
2
1
4
4
z
一号昼」

集
圏
祉
曾
皐
に
於
げ
る
基
本
概
念
の

一
と
し
て
の
封
鎖
性
・
開
放
性

-h
出

-
uァ
4

・

回

言受

祐

は

し

カL

き

此
の
小
論
は
祉
曾
集
圏
の
封
鎖
性
・
開
放
性
が
何
故
に
集
圏
祉
舎
皐
の
基
本
概
念
の
一
で
あ
る
か
を
直
接
に
、
い
わ
ば
正
面
か
ら
論
詮
し
よ

う
と
企
圏
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
集
圏
の
封
鎖
性
・
開
放
性
が
内
容
的
に
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
出
来
る
だ
け
組
織
的
鰭

系
的
に
分
析
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
。

た
だ
間
接
的
に
は
集
閣
の
封
鎖
性
・
開
放
性
が
如
何
に
社
命
日
集
圏
理
論
の
重
要
な
る
枠
組
を
形
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
を
推
詮
せ
ん
と

す
る
ひ
そ
か
な
念
願
を
も
含
ん
で
い
る
が
、

此
の
さ
さ
や
か
な
願
い
が
い
く
ら
か
で
も
達
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
幸
甚
で
あ
る
。
此
の
黙
に
就
い
て

は
然
し
な
が
ら
、
集
圏
理
論
の
古
典
的
(
正
統
滅
的
)
な
墜
設
と
な
っ
て
い
る
の

g
邑
g
n
Eコ
論
や
め
。
B
g
g一円可

理
論
を
再
検
討
す
る
際
、

そ
こ
で
問
題
と
な
る
封
鎖
併
や
自
足
性
と
結
び
付
け
て
、
他
の
機
舎
に
五
百
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

近
来
祉
曾
恩
?
の
理
論
的
な
研
究
分
野
に
お
い
て
も
、
ま
た
最
近
活
厳
に
行
わ
れ
て
い
る
寅
詮
的
な
調
査
の
領
域
に
お
い
て
も
、
封
鎖
性
叉
は
そ

集
間
一
位
曾
畢
に
於
け
る
基
本
概
念
の
了
と
し
て
の
封
鋪
性
・
開
放
性
(
池
田
)

一一一一七
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の
崩
壊
過
程
、
或
は
開
放
性
え
は
開
放
化
の
過
程
と
云
っ
た
一
群
の
関
聯
性
あ
る
項
目
が
比
較
的
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
、
論
議
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
例
え
ば
理
論
社
舎
皐
の
分
野
に
あ
っ
て
は
、
肢
に
ク

l
リ

l
(
η
8
5
J
n・
2
・
)
が
封
鎖
的
階
級
(
巳
。
ω
a
n
E切
る
と
開
放
的
階
級

①
 

(
0
句
。
ロ
巳
hwg〉
と
を
匿
別
し
て
枇
合
同
階
級
を
論
じ
、
白
井
博
士
が
の
め
B
巴ロ
R
E
P
の
封
鎖
性
と
の
g
o
-
-
R
E
P

の
集
圏
理
論
を
修
正
後
一
展
せ
し
め
て
居

hw、
又
近
時
ギ
ュ

Y
ゲ

イ

ツ

チ

の
開
放
性
と
を
強
調
し
て
-7

y
ζ

ィ

1dA
(
吋
ん
い
日
比
0
9
H
h
e
・〉

(のに
2
5
Y
の
・
〉
が
共
の

E
親
社
命
目
撃

(
集
圏
類
型
墜
吋
否
。
-om庁
色
宗
門
。
ロ
同
一
色
]O
仏

2
m
g
c勺
O
B
E
M件
以
〉
に
お
い
て
社
命
日
集
圏
を
接
近
様
式

(
B
a
o
円
円
山
の
わ
か
る

か
ら
、
開
い
た
集
圏

(
q
o
z
B
B
g
z
o
c〈
g
t
)
・
保
件
的
接
近
の
集
闇
(
肉
円
OC旬。
E
g
g
糾
仰
の
わ
か
∞
の
CH丘一色
2
5
0
}
)
・
閉
じ
た
集
圏
〈
肉
『
2
3
B
8
2
己。
ω
〉

①
 

て
考
察
し
て
い
る
が
如
き
、
何
れ
も
顕
著
な
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
具
鰭
的
歴
史
的
に
は
家
族
や
職
業
集
圏
等
に
就
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
封
鎖
性
・

①
 

一
脳
密
性
・
排
他
性
が
社
合
目
撃
的
観
黙
か
ら
論
議
さ
れ
、

に
分
類
し

又
未
開
枇
命
日
や
農
・
山
・
漁
村
等
の
所
謂
村
落
祉
曾
の
枇
曾
構
造
上
の
重
要
な
る
特
質

と
し
て
、
或
は
吐
命
国
務
動
上
の
重
要
な
る
因
素
と
し
て
封
鎖
性
・
開
放
性
が
提
示
さ
れ
て
い
や

一
方
村
落
祉
合
同
等
の
祉
曾
撃
的
賓
態
調
査
(
目
。
正
当

2
5

!
 

有
数
性
を
立
詮
し
つ
つ
あ
る
日

の
際
の
有
力
な
る
指
標
と
し
て
封
鎖
性
・
開
放
性
が
奉
げ
ら
れ
、
賞
際
に
其
の

こ
の
よ
う
に
封
鎖
性
及
び
こ
れ
と
表
裏
一
睡
す
る
開
放
性
は
枇
舎
の
多
方
面
に
亘
る
祉
曾
準
的
分
析
に
漸
次
問

題
と
さ
れ
て
来
て
居
り
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
り
な
く
、
社
合
目
撃
の
研
究
に
携
わ
る
者
の
屡
主
接
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
来
て
い
る
。

か
の
著
名
な
ぺ

Y
グ
ソ
ン

①
 

と
の
匿
別
の
如
き
も
、
社
合
目
撃
の
外
か
ら
な
さ
れ
た
祉
曾
に
関
す
る
封
鎖
性
・
開
放
性
の
論
議
の
一
種
と
見
倣
し
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

(∞
q
m
g
p
出
・
)
の
道
徳
・
宗
敢
に
関
連
す
る
閉
じ
た
社
曾

(
ω
2
5小
巳
8
0〉
と
開
い
た
祉
曾
令
。
丘
小
忠

2
5『件。〉

右
の
如
く
社
命
日
撃
の
理
論
及
び
調
査
の
領
域
に
お
い
て
現
に
封
鎖
性
・
開
放
性
又
は
之
に
類
す
る
概
念
が
用
い
ら
れ
、
今
や
相
嘗
重
要
な
祉
曾

撃
上
の
一
つ
の
基
本
的
な
枠
組
と
さ
え
見
倣
さ
れ
て
来
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、

こ
れ
を
一
般
的
・
原
理
的
に
、
即
ち
封
鎖
性
・
開
放
性
自
樫
に

就
い
て
詳
細
に
論
究
し
た
文
献
は
殆
ん
ど
な
い
。
我
々
の
知
る
か
ぎ
り
で
は
た
だ
ア
ン
ニ
ィ

1
メ
と
ぺ

Y
グ
y
y
と
の
雨
皐
設
か
ら
此
の
問
題

@
 

を
採
り
あ
げ
て
い
る
日
高
氏
の
所
論
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
思
う
に
現
代
社
命
日
墜
の
課
題
と
し
て
封
鎖
性
・
開
放
性
自
鰭
を
一
般
的
原
理
的
に



究
明
す
る
が
如
き
事
は
、
肢
に
ヲ
ェ

l
パ

1
3
3
F
0
3
足・〉

①
 

も
指
遁
し
て
い
る
よ
う
に
、
も
は
や
自
明
の
事
柄
を
云
々
す
る
無
用
の
等
閑
事

に
す
ぎ
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
或
は
逆
に
、

理
論
的
な
解
明
は
多
く
の
経
験
的
事
賓
の
分
析
を
基
礎
と
し
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
と
云
う
理

白
か
ら
、
む
し
ろ
今
後
の
問
題
領
域
と
し
て
手
を
そ
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
論
議
を
早
念
に
解
決
す
る
事
は
困
難
で

あ
り
、

叉
危
険
で
も
あ
る
。
我
々
は
こ
れ
ら
の
論
黙
を
そ
の
ま
ま
一
懸
念
頭
に
置
き
つ
つ
、

ひ
と
ま
づ
封
鎖
性
・
開
放
性
を
集
園
理
論
の
基
本

概
念
と
し
て
い
る
臼
井
博
士
の
立
場
か
ら
出
後
し
て
考
察
を
進
め
て
い
く
事
と
す
る
。

前
述
せ
る
如
く
我
々
は
第
一
に
、
そ
し
て
従
来
多
く
の
人
々
が
な
し
て
い
る
よ
う
に
祉
曾
集
圏
(
こ
の
場
合
祉
曾
階
級
を
も
含
め
て
〉

の
側
面
か

ら
、
此
の
問
題
に
接
近
し
て
い
こ
う
と
思
う
。
勿
論
封
鎖
性
乃
至
開
放
性
と
云
う
事
は
輩
に
祉
舎
集
圏
丈
の
問
題
で
は
な
く
、
否
祉
曾
集
聞
の
問

題
で
あ
れ
ば
必
然
的
に
祉
曾
閥
係
や
、
社
命
日
関
係
に
基
く
接
鰯
交
渉
や
、
社
曾
的
行
矯
・
態
度
、
も
し
く
は
そ
れ
ら
の
様
式
や
制
度
等
々
の
所
謂
祉

合
同
形
象
と
も
結
び
付
い
て
来
る
は
ず
で
あ
る
。

ク
ェ

1
バ

1
(
宅
S
F
Z・
)
が
開
放
的
関
係
ハ
O
R
2
5
切
立
与
g
m
)
と
封
鎖
的
関
係

(mgnrl

]
0
8
8
0
出
。

N
E
M
g
m〉
と
を
枇
曾
関
係
の
上
で
直
別
し
な
が
ら
も
、
寅
際
に
は
家
族
共
同
腫
や
信
仰
共
同
社
曾
・
経
済
圏
瞳
・
同
一
言
語
集
圏

等
の
一
位
曾
集
圏
の
封
鎖
性
・
開
放
性
を
論
じ
、

⑪
 

の
参
加
の
仕
方
に
求
め
て
い
る
の
は

一
方
又
一
位
曾
関
係
を
封
鎖
的
と
開
放
的
と
に
分
類
す
る
原
理
を
一
定
集
圏
内
の
杜
曾
的
行
鋳
ヘ

(
此
の
貼
に
就
い
て
は
後
に
ぞ
や
詳
し
く
考
察
す
る
)
、

右
の
好
箇
の
例
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。

そ
し
て
叉
よ
り

一
般
的
に
此
の
事
は
本
来
社
曾
集
圏
・
関
係
・
行
偽
の
三
者
の
問
の
密
接
不
可
分
離
な
三
穫
の
関
係
l
意
味
の
底
礎
付
け
に
お
け
る
関
係
・
認

⑪
 

識
根
擦
に
お
け
る
関
係
・
賓
在
根
底
に
お
け
る
関
係
乃
至
連
関
ー
か
ら
考
え
て
明
白
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
集
闇
・
関
係
・
行
偽
の
何
れ
の
場
合

に
お
い
て
も
、
封
鎖
性
・
開
放
性
の
問
題
の
中
心
を
な
し
て
い
る
の
は
、
一
定
の
祉
曾
集
圏
と
そ
れ
の
外
部
の
集
圏
(
以
下
簡
単
に
外
集
聞
と
呼
ぶ
〉

⑬
 

と
の
、
即
ち
集
圏
と
集
圏
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
集
圏
と
集
圏
と
の
関
係
も
確
か
に
祉
曾
関
係
の
一
種
と
認
め
ら
れ
る
以
上
、
廉
く

集
圃
枇
曾
事
に
於
け
る
基
本
概
念
の
一
・
と
し
て
の
封
鎖
性
・
開
放
性
(
池
田
)

二
二
九
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三
四

O

社
合
間
関
係
の
問
題
で
あ
る
と
も
云
え
る
が
、
然
し
我
々
は
そ
の
事
を
一
腹
認
め
て
も
、

や
は
り
封
鎖
性
・
開
放
性
は
先
づ
第
一
に
祉
曾
集
圏
論

の
領
域
に
お
け
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
度
い
。
そ
の
主
な
る
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
た
し
か
に
封
鎖
性
乃
至
開
放
性
は
一
定
の
集
圏
内
部

の
個
人
針
個
人
、
も
し
く
は
個
人
針
集
圏
と
云
っ
た
集
圏
内
に
於
け
る
人
々
相
互
間
の
関
係
と
云
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
祉
曾
関
係
を
中
心
と
し

