し
て
い
る
と
み
な
し
、
そ
れ
が
裏
切
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
老
は
相
手
に
対
す
る
社
会
的
否
認
を
示
し
公
正
の
回
復
を
求
め
る
点
を
強
調
す
る
。
「
社
会
的
期
待
」
の
裏
切
り
か
ら
社
会
的
否
認
が
生

脇
1　

　
　
　
　
　
「
相
互
作
用
論
」
の
モ
デ
ル
序
説
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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@
じ
、
そ
れ
が
社
会
生
活
の
変
動
困
と
な
る
と
み
る
ブ
ラ
ゥ
の
思
考
の
中
に
、
社
会
生
活
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
彼
の
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
　
場
が
鮮
明
に
表
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ゴ
フ
マ
ソ
の
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
の
基
本
的
な
ね
ら
い
は
大
村
英
昭
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

　
　
い
つ
の
時
代
に
も
あ
ら
ゆ
る
地
域
に
み
ら
れ
る
儀
礼
的
表
現
が
自
己
の
「
同
時
呈
示
」
（
複
数
の
多
元
的
自
己
の
同
時
存
在
）
に
よ
っ

　
　
て
、
「
ひ
と
は
そ
の
奥
に
い
る
一
人
の
人
間
（
唱
。
「
ω
O
ロ
）
を
体
感
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
日
常
現
実
の
細
分
化
さ
れ
た
”
私
”
か
ら
解
放

　
　
さ
れ
得
る
」
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
本
稿
の
相
互
作
用
論
の
モ
デ
ル
は
、
人
び
と
が
共
働
し
て
営
な
む
社
会
生
活
は
な
に
よ
り
も
多
様
で
豊
か
な
リ
ア

　
　
リ
テ
ィ
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
尊
重
し
、
相
互
作
用
の
主
体
で
あ
る
行
為
者
の
活
動
を
主
眼
に
し
て
社
会
生
活
の
力
動
性
を
捉
え

　
　
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
な
ん
ら
か
の
「
意
味
世
界
」
の
下
で
複
数
の
「
行
為
者
」
達
が
一
連
の
「
相
互
作
用
」
を
通
じ
て
、
社
会

　
　
生
活
の
中
で
生
起
す
る
「
課
題
」
や
「
問
題
」
に
対
処
し
な
が
ら
、
自
ら
の
社
会
生
活
を
「
形
成
」
し
「
変
容
」
さ
せ
て
い
く
、
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
　
の
が
わ
れ
わ
れ
の
人
間
と
社
会
生
活
に
た
い
す
る
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
な
の
で
あ
る
。
社
会
生
活
は
、
当
事
者
や
彼
の
共
存
者
に
と
っ
て
、

　
　
時
に
は
生
の
充
実
と
し
て
、
時
に
は
倦
怠
と
し
て
、
あ
る
い
は
苦
痛
や
腹
立
た
し
い
こ
と
と
し
て
経
験
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
当
事
老
は

　
　
自
ら
が
社
会
生
活
で
遂
行
し
て
い
る
現
行
の
行
為
や
相
互
作
用
の
仕
方
を
、
そ
れ
以
外
に
は
考
え
ら
れ
ぬ
必
然
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
正

　
　
当
な
も
の
、
合
理
的
な
も
の
と
み
な
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
逆
に
あ
る
者
は
そ
れ
を
超
克
す
べ
き
歪
め
ら
れ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
、
あ

　
　
る
い
は
非
合
理
的
な
も
の
と
意
識
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
さ
ら
に
は
現
実
の
社
会
生
活
を
シ
ニ
カ
ル
に
眺
め
た
り
、
た
だ
諦
観
し

　
　
て
い
る
だ
け
の
者
も
い
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
こ
う
し
た
多
様
な
人
び
と
の
社
会
生
活
に
分
析
者
な
い
し
観
察
者
は
一
定
の
分
析
枠
組
と
方
法
論
の
指
示
に
従
っ
て
ア
プ
ロ
：
チ
す
る
。

　
　
そ
の
際
、
相
互
作
用
論
の
分
析
枠
組
が
留
意
す
る
点
は
、
「
意
味
世
界
」
「
相
互
作
用
」
「
行
為
者
」
の
相
互
連
関
か
ら
な
る
過
程
で
あ
る
。

