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観
念
を
去
っ
て
現
実
に
就
く
べ
き
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
厄
介
な
こ

と
は
、
そ
こ
に
い
わ
れ
る
現
実
も
ま
た
誰
か
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
〃
現
実
″

で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
や
は
り
ひ
と
つ
の
観
念
に
す
ぎ
な
い
と
い
、
う
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て
は
観
念
に
す
ぎ
な
い
と
称
し

て
無
気
力
な
懐
疑
の
う
ち
に
と
ど
ま
ろ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
み
ず
か
ら
が

捉
え
た
現
実
を
、
ま
さ
し
く
み
ず
か
ら
が
捉
え
た
現
実
と
し
て
正
し
く
自
覚
し
、

そ
れ
を
よ
り
発
潮
た
る
も
の
と
し
て
捉
え
か
え
し
て
ゆ
く
こ
と
、
こ
れ
だ
け
が

大
切
だ
と
い
、
う
こ
と
で
あ
る
。

文
学
に
関
し
て
も
事
情
は
も
ち
ろ
ん
異
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
エ
ー
ミ
ー

ル
・
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
は
次
の
よ
、
フ
に
い
、
フ
。
実
証
的
史
学
的
分
析
を
こ
と
と
す

る
も
の
で
す
れ
、
精
神
史
的
観
点
か
ら
考
察
す
る
も
の
で
あ
れ
、
こ
れ
ま
で
の

文
学
研
究
が
問
題
に
し
て
き
た
の
は
実
は
こ
れ
に
固
有
の
対
象
で
は
な
く
、
そ

作
品
と
い
う
概
念
（
合
澤
賢
）

は
じ
め
に 作

品
と
い
う
概
念

ｌ
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
の
「
作
品
解
釈
」
お
よ
び
イ
ー
ザ
ー
の
「
作
用
美
学
」
を
批
判
し
つ
つ
Ｉ

の
周
辺
の
諸
事
象
に
す
ぎ
な
い
。
本
来
の
研
究
対
象
で
あ
る
「
作
品
そ
の
も
の
」

を
正
面
か
ら
論
じ
る
真
の
文
学
研
究
が
確
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
。
し
か

し
問
題
は
、
そ
の
「
作
品
そ
の
も
の
」
も
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
が
捉
え
た
（
冨
嘱
呈
呂
）

「
作
品
そ
の
も
の
」
、
つ
ま
り
彼
の
作
品
概
念
命
①
唇
壷
）
に
す
ぎ
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
の
主
張
を
文
字
通
り
の
素
朴
な
意
味
に
お
い
て

受
け
と
っ
て
、
そ
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
「
作
品
解
釈
」
を
批
難
し
た
り
称
揚
し
た
り

し
て
も
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
で
も
批
評
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
作
品

概
念
を
そ
れ
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
ま
ず
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
同
じ
こ
と
を
別
な
角
度
か
ら
み
る
こ
と
に
な
る
が
、
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
は
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
解
明
し
た
現
存
在
の
循
環
構
造
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が

ら
、
既
成
の
研
究
方
法
や
理
論
を
捨
て
て
「
作
品
そ
の
も
の
」
に
、
「
直
接
的
な

印
象
が
開
示
す
る
も
の
」
に
ま
つ
す
ぐ
に
赴
く
べ
き
こ
と
を
い
う
。
し
か
し
、

理
論
を
去
っ
て
作
品
へ
、
と
い
う
こ
の
主
張
も
ま
た
文
学
研
究
に
つ
い
て
の
彼

の
捉
え
方
、
つ
ま
り
ひ
と
つ
の
理
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
と
え
ど
ん
な
に
苛

立
し
く
て
も
こ
の
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
こ
れ
は
理
論
と
し
て
批
判
さ
れ
、
フ

合
澤

賢

一
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Ｗ
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
三
つ
の
概
念
（
「
体
験
し
た
も
の
」
・
「
習
得
し
た
も
の
」
・

「
相
続
し
た
も
の
」
）
の
も
と
で
進
め
ら
れ
る
実
証
主
義
的
な
文
学
研
究
を
シ
ュ

タ
イ
ガ
ー
は
批
判
し
て
、
文
学
研
究
は
そ
の
ア
ウ
ト
ノ
ミ
ー
を
失
っ
て
、
心
理

（
２
）

学
や
そ
の
他
の
諸
学
科
に
仕
え
て
い
る
、
と
い
、
フ
。
し
か
し
こ
の
言
葉
の
意
味

は
、
こ
れ
ら
の
文
学
研
究
が
文
学
作
品
を
対
象
に
す
る
こ
と
を
や
め
て
、
別
の

何
か
を
論
じ
て
い
る
と
い
、
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
文
学
作
品