て
考
え
れ
ば
、
集
圏
と
集
圏
と
の
間
の
、
即
ち
集
圏
問
の
関
係
が
基
軸
を
な
し
て
居
り
、
第
一
次
的
で
あ
る
と
云
え
る
。
け
れ
ど
も
封
鎖
性
・

開
放
性
は
こ
の
よ
う
な
集
圏
聞
の
関
係
そ
の
も
の
の
属
性
l
例
え
ば
針
立
・
闘
争
・
親
和
・
協
同
等
『
|
ー
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
う
で
は
な
く

て
集
閤
聞
の
関
係
を
直
接
の
第
一
次
的
な
前
提
と
し
て
、

一
定
集
圏
に
附
着
し
て
い
る
何
ら
か
の
属
性
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
皐
な
る

集

圏
と
集
圏
と
の
問
で
成
立
す
る
関
係
自
陣
炉

で
は
な
く
し
て
、

H

外
集
圏
に
針
す
る
一
定
集
闇
を
中
心
と
す
る
H

関
係
か
ら
把
捉
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
要
約
す
れ
ば
外
集
圏
と
の
種
々
な
る
関
係
か
ら
規
定
さ
れ
、

又
逆
に
種
々
の
関
係
を
規
定
し
て
ゆ
く
一
定
集
圏
の
基
本
的
な
特

質
l
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
後
述
す
る
l
を
我
々
は
封
鎖
性
乃
至
開
放
性
と
見
倣
し
て
、
問
題
を
一
藤
社
曾
集
圏
の
領
域
の
内

に
限
定
し
て
お
く
。
市
し
て
此
の
黙
に
就
い
て
は
一
々
例
誼
す
る
ま
で
も
な
く
、
従
来
の
諸
家
の
見
解
も
殆
ん
ど
一
致
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
我
々
は
右
の
如
く
理
解
し
た
祉
曾
集
圏
の
封
鎖
性
・
開
放
性
を
白
井
博
士
の
所
設
に
従
っ
て
、
先
づ
次
の
如
く
極
め
て
廉
く
一
般

的
に
、
そ
し
て
又
仮
設
的
に
規
定
し
て
お
く
。
邸
ち
封
鎖
性
と
は
一
定
の
祉
曾
集
圏
に
お
い
て
、
人
及
び
物
の
出
入
の
著
し
く
制
限
さ
れ
阻
止

さ
れ
て
い
る
妖
態
|
|
祉
舎
集
圏
の
封
鎖
的
獄
態
を
形
成
し
存
績
せ
し
め
て
い
る
集
圏
内
・
外
か
ら
の
あ
ら
ゆ
る
枇
曾
的
属
性
の
線
稀
で
あ
る
。

開
放
性
は
ま
さ
し
く
此
の
逆
で
あ
る
。
但
し
白
井
博
士
は
祉
曾
集
圏
の
封
鎖
性
を

w
巌
密
に
限
定

5
れ
た
意
味
d

⑬
 

と
の
聞
に
人
及
び
物
の
出
入
が
な
く
、
内
外
の
接
嫡
交
渉
の
社
絶
し
て
い
る
事
d

(

圏
黙
私
記
)
と
し
て
い
る
が
、
右
の
如
く
如
何
な
る
人
及
び

で
は

H

集
圏
と
そ
れ
の
外
部

物
の
出
入
も
み
一
く
な
く
、
集
圏
内
外
の
交
渉
の
完
全
に
社
絶
し
て
い
る
絶
針
的
な
る
封
鎖
性
は
封
鎖
性
の
極
限
概
念
で
あ
り
、

3
 

つ
て
初
め
て
成
立
す
る
特
殊
者
そ
の
も
の
が
特
殊
者
た
る
性
格
H

を
侠
く
と
云
う
意
味
に
お
い
て
、

ぷ
日
遁
者
を
侯

集
圏
の
封
鎖
性
と
云
う
よ
り
は
む
し
ろ

集
圏
の
孤
立
性
と
解
す
守
へ
き
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
こ
の
よ
う
な
集
圏
の
孤
立
性
を
集
圏
の
封
鎖
性
の
極
限
概
念
と
し
て
理
念
型
的
に
認
め
る
こ



'党
七

と
を
必
ず
し
も
桓
否
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
然
し
乍
ら
集
圏
の
封
鎖
性
は
此
の
立
場
と
は
や
や
異
っ
て
、

さ
き
に

F

著
し
く
制
限
さ
れ
阻
止

さ
れ
て
い
る
d

と
規
定
し
た
所
か
ら
も
明
ら
か
な
る
如
く
、
右
の
絶
針
的
な
孤
立
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、

⑩
 

れ
る
事
も
十
分
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
而
し
て
集
圏
の
封
鎖
性
・
開
放
性
を
こ
の
よ
う
に
相
針
的
な
程
度
概
念
と
見
倣
す
立
場
か
ら
我
々
は

一
種
の
程
度
概
念
と
し
て
把
握
さ

以
下
の
論
述
を
進
め
て
い
く
。
そ
の
理
由
に
就
い
て
は
後
に
や
や
詳
細
に
論
述
す
る
こ
と
と
し
、

こ
こ
で
は
前
述
の
仮
設
に
就
い
て
猶
若
干
の

説
明
を
附
奥
し
て
、
我
φ

の
意
圃

ιて
い
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

先
づ
第
一
に
一
定
の
枇
曾
集
圏
と
去
、
刀
場
合
、

我
々
は
集
圏
を
一
廉

g
B
E
E
t
q
と
斜
8
8
r
E
O
D
と
の
こ
つ
に
大
別
し
て
、

各
々
の
型

の
集
圏
の
封
鎖
性
・
開
放
性
を
混
同
せ
ず
、
別
箇
に
考
察
す
る
。

換
言
す
れ
ば
同
じ
く
枇
曾
集
圏
で
あ
っ
て
も
の
O
B
E
C
E
q
と

E
U
2
5
E
S

と
で
は
、
其
の
封
鎖
性
・
開
放
性
に
関
し
て
は
雨
者
に
匿
別
し
て
考
察
さ
る
べ
き
特
質
の
あ
る
事
を
指
摘
し
て
お
く
。

何
と
な
れ
ば

μ
5
2
5
1

民

Oロ
は
本
来

g
B
E
E
-
q
の
内
部
に
お
い
て
他
の

ω
8
2庄一
oロ
と
共
存
す
る
事
に
依
つ
て
の
み
成
立
し
存
績
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ

れ
は
常
に
他
の

g
m
s
E
Zロ
と
の
何
ら
か
の
接
鰯
交
渉
を
前
提
と
し
て
の
み
存
在
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
右
の
事
情
は
階
級
乃
至
一
位
曾
居
の
場

合
も
全
く
同
様
で
あ
る
。

之
に
反
し
て
の
O
B自
己
正
可
は
そ
れ
自
開
溺
立
的
な
祉
曾
的
統
一
態
で
あ
り
、

主
ハ
の
構
造
或
は
機
能
の
上
か
ら
、

必
ず
し
も
他
の
の
O
B
E
C
'

口
一
々
を
侯
っ
て
、
他
の

8
5
5
R
q
と
共
存
す
る
事
に
依
つ
て
は
じ
め
て
成
立
し
存
績
す
る
が
如
き
も
の
で
は
な
い
。

g
u
s
u巴
C
H
M

や

ω
R
E
-

巳

gu
の
場
合
は
、
其
の
集
閣
の
本
質
上
部
ち
集
圏
構
造
上
の
内
部
的
必
然
性
の
故
に
、
原
理
的
に
他
の

ら
か
の
意
味
に
於
け
る
接
鰯
交
渉
を
必
要
と
し
、
此
の
黙
い
は
ば
本
来
的
に
開
放
的
集
圏
で
あ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
集
闘
の
封

⑬

⑬

 

鎖
性
は
蛍
然

H

集
商
成
員
が
一
定
し
て
い
た
成
員
に
臨
時
意
的
な
交
替
の
な
い
事
H

又
は

H

成
員
の
加
入
脱
退
が
自
由
で
な
い
と
い
う
H

意
味
の
、

泊

以

⑩

つ
ま
り
成
員
と
し
て
の
参
加
乃
至

H

成
員
た
り
う
る
資
格
d

の
問
題
が
中
心
と
な
っ
て
享
ら
究
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
劃
し
て

お
)

。o
g
g
c
E守
は
そ
の
集
圏
と
し
て
有
し
て
い
る
重
要
な
特
質
と
し
て
の
充
全
性
乃
至
自
足
性
の
故
に
、
本
来
的
に
い
ず
れ
か
と
云
え
ば
封
鎖
的

S
U
R
E氏
。
ロ
や

ω
R
E
-
n
F
S
と
の
何

集
圏
一
位
曾
畢
に
於
け
る
基
本
概
念
の
一
唱
と
し
て
の
封
鎖
性
・
開
放
性
(
池
田
)

三
四
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な
集
圏
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
集
圏
に
あ
っ
て
は
、
さ
き
の
成
員
た
り
得
る
資
格
を
も
含
め
て
、
草
に
そ
れ
丈
に
と
ど
ま
ら
ず
庚

く
人
及
び
物
の
出
入
一
切
が
、
包
括
的
に
封
鎖
性
・
開
放
性
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
否
時
と
し
て
は
成
員
と
し
て
の
加

入
脱
退
と
云
う
が
如
き
比
較
的
低
久
性
の
あ
る
安
定
し
た
資
格
の
問
題
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
こ
ま
で
に
至
ら
な
い
草
な
る
一
時
的
・
流
動
的
な

9
 

人
及
び
物
の
出
入
が
此
の
場
合
極
め
て
重
要
な
問
題
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
黙
に
就
い
て
は
後
に
出
入
の
仕
方
に
関
す
る
問
題
を
考

察
す
る
際
に
今
少
し
く
立
ち
入
っ
て
究
明
す
る
。

次
に
一
定
の
枇
曾
集
圏
に
お
け
る
人
及
び
物
の
出
入
と
云
う
時
は
、
嘗
然
一
定
の
枇
曾
集
圏
の
内
部
か
ら
人
及
び
物
が
、
即
ち
こ
の
一
定
の

社
合
同
集
圏
に
所
属
す
る
(
所
屠
す
る
と
一
式
う
場
合
も
一
時
的
で
あ
る
か
恒
久
的
て
あ
る
か
、
本
来
的
て
あ
る
か
附
随
的
て
あ
る
か
等
種
々
の
意
味
に
沿
い
て
考
え
ら

れ
る
)
人
及
び
物
が
外
集
圏
に
向
っ
て
出
て
い
く
場
合
と
、

反
針
に
一
定
の
社
命
日
集
圏
の
外
部
に
存
す
る
外
集
圏
に
所
属
す
る
人
及
び
物
が
一

定
の
集
圏
の
内
部
へ
入
っ
て
来
る
場
合
と
の
二
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
o

更
に
詳
細
に
分
析
し
て
い
け
ば
、
人
間
の
み
の
出
入
と

物
質
の
み
の
出
入
と
人
と
物
と
が
相
件
う
出
入
と
が
前
述
の
二
つ
の
何
れ
の
場
合
に
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で

は
一
臆
問
題
の
所
在
を
提
示
す
る
に
止
め
て
お
く
。

次
に
か
か
る
人
及
び
物
の
出
入
の
二
側
面
が
著
し
く
限
定
さ
れ
て
い
る
妖
態
を
形
成
し
存
績
せ
し
め
て
い
る
集
圏
の
吐
曾
的
属
性
即
ち
封
鎖

性
に
は
、
先
づ
一
定
集
圏
の
内
部
か
ら
人
及
び
物
の
出
入
を
限
定
し
阻
止
せ
し
め
て
い
る
も
の
と
、
逆
に
外
集
圏
か
ら
一
定
集
圏
へ
の
人
及
び

物
の
出
入
を
制
限
し
阻
止
せ
し
め
て
い
る
も
の
と
が
一
慮
形
式
的
に
直
別
し
て
考
え
ら
れ
う
る
し
、
叉
現
賞
に
於
て
も
右
の
如
き
二
つ
の
封
鎖

@
 

の
側
面
が
集
圏
の
封
鎖
性
を
姐
っ
て
屡
主
見
出
さ
れ
る
。
即
ち
内
か
ら
の
封
鎖
と
云
う
の
は
人
及
び
物
の
出
入
を
著
し
く
限
定
阻
止
し
て
い
る

一
定
集
圏
の
有
す
る
祉
曾
的
諸
属
性
の
線
稀
で
あ
り
、

か
か
る
祉
曾
的
誇
層
住
と
し
て
は
集
圏
を
越
え
る
人
及
び
物
の
出
入
に
針
し
て
一
定
集

圏
白
煙
の
阻
害
的
な
諸
吐
命
固
形
象
(
法
・
慣
習
そ
の
他
の
制
度
や
不
文
律
等
)