　
　
相
互
作
用
論
の
分
析
は
「
相
互
作
用
」
に
焦
点
を
定
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
「
意
味
世
界
」
「
行
為
者
」
と
の
相
互
連
関
も
常
に
視
座
に

　
　
含
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
事
者
の
社
会
生
活
に
内
在
す
る
こ
う
し
た
過
程
と
そ
れ
を
規
定
し
て
い
る
一
連
の
条
件
を
探
る
こ
と
に
ょ
っ



　
　
て
、
分
析
者
は
当
事
者
に
対
し
、
理
論
レ
ベ
ル
で
認
識
さ
れ
た
当
該
社
会
生
活
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
呈
示
し
、
別
の
社
会
生
活
の
可
能
性
も

　
　
呈
示
す
る
。
社
会
生
活
の
研
究
は
当
事
者
が
社
会
生
活
を
通
じ
て
自
ら
意
識
し
て
い
る
リ
ア
リ
テ
ィ
の
“
突
破
”
を
潜
在
的
に
は
志
向
し

　
　
て
い
る
の
で
あ
る
。
多
様
な
社
会
生
活
は
単
な
る
表
層
で
あ
っ
て
、
そ
の
背
後
に
は
不
変
的
で
構
造
的
な
要
素
が
あ
り
、
表
層
は
た
だ
そ

　
　
れ
が
「
変
形
」
（
θ
昌
m
コ
ロ
o
h
O
昌
ヨ
餌
け
一
〇
コ
）
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
方
も
成
り
立
つ
か
も
し
れ
・
な
い
が
、
相
互
作
用
論
は
そ
う
し

　
　
た
深
層
の
構
造
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
「
意
味
世
界
」
と
「
行
為
者
」
の
連
関
の
中
で
遂
行
さ
れ
る
「
相
互
作
用
」
の
構
成
過
程
の
中
に

　
　
社
会
生
活
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
求
め
る
。
こ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
当
事
者
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
日
常
の
リ
ア
リ
テ
ィ
で
は
な
い
。
そ
れ
は
分

　
　
析
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
理
論
的
分
析
に
基
づ
い
て
解
釈
さ
れ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
る
。
但
し
、
日
常
の
経
験
的
リ
ア
リ
テ
ィ
か
ら
理

　
　
論
的
リ
ア
リ
テ
ィ
へ
の
“
突
破
”
に
は
、
当
事
者
の
社
会
生
活
に
つ
い
て
の
豊
富
な
知
識
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
を
欠
い
た
“
突
破
”
は

　
　
分
析
者
の
恣
意
的
な
作
文
で
し
か
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
分
析
者
の
行
な
う
理
論
的
な
レ
ベ
ル
で
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
呈
示
も
彼
の
解
釈
で
あ

　
　
り
、
創
造
力
を
働
か
せ
た
一
つ
の
作
贔
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
例
え
ば
、
ジ
ソ
メ
ル
は
彼
の
豊
か
な
想
像
力
に
よ
っ
て
、
社

　
　
会
主
義
の
理
念
が
美
的
な
観
点
か
ら
も
解
釈
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
彼
に
よ
れ
ば
、
社
会
主
義
は
「
偶
然
性
に
代
わ
っ
て
統
一
的
指

　
　
令
」
に
よ
る
生
産
を
、
「
個
人
岡
土
の
浪
費
的
な
競
争
と
闘
争
に
代
わ
っ
て
、
労
働
の
絶
対
的
な
調
和
」
を
志
向
し
て
い
る
点
で
、
美
の
基

　
　
　
　
　
　
シ
ン
メ
ト
リ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

　
　
本
を
な
す
均
　
整
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
と
み
る
。
社
会
主
義
の
理
念
は
単
に
人
び
と
の
貧
困
や
搾
取
と
い
っ
た
「
胃
の
問
題
」
に
発
し

　
　
た
も
の
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
は
美
的
問
題
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
ジ
ン
メ
ル
の
洞
察
に
接
す
る
と
き
、
い
や
で
も
わ
れ
わ
れ
は
想
像
力
の

　
　
働
き
の
重
要
性
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。

　
　
　
理
論
的
レ
ベ
ル
で
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
呈
示
に
は
創
造
力
や
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
き
わ
め
て
重
要
と
な
る
が
、
し
か
し
経
験
科
学
に
お