を
、
い
わ
ゆ
る
作
者
に
関
す
る
リ
ア
ル
な
諸
事
実
の
方
か
ら
、
つ
ま
り
心
理
や

思
想
・
体
験
や
環
境
の
方
か
ら
解
明
し
よ
う
と
い
う
行
き
方
に
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー

は
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
実
証
主
義
的
な
作
品
概

念
に
対
し
て
お
の
れ
の
「
作
品
そ
の
も
の
」
を
対
抗
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

る
し
、
ま
た
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
次
に
（
第
一
章
）
、
第
二
次
大
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
を
中
心
に
隆
盛
を

き
わ
め
た
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
の
「
作
品
解
釈
」
理
論
を
、
彼
自
身
の
指
示
に
従
っ

（
１
）

て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
存
在
の
解
釈
学
と
の
か
か
わ
り
で
論
ず
る
。
そ
し
て

続
け
て
（
第
二
章
）
、
こ
れ
を
理
論
的
に
追
い
抜
い
た
と
称
さ
れ
る
現
代
の
有
力

な
文
学
研
究
理
論
・
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
イ
ー
ザ
ー
の
「
作
用
美
学
」
を
も
っ

ぱ
ら
そ
の
文
学
テ
キ
ス
ト
の
概
念
に
定
位
し
て
批
判
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、

イ
ー
ザ
ー
の
指
示
に
従
っ
て
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
の
基
本
概
念
・
「
生
活
世
界
」
と

の
関
連
で
。
そ
し
て
最
後
に
（
第
三
章
）
、
以
上
の
批
判
を
通
し
て
い
わ
ば
ネ
ガ

テ
ィ
ヴ
な
仕
方
で
か
す
か
な
が
ら
姿
を
現
わ
し
て
く
る
作
品
の
概
念
を
、
結
び

に
か
え
て
と
り
あ
え
ず
示
す
こ
と
に
努
め
る
。

作
品
と
い
う
概
念
（
合
澤
賢
）

第
一
章

従
っ
て
問
題
は
、
「
作
品
そ
の
も
の
」
と
い
う
語
の
も
と
に
い
か
な
る
事
柄
が

理
解
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
だ
が
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
シ
ュ

タ
イ
ガ
ー
は
こ
れ
を
積
極
的
に
明
ら
か
に
し
よ
、
フ
と
は
し
な
い
。
「
作
品
解
釈
」

の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
称
さ
れ
る
論
文
・
『
文
学
研
究
の
課
題
と
対
象
に
つ
い
て
』

に
お
い
て
も
、
「
詩
人
の
言
葉
そ
の
も
の
、
こ
の
学
問
（
文
学
研
究
）
の
ア
ル
フ
ァ

（
３
）

に
し
て
オ
メ
ガ
で
あ
る
言
葉
」
と
い
、
フ
ふ
う
に
言
い
か
え
ら
れ
る
の
み
で
、
そ

の
内
実
は
一
向
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
そ
れ
に
立
ち
か
え
る
べ
き
こ
と
だ
け

が
く
り
か
え
し
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
種
の
論
文
に
は
お
よ
そ
ふ

さ
わ
し
く
な
い
次
の
よ
『
フ
な
言
葉
で
議
論
を
打
ち
切
っ
て
、
「
作
品
解
釈
」
の
実

行
へ
と
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
は
去
っ
て
し
ま
、
フ
の
で
あ
る
。
「
結
局
の
と
こ
ろ
子
供
の

（
４
）

名
前
な
ど
は
ど
う
で
も
い
い
。
健
康
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
満
足
し
よ
う
」
。

わ
れ
わ
れ
は
は
な
は
だ
当
惑
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
文
学
研
究
の

前
提
に
な
っ
て
い
る
常
識
的
な
作
品
概
念
に
異
を
唱
え
て
、
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
は

み
ず
か
ら
の
新
し
い
理
解
を
「
作
品
そ
の
も
の
」
と
し
て
提
示
す
る
。
そ
し
て

文
学
研
究
は
こ
れ
に
還
帰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
パ
テ
ー
テ
ィ
シ
ュ
に
説