と
成
員
の
排
他
的
意
識
乃
至
禁
遁
的
精
神
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
然
し

乍
ら
右
の
客
観
的
な
祉
曾
形
象
と
主
観
的
な
排
他
意
識
と
は
常
に
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
従
っ
て
巌
密
に
は
雨
者
が
A
口致



す
る
場
合
・
客
観
的
な
阻
害
的
形
象
が
優
先
す
る
場
合
・
之
に
反
し
て
主
観
的
な
排
他
意
識
が
蛾
烈
な
場
合
等
十
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
従
っ
て

詳
細
な
分
析
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
一
旗
雨
者
が
一
致
す
る
場
令
を
基
準
と
し
て
論
議
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
更
に

又
主
観
的
な
排
他
意
識
に
斡
い
て
も
集
圏
の
全
員
又
は
多
数
の
成
員
に
普
遍
的
に
抱
か
れ
て
い
る
如
き
文
字
通
り
集
圏
に
一
般
的
支
配
的
な
共

通
意
識
で
あ
る
場
合
と
、
集
圏
内
に
お
け
る
支
配
者
層
、
郎
ち
権
力
乃
至
威
売
を
有
す
る
一
部
の
成
員
に
依
っ
て
外
見
上
宛
か
も
集
圏
を
代
表

す
る
が
如
く
に
表
明
せ
ら
れ
る
場
合
と
、
或
い
は
逆
に
被
支
配
者
で
あ
る
多
数
の
成
員
に
よ
っ
て
半
ば
潜
在
的
に
暗
φ
裡
に
で
は
あ
る
が
強
力

に
堅
持
さ
れ
て
い
る
場
合
等
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
や
は
り
.
集
圏
の
全
員
に
支
配
的
な
共
通
意
識
を
ロ
2
B包
な
形
態
と
考
え
、
こ
の

よ
う
な
排
他
意
識
を
中
心
に
考
察
を
準
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

同
様
に
外
か
ら
の
封
鎖
と
云
う
の
は
、
人
及
び
物
の
出
入
(
此
の
場
合
に
出
入
は
一
定
の
祉
曾
集
閣
の
側
か
ら
す
れ
ば
逆
に
な
る
〉
を
著
し
く
限
定
し

阻
止
し
て
い
る
、
外
集
圏
が
一
定
集
圏
に
謝
し
て
附
興
し
て
い
る
祉
曾
的
諸
属
性
の
線
稀
で
あ
っ
て
、

か
か
る
祉
曾
的
諸
属
性
に
就
て
は
前
述

の
内
か
ら
の
封
鎖
の
場
合
と
全
く
同
様
な
事
が
云
い
え
ら
れ
る
。
前
者
が
一
定
集
圏
の
内
か
ら
の
い
は
ば
能
動
的
封
鎖
で
あ
る
に
針
し
、

場
A
口
は
一
定
集
閣
に
附
着
す
る
外
か
ら
の
受
動
的
と
も
云
う
べ
き
封
鎖
で
あ
加
。

此

の

集
圏
の
封
鎖
性
が
云
々
さ
れ
る
場
合
に
は
通
常
、
前
者
の
意
味
に
の
み
限
ら
れ
て
用
い
ら
れ
る
事
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
然
し
な
が
ら
外

か
ら
の
出
入
の
制
限
も
又
一
定
集
圏
が
受
動
的
に
奥
え
ら
れ
た
封
鎖
性
で
あ
り
、

之
も
叉
嘗
然
一
定
集
圏
の
封
鎖
性
を
論
ず
る
場
合
に
含
め
ら

れ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
事
を
我
々
は
主
張
す
る
。

以
上
の
事
柄

(
六
頁
以
下
の
)

は
、
す
べ
て
喜
一
く
逆
の
意
味
に
お
い
て
集
圏
の
開
放
性
に
就
い
て
も
云
い
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

前
述
せ
る
所
に
依
っ
て
明
ら
か
な
る
如
く
、

一
定
の
祉
曾
集
圏
が
封
鎖
的
で
あ
る
と
云
う
の
は
、

此
の
集
聞
に
お
け
る
人
及
び
物
の
出
入
を

集
間
枇
曾
畢
に
於
け
る
基
本
概
念
の
了
と
し
て
の
封
鎖
性
・
開
放
性
(
池
田
)

三
四
三
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集
圏
の
内
か
ら
か
、

又
は
外
か
ら
か
、
或
は
内
外
双
方
か
ら
著
し
く
限
定
し
阻
害
し
て
い
る
祉
曾
的
諸
属
性
が
支
配
的
で
あ
る
妖
態
に
あ
る
事

を
意
味
す
る
。

か
く
し
て
一
定
の
赴
合
集
圏
の
封
鎖
性
を
右
の
如
く
一
般
的
仮
設
的
に
規
定
し
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
腰
形
式
的
に

次
の
四
つ
の
基
本
的
類
型
に
分
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一、

一
定
の
赴
曾
集
固
か
ら
人
及
び
物
が
出
て
行
く
場
合
の
封
鎖
性
。

A
、
内
的
封
鎖
性
(
内
か
ら
の
封
鎖
性
)
。
例
え
ば
嘗
っ
て
大
家
族
制
で
有
名
で
あ
っ
た
岐
阜
際
白
川
村
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
村
か
ら
村
人

が
出
て
行
く
事
を
極
端
に
嫌
い
、
村
人
の
流
出
・
村
外
へ
の
移
動
を
著
し
く
限
定
し
忌
避
し
警
戒
し
て
い
た
種
々
の
捻
や
相
互
の
巌
し

い
監
視
の
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
流
出
の
形
を
具
に
は
す
る
が
、
貴
族
階
級
に
お
い
て
も
同
様
な
傾
向
が
認
め
ら
れ
た
事
は
周
知
の
遁

り
で
あ
る
。
叉
過
去
の
白
川
村
程
強
烈
で
は
な
く
と
も
、
之
と
似
た
傾
向
は
現
在
猶
わ
が
隔
絶
山
村
乃
至
漁
村
に
屡
E

窺
わ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
股
走
兵
に
針
す
る
外
人
部
隊
の
鍛
の
淀
、
脱
落
者
に
劃
す
る
ギ
ャ
ン
グ
集
閣
の
鍛
の
規
律
の
如
き
、
現
賓
に
存
す
る
此
の

種
の
最
も
典
型
的
な
封
鎖
性
で
あ
ろ
う
。

B
、
外
的
封
鎖
性
(
外
か
ら
の
封
鎖
性
〉
。
例
え
ば
徳
川
時
代
に
於
け
る
長
崎
の
出
島
や
又
は

m
F
3
0
の
如
き
、

叉
例
え
ば
停
染
病
患
者
・

精
神
病
者
・
犯
罪
者
等
の
集
圏
隔
離
の
場
A
口
の
如
き
、
何
れ
も
隔
離
さ
れ
た
特
定
の
社
命
日
集
圏
に
と
っ
て
は
、
そ
の
集
圏
固
有
の
内
的

属
性
乃
至
多
数
成
員
の
祉
合
自
意
識
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
無
視
さ
れ
て
外
集
圏
に
よ
っ
て
隔
離
が
強
行
さ
れ
、
外
集
圏
へ

の
流
出
が
著
し
く
阻
止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
我
々
の
云
う
外
的
封
鎖
性
が
存
し
て
い
る
。

A
の
内
的
封
鎖

性
が
白
後
的
で
あ
る
に
劃
し
て
、

B
の
外
的
封
鎖
性
は
あ
く
ま
で
他
後
的
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
本
質
と
し
て
い
る
。

一一、

一
定
の
祉
曾
集
圏
に
人
反
び
物
が
入
っ
て
来
る
場
ム
ロ
の
封
鎖
性
。

C
、
内
的
封
鎖
性
。
例
え
ば
最
も
強
烈
な
場
合
は
未
開
祉
曾
に
見
ら
れ
る
外
来
者
に
針
寸
る
敵
視

-
5己
日
々
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
c

そ
の
外
例
え
ば
村
落
共
同
種
丘
一
z
m
o
g
B
E
C
E
q
や
手
工
業
者
組
合
・
修
道
借
の
圏
樫
・
貴
族
階
級
・
各
種
の
協
密
結
社
・
郎
自
的
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口
内
等
に
庚
く
認
め
ら
れ
た
、
そ
し
て
叉
今
猶
認
め
ら
れ
る
外
来
者
・
未
知
な
る
者
間
R
E門
凶
♂
企
門
戸
口

m
R
に
劃
す
る
、

d
u
u
Iレ
/
¥

は
外
来
文
化
・
文
化
財
に
針
す
る
誼
否
的
・
侮
蔑
的
・
排
他
的
諸
傾
向
や
態
度
等
も
此
の
種
の
封
鎖
性
に
属
す
る
。
最
も
明
確
な
形
を

と
っ
て
現
わ
れ
る
封
鎖
性
の
一
種
で
あ
る
。

D
、
外
的
封
鎖
性
。
此
の
種
の
封
鎖
性
は
例
え
ば
家
族
集
圏
が
そ
の
構
成
員
に
閲
し
て
、
家
族
外
の
諸
集
圏
か
ら
受
け
る
一
種
の
強
制
・

拘
束
・
限
定
乃
至
期
待
等
の
中
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
家
族
は
周
知
の
如
く
最
も
基
本
的
な
血
縁
集
圏
と
し
て
、
自
己
の
成
員
を

夫
婦
・
親
子
・
未
婚
の
兄
弟
姉
妹
等
の
如
き
最
も
緊
密
な
血
縁
者
・
近
親
者
の
範
囲
内
に
内
部
か
ら
制
限
し
限
定
し
、
そ
の
他
の
者
を

出
来
る
丈
家
族
成
員
の
範
聞
か
ら
排
除
し
家
族
集
圏
か
ら
排
出
せ
ん
と
す
る
傾
向
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

一
方
叉
此
の
傾
向
に

慮
じ
て
家
族
の
外
部
か
ら
も
家
族
員
た
る
べ
き
血
縁
者
乃
至
近
親
者
以
外
の
者
が
、
特
別
の
理
由
な
き
限
り
家
族
成
員
と
し
て
家
族
集

闘
に
加
入
す
る
事
を
非
難
し
瑚
笑
し
結
局
は
制
止
せ
ん
と
す
る
傾
向
が
一
般
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
慨
む
べ
き
「
食
客
」

へ
の
菰

刺
は
此
の
遁
の
消
息
を
物
語
っ
て
絵
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
の
ほ
か
暴
力
集
圏
や
下
層
祉
曾
或
は
成
立
直
後
の
新
興
宗
数
々
圏
又
は
革

叉
通
俗
的
に

H
H

我

新
的
な
過
激
な
政
治
結
社
等
に
も
此
の
よ
う
な
外
的
封
鎖
性
が
積
極
的
に
か
消
極
的
に
か
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

々
如
き
の
出
る
べ
き
場
所
で
は
な
い
、
出
る
べ
き
場
合
で
は
な
い
μ

と
云
っ
た
表
現
の
背
後
に
は
、
此
の
種
の
言
鮮
が
只
後
言
者
の
謙

譲
の
美
徳
を
現
わ
し
て
い
る
場
合
を
除
き
、
や
は
り
そ
こ
に
は
特
定
の
集
圏
乃
至
集
曾
に
参
加
す
る
事
が
此
の
集
園
以
外
の
外
部
か
ら

強
力
に
阻
止
さ
れ
否
定
さ
れ
る
と
云
う
珠
想
が
働
い
て
居
る
と
云
え
よ
う
。
此
の
場
合
、

か
か
る
表
現
の
針
象
と
な
っ
て
い
る
集
圏
乃

至
集
舎
に
は
明
ら
か
に
外
的
封
鎖
性
が
認
め
ら
れ
る
。

以
上
四
種
の
基
本
的
類
型
は
勿
論
現
賞
に
は
、
夫
々
が
無
関
係
に
猫
立
し
て
現
わ
れ
る
も
の
で
は
殆
ん
ど
な
い
。
相
互
に
規
定
し
合
ひ
影
響

し
合
っ
て
盆
々
全
鰹
と
し
て
の
封
鎖
性
を
強
め
る
事
は
、
前
述
の

D
、
外
的
封
鎖
性
の
場
合
の
家
族
集
圏
の
封
鎖
性
が
よ
く
そ
の
事
情
を
物
語

っ
て
い
る
。
然
し
乍
ら
時
と
し
て
は
四
種
の
基
本
的
類
型
の
一
或
は
二
丈
が
存
し
て
い
て
他
の
二
・
三
を
欠
如
す
る
場
A
口
が
あ
る
。
世
界
史
の