　
　
い
て
は
、
分
析
対
象
と
す
る
桂
会
生
活
の
豊
富
な
デ
ー
タ
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
要
請
は
分
析
さ
れ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
　
の
妥
当
性
を
、
素
朴
に
当
事
者
の
世
界
の
経
験
と
の
適
合
性
に
求
め
る
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
第
一
に
対
象
の
社
会
生
活
と

45

@
無
縁
で
恣
意
的
な
作
文
を
回
避
す
る
た
め
の
歯
止
め
と
し
て
、
第
二
に
創
造
的
な
解
釈
を
発
揮
す
る
た
め
の
滋
養
と
し
て
必
要
な
の
で
あ

18　
　
　
　
　
　
「
相
互
作
用
論
」
の
モ
デ
ル
序
説
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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哲
学
研
究
第
五
百
五
十
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

る
。
分
析
対
象
と
す
る
社
会
生
活
と
の
交
流
の
乏
し
い
分
析
枠
組
は
ド
ク
サ
化
し
や
す
い
。
そ
の
た
め
に
、
社
会
生
活
と
の
交
流
と
同
時

に
、
絶
え
ず
そ
の
世
界
が
わ
れ
わ
れ
の
準
拠
し
て
い
る
分
析
枠
組
に
よ
っ
て
み
え
て
く
る
も
の
と
は
異
な
っ
た
世
界
で
あ
る
可
能
性
を
保

持
し
て
い
る
も
の
と
し
て
反
省
的
に
接
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
が
、
相
互
作
用
論
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
序
説
的
な
形
式
で
述
べ
ら
れ
た
基
本
的
な
認
識
で
あ
る
。
社
会
生
活
に
恒
常
的
に
生

起
す
る
逸
脱
と
社
会
的
反
作
用
の
現
象
に
焦
点
を
定
め
た
相
互
作
用
論
か
ら
の
分
析
は
、
稿
を
改
め
て
行
な
う
こ
と
に
し
た
い
。
　
（
完
）

注（
1
）
　
ρ
ω
冒
日
Φ
ジ
象
鮭
ミ
轟
爵
U
信
ぎ
犀
曾
俸
出
⊆
ヨ
窪
。
∬
目
8
。
。
》
N
≦
Φ
冨
ω
閤
帥
瓢
邑
こ
b
一
〇
盤
£
。
暮
ぎ
謡
く
。
ゆ
。
ω
貯
ぎ
ヨ
子
霞
目
山
2
0
讐
署
。
．
．

　
（
堀
喜
望
・
居
安
正
訳
『
集
団
の
社
会
学
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
募
、
一
九
七
二
年
）
。

（
2
）
U
。
口
m
匡
里
8
『
↓
富
b
d
Q
識
§
帖
ミ
ミ
密
斜
》
9
傷
・
巨
。
牢
①
ω
ω
顎
ミ
①
●

（
3
）
　
圏
さ
ヨ
①
踏
・
ω
ぎ
一
巳
。
ぎ
§
砺
職
＆
ペ
ミ
暮
。
ミ
§
，
ミ
”
冒
ぎ
画
嚢
《
卸
ω
。
β
。
・
”
目
O
①
①
（
斎
藤
欣
子
訳
『
警
察
官
の
意
識
と
行
動
』
東
大
出

　
版
会
、
一
九
七
一
年
）
。

（
4
）
　
準
拠
他
者
と
い
う
場
合
に
、
他
者
は
「
比
較
の
対
象
」
と
し
て
の
意
味
と
「
準
拠
す
べ
き
規
範
と
し
て
の
対
象
」
と
の
意
味
を
も
つ
が
、
こ
こ

　
で
は
両
者
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。

（
5
）
　
ω
ぎ
轟
轟
○
や
。
搾
9
こ
向
×
搾
霞
ω
雌
び
巽
山
。
昌
男
お
ヨ
山
農
．
、
”
ω
ω
．
㎝
O
㊤
～
㎝
旨
（
居
安
正
訳
「
余
所
者
に
つ
い
て
」
『
秘
密
の
社
会
学
』
世
界
思
想

　
社
、
一
九
七
九
年
、
所
載
）
。

（
6
）
　
窯
臼
ヨ
碧
開
●
U
g
N
旦
○
謡
＄
譜
触
，
急
§
ミ
嵩
磯
肉
ミ
。
勘
§
し
8
ω
o
鴫
1
望
ω
ρ
お
。
。
企
”
」
謡
．