く
。
し
か
し
他
方
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
事
柄
と
し
て
解
さ
れ
る
べ

き
か
と
い
、
フ
問
題
を
、
ま
る
で
「
ど
う
で
も
い
い
」
こ
と
の
よ
』
フ
に
扱
う
の
で

あ
る
。
あ
る
い
は
、
み
ず
か
ら
が
積
極
的
に
示
そ
う
と
す
る
「
作
品
そ
の
も
の
」

を
、
他
方
に
お
い
て
、
誰
で
も
が
す
で
に
知
っ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
作
品
で
あ
る

か
の
よ
う
に
扱
、
フ
。
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
の
作
品
〃
内
在
的
″
研
究
は
、
文
学
研
究

の
対
象
を
あ
ま
り
に
狭
く
限
っ
て
し
ま
っ
た
と
か
、
作
品
の
〃
外
″
の
歴
史
的

社
会
的
諸
事
象
を
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
ふ
う
な
批
評
や
批
難
が
い

つ
ま
で
も
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
直
接
に
は
、
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー

の
右
で
み
た
よ
、
フ
な
暖
昧
な
論
述
と
か
か
わ
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
今

一
一
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は
こ
れ
を
別
な
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
わ
れ
わ
れ
の
心
を
捉
え
る
百
四
豊
呂
）
も
の
を
捉
え
か
え
す
（
冨
喝
の
房
巳

（
５
）

こ
と
、
こ
れ
が
す
べ
て
の
文
学
研
究
の
本
来
の
目
標
で
あ
る
」
。
同
じ
論
文
に
は

ま
た
こ
の
よ
、
フ
な
言
葉
が
あ
る
。
こ
の
「
捉
え
か
え
す
」
と
い
わ
れ
る
部
分
に

特
に
注
目
し
て
論
文
を
読
み
な
お
し
て
み
る
と
、
右
の
わ
れ
わ
れ
の
批
判
は
少

し
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
て
く
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
心
を
捉
え

（
６
）

る
も
の
」
、
「
直
接
的
な
印
象
が
開
示
す
る
も
の
」
、
つ
ま
り
そ
の
か
ぎ
り
て
未
規

定
的
で
漠
然
と
し
た
何
か
を
あ
ら
た
め
て
「
捉
え
か
え
し
言
①
喪
豊
ｇ
）
」
て
い

く
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
文
学
研
究
で
あ
る
と
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
は
い
、
フ
。
少
し
後

の
論
文
・
『
詩
学
の
根
本
概
念
』
で
は
そ
の
こ
と
が
よ
り
明
瞭
に
い
わ
れ
て
い

る
。
「
・
…
：
（
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
の
）
こ
の
感
じ
か
ら
出
発
す
る
ほ
か
に
術
は

な
い
。
私
自
身
に
と
っ
て
も
未
だ
お
ぼ
ろ
な
漠
然
と
し
た
予
感
の
ご
と
き
こ
の

（
７
）

感
じ
を
純
化
し
、
厳
密
な
概
念
命
品
凰
ｓ
へ
と
も
た
ら
し
て
ゆ
く
」
。
こ
う
し

て
み
る
と
、
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
の
作
品
概
念
の
暖
昧
さ
は
、
あ
る
意
味
で
彼
が
積

極
的
に
選
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
作
品
の
概
念
を
あ
ら
か
じ
め
確

定
す
る
こ
と
な
く
テ
キ
ス
ト
に
素
朴
な
態
度
で
向
い
、
そ
の
と
き
の
漠
然
と
し

た
「
感
じ
」
を
明
瞭
な
も
の
に
し
て
ゆ
く
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
文
学
研
究
な
の
だ

と
い
、
フ
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
に
も
そ
れ
な
り
に
よ
く
理
解
で
き
る
主
張
で
あ
る
が
、
同
時
に
、

別
の
角
度
か
ら
ひ
と
つ
の
疑
問
が
生
じ
て
く
る
の
を
禁
じ
え
な
い
。
前
も
っ
て

概
念
を
形
成
し
な
い
と
い
、
う
こ
と
が
、
た
だ
ち
に
、
い
か
な
る
概
念
か
ら
も
自

由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
？
か
え
っ
て
そ
れ
は
、
常
識
的

な
も
の
に
な
っ
て
い
る
既
成
の
考
え
方
の
も
と
に
自
覚
す
る
こ
と
な
く
と
ど

ま
っ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
？
ま
た
、
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
自
身
が
従
来
の