集
間
一
枇
曾
畢
に
於
け
る
基
本
概
念
の
一
・
と
し
て
の
封
鎖
性
・
開
放
性
(
池
田
)

三
四
五
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不
可
避
的
な
歩
み
が
開
園
通
商
を
迫
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

猶
盲
目
的
な
摸
夷
論
が
支
配
的
で
あ
っ
た
我
が
幕
末
期
の
或
時
期
等
は
内

的
封
鎖
性
の
二
類
型
の
み
が
存
し
て
外
的
封
鎖
性
の
二
類
型
を
欠
如
し
て
い
る
妖
態
で
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。
叉
逆
に
牢
獄
や
奴
隷
の
身
分
、

嘗
つ
て
の
我
が
軍
隊
に
於
け
る
初
年
兵
の
階
級
等
は
、
内
的
封
鎖
性
の
殆
ん
ど
候
如
し
た
、
只
外
的
封
鎖
性

l
l特
に

B
の
外
的
封
鎖
性
の
み

に
依
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
集
圏
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。

最
後
に
前
述
せ
る
如
く
、
我
ん
T

が
今
問
題
と
し
て
い
る
枇
曾
集
圏
の
封
鎖
性
・
開
放
性
は
一
種
の
程
度
概
念
で
あ
る
と
云
う
極
め
て
自
明
的

な
事
柄
に
就
い
て
、

若
干
の
蛇
足
的
な
設
明
を
加
え
て
お
く
。

我
々
は
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
杜
曾
集
圏
の
封
鎖
性
を
祉
曾
集
囲
の
孤
立
的

孤
立
扶
態
の
候
損
す
る
其
の
第
一
歩
の
所
に

H

人
及
び
物
の
出
入
の
著
し
く
限
定
さ
れ
て
い
る
H

吠
態
に
於
け
る
属
性
と
し
て
は
理
解
せ
ず
、

と
一
玄
う
封
鎖
性
の
概
念
を
設
定
し
、
そ
こ
に
理
念
型
と
し
て
の
封
鎖
性
を
構
成
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
主
た
る
理
由
と
す
る
と
こ
ろ

は
次
の
二
黙
で
あ
る
。

一
、
現
賓
に
如
何
な
る
祉
舎
に
お
い
て
も
他
の
如
何
な
る
集
圏
と
も
全
く
浸
交
渉
で
あ
る
ま
ま
の
集
圏
の
存
在
は
、
少
く
と
も
科
撃
的
認
識

の
封
象
と
し
て
は
見
出
せ
な
い
。
此
の
事
は
抑
々
集
圏
が
草
な
る
人
間
の
多
数
の
集
会
で
は
な
く
し
て
、
其
の
統
一
性
が
他
に
針
す
る
自
ら
か

@
 

共
通
性
に
根
本
的
に
依
存
し
て
い
る
と
云
う
黙
か
ら
も
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
意
味
の
祉
曾
集
圏
に
し
て
少
く
と
も
近
隣
の

他
集
圏

l
l外
集
圏
と
全
く
無
関
係
な
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
未
開
枇
舎
に
お
い
て
す
ら
現
賓
に
こ
れ
を
見
出
す
事
は
不
可
能
で
あ
る
と
云
わ

@

.

、

れ
て
い
る
。
理
念
型
は
本
来
そ
の
純
粋
性
に
於
て
何
庭
に
も
そ
の
ま
ま
存
在
す
る
が
如
き
も
の
で
は
な
い
が
、
だ
か
ら
と
云
っ
て
そ
れ
が
現
賞

に
何
庭
に
も
如
何
な
る
歪
曲
さ
れ
た
形
に
於
て
も
る
一
く
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
現
賓
か
ら
遊
離
し
た
無
意
義
且
つ
空
虚
な

観
念
的
存
在
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

二
、
右
の
如
く
祉
舎
集
圏
の
封
鎖
性
は
本
質
的
に
他
の
集
簡
を
珠
想
し
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
祉
曾
皐
的
論
議
の
針
象
と
な
り
得
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
一
定
集
閣
と
他
の
集
圏
と
の
最
小
限
度
の
接
絢
交
渉
を
基
礎
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
若
し
も
一
定
の
集
圏
が
他
の
集
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圏
と
の
問
に
完
全
に
一
切
の
棲
鯖
交
渉
を
候
如
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
妖
態
は
も
は
や
封
鎖
で
は
な
く
し
て
孤
立
で
あ
り
、
孤
立
の

獄
態
に
あ
る
集
圏
と
云
う
よ
り
は
む
し
ろ
祉
曾
そ
の
も
の
で
あ
る
と
云
っ
た
方
が
遁
切
で
あ
ら
う
。
封
鎖
は
何
れ
か
の
集
圏
か
ら
の
封
鎖
で
あ

り
、
そ
の
集
圏
と
の
交
渉
を
封
鎖
し
又
は
封
鎖
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
此
の
場
合
に
は
明
ら
か
に
以
前
存
在
し
た
交
渉
が
封
鎖
き
れ
る
よ
う
な

場
合
或
は
又
蓋
然
的
な
将
来
の
交
渉
が
遮
断
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
を
も
含
め
て
、
翫
に
交
渉
が
行
は
れ
う
る
共
通
性
が
集
圏
と
集
圏
と
の
聞
に

存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
此
の
共
通
性
は
云
う
ま
で
も
な
く
集
圏
と
集
圏
と
の
接
絢
交
渉
を
ま
っ
て
初
め
て
可
能
な
の
で
あ
り
、
此
の
事

は
集
圏
の
封
鎖
が
肢
に
集
圏
の
外
部
へ
の
開
放
を
件
っ
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
事
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
様
な
事
は
開
放
性
に
続
い
て
も
云
ひ
得
ら
れ
る
。
人
及
び
物
の
出
入
に
全
く
何
ら
の
制
限
も
存
し
な
い
所
で
は
、
も
は
や
集
圏
の
統
一
性

は
存
在
せ
ず
、

叉
人
及
び
物
の
出
入
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
集
圏
の
開
放
性
の
存
在
理
由
も
消
失
す
る
。
こ
こ
に
集
圏
の
封
鎖
性
と
開
放
性
と

の
一
義
的
な
密
接
不
可
分
離
の
関
聯
が
あ
り
、
封
鎖
性
は
其
の
極
限
1

1

理
念
型
の
形
に
お
い
て
肢
に
開
放
性
を
含
ん
で
居
り
、

又
開
放
性
は

同
様
に
し
て
封
鎖
性
を
含
ん
で
居
る
。

一
定
の
祉
曾
集
圏
の
封
鎖
性
は
賞
は
嘗
該
集
圏
の
開
放
性
の
原
初
的
な
形
態
に
外
な
ら
な
い
。
爾
者
は

相
互
に
相
針
的
な
概
念
で
あ
る
。

右
の
如
き
理
由
に
依
っ
て
祉
曾
集
圏
の
封
鎖
性
・
開
放
性
が
相
針
的
・
程
度
的
な
概
念
で
あ
る
と
云
う
事
か
ら
、
我
々
は
特
に
失
の
黙
を
忘

れ
で
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
o

即
ち
現
賞
に
一
定
の
祉
曾
集
圏
の
封
鎖
性
は
、
巌
密
に
は
同
時
代
の
他
の
鮭
曾
集
圏
と
の
比
較
に
お
い
て
考
え

叉
は
時
代
を
異
に
す
る
同
一
社
曾
集
閣
と
の
比
較
に
お
い
て
考
え
ら
れ
た
り
、
云
え
た
り
す
る
こ
と

ら
れ
た
り
、
云
え
た
り
す
る
事
で
あ
る
。

で
あ
る
。
前
者
は
静
態
的
な
一
枇
曾
集
圏
の
封
鎖
性
で
あ
り
、
後
者
は
動
態
的
な
赴
曾
集
圏
の
封
鎖
性
で
あ
る
o

何
れ
に
せ
よ
そ
れ
は
、
相
針
的

な
比
較
概
念
で
あ
り
、
絶
針
的
な
極
限
概
念
か
ら
の
偏
差
は
、
こ
こ
で
は
重
要
な
意
義
を
持
た
な
い
。
例
え
ば
現
代
我
が
閤
農
村
一
般
の
封
鎖

性
は
、
静
態
的
に
は
現
代
の
我
が
園
都
市
一
般
の
封
鎖
性
乃
至
開
放
性
と
の
封
比
に
お
い
て
論
議
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
従
っ
て
現
代
農

村
が
封
鎖
的
で
あ
る
と
云
う
の
は
、
現
代
都
市
に
比
し
て
よ
り
封
鎖
的
で
あ
る
と
の
相
針
性
に
お
い
て
、

は
じ
め
て
鮭
曾
撃
的
に
重
要
な
意
義

集
圃
世
曾
畢
に
於
け
る
基
本
概
念
の
了
と
し
て
の
封
鎖
性
・
開
放
性
(
池
田
)

コ
一
四
七
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を
持
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

又
現
代
の
特
定
の
農
村
の
封
鎖
性
は
、

動
態
的
に
は
そ
の
農
村
の
過
去
の
封
鎖
性
と
の
針
比
に
お
い
て
論
議
さ
れ

う
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
従
っ
て
現
代
の
農
村
が
封
鎖
的
な
特
質
を
喪
い
つ
つ
あ
る
と
云
う
の
は
、
過
去
の
農
村
に
比
し
て
よ
り
開
放
的
過
程
を

辿
り
つ
つ
あ
る
と
云
う
意
味
に
於
て
、

正
し
く
指
遁
し
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
祉
曾
集
圏
の
封
鎖
性
を
考
察
す
る
場
令
に
は
、

原
理
的
に
せ
よ
叉
具
鰭
的
に
せ
よ
、

所
謂

H
H

程
度
の
問
題
μ

(ω

自
民
件
。
円
。
円

A
C
O
ω

昨
日

0
ロ
O

同
庁
mH12)
と
一
式
、
つ
事
を
常
に
考
慮
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ざ
れ
ば
そ
れ
は
徒
ら
に
抽
象
的
な
、
現
賓
か
ら
遊
離
し

た
空
虚
な
論
議
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

四

枇
命
日
集
閤
の
封
鎖
性
・
開
放
性
を
以
上
の
如
く
俣
り
に
一
般
的
に
規
定
す
る
事
が
許
容
さ
れ
る
と
し
て
、
我
々
は
更
に
此
の
規
定
に
基
づ
く

封
鎖
性
・
開
放
性
と
時
間
と
の
関
連
に
就
い
て
の
問
題
、

及
び
封
鎖
性
・
開
放
性
に
お
け
る
人
及
び
物
の
出
入
の
仕
方
に
閲
す
る
問
題
(
之
に
附

随
し
て
所
謂
祉
曾
集
囲
の

}
戸
。

ω同
)-rL{門司

と
}
己
注
目
ロ
ミ
の
問
題
を
若
干
検
討
す
る
)
を
以
下
此
の
小
論
に
お
い
て
究
明
し
て
み
よ
う
。

先
づ
祉
命
日
集
圏
の
封
鎖
性
と
時
間
と
の
関
連
に
就
い
て
の
問
題
か
ら
考
察
す
る
o

社
曾
集
圏
の
封
鎖
性
は
こ
れ
を
時
間
的
側
面
か
ら
分
析
す

る
と一

、
集
圏
内
外
を
通
ず
る
人
及
び
物
の
出
入
に
封
す
る
著
し
い
制
限
が
、

比
較
的
恒
久
的
に
縫
績
し
、
長
期
間
に
亘
る
場
合
、

二
、
集
圏
内
外
を
遁
ず
る
人
及
び
物
の
出
入
に
針
す
る
著
し
い
制
限
が
、

季
節
的
に
縫
織
す
る
場
合
、

三
、
集
圏
内
外
を
通
ず
る
人
及
び
物
の
出
入
に
謝
す
る
著
し
い
制
限
が
、

全
く
一
時
的
に
終
る
場
合
、

此
の
場
合
に
は
更
に

A
、
定
期
的
一
時
的
封
鎖
性

B
、
臨
時
的
一
時
的
封
鎖
性
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の
如
く
分
類
す
る
事
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

一
般
に
枇
命
日
集
圏
の
封
鎖
が
長
期
，
間
に
亘
れ
ば
一
旦
る
程
、
其
の
封
鎖
性
は
強
烈
な
も
の
と
な
り
、

あ〆

此
の
事
は
理
論
的
に

b
、
量
設
的
に
ゐ
般
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
所
で
あ
る
。
従
っ
て
社
合
同
集
圏
の
封
鎖
性
は
、