（
7
）
　
「
待
ち
時
間
」
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
社
会
学
的
分
析
は
し
d
母
蔓
ω
。
ゲ
婁
昌
昌
　
§
馬
§
賊
蕊
o
q
§
翫
　
司
ミ
w
§
α
q
”
d
巳
く
2
。
。
ξ
。
｛
〇
三
畠
σ
q
。

　
℃
話
ω
ω
”
お
瞬
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
例
は
彼
の
研
究
に
依
拠
し
て
い
る
部
分
が
多
い
。

（
8
）
　
高
田
保
馬
『
社
会
関
係
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
二
七
年
、
二
四
〇
頁
。
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（
9
）
田
誉
Φ
詳
ω
『
ヨ
9
畠
ミ
い
。
ミ
§
慧
、
§
職
。
ミ
§
”
甲
窪
二
8
－
田
戸
お
①
O
も
●
ω
●

（
1
0
）
　
Ω
ξ
○
¢
。
岸
0
9
0
S
薦
恥
験
ミ
ミ
ミ
、
肉
鈎
遷
防
。
詰
討
欝
鳶
越
ミ
職
§
ミ
恥
。
織
額
N
浄
凡
§
3
ζ
§
。
冨
。
。
8
巴
d
巳
く
①
窃
凶
受
距
①
ω
。
・
》
昌
㊤
c
。
ρ

（
1
1
）
　
σ
o
昌
。
。
箆
客
語
Φ
〈
ぎ
ρ
Q
8
蕪
蟄
ミ
㌔
ミ
N
㍉
○
§
§
ミ
ミ
§
ミ
画
遷
§
翫
ヒ
0
9
ミ
さ
ミ
詳
d
ヨ
〈
①
a
受
o
h
O
三
〇
鋤
σ
q
o
㌘
o
ω
。
。
”
お
謡
》
ワ

　
×
＜
．

（
1
2
）
　
因
。
ぴ
Φ
訴
》
．
Z
一
ω
げ
・
♂
↓
富
防
8
貯
N
b
d
§
卸
≧
沖
亀
》
．
内
8
℃
炉
H
Φ
刈
O
（
南
博
訳
『
現
代
社
会
学
入
門
』
講
談
社
、
一
九
七
七
年
、
第
一
巻
、

　
一
五
五
頁
）
。

（
1
3
）
　
国
辱
ぎ
σ
q
O
。
中
日
鋤
P
b
コ
き
§
ご
、
簿
、
袋
ミ
詩
㌧
貯
ミ
♂
閃
器
。
℃
円
①
ω
ω
”
お
①
G
。
（
丸
木
恵
祐
・
本
名
信
行
訳
『
集
ま
り
の
構
造
』
誠
信
書
房
、
一

　
九
八
○
年
）
。

（
1
4
）
　
H
臼
。
賦
口
。
同
ω
。
。
”
臼
ぎ
砺
8
旨
N
謬
き
o
N
§
ミ
§
嵜
穀
ミ
§
”
午
①
轟
二
8
・
玄
馬
拝
お
。
Q
虻
。
冨
ワ
刈
’

（
1
5
）
　
頃
①
幽
ω
。
。
は
「
状
況
の
定
義
」
の
内
容
と
し
て
、
ω
行
為
者
自
身
を
含
む
底
意
作
用
へ
の
参
加
者
の
特
性
の
知
覚
（
o
費
8
唱
二
〇
昌
）
、
㈲
参
加
者
達

　
に
よ
る
状
況
の
道
徳
的
、
情
緒
的
、
感
情
的
評
価
の
知
覚
、
㈹
参
掴
者
達
の
目
標
と
意
図
の
知
覚
、
㈹
そ
の
目
標
や
状
況
に
適
合
し
た
行
為
の
知
覚
、

　
㈲
そ
の
層
標
と
そ
れ
を
達
成
す
る
手
段
へ
の
参
加
者
達
の
正
当
化
の
知
覚
、
を
典
型
的
な
内
容
と
し
て
い
る
（
H
げ
一
山
4
　
唱
．
　
ド
c
Q
O
）
。
ま
た
、
彼
は
「
役

　
割
緊
張
」
（
目
。
げ
ω
窪
帥
ぎ
）
を
「
役
割
蔦
藤
」
（
『
o
一
〇
。
8
譲
9
）
と
「
役
割
過
重
」
（
目
。
一
①
o
＜
⑦
二
〇
践
）
と
に
分
け
る
。
前
者
は
特
定
の
役
割
に
応
え