作
品
と
い
う
概
念
（
合
澤
賢
）

文
学
研
究
の
常
識
に
対
抗
し
て
「
作
品
そ
の
も
の
」
へ
、
と
強
調
せ
ず
に
は
い

ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
自
覚
す
る
こ
と
な
く
偏
っ
た
理
解
の
う
ち
に

閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
？
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か

わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
文
学
と
い
わ
れ
る
事
柄
に
つ
い
て
既
に
何
ら
か
の
理
解

を
も
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
先
入
見
の
も
と
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
よ
、
フ
な
わ
れ
わ
れ
が
素
朴
に
テ
キ
ス
ト
に
向
う
と
き
の
そ
の
一
直
接

的
な
印
象
」
が
、
「
漠
然
た
る
感
じ
」
が
何
ら
か
の
意
味
で
の
学
問
的
研
究
の
出

発
点
に
な
る
の
で
あ
る
、
フ
か
？
ま
た
、
こ
こ
に
は
循
環
の
ご
と
き
不
合
理
な
プ

ロ
セ
ス
が
あ
る
よ
ミ
フ
に
思
わ
れ
る
が
、
研
究
と
い
う
こ
と
を
ま
じ
め
に
考
え
る

の
な
ら
ば
、
こ
れ
を
断
ち
切
っ
て
、
も
っ
と
確
か
な
も
の
に
基
礎
を
求
め
る
べ

き
で
は
な
か
ろ
書
フ
か
？
そ
れ
と
も
、
「
捉
え
か
え
す
（
言
四
①
房
己
」
と
彼
が
い

う
と
き
、
ま
た
「
厳
密
な
概
念
（
団
品
凰
ｓ
へ
と
も
た
ら
し
て
ゆ
く
」
と
い
う
と

き
、
何
か
特
別
な
事
柄
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

わ
れ
わ
れ
の
こ
の
最
後
の
疑
問
に
対
し
て
、
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
は
は
っ
き
り
と
、

そ
の
通
り
で
あ
る
と
答
え
る
。
同
じ
と
こ
ろ
で
彼
は
、
ハ
ィ
デ
ッ
ガ
ー
を
念
頭

に
お
い
て
、
し
か
も
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
ほ
と
ん
ど

同
じ
用
語
法
で
い
、
フ
。
「
エ
ク
ス
プ
リ
シ
ッ
ト
に
了
解
し
よ
『
７
と
す
る
者
は
、
い

（
８
）

つ
も
既
に
漠
然
と
な
が
ら
了
解
し
て
し
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
ま

た
、
最
も
名
高
い
理
論
的
な
著
作
・
「
解
釈
の
技
法
」
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
次
の
ょ

、
フ
に
述
ら
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論
か
ら
学
ん
だ
の
で
あ
る
が
、

人
間
の
認
識
と
い
う
も
の
は
す
べ
て
例
外
な
く
循
環
的
な
仕
方
で
進
ん
で
ゆ
く

も
の
で
あ
る
。
こ
の
循
環
は
避
け
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
む
し
ろ
こ
の
中
へ
と

（
９
）

正
し
く
入
り
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
こ
そ
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。

わ
れ
わ
れ
の
関
心
に
従
っ
て
要
約
す
る
と
、
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
の
い
う
の
は
こ

一
一
一
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う
で
あ
る
。
研
究
対
象
で
あ
る
文
学
作
品
が
何
で
あ
る
か
を
概
念
的
に
規
定
し

た
う
え
で
、
具
体
的
な
研
究
を
開
始
す
る
の
は
ひ
と
つ
の
独
断
的
な
態
度
で
あ

る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
教
え
る
よ
う
に
、
い
か
な
る
認
識
も
、
い
か
な
る
概
念

も
、
漠
然
た
る
先
行
的
な
了
解
を
解
釈
し
つ
つ
捉
え
か
え
し
（
富
噴
豊
ｇ
）
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
飛
び
越
え
て
、
い
き
な
り
概
念
宙
①
喝
獣
与
を
云

云
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
の
お
ぼ
ろ
な
「
感
じ
」
か
ら

出
発
す
る
ほ
か
な
い
、
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
出
発
す
べ
き
な
の