高
度
の
も
の
と
な
る
可
能
性
は
大
き
い
。

そ
れ
自
身
l
邸
ち
集
圏
内

外
を
通
ず
る
人
及
び
物
の
出
入
が
殆
ん
ど
社
絶
し
て
い
る
よ
う
な
妖
態
i
へ
の
純
粋
化
と
と
も
に
、
又
そ
の
よ
う
な
妖
態
の
時
間
的
縫
績
の
長

期
化
を
侯
っ
て
初
め
て
高
度
な
も
の
と
な
る
。
反
動
に
社
合
同
集
圏
の
封
鎖
が
、
短
期
間
で
あ
れ
ば
あ
る
程
一
般
に
其
の
封
鎖
性
は
微
弱
な
も
の

い
か
ほ
ど
そ
れ
自
身
に
お
い
て
純
粋
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
社
合
同
集
圏
の
封
鎖
性
は
封
鎖
が
短
期
間
の
も
の

と
な
り
低
度
の
も
の
と
な
る
。

で
あ
れ
ば
、
低
度
な
も
の
に
止
ま
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
積
信
号
・
濃
霧
等
に
依
っ
て
毎
年
季
節
的
に
は
殆
ん
ど
完
全
な
る
封
鎖
的
妖
態
に
入
る
特

定
の
祉
曾
集
圏
(
n
O
B
5
5去
ろ
も
、

長
期
間
に
亘
っ
て
よ
り
不
完
全
な
る
封
鎖
的
妖
態
を
持
摘
し
て
い
る
特
定
の
祉
曾
集
圏
(
例
え
ば
離
島
の
如

さ
)
よ
り
は
開
放
的
で
あ
る
し
、

反
劃
一
に
毎
年
も
し
く
は
数
ヶ
年
毎
に
定
期
的
に
暫
時
殆
ん
ど
完
全
な
る
封
鎖
的
妖
態
に
入
る
特
定
の
祉
曾
集

間
(
定
期
的
な
道
切
り
の
震
の
交
通
遮
断
阜
、
宮
座
等
の
特
定
の
祭
融
行
事
の
場
合
に
見
ら
れ
る
如
き
)

よ
り
は
封
鎖
的
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
定
期
的
一
時
的
封
鎖
性
に
比
し
て
、

喜
一
く
偶
然
的
乃
至
偶
後
的
な
事
態
に
依
っ
て
臨
時
に
短
期
間
だ
け
完
全
に
近
い
封
鎖
的
朕
態
を
現
出

す
る
特
定
の
祉
曾
集
圏
の
封
鎖
性
(
例
え
ば
偉
染
病
愛
生
に
よ
る
集
圏
隔
離
や
祉
曾
的
援
鋭
下
に
於
け
る
交
通
の
禁
止
の
場
合
の
如
き
)
は
、

よ
り
開
放
的

で
あ
る
と
云
え
よ
う
。

右
の
如
く
時
間
的
側
面
か
ら
一
腹
直
別
さ
れ
た
祉
命
日
集
圏
の
封
鎖
性
は
、
前
述
せ
る
社
合
同
集
圏
自
鰻
の
相
異

(
S
E
E
-口
一
々
と

ω
E
R
E
-
Z
Q
M
)

と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
づ

g
E
g
g
s
-
の
恒
久
的
封
鎖
性
(
さ
き
に
分
類
し
た
第
一
の
場
合
)
に
就
い
て
云
え
ば
次
の
如

金

は
そ
の
集
圏
と
し
て
の
顕
著
な
特
質
で
あ
る
自
足
性
を
有
し
て
い
る
以
上
、

理
論
的
に
は
恒
久
的
封
鎖
性
を

く
で
あ
る
。
郎
ち

gBEE-同日々

存
績
し
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
質
的
に
は
原
始
枇
命
日
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
人
類
祉
曾
の
撲
大
化
の
過
程
と
云
う
抗
し
難
い
文
明

の
E
歩
の
下
に
、
漸
次
そ
れ
を
・
喪
失
し
て
ゆ
く
一
般
的
傾
向
に
あ
る
。

こ
れ
は
多
少
の
遅
速
は
あ
っ
て
も
明
ら
か
な
事
賓
で
あ
る
。

一
方

gt

集
聞
批
曾
畢
に
於
け
る
基
本
淑
念
。
一
と
し
て
の
封
鎖
性
・
開
放
性
(
池
田
)

三
四
九



三
五

O

ω
色
色
。
ロ
の
恒
久
的
封
鎖
性
は
人
類
枇
舎
の
績
大
化
に
件
う
祉
合
同
の
分
化
|
分
業
|
専
問
化
と
赴
曾
集
圏
の
機
械
化
の
進
一
仰
と
と
も
に
、

五

十

周

年

記

念

論

集

又
そ

れ
に
依
っ
て
漸
次
強
化
さ
れ
高
度
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

或
は
少
く
と
も

g
m
R
U
E
S
の
歴
史
的
吐
曾
的
獲
濯
の
中
に
、

其
の
重
要
な
一
面
と
し
て
か
か
る
傾
向
性
の
存
す
る
事
を
否
定
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
今
や
そ
れ
を
打
破
す
る
事
の
殆
ん
ど
不
可
能
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
官
僚
制
〈

Z
R
E
Q
R
5
の
内
に
恒
久
化
し
っ
、
あ
る
顕
著
な

ω
2巴
O
B
F
B
の
如
き
其
の
一
の
現
わ
れ
と
し
て
把
捉
す

る
事
が
出
来
る
o

確
に
近
代
社
舎
の
重
要
な
特
質
の
一
は
、
一
位
曾
成
員
が
敷
多
の
所
謂
摂
生
的
機
能
圏
鰹

1
3
2
3巴
O
ロ
に
h
口
止
や
酌
ん
わ
か

@
 

事
が
出
来
る
黙
で
あ
る
と
屡
主
指
適
さ
れ
て
い
る
が
、
然
し
乍
ら
我
々
は
近
代
祉
舎
の
形
式
的
に
は
こ
の
よ
う
な

E
ω
2一色

g
の
著
し
い
開
放

性
の
中
に
、
恒
久
的
封
鎖
性
が
賞
質
的
に
成
長
し
つ
つ
あ
る
一
面
を
認
め
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
主
た
る
理
由
は
近
代
赴
曾
の
構
造
原
理
そ
の

も
の
の
中
に
見
出
す
事
が
出
来
る
。

一
、
近
代
社
曾
の
最
も
顕
著
な
特
質
の
一
で
あ
る
分
業
は
、
そ
の
限
り
な
き
進
行
と
と
も
に
各
種
機
能
の
官
尋
問
化
を
促
進
し
助
成
し
て
い
る
。

か
く
無
数
に
分
化
し
奪
開
化
し
た
諸
機
能
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
特
定
の
機
能
を
果
す
所
謂

μEon-色
。
ロ
は
、
見
方
を
獲
唱
え
れ
ば
事
問
家
を

中
心
と
す
る
何
ら
か
の
専
問
的
な
集
圏
で
あ
る
場
A
口
が
多
く
、
共
の
集
圏
の
成
員
た
り
得
る
資
格
は
、
漸
次
特
定
の
人
々
以
外
の
一
般
人
に

侠
如
し
て
来
る
。
此
の
事
は
一
般
大
衆
と
常
に
結
び
つ
い
て
い
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
わ
れ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
す
ら
も
、
何
時
し
か
特

{
疋
の

P

政
治
屋
H

集
閣
の
濁
占
す
る
所
と
な
っ
て
い
る
現
賓
の
政
治
形
態
か
ら
も
容
易
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
政
治
専
問

家
達
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
彼
等
以
外
の
一
般
大
衆
は
政
治
に
無
知
な
る
も
の
で
あ
り
、
共
に
政
治
を
談
じ
、
政
治
を
行
う
資
格
の
無
き
者
で

あ
る
。
か
く
し
て
こ
れ
ら
の
専
問
家
集
圏
は
専
問
家
以
外
の
者
が
自
己
の
集
圏
に
入
る
事
を
拒
み
、
極
端
な
場
合
に
は
外
部
か
ら
の
批
剣

に
劃
し
て
す
ら
耳
を
寒
一
ご
う
と
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

い
は
ば
内
か
ら
門
戸
を
閉
ざ
そ
う
と
す
る
内
的
封
鎖
性
の
顕
著
な
場
合
で
あ
る
。

二
、
第
一
の
理
由
と
関
連
し
て

gωO江
主

g
が
追
求
す
る
特
殊
な
る
目
的
に
就
い
て
、
何
ら
官
尋
問
的
な
知
識
を
持
た
な
い
人
々
は
、
か
か
る
集

圏
に
針
し
て
特
に
自
己
の
生
活
に
直
接
影
響
吐
き
か
ぎ
り
何
ら
の
興
味
・
関
心
を
も
抱
か
ず
、
従
っ
て
そ
れ
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
積
極



ぺ
£
幌
渇
川
刷
必
溜
?
e
d
J
U

的
な
意
圃
を
有
し
な
い
よ
う
に
な
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
、

又
多
少
の
関
心
や
興
味
を
お
ぼ
え
て
も
専
問
的
な
知
識
を
候
如
し
て
い
る
人

遣
は
、
直
ち
に
そ
の
集
圏
の
成
員
と
な
る
事
が
決
し
て
容
易
で
な
い
事
を
了
解
す
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
高
等
敷
撃
の
素
養
の
無
い
者

(
或
は
素
養
を
身
に
つ
け
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
に
要
す
る
絵
暇
も
、
若
し
く
は
財
カ
も
能
力
も
依
く
者
〉
に
と
っ
て
は
、
近
代
数
理
経
済
皐
の
研
究
曾

@
 

は
明
ら
か
に
P

閉
じ
ら
れ
た
集
闇
H

で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
き

hH52E伸一
S
は
マ
ツ
キ

1
バ

l
が
指
遁
す
る
ま
で
も
な
く
近
代
一
位
曾
に
な

れ
ば
な
る
程
其
の
敷
を
増
加
し
、
近
代
人
を
と
り
ま
く

μ
S
o
n
U伸一
S
の
敷
は
彩
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
之
等
の
集
圏
の
多
く
は
成
程

門
戸
の
開
放
と
自
由
な
る
参
加
と
を
標
語
と
し
、
人
々
の
加
入
を
勤
誘
し
時
と
し
て
は
強
制
さ
え
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
然
し
乍
ら

賞
際
に
お
い
て
我
々
は
、
こ
の
よ
う
な
集
圏
の
外
見
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
述
の
如
き
内
・
外
の
封
鎖
性
を
内
に
潜
ま
せ
て
い
る
無
数
の
近

代
的
集
圏
を
身
遁
に
容
易
に
後
見
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ぺ

Y
グ
ソ
ン
が

H

寅
際
、

今
日
の
文
明
諸
吐
舎
も
亦
閉
じ
た
赴
曾
〈
ω
。
。
松
広
ω

。-。切。
ω〉

で
あ
る
H

と
云
う
所
以
で
あ
九
o

三
、
近
代
祉
曾
に
於
け
る
多
く
の

ω
5
2
5目
。
ロ
は
、
相
互
に
密
接
な
る
有
機
的
連
繋
を
快
き
比
較
的
無
政
府
妖
態
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
所

に
所
謂
集
圏
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
後
動
す
る
の
は
嘗
然
で
あ
り
、
従
っ
て
他
の

g
m
o
n
E
Z
S
に
針
し
て
排
他
的
態
度
を
と
り
易
い
の
も
自
然

の
勢
い
で
あ
ろ
う
。
と
の
よ
う
な
排
他
的
態
度
乃
至
排
他
性
は
、
近
代
枇
舎
に
お
い
て
は
特
に
他
の

ω
g
R
E巴
S
に
就
い
て
の
庚
く
深
い

理
解
を
全
く
候
如
し
て
い
る
が
故
に
、
そ
れ
丈
に
主
観
的
な
郎
自
的
排
他
性
、
即
ち
の
件
}
5
2
2
E
g
H
の
形
を
と
り
易
く
強
烈
な
も
の
と

な
っ
て
く
る
可
能
性
が
大
で
あ
る
。

以
上
の
如
き
理
由
か
ら
少
く
と
も
現
在
ま
で
の
傾
向
と
し
て
も
、
近
代
社
曾
に
お
け
る
多
く
の

hHERE昨
日

g
の
恒
久
的
封
鎖
性
が
、

g
g
E
C
E
q

の
場
合
と
は
反
針
に
漸
次
強
化
さ
れ
高
度
化
さ
れ
て
来
て
い
る
と
直
ち
に
断
定
す
る
事
は
、

勿
論
危
険
で
あ
り
無
謀
で
あ
る
。

少
く
と
も
猶

こ
の
よ
う
な
理
由
の
事
賓
の
裏
附
け

(
単
一
者
が
あ
ち
こ
ち
か
ら
任
意
に
、
都
合
よ
く
濁
断
的
・
怒
意
的
に
集
め
た
断
片
的
資
料
に
依
っ
て
例
読
す
る
の
で
は
左