　
よ
う
と
す
れ
ば
、
人
が
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
別
の
役
割
要
求
と
両
立
不
可
能
に
陥
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
ト
ラ
ブ
ル
で
あ
り
、
後
味
は
役
割
要
求

　
に
行
為
者
の
有
す
る
時
間
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
資
源
か
ら
み
て
応
え
る
の
が
困
難
な
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
は
「
同
一
の
役
割
セ
ッ
ト
内
で

　
の
役
割
間
の
葛
藤
」
「
異
な
っ
た
役
割
セ
ッ
ト
に
お
け
る
役
割
の
困
難
さ
」
「
サ
ブ
ロ
ー
ル
間
の
両
立
不
可
能
性
」
（
例
え
ば
、
教
授
の
大
学
院
生

　
に
対
す
る
「
能
力
の
評
価
者
」
と
し
て
の
役
割
と
「
ス
ポ
ン
サ
ー
」
と
し
て
の
役
割
と
の
両
立
不
可
能
性
）
等
の
も
の
に
分
け
ら
れ
る
（
H
凱
伽
‘
7

　
卜
⊃
①
b
。
）
。

（
1
6
）
　
相
互
作
用
の
タ
イ
プ
の
分
類
と
し
て
は
、
臼
井
二
尚
に
よ
る
「
親
和
的
相
互
作
用
」
「
機
械
的
相
互
作
用
」
「
潜
在
闘
争
的
相
互
作
用
」
「
闘
争
的

　
相
互
作
用
」
（
『
社
会
学
論
集
』
創
文
社
、
一
九
六
一
年
、
＝
一
四
－
一
二
六
頁
）
の
四
類
型
、
さ
ら
に
ニ
ス
ベ
ッ
ト
に
よ
る
「
交
換
」
「
協
力
」
「
同

　
調
」
「
強
制
」
「
葛
藤
」
の
五
類
型
な
ど
が
あ
る
（
ニ
ス
ベ
ッ
ト
前
掲
書
一
五
五
－
一
五
八
頁
）
。
相
互
作
用
の
タ
イ
プ
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
考
え
る

　
　
　
「
相
互
作
用
論
」
の
モ
デ
ル
序
説
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

　
の
に
参
考
と
な
る
往
会
関
係
の
有
名
な
類
型
は
高
田
保
馬
に
よ
る
「
結
合
」
「
分
離
」
「
従
属
」
の
三
根
元
関
係
の
分
類
で
あ
る
（
前
掲
書
籍
六
章
第

　
三
節
）
。
最
近
で
は
、
安
田
三
郎
は
相
互
行
為
す
る
A
と
B
と
に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
が
相
手
の
群
羊
達
成
に
対
し
て
、
促
進
的
か
賦
害
的
か
無

　
影
響
的
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
六
つ
の
社
会
関
係
（
結
合
、
支
配
、
援
助
、
抗
争
、
優
越
、
並
存
）
を
構
成
し
て
い
る
（
安
田
三
郎
、
他
編
『
基
礎

　
社
会
学
外
五
巻
、
社
会
過
程
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
一
年
、
二
二
頁
）
。
確
か
に
、
行
為
論
の
立
場
に
立
て
ば
安
田
の
よ
う
に
ロ
ジ
カ
ル
に
六

　
つ
の
タ
イ
プ
を
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
影
響
一
応
答
過
程
と
し
て
絹
互
作
用
論
を
捉
え
る
本
稿
の
立
場
で
は
、
分
類
の
基
準
は

　
多
分
に
曖
昧
に
な
る
が
、
相
互
作
用
の
様
相
一
相
互
作
用
過
程
に
み
ら
れ
る
そ
の
特
徴
一
か
ら
以
下
で
は
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
を
構
成
す
る
。

（
1
7
）
　
男
器
ゆ
ε
冨
H
螢
匿
句
。
碧
ω
邑
一
一
茜
”
O
訂
旨
。
8
誌
二
8
。
野
鶏
◎
｛
㊦
。
・
ω
一
§
巴
9
σ
q
⇔
三
遷
け
ざ
穿
き
嚇
ミ
§
N
＆
寒
ミ
ミ
§
叙
象
禽
ミ
b
σ
き
尋