で
あ
る
、
と
。

し
か
し
、
あ
の
疑
問
は
解
決
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
た
だ
そ
の
重
点
が
作
品

の
概
念
か
ら
、
捉
え
る
こ
と
に
、
つ
ま
り
解
釈
に
移
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
わ

れ
わ
れ
は
次
に
、
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
の
指
示
に
従
っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
い
、
フ
解

釈
の
循
環
が
い
か
な
る
こ
と
で
あ
る
か
を
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ

が
、
そ
の
前
に
ふ
た
た
び
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
シ
ュ

タ
イ
ガ
ー
が
「
作
品
解
釈
」
の
理
論
的
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

の
解
釈
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
釈
概
念
そ
の
も
の
で
は
な

く
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
の
理
解
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
も
ち

ろ
ん
こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
自
身
に
つ
い
て
も
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
。
誰
で
あ

れ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
そ
の
ま
ま
お
の
れ
の
主
張
の
保
証
人
に
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
た
と
え
そ
、
フ
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
お
の
れ
が
捉
え
た
か
ぎ
り
で
の

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

右
の
こ
と
を
自
覚
し
た
、
う
え
で
い
う
の
で
あ
る
が
、
い
か
な
る
認
識
も
循
環

的
な
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
明
ら
か
に
し

た
、
と
い
う
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
の
指
摘
は
そ
の
か
ぎ
り
で
正
当
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
ほ
か
で
も
な
く
、
彼
が
指
摘
し
た
ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
、
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー

作
品
と
い
う
概
念
（
合
澤
賢
）

に
よ
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
援
用
が
不
都
合
で
あ
る
こ
と
を
か
え
っ
て
示
し
て
い

る
の
だ
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
示
し
た
こ
と
は
、
ま
ず
、
人
間
存
在
と
は
本
質
的

に
世
界
ｌ
内
Ｉ
存
在
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
く
だ
い
て
い
い
か
え
れ
ば
、
人
間

が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
自
体
の
う
ち
に
、
世
界
と
そ
の
諸
々
の
存

在
者
が
そ
こ
で
漠
然
と
な
が
ら
開
示
さ
れ
（
閏
胃
三
．
閉
ｇ
）
て
い
る
こ
と
が
、
つ

ま
り
了
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
す
で
に
含
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

（
皿
）

で
あ
る
。
従
っ
て
ま
た
認
識
も
し
く
は
解
釈
は
全
く
の
白
紙
の
状
態
か
ら
始
ま

る
の
で
は
な
い
。
未
だ
分
節
化
さ
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
既
に
開
示
さ
れ

（
、
）

て
い
る
何
か
を
、
殊
更
に
或
る
も
の
と
し
て
際
立
た
せ
る
こ
と
が
解
釈
と
称
さ

れ
る
事
柄
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』

に
お
け
る
現
存
在
の
分
析
論
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
漠
然
と
な
が

ら
既
に
知
ら
れ
て
い
る
何
か
を
、
分
節
化
し
つ
つ
は
っ
き
り
と
或
る
も
の
と
し

て
含
垣
取
り
出
す
こ
と
、
こ
の
と
し
て
と
い
う
構
造
（
シ
厨
Ｉ
聾
冒
再
昌
）
が
と

り
も
な
お
さ
ず
解
釈
の
循
環
な
の
で
あ
る
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
更
に
、
こ
の

（
吃
）

構
造
が
了
解
ｌ
解
釈
に
そ
な
わ
る
「
ア
ー
プ
リ
オ
ー
リ
Ｉ
」
で
あ
る
こ
と
も

い
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
と
っ
て
次
の
こ
と
を
意
味
す

る
は
ず
で
あ
る
。
い
か
な
る
解
釈
も
循
環
的
で
あ
る
こ
と
自
体
を
お
の
れ
の
長

所
の
、
う
ち
に
数
え
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
不
都
合
な
解
釈
も
誤
っ
た
認
識

も
ア
ー
プ
リ
オ
ー
リ
Ｉ
に
循
環
的
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
循
環
構
造
の
解
明
は
、
循
環
的
で
あ
る
と
称
す
る
解
釈
を
特

権
化
す
る
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
解
体
す
る
も
の
と
い
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
認
識
も
し
く
は
解
釈
の
相
対
主
義
に
道
を
開
く
も
の
で

は
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
積
極
的
な
意
味
で
の
学
問
的
解
釈
は
、