く

一
々
の
事
質
を
そ
れ
ら
の
歴
史
的
祉
曾
的

mMFEES
か
ら
綜
合
的
且
つ
組
織
的
に
判
断
し
、

一
々
の
事
質
の
相
互
聯
闘
を
明
ら
か
に
し
て
行
う
よ
う
左
例
詮
の

集
圏
一
位
曾
畢
に
於
け
る
基
本
概
念
の
一
・
と
し
て
の
封
鎖
性
・
開
放
性
(
池
田
)

三
五
一

I
l
l
i
t
-
-
l
i
l
i
-
-
r
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五

十

周

年

記

念

論

集

三
五
二

仕
方
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
と
、

そ
れ
か
ら
叉
近
代
社
曾
に
さ
き
だ
っ
少
く
と
も
身
分
制
祉
曾
に
於
け
る

ωaonutg
と
の
一
廉
の
比
較
と
が

そ
こ
で
必
要
で
あ
ろ
う
。
然
し
乍
ら
本
論
に
お
い
て
は
と
に
か
く
前
述
の
理
由
か
ら
、

理
論
的
推
定
の
許
さ
れ
る
一
種
の
俵
設
を
提
示
す
る
と

云
う
程
度
に
止
め
て
お
く
。

共
に
第
二
の
季
節
的
封
鎖
性
は
、

い
ず
れ
か
と
云
え
ば
一
般
に

8
5
5
c
E
q
 の
封
鎖
性
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
本
来
此
の
種
の
封
鎖
性
は

一
定
の
委
節
に
の
み
現
わ
れ
る
特
有
な
自
然
的
乃
至
社
合
同
形
態
準
的
保
件
が
其
の
主
た
る
規
定
因
素
を
な
し
て
お
り
、
自
然
的
保
件
に
依
っ
て

左
右
さ
れ
る
事
の
多
い
地
域
的
封
鎖
性
の
形
態
を
と
る

g
E
E
C
H
同日々
の
封
鎖
性
が
之
に
該
営
し
易
い
事
は
品
官
同
然
で
あ
る
。
紙
数
の
都
合
上
詳

設
を
避
け
る
け
れ
ど
も
、

此
の
種
の
封
鎖
性
も
叉
恒
久
的
な

8
2
g
c
E守
の
封
鎖
性
と
同
じ
く
、

社
舎
の
後
遺
l
特
に
交
通
手
段
の
後
遺
す

る
に
つ
れ
て
漸
次
低
度
の
も
の
と
な
り
、
減
揚
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
}
時
的
封
鎖
性
は
定
期
的
で
あ
れ
、
臨
時
的
で
あ
れ
其
の
期
間
が
短
け
れ
ば
短
い
程
、

叉

S
E
E
S
S、
の
場
合
で
あ
ろ
う
と

ωωω
。』

。
一
色
。
ロ
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
祉
合
目
的
影
響
減
弱
し
、
封
鎖
性
自
躍
の
濁
自
の
問
題
と
し
て
は
、
殆
ん
ど
と
る
に
足
ら
ぬ
も
の
と
な
る
。

然
し
乍
ら
此
の
種
の
封
鎖
性
は
時
代
と
と
も
に
必
ず
し
も
減
少
せ
ず
、

殊
に

gω
。のE
Z
S

の
場
合
に
多
く
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

例
え
ば
非
公
開
の
集
合
問
、
傍
聴
禁
止
の
裁
剣
等
の
形
態
を
以
っ
て
屡
々
行
わ
れ
る
。
た
だ
其
の
主
た
る
規
定
因
素
が
自
然
的
な
も
の
か
ら
、
政

治
的
・
法
的
等
の
人
魚
的
な
も
の
へ
と
移
行
し
て
来
て
い
る
事
は
注
目
す
べ
き
黙
で
あ
ろ
う
。

季
節
的
封
鎖
性
と
一
時
的
封
鎖
性
と
に
閲
し
て
は
別
の
機
曾
に
詳
論
す
る
。

五

祉
命
回
集
圏
の
封
鎖
性
・
開
放
性
は
我
々
が
初
め
に
述
。
へ
た
よ
う
に
、
集
圏
に
於
け
る
人
及
び
物
の
出
入
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
。

此
の
根

本
的
な
立
場
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
集
圏
に
於
け
る
人
及
び
物
の
出
入
が
、

一
鰭
如
何
な
る
仕
方
で
行
わ
れ
、
そ
れ
に
依
っ
て



L
i
j連
覇
調
書
調

集
圏
の
封
鎖
性
・
開
放
任
は
ど
の
よ
う
に
理
論
付
け
ら
れ
る
か
が
、

砂
田
然
解
明
さ
る
べ
き
一
の
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。

以

下
此
の
問
題
に
就
い
て
、
木
論
文
で
は
さ
し
あ
た
っ
て
人
の
出
入
の
場
合
を
中
心
と
し
て
一
般
的
・
概
括
的
な
考
察
を
試
み
て
お
く
。

と
こ
ろ
で
集
圏
に
お
け
る
人
の
出
入
の
仕
方
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
例
え
ば
出
入
が
時
間
的
に
比
較
的
恒
久
的
・
固
定
的
・
縫
績
的

で
あ
る
か
、
叉
反
封
に
そ
れ
が
一
時
的
・
流
動
的
・
浮
動
的
で
あ
る
か
と
云
っ
た
如
く
、
主
と
し
て
移
動
期
間
の
観
貼
か
ら
の
究
明
を
は
じ
め
と

し
て
、
種
々
の
接
近
の
仕
方
が
可
能
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
一
先
づ
出
入
す
る
人
が
一
定
集
圏
か
ら
賦
輿
さ
れ
る

H

康
義
の
賓
格
付
H

(
格
付
け

音
色
m
g
z。ロ)

と
云
っ
た
観
勅
か
ら

υ
g包
自
己
巳
々
と

mwgo巳
丘
一
。
ロ
と
の
封
鎖
性
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
右
の
分
析
に

依
っ
て
集
圏
の

roω
℃一同州
H-
一昨V
V

と

『。
ω
同
口
一
々
と
の
問
題
に
針
す
る
私
見
の
一
端
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
猶
こ
こ
で
特
に

H

庚

義
の
資
格
付
け
H

と
云
う
の
は
、
後
述
す
る
如
き

H

集
圏
の
成
員
た
り
う
る
資
格
H

と
云
っ
た
場
合
の
巌
密
な
、
そ
れ
丈
に
叉
狭
い
意
味
の
み

に
と
ど
ま
ら
ず
、
も
っ
と
ゆ
る
や
か
な
虞
い
意
義
に
お
け
る

H

一
定
の
集
圏
が
出
入
す
る
人
及
び
物
と
接
鯖
交
渉
す
る
際
に
、

こ
れ
ら
に
奥
え

叉
は
こ
れ
ら
に
封
し
て
と
る
一
切
の
位
置
付
け
守
口

2
色
。
ロ
)

又
は
待
遇
H

を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
一
定
の
集
圏
を
出
入
す
る
人
が
ど
の
よ
う
な
資
格
を
賦
輿
さ
れ
る
か
に
就
い
て
、
我
々
は
こ
れ
を
次
の
三
つ
の
場
合
に
大
別
し
て
論
議

を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

一
、
成
員
と
し
て
の
加
入
脱
退
。

此
の
場
A
口
の
出
入
の
仕
方
は
、
専
ら
成
員
た
り
う
る
賓
格
及
び
骨
子
、
の
反
針
が
基
準
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
即
ち
成
員
と
し
て
外
か
ら
入
る
か
叉
成
員
た
る
事
を
や
め
て
外
へ
出
る
か
と
云
っ
た
形
式
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
永
久
的
・
固
定
的

な
出
入
で
あ
り
、

叉
そ
の
よ
う
な
意
欲
と
期
待
の
下
に
行
わ
れ
る
出
入
の
仕
方
で
あ
る
。
'
勿
論
永
久
的
持
織
的
で
は
な
く
一
時
的
な
場
合

も
少
く
な
い
が
、
少
く
と
も
成
員
た
る
資
格
を
獲
得
す
る
か
放
棄
す
る
か
と
云
う
明
確
な
固
定
的
な
形
態
を
と
る
出
入
で
あ
る
と
云
え
よ

@
 

ぅ
。
マ
ッ
ク
ュ
・
・
7
ェ

1
バ

1
が

H

枇
合
同
的
行
矯
へ
の
参
加
H

(

二円。吋巳一
E
r
g
o
E
H

門

H
O
B
m
o
n
o
g
岳山
m
g
ω
O
N
E
S
Z川
口
己
巳
ろ
を
、
叉
ギ

ユ

Y
ゲ
イ
ツ
チ
が
集
開
へ
の
加
入

(
F
包
包
包
。
口
刈
を
そ
れ
ぞ
れ
封
鎖
・
開
放
の
基
準
と
し
て
い
る
の
は
、
彼
等
が
提
示
し
て
い
る
多
く

集
闇
枇
曾
皐
に
於
け
る
基
本
概
念
の
了
と
し
て
の
封
鎖
性
・
開
放
性
(
池
田
)

三
五
三
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四

の
例
謹
と
併
せ
考
え
る
時
、
明
ら
か
に
成
員
と
し
て
の
加
入
と
云
う
場
合
を
意
味
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

又
日
高
氏
は
集
圏
の
封
鎖
性

を
会
く
此
の
義
に
解
し
て

H
H

何
よ
り
も
集
聞
の
封
鎖
性
あ
る
ひ
は
開
放
性
と
は
、
そ
の
集
圏
の
成
員
た
り
得
る
資
格
が
、
ど
の
程
度
に
限

⑪
 

定
さ
れ
て
い
る
か
を
指
示
す
る
程
度
概
念
で
あ
る
H

と
し
て
い
る
。
但
し
之
等
の
人
々
が
草
に
成
員
と
し
て
の
加
入
の
み
を
問
題
と
し
て
、

成
員
と
し
て
の
脱
退
を
問
題
と
し
て
い
な
い
の
は
、
封
鎖
性
の
一
面
の
み
を
見
て
他
の
一
面
を
等
閑
視
し
て
い
る
俄
が
あ
り
、

此
の
黙
臼

井
博
士
が
此
の
種
の
出
入
の
形
を
と
る
封
鎖
性
を
認
め
て
、

H

往
々
に
し
て
そ
の
集
圏
成
員
が
一
定
し
て
い
て
成
員
に
緯
意
的
な
交
替
の

@
 

H

車
に
成
員
の
加
入
脱
退
が
自
由
で
な
い
H

も
の
と
し
て
い
る
の
は
、
よ
り
充
全
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ

な
い
こ
と
を
意
味
す
る
H

と
し
て

で

ω
8
2
5守
口
(
ω

包
主
会
訟
を
含
め
て
)

の
封
鎖
性
の
場
合
、
出
入
の
仕
方
は
す
べ
て
叉
原
則
的
に
此
の
形
を
と
る
。

何
と
な
れ
ば

2
0

ω
。
丘
町
界
一
。
ロ
の
場
合
、
主
〈
の
部
分
枇
舎
と
し
て
の
集
圏
の
構
造
及
び
機
能
か
ら
云
っ
て
成
員
と
し
て
の
加
入
脱
退
以
外
の
草
な
る
人
及
び
物

の
出
入
は
、
集
圏
の
存
立
維
持
の
上
か
ら
し
て
本
質
的
に
或
る
程
度
必
要
不
可
鉄
の
事
柄
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
出
入
が
如
何
程
あ
ろ
う

と
も
成
員
と
し
て
の
費
格
の
黙
か
ら
出
入
が
限
定
さ
れ
得
、
そ
こ
に
初
め
て
封
鎖
性
が
有
意
義
的
に
論
議
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え

ば
近
代
家
族
の
封
鎖
性
が
論
議
さ
れ
る
の
は
ま
さ
に
此
の
形
態
に
お
い
て
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
て

8
5
5
c
E々
の
場
合
、

こ
の
よ
う

な
成
員
と
し
て
の
加
入
脱
退
は
、

m
H
8
2
5巴

g
の
場
合
の
よ
う
に
し
か
く
筒
輩
、

且
つ
明
確
で
は
な
い
。

何
と
な
れ
ば

g
E
E
C
E
q
の

成
員
と
な
る
に
は
、
そ
の

8
5
5
c
E
q
に
共
通
な
あ
ら
ゆ
る
行
儀
様
式
に
習
熟
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