　
ミ
。
♪
お
①
P
＜
o
一
噂
μ
ρ
燭
Ψ
ω
1
伊

（
1
8
）
　
》
話
㊦
冒
ω
需
磐
ω
即
濠
。
職
ミ
～
§
腔
く
ミ
，
ミ
§
”
O
§
鷺
慧
♂
ミ
。
聴
勉
§
§
曳
き
職
ミ
O
、
ミ
、
し
○
。
。
ω
①
写
じ
d
器
ω
L
ミ
・
。
◎

（
1
9
）
　
ω
一
鑓
巳
。
㌍
○
や
鼠
£
＜
富
誹
三
国
二
二
琶
．
噂
b
賃
ω
財
Φ
騨
、
．
も
。
ψ
ド
。
。
O
一
目
α
q
（
堀
喜
望
・
居
安
正
訳
『
闘
争
の
社
会
学
』
法
律
文
化
賞
、
　
一
九
六

　
六
年
）
。

（
2
0
）
　
池
田
義
祐
『
支
配
関
係
の
研
究
』
法
律
文
化
社
、
一
九
七
八
年
、
二
二
～
二
一
二
頁
。

（
2
1
）
　
池
田
前
掲
書
、
二
三
九
頁
参
照
。

（
2
2
）
　
こ
の
種
の
相
互
作
用
の
分
析
と
し
て
は
、
即
囚
匿
9
0
簿
◎
P
・
．
ω
o
o
一
〇
一
〇
σ
q
げ
巴
〉
ヨ
ぼ
く
巴
窪
8
．
、
隣
国
．
》
●
↓
回
送
。
。
ぼ
き
＆
‘
象
ら
ご
N
薦
㍉
§
、

　
§
S
壁
”
ぎ
蹄
§
§
事
象
職
。
ミ
N
ミ
ミ
、
O
詠
§
磯
♪
閃
器
。
勺
器
ω
ω
”
這
①
。
。
（
金
沢
実
・
他
訳
『
社
会
理
論
と
機
能
分
析
』
青
木
書
店
、
　
［
九
六
九
年

夏
所
収
「
ア
ン
ビ
バ
ラ
ソ
ス
の
社
会
理
論
」
）
、
及
び
、
づ
男
鴛
。
。
o
コ
。
。
℃
↓
｝
Q
恥
。
鼠
ミ
夢
口
回
§
3
閃
お
①
℃
器
ω
9
μ
⑩
α
H
（
佐
藤
勉
訳
『
社
会
体
系
論
』
青

　
木
書
店
、
一
九
七
四
年
所
収
、
第
十
章
「
社
会
構
造
と
動
態
的
過
程
一
近
代
医
療
の
事
例
」
）
が
代
表
的
な
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

（
2
3
）
　
O
．
○
霞
鼠
8
ダ
ト
9
建
8
ミ
ご
鳩
N
§
ミ
ミ
恥
魯
ミ
旨
ら
ミ
薦
㍉
♪
即
d
「
男
お
8
（
寿
里
茂
訳
『
社
会
学
の
言
書
的
課
題
』
青
木
書
店
、
一
九

　
七
〇
年
）
い
恥
。
無
o
N
蓉
ミ
ト
額
竃
“
上
議
。
。
。
o
℃
ぽ
。
巴
ζ
ぴ
8
蔓
”
お
島
（
潮
見
俊
隆
・
寿
里
角
器
『
法
社
会
学
』
目
本
評
論
社
、
一
九
五
六
年
）
。

（
2
4
）
　
中
久
郎
「
社
会
学
に
お
け
る
社
会
概
念
の
構
成
」
京
都
大
学
文
学
部
紀
要
第
十
七
巻
、
一
九
七
七
年
、
同
「
共
同
体
論
に
お
け
る
共
同
性
の
問

　
題
」
（
『
哲
学
研
究
』
、
一
九
八
二
年
、
五
匹
五
号
）
、
同
「
都
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
基
本
構
造
e
、
⇔
」
（
『
ソ
シ
オ
ロ
ジ
』
、
一
九
八
一
年
、
八
二
号
、
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一
九
八
二
年
、
八
三
号
）
。

（
2
5
）
　
≦
鋤
圃
8
『
じ
U
9
匿
。
ざ
句
0
9
ミ
。
亀
§
靴
さ
§
ヨ
魯
防
譜
ミ
↓
譜
。
遷
”
準
Φ
韓
一
。
？
踏
ρ
。
拝
H
O
鵯
（
新
睦
人
・
中
野
秀
一
郎
訳
『
一
般
社
会
シ
ス