そ
れ
は
決
し
て
容
易
で
は

な
く
、

且
つ
叉
習
熟
の
程
度
は
相
艶
的
で
、

そ
こ
に
明
確
な
一
線
を
劃
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に

g
B
E
C
E
q
の
此
の

種
の
封
鎖
性
は
祉
曾
準
的
に
重
要
な
問
題
を
含
む
。
例
え
ば
小
数
民
族
、
移
民
又
は
民
族
の
同
化
、

地
方
意
識
、
部
落
根
性
等
の
如
き
執

劫
に
し
て
牢
固
た
る
問
題
で
あ
る
。
猶

g
S
E
E
M
Fて
の
封
鎖
性
の
場
合
、

か
か
る
出
入
の
仕
方
は
結
局
、
其
の

8
5
5
c
E
q
内
部
に
存

す
る
個
々
の

m
g
S
E
E
S
へ
の
加
入
脱
退
と
結
合
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
こ
で
分
析
さ
れ
た
結
果
を
も
併
せ
て
綜
合
的
に
剣
断
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
事
柄
は
そ
れ
丈
複
雑
と
な
る
。



二
、
成
員
以
外
の
よ
既
知
な
る
者
(
未
知
な
る
者
に
封
す
る
)

と
し
て
の
出
入
l
銃
ち
訪
問
者
乃
至
客
と
し
て
の
出
入
。

此
の
場
合
の
出
入
の
仕

方
は
さ
き
の
成
員
た
り
得
る
資
格
如
何
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
事
は
原
則
的
に
考
慮
さ
れ
ず
に
専
ら
銑
知
な
る
者
・
庚
い
意
味
で
の
客

と
し
て
の
資
格
が
基
準
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
既
知
な
る
訪
問
者
と
し
て
出
入
す
る
事
で
あ
る
o

多
く
の
場
合
一
時
的
浮
動
的
な
出

入
で
あ
り
、

又
そ
の
よ
う
な
意
欲
と
期
待
の
下
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
時
と
し
て
は
比
較
的
に
永
織
的
・
固
定
的
な
場
合

も
あ
る
。
右
の
よ
v
つ
な
出
入
の
仕
方
は

ω
E
2
5
一oロ
に
お
い
て
も

8
5
5
c
E
q
に
お
い
て
も
問
題
と
な
り
う
る
が
、
何
れ
か
と
云
え
ば

後
者
の
問
題
と
し
て
祉
曾
撃
的
に
よ
り
有
意
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
o

何
と
な
れ
ば
後
生
的
に
前
者
は
か
か
る
仕
方
の
出
入
人
口
を
前

提
と
て
成
立
し
存
織
し
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
に
お
い
て
は
か
か
る
仕
方
の
出
入
人
口
の
出
現
に
依
っ
て
初
め
て
そ
の
封
鎖
性
・
開

放
性
が
問
題
と
な
っ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
翫
知
の
程
度
に
も
種
々
の
段
階
が
あ
り
う
る
。
屡
主
接
燭
交
渉
を
く
り
返
す
事
に

依
っ
て
熟
知
さ
れ
て
い
る
段
階
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
で
な
く
と
も
所
謂

H

身
許
の
確
か
な
者
H

と
し
て
何
ら
か
の
枇
曾
的
権
威
と
結
び
付
け

形
式
的
に
知
ら
れ
て
い
る
段
階
、
或
は
一
面
識
な
く
と
も
第
三
者
を
介
し
て
や
や
具
種
的
に
知
ら
れ
る
段
階
、
特
殊
な
職
業
等
に
依
っ
て

本
一
一
く
形
て
知
ら
知
ら
れ
る
段
階
等
が
区
分
さ
れ
、
そ
れ
ち
に
慮
じ
て
此
の
種
の
封
鎖
性
・
開
放
性
が
分
析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
未
知
な
る
者
と
し
て
の
出
入
乃
至
出
浪
。
前
二
者
の
何
れ
の
場
令
に
も
麗
し
な
い
金
一
く
未
知
な
る
者
と
し
て
の
出
入
の
仕
方
で
あ
る
。

此
の
場
合
の
未
知
そ
の
も
の
の
内
容
に
就
い
て
も
、
前
と
同
様
に
種
々
の
段
階
が
考
え
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
又
本
来

H

既
知
H

と
H

未

知
H

と
の
差
異
は
程
度
の
問
題
で
あ
る
。
未
知
が
相
手
を
み
一
く
人
間
と
し
て
す
ら
も
理
解
し
な
い
よ
う
な
、
相
手
に
針
す
る
相
手
の
す
べ
て

に
就
い
て
の
完
全
な
る
無
知
の
段
階
(
此
の
よ
う
な
場
合
に
は
相
手
を
人
間
以
下
の
動
物
と
見
た
り
、
叉
は
人
間
以
上
の
強
力
者
・
超
越
者
と
考
え
る
)

か
ら
、
辛
う
じ
て
人
間
と
し
て
は
-
認
め
る
が
そ
の
他
の
黙
で
喜
一
く
未
知
な
る
段
階
、
異
人
種
又
は
異
民
族
か
同
一
人
種
又
は
同
一
民
族
で
あ

る
と
云
う
以
外
の
黙
で
殆
ん
ど
未
知
で
あ
る
段
階
、
同
一
民
族
で
あ
っ
て
更
に
相
手
の
所
属
す
る
集
圏
に
つ
い
て
若
干
の
低
度
の
知
識
を

持
ち
、
相
手
を
漠
然
と
こ
の
よ
う
な
不
確
か
な
知
識
と
結
び
付
け
る
以
外
に
殆
ん
ど
未
知
で
あ
る
段
階
等
が
更
に
細
分
さ
れ
て
、
そ
の
各

集
開
枇
曾
畢
に
於
け
る
基
本
概
念
の
一
司
と
し
て
の
封
鎖
性
・
開
放
性
(
池
田
)

三
五
五
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々
の
場
合
に
就
い
て
分
析
さ
れ
る
事
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
最
も
高
度
に
未
知
な
る
者
の
出
入
が
典
型
的
に
現
わ
れ
る
の
は
、

や

は

り
の
O
B
E
C
E
q
に
お
い
て
其
の
蓋
然
性
が
大
で
あ
る
。
即
ち
一
つ
の

8
5
E
C
E
q
内
に
於
け
る

hgo巳
mEOHH
間
の
未
知
の
関
係
よ
り
も
、

相
互
に
濁
立
せ
る
の
。
E
B
C
E
q
問
に
於
け
る
未
知
の
関
係
の
方
が
、

一
般
に
未
知
と
云
う
黙
で
は
よ
り
高
度
で
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

猶
此
の
種
の
出
入
の
期
間
は
み
エ
く
一
時
的
突
登
的
で
あ
り
、
未
知
の
ま
ま
で
此
の
期
聞
が
終
り
爾
者
(
出
入
者
と
集
圏
)
が
離
隔
さ
れ
る

か
、
未
知
な
る
者
が
既
知
な
る
者
へ
と
轄
化
す
る
か
の
何
れ
か
で
あ
る
。
後
の
場
合
や
が
て
第
二
・
第
一
の
出
入
の
仕
方
へ
と
移
っ
て
、

永
績
的
固
定
的
な
出

λ
と
な
る
場
合
(
例
え
ば
未
聞
社
曾
に
入
る
白
人
の
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
の
如
く
)
も
あ
り
う
る
。

以
上
に
依
っ
て
集
圏
の
封
鎖
性
・
開
放
性
の
概
念
中
、

H

人
及
び
物
の
出
入
H

の
仕
方
そ
れ
自
鰭
に
就
い
て
専
ら
人
の
場
合
の
み
を
中
心
と

し
て
、

之
を
三
種
に
直
分
し
て
極
め
て
形
式
的
・
抽
象
的
な
多
少
の
考
察
を
な
し
畢
っ
た
の
で
あ
る
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
右
の
一
般
論
を
集

圏
の

F
2
1
s口
々
と

r
o
u
t
E
q
に
適
用
し
て
我
々
の
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
い
く
ら
か
具
鰻
化
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

社
命
日
集
圏
、
特
に
封
鎖
的
な
社
命
日
集
圏
に
あ
っ
て
は
所
謂
「
よ
そ
も
の
」
・
「
外
来
者
」
・
「
異
人
」
が
一
方
に
於
て
嫌
悪
・
排
斥
・
敵
視
・
酷

活

5
れ
る

と
云
う
二
つ
の
相
反
し
矛
盾
し
た
現
象

@
 

が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
多
く
の
人
々
に
依
っ
て
指
適
さ
れ
、
認
め
ら
れ
て
い
る
明
ら
か
な
事
賞
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
此
の
事
賓
の
廉
汎
な

(}HO丘
一
一
一
昨
可
)

と
共
に
、
他
方
に
於
て
獣
迎
・
歓
待
・
同
情
・
厚
渇
さ
れ
る

(
『
。

ω同)一片山』一
3
1〉

賞
詮
的
研
究
に
基
く
異
偽
の
剣
決
は
、
現
在
の
我
々
の
よ
く
な
し
う
る
所
で
も
な
い
し
、

叉
そ
れ
の
過
去
に
遡
る
全
面
的
な
否
定
は
恐
ら
く
不

可
能
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
問
題
は
何
故
こ
の
よ
う
な
論
理
的
に
明
ら
か
に
矛
盾
し
合
う
二
つ
の
現
象
が
、

同
一
の
祉
曾
集
圏
に
然
も
同

一
の
時
期
に
共
存
す
る
か
と
一
五
う
事
で
あ
る
。

立
すこ
るの
傾よ
向う
がな
先問
験題
的に
本針
能す
的る
に解

μ 答

お長
のし
って
かは
ち、

存例
ι 、，

す G
F J与
と p-')

の
見仙

き苦
長針
P す
おる
目態
z度
'，r の
J、本

合 性
冗 B に

既

反、
接、

と
牽、
51、
と
の

種
の
相
反
し
相
針

こ
れ
は
極
め
て
明
快
な
考
え
方
で
あ
り
、

わ
り
き
っ
た
解
答
で
あ
る
が
、
同
時
に
矛
盾
は
依
然
と
し
て
矛
盾
の
ま
ま
で
残
存
し
て
お
り
社
曾
皐
的
に
は
な
お
未
解
決
の
感
じ
が
深
い
。

‘戸

、-
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司
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司
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轟

れ
に
針
し
臼
井
博
士
は
棲
鯖
交
渉
と
、
他
我
の
領
解
及
び
そ
れ
を
基
礎
と
す
る
親
和
結
合
と
の
相
関
々
係
か
ら
、
封
鎖
的
集
圏
が
外
部
の
者
乃
至

こ
れ
を
す
ぐ
れ
て
未

一
方
ま
た
叡
待
厚
遇
の
現
象
を
-
認
め
て
、

外
来
者
に
劃
し
て
嫌
忌
・
反
援
の
態
度
を
示
す
事
を
原
則
的
に
承
認
し
つ
つ
、

か
な
る
も
の
に
劃
す
る
高
度
に
封
鎖
的
な
集
圏
の
畏
怖
的
態
度
(
未
知
な
る
者
の
超
自
然
的
存
在
観
と
こ
れ
か
ら
恵
一
帽
を
得
ん
と
す
る
願
望
に
基
く
)

3
 

ら
設
明
し
て
い

&
o
た
だ
此
の
場
合
博
士
も
述
べ
て
い
る
如
く
、
事
柄
は
す
ぐ
れ
て
未
知
な
る
者
に
針
す
る
場
合
郎
ち
我
々
が
さ
き
に
分
類
し か

た
第
三
の
未
知
な
る
者
と
し
て
の
町
入
の
場
合
に
該
嘗
す
る
。
そ
し
て
叉
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
我
々
も
叉
博
士
の
設
く
所
に
同
意
し
、
之
に
遵

う
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
問
題
は
必
然
的
に
其
の
範
閣
を
狭
め
て
、
博
士
も
云
う
よ
う
に

H

或
程
度
迄
の
接
嫡
交
渉
が
あ
り
類
似
性
も
あ

⑪
 

っ
て
、
相
互
の
領
解
信
頼
も
可
能
な
範
閣
内
の
ヨ
ソ
か
ら
来
た
者
に
針
し
て
生
じ
得
る
H

嫌
忌
と
厚
遇
と
の
こ
つ
の
相
反
し
相
針
立
す
る
態
度

に
か
か
わ
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
程
度
の
封
鎖
的
集
闘
に
於
け
る
外
来
者
(
我
々
の
云
う
既
知
な
る
者
と
し
て
の
)

に
針
す
る
叡
待
・
厚
遁

の
現
象
の
理
由
と
し
て
は

N

一
切
の
異
な
る
異
境
に
於
て
不
可
避
的
な
苦
勢
に
劃
す
る
憐
倒
の
情
・
博
愛
の
心
か
ら
と
す
る
設
、
自
己
が
異
郷

に
赴
く
場
合
に
も
同
様
の
便
宜
救
済
を
輿
え
ら
れ
度
い
が
矯
と
い
う
功
利
的
動
機
か
ら
と
す
る
設
、
一
枇
舎
の
封
鎖
性
の
故
の
無
明
軍
調
を
未
知

@
 

の
外
界
の
話
を
聴
く
事
に
よ
っ
て
彼
ら
ん
と
す
る
願
望
か
ら
と
す
る
設
等
d

の
解
調
停
が
従
来
か
ら
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
は
各
主
そ
れ

白
鐙
と
し
て
は
十
分
認
め
ら
れ
る
理
由
で
あ
る
が
、
然
し
乍
ら
か
か
る
程
度
の
封
鎖
的
集
圏
に
叡
待
と
其
の
反
針
の
嫌
忌
が
同
様
に
外
来
者
に

射
し
て
存
在
し
、

此
の
二
つ
の
矛
盾
し
会
う
態
度
が
雨
立
し
て
い
る
事
の
理
由
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
そ
こ
で
此
の
問
題
に
針
し
、

さ
き
に
直
別
し
た
外
来
者
の
資
格
付
け
か
ら
一
臆
の
解
決
の
遣
を
求
め
う
る
と
回
ゅ
う
。
即
ち

}
M
O
m
-
)
~
H
h
H
}
一
昨
}
、

と

ZE--Fq
と
が
同
一
の
封
鎖
的

集
圏
の
成
員
に
依
っ
て
示
さ
れ
る
事
は
事
賓
で
あ
る
が
、
然
し
な
が
ら
そ
れ
は
決
し
て
同
一
の
針
象
即
ち
同
一
人
の
外
来
者
に
針
し
て
同
時
に

喜
一
く
異
な
っ
た
相
反
し
相
矛
盾
す
る
態
度
で
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
異
っ
た
針
象
即
ち
異
っ
て
資
格
付
け
ら
れ
た
具
っ
た
外
来
者
に
針

し
て
同
時
に
か
、

又
は
別
の
機
舎
に
(
同
一
人
の
外
来
者
に
射
し
て
も
同
時
に
て
は
左
く
別
々
に
は
具
っ
た
資
格
付
け
が
可
能
で
あ
る
)

そ
れ
ぞ
れ
と
ら
れ

る
全
く
異
っ
た
加
入
の
仕
方
に
劃
す
る
二
つ
の
態
度
と
解
揮
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て

集
圏
一
位
曾
畢
に
於
け
る
基
本
概
念
の
一
・
と
し
て
の
封
鎖
性
・
開
放
性
(
池
田
)

三
五
七
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五
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一
、
外
来
者
が
成
員
と
し
て
の
加
入
の
場
合
は
嫌
忌
さ
れ
る
蓋
然
性
が
大
で
あ
り
、

こ
れ
を
基
礎
と
し
て
外
来
者
の
持
つ
一
切
の
属
性
が
甚

し
く
嫌
忌
さ
れ
、
彼
自
身
が
反
感
を
以
て
遁
せ
ら
れ
る
。
勿
論
か
か
る
態
度
の
根
底
に
は
大
な
る
差
異
に
基
く
相
互
領
解
の
困
難
と
、
従

っ
て
親
和
の
度
の
低
い
と
云
う
事
情
が
存
在
し
て
い
る
事
は
云
う
迄
も
な
い
。

二
、
之
に
反
し
て
外
来
者
が
客
と
し
て
訪
れ
る
場
令
は
叡
待
厚
遇
さ
れ
る
可
能
性
が
大
で
あ
る
。

此
の
事
は

F
8
1
S口
々
が

。
州
百
件
p
o
c
口千

切
の
『

ω『
円
で
あ
る
事
か
ら
も
直
ち
に
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、

客
人
d

又
は

J
y
者
・
客
人
H

と
表
現
し
マ

又
臼
井
博
士
も
此
の
種
の

F
2
1
s口
々
の
場
合
に
は

M

外
来
の
異
人
た
る

一
、
の
よ
う
に
外
来
者
が
外
来
者
で
な
く
な
っ
て
集
圏
の
成
員
と
な
る
の
で
は
な
く
し
て
、

外
来
者
が
外
来
者
の
ま
ま
で
、
郎
ち
客
乃
至
訪
問
者
と
し
て
滞
在
す
る
事
を
暗
示
し
て
い
る
。

此
の
場
合
に
は
確
に
さ
き
の

町
。

ω日
比
件

"--3、

〈
憐
慨
設
、
功
利
設
等
)

の
各
種
の
解
穣
は
正
し
く
適
用
さ
れ
う
る
し
、
更
に
は
次
の
よ
う
な
他
の
解
糟
も
な
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
即
ち

集
圏
の
開
放
性
の
程
度
が
よ
り
一
層
進
ん
だ
場
合
等
に
見
ら
れ
る
所
で
あ
る
が
、
表
面
上
の
客
人
数
待
が
賓
は
客
と
し
て
の
滞
在
期
間
を

短
縮
せ
し
め
た
り
、
或
は
爾
後
の
来
訪
を
避
け
る
意
園
で
堂
々
と
又
は
ひ
そ
か
に
行
わ
れ
て
い
る
場
合
す
ら
も
あ
る
。

一
・
方
客
も
叉
此
の

意
圃
を
了
解
し
て
敢
て
厚
遇
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

一
の
開
放
的
封
鎖
性
な
の
で
あ
る
。

之
は
宛
も
グ
無
償
の
婚
輿
d

が
無
制
限
に
可
能

な
爾
後
の
H

廉
債
の
取
引
d

-

好
意
の
期
待
を
避
け
る
意
味
で
行
わ
れ
る
の
と
類
似
し
て
い
る
。

以
上
の
如
く
客
人
と
し
て
の
外
来
者
が
歓
迎
さ
れ
、

之
に
反
し
て
成
員
と
し
て
の
、

よ
り
具
鰻
的
に
は
成
員
に
な
る
矯
の
外
来
者
が
冷
眼
視

さ
れ
る
の
は

〈
乙
れ
は
同
一
人
て
も
雨
種
の
待
遇
を
受
け
る
の
で
あ
る
〉
、
一
鰭
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
先
づ
考
え
ら
れ
る
理
由
は
前
者
が
遁
常
短
期
間
の

滞
在
で
あ
り
、
後
者
が
永
久
的
持
織
的
な
長
期
間
の
同
居
で
あ
る
と
云
う
事
で
あ
ろ
う
。
然
し
乍
ら
此
の
理
由
の
も
っ
と
根
本
的
な
も
の
と
し

て
我
々
は
次
の
如
き
事
を
考
え
て
み
た
い
。
抑
E

集
圏
の
成
員
と
し
て
外
来
者
が
加
入
す
る
事
は
、
何
ら
か
の
義
務
と
様
利
と
を
新
た
に
其
の

集
圏
に
劃
し
て
持
つ
事
で
あ
る
。

一
定
の
義
務
の
途
行
と
一
定
の
権
利
の
獲
得
で
あ
る
。
外
来
者
の
権
利
の
獲
得
は
依
存
の
集
閤
成
員
の
側
か

ら
す
れ
ば
、
何
ら
か
の
程
度
に
お
い
て
既
得
権
利
の
分
割
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
権
利
の
客
馳
胞
が
無
限
に
近
い
程
多
量
の
も
の
で
あ
れ
ば
問
題



3
Z
J

星
通
吐
措
置

司
司

1
1
は
生
じ
な
い
。
叉
外
来
者
で
あ
る
新
成
員
が
途
行
す
る
義
務
に
依
っ
て
樺
利
の
分
割
か
ら
生
ず
る
既
存
の
成
員
の
不
利
が
相
殺
さ
れ
る
か
、

又

は
よ
り
以
上
の
利
盆
を
も
た
ら
す
時
は
、

一
般
に
問
題
は
殆
ん
ど
起
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
乍
ら
楼
利
の
客
慢
に
限
度
が
あ
り
、
主
ハ
の
量
が

一
定
し
て
い
れ
ば
其
の
よ
う
な
客
躍
に
針
す
る
受
盆
権
者
の
増
加
は
、
即
ち
新
成
員
に
針
す
る
樺
利
の
分
割
は
、
彼
の
義
務
の
途
行
が
よ
ほ
ど

の
利
盆
を
も
た
ら
さ
な
い
限
り
、
明
か
に
既
存
の
成
員
に
と
っ
て
不
利
で
あ
り
何
と
し
て
も
耐
え
難
き
所
で
あ
る
。
分
割
さ
れ
る
権
利
が
経
済

的
な
権
利
で
あ
り
、
権
利
の
客
躍
が
日
常
の
生
活
必
需
物
資
で
あ
れ
ば
、
事
柄
は
一
一
暦
重
大
と
な
り
、
更
に
か
か
る
客
慢
が
自
然
後
生
的
な
も

の
で
な
く
、
人
矯
的
に
長
期
間
の
育
成
・
維
持
・
管
理
が
必
要
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
阪
存
の
成
員
に
と
っ
て
か
か
る
客
馳
胞
の
受
盆
権
者

の
増
加
は
、
由
々
し
き
問
題
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
了
解
さ
れ
る
事
の
少
き
、
従
っ
て
叉
親
和
度
の
低
い
外
来
者
に
依
っ
て
惹
き
起
さ
れ
る

事
で
あ
る
な
ら
ば
、

か
か
る
外
来
者
が
冷
眼
視
さ
れ
酷
遇
さ
れ
る
の
も
蓋
し
蛍
然
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
山
村
に
見
ら
れ
る
共
有
山
林
、
農
村
に

見
ら
れ
る
用
水
池
又
は
水
路
、
或
は
宮
座
に
見
ら
れ
る
宮
田
等
々
は
か
く
の
如
き
経
済
的
構
利
の
客
鰭
物
と
見
る
事
が
出
来
る
で
あ
ろ
い

以
上
の
私
見
は
例
え
ば
祭
回
を
持
つ
宮
組
と
祭
回
を
持
た
な
い
宮
組
と
が
殆
ん
ど
他
の
事
情
に
於
て
類
似
し
た
同
一
村
落
内
の
部
落
に
あ
り

@
 

乍
ら
、
外
来
者
に
針
し
て
前
者
が
極
め
て
封
鎖
的
で
あ
り
、
後
者
が
著
し
く
開
放
的
で
あ
る
と
云
う
事
賞
か
ら
も
、
或
は
こ
れ
と
類
似
し
た
多

く
の
事
例
か
ら
も
容
易
に
推
定
論
詮
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

又
は
成
員
と
し
て
で
は
な
く
し
て
車
な
る
居
住
者
と
し
て
の
外
来
者
に
封
し
て
は

集
圏
は
一
般
に
比
較
的
寛
答
で
あ
り
又
は
無
関
心
で
あ
っ
た
り
す
る
し
、
更
に
は
草
な
る
名
目
上
の
成
員
と
し
て
加
入
す
る
外
来
者
が
其
の
纏

利
を
放
棄
し
て
義
務
の
み
を
呆
す
結
果
、
航
存
の
成
員
に
著
し
い
利
盆
を
も
た
ら
す
よ
う
な
場
合
に
は
、
逆
に
歓
待
厚
遇
主
れ
る
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
山
村
や
農
・
漁
村
の
工
場
誘
致
の
如
き
場
合
、
最
後
の
決
定
の
重
要
な
る
基
準
と
な
る
も
の
は
右
の
事
情
で
あ
ろ
う
。
殆
ん
ど
無
一
物

で
生
活
の
基
盤
を
村
に
置
こ
う
と
す
る
疎
開
者
が
嫌
忌
さ
れ
、
居
住
は
し
て
も
生
活
の
基
盤
を
園
家
や
都
市
そ
の
他
に
求
め
る
、
そ
し
て
税
金

や
寄
附
金
丈
を
納
め
て
く
れ
る
通
勤
者
が
大
目
に
見
ら
れ
、

た
ま
た
ま
の
放
行
者
や
訪
問
客
に
一
時
の
歓
待
が
な
さ
れ
る
の
も
右
の
祉
曾
的
経

済
的
理
由
に
援
る
所
甚
だ
大
で
あ
り
、
社
舎
の
近
代
化
と
と
も
に
盆
々
此
の
差
異
は
顕
著
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

集
闘
枇
曾
皐
に
於
け
る
基
本
概
人
守
山
の
一
司
と
し
て
の
封
鎖
性
・
開
放
性
(
池
田
)

一
二
五
九
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