　
テ
ム
論
』
誠
信
書
房
、
一
九
八
○
年
、
二
六
〇
頁
）
。

（
2
6
）
　
こ
の
点
の
よ
り
詳
し
い
分
析
は
、
拙
稿
「
ポ
ス
ト
・
レ
イ
ベ
リ
ン
グ
論
の
時
代
か
一
逸
脱
の
ド
ラ
マ
の
社
会
生
活
へ
の
影
響
」
（
『
教
育
社
会

　
学
研
究
』
一
九
八
四
年
第
三
九
集
）
で
行
な
っ
て
い
る
。

（
2
7
）
　
「
意
味
世
界
」
の
深
さ
の
レ
ベ
ル
や
「
行
為
者
の
内
面
的
世
界
」
を
深
さ
の
層
位
で
捉
え
よ
う
と
し
た
先
駆
的
な
業
績
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
見
い

　
出
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
中
久
郎
『
デ
ュ
ル
ケ
！
ム
の
社
会
理
論
』
創
文
社
、
一
九
七
九
年
、
一
四
九
～
一
五
一
頁
参
照
。

（
2
8
）
　
》
ヨ
冨
一
聾
臥
§
計
↓
ぎ
ト
9
賊
ミ
恥
。
ら
鳶
量
”
孚
8
海
霧
ρ
目
O
①
G
。
噂
召
．
ま
ー
ミ
・

（
2
9
）
　
こ
の
点
の
論
議
は
匂
。
『
養
い
。
ゆ
き
α
》
鵠
遣
犠
嘗
§
生
恥
。
偽
貯
N
恥
亀
織
蕊
陰
”
≦
⇔
山
。
。
芝
。
簿
ゲ
”
H
⑩
刈
γ
o
冨
ワ
G
。
を
参
考
に
し
て
い
る
。

（
3
0
）
　
「
傾
性
要
因
」
と
「
状
況
要
因
」
と
い
う
タ
ー
ム
は
ロ
フ
ラ
ン
ド
か
ら
借
用
し
て
い
る
（
い
。
ぬ
き
9
囲
窯
傷
‘
℃
戸
①
①
i
①
o
。
）
。

（
3
1
）
　
O
．
国
．
ζ
o
p
匹
”
↓
二
心
巡
回
身
§
ξ
ミ
、
詠
恥
ぎ
蛎
§
ぶ
○
や
①
旨
O
o
葺
ダ
H
㊤
G
。
卜
⊃
．
ミ
ー
ド
の
時
間
論
に
つ
い
て
は
、
と
．
累
9
。
＄
嵩
ω
o
戸
目
七
二

　
硫
0
9
ミ
9
謎
§
ミ
a
鳥
＼
O
馬
。
霞
Q
霞
．
さ
貸
匙
》
℃
質
ぴ
ぽ
》
照
雨
凪
9
H
㊤
α
①
（
長
田
攻
一
・
川
越
次
郎
訳
『
G
・
H
・
ミ
ー
ド
の
動
的
社
会
理
論
』
新

　
泉
社
、
　
一
九
八
三
年
）
が
参
考
に
な
る
。

（
3
2
）
　
こ
れ
ら
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、
新
野
人
・
中
野
秀
一
郎
編
『
社
会
学
の
歩
み
、
パ
ー
ト
豆
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
）
、
第
二
部

　
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
3
3
）
　
℃
簿
霞
蜜
◎
国
ゆ
∬
肉
聴
き
§
繋
畠
博
民
高
邑
ミ
§
恥
。
町
ミ
ト
欝
し
。
げ
口
≦
蕃
矯
即
ω
§
9
H
8
偶
（
留
場
寿
一
・
居
安
正
・
塩
原
露
訳
『
交

　
換
と
権
力
』
新
曜
社
、
　
一
九
七
四
年
、
　
＝
二
九
頁
）
。

（
3
4
）
　
大
村
英
昭
「
ゴ
フ
マ
ン
に
お
け
る
ダ
ブ
ル
・
ラ
イ
フ
の
テ
ー
マ
」
（
『
現
代
社
会
学
』
第
一
九
号
、
ア
カ
デ
ィ
ミ
ア
出
版
会
、
　
一
九
八
五
年
）
。

（
3
5
）
　
こ
う
し
た
視
点
か
ら
逸
脱
過
程
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
拙
稿
「
相
互
作
用
論
か
ら
見
た
キ
ャ
リ
ア
分
析
」
（
『
哲
学
研
究
』
、
五
四
四
号
、
一

　
九
八
二
年
）
が
あ
る
が
、
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
の
立
場
に
近
い
観
点
か
ら
の
組
織
分
析
の
例
と
し
て
は
窯
ざ
訂
震
い
凝
望
ざ
警
鳶
ミ
ー
ト
ミ
無
切
ミ
，
§
琴

　
ら
這
受
り
図
島
。
・
①
一
一
ω
固
σ
q
Φ
屑
。
¢
議
9
。
呼
…
o
P
お
。
。
O
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

　
　
　
「
相
互
作
用
論
」
の
モ
デ
ル
序
説
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
二
号
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　　　　　　　　　　　　　　　On　the　Model　of　“lnteractionism”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bbl　Makoto　Hogetsu

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Assoeiate　Professor　of　Sociology

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Faculty　of　Letters，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　This　paper　aims　at　developlng　the　model　of　“lnteractionism”　to

analyse　the　human　complex　sociai　Iives．　As　its　ter皿shows，　this　InodeI

focuses　on　INTERACTION　to　grasp　the　reality　of　social　lives．　rnterac－

tion　means　the　infiuence－response　process　among　two　or　more　units

through　significant　symbol．　To　add　to　these　elements，　interaction　has

also　the　fol！owing　aspects：　plural　actors　（each　of　them　has　self　and

inner　world），significant　wor1d（mean圭ngfu工◎bjects　de航ed　by　generali．

zed　other　or　institutions），　and　constraints　of　situation　（which　are

mainly　constructed　by　quantities　of　interactor　and　the　way　of　social

time－space　perception）．

　　Interac玉to且is，　on止e　one　hand，　restricted　by　actor’s　in鵬r－world，　signi－

ficant　world　and　situation，　and，　on　the　other　hand，　it　has　the　emergent

properties　mainly　produced　by　the　dynamics　of　interaction　itself　and

self－interaction．　The　types　of　interaction　are　classified　into　five　catego－

ries：　negotiation，　bonding，　conflict，　domination　and　support－protecting

mteraetlon．

　　Social　lives　are　mainly　performed　through　these　interactions，　so　we

try　to　focus　on　these　interaction　processes　when　we　deal　with　social

lives　of　person　or　organization　to　be　selected　for　our　research．　We

also　have　to　pay　attention　to　significant　world　or　other　constraints　to

identify　under　whieh　conditions　each　unique　interaction　proeess　is

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3



produced．　We　also　investigate　on　the　adaptive　proeesses　to　“tasks”　and

“problems”　which　actors　face　in　their　social　lives　and　the　processes　of

transformation　of　social　lives　as　a　system，　in　order　to　analyse　the

dynamics　of　lives．

　　This　model　is　characterized　by　putting　a　stress　on　the　process，　ae－

tor’s　definition　of　situation　and　emergency　of　social　lives．　But　the　sig－

nificance　of　this　model　is　not　only　to　describe　the　social　Iives　in　detail，

but　also　to　show　the　rich　lnsight　into　the　actor’s　experiences　to　which

he　himself　is　invisible　or　indifferent．　ln　other　words，　our　model　tries

to　find　out　the　latent　social　life－forces　which　are　collectively　produced

from　the　combination　of　interactions．

　　Les　ld6es　divines　comme　ressemblance　des　etres　cre6s

　　　　　　　Quelques　problemes　dans　la　doctrlne　bonaventurienne’

　　　　　　　des　id6es

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　par　Hisako　Nagakura

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　professeur　adjoint

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Universite　de　Nanzan，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Facult6　des　Lettres，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Histo圭re　de　Ia　philosoph呈e拠6d圭6vale

　　Malgre　quelques　diracult6s　inh6rentes　a　la　th60rie　platonicienne　des

id6es，　celle－ci　etait　tres　utile　pour　expliquer　le　rapport　entre　Dieu　et

le　monde．　Ainsi，　en　formulant　leur　theologie，　de　nombreux　theologiens

judeo－chr6tiens　ont　exploite　la　th60rie　platonicienne　des　id6es．　St．

Augustin　aussi，　h6こ口tant　de　cette　th60rie　a　travers　le　n60platonisme，

s’?ｎ　est　servi　pleinement　en　la　transformant，　et’rsa　doctrine　des　id6es

divines　a　excerc6　une　influence　importante　dans　une　partie　du　monde

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4