四
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む
し
ろ
循
環
の
ア
ー
プ
リ
オ
ー
リ
ー
な
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
こ
そ
可
能
に
な

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
客
観
的
な
認
識
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
を
も
含
め
て
、

一
切
の
解
釈
が
、
そ
れ
に
先
ん
じ
て
開
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
何
ら
か
の
了

解
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
た
と
え
そ
れ
を
否
認
し
よ
う
と
も
事
実
は
そ
れ

以
外
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
、
こ
の
事
実
を
明
ら
か
に
見
た
者
だ
け
が
循
環
に

正
し
く
対
処
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
の
者
だ
け
が
、
「
決
定
的
に
大
切

な
こ
と
は
こ
の
循
環
か
ら
出
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
う
ち
に
正
し
い
仕
方

（
過
）

で
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
」
（
傍
点
引
用
者
）
こ
と
を
自
覚
す
る
は
ず
な
の

で
あ
る
。

右
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
葉
を
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
が
『
解
釈
の
技
法
』
に
お
い

て
引
用
し
て
い
る
の
を
わ
れ
わ
れ
は
既
に
み
て
い
る
が
、
こ
の
「
正
し
い
仕
方

で
」
と
い
、
う
こ
と
に
関
し
て
彼
は
何
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
？

と
い
う
の
も
、
作
品
解
釈
の
「
技
法
声
匡
易
己
」
の
積
極
的
な
可
能
性
は
ほ
か
で

も
な
く
こ
の
点
に
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
検
討
す
る
に
先
だ
っ
て
、

『
文
学
研
究
の
課
題
と
対
象
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
が
引
用
し

（
Ｍ
）

て
い
る
『
存
在
と
時
間
』
の
ひ
と
つ
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
の
全
体
を
見
て
お
こ
う
と

思
う
。
わ
れ
わ
れ
の
み
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
自
体
が
引
用
者
の
意
図
に
対
す
る
皮

肉
な
批
判
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
こ
の
循
環
を
悪
シ
キ
モ
ノ
ヘ
と
、
ま
た
や
む
を
え
ぬ
も
の
と
し
て
我
慢
さ

れ
る
循
環
へ
と
下
落
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
な
か
に
は
最
も
根
源
的
な
認

識
の
積
極
的
な
可
能
性
が
か
く
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
こ
の
可
能
性

が
正
し
い
仕
方
で
掴
み
取
ら
れ
る
の
は
、
解
釈
の
最
初
に
し
て
最
後
の
ま
た
不

断
の
課
題
を
解
釈
自
身
が
了
解
し
て
い
る
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の

課
題
と
は
、
先
視
・
先
持
・
先
握
（
ぐ
日
冨
言
ゞ
ぐ
◎
厨
旨
三
》
く
日
四
一
ｓ
を
そ
の

作
品
と
い
、
７
概
念
（
合
澤
賢
）

と
き
ど
き
の
思
い
つ
き
や
通
俗
的
概
念
か
ら
与
え
て
も
ら
、
フ
の
で
は
な
く
、
そ

れ
ら
を
事
象
そ
の
も
の
の
方
か
ら
仕
上
げ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
学
問
的
主
題

（
過
）

を
確
か
な
も
の
に
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
」
。

引
用
文
中
の
三
つ
の
先
言
日
）
と
は
、
そ
の
少
し
前
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
に
従
っ
て
大
ま
か
に
い
え
ば
、
表
明
的
な
、
も
し
く
は
自
覚
的
な
解
釈
を
基

礎
づ
け
主
導
す
る
了
解
の
契
機
が
三
つ
に
分
節
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ハ
ィ

デ
ッ
ガ
ー
が
こ
こ
で
強
調
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
を
思
い
つ
き
や
通
念
の
支

配
に
委
ね
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
れ
ら
三
つ
を
「
事
象
そ
の
も
の
の
方
か
ら

仕
上
げ
て
ゆ
く
」
場
合
に
だ
け
、
循
環
の
う
ち
か
ら
積
極
的
な
可
能
性
を
掴
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
わ
れ
る
「
事
象
そ
の
も

の
」
が
い
か
な
る
事
柄
で
あ
る
か
を
、
い
ま
わ
れ
わ
れ
は
正
確
に
い
い
当
て
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
確
か
な
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
い
か
な
る
解
釈

も
、
検
討
さ
れ
て
い
な
い
先
行
的
（
ぐ
○
『
）
な
了
解
、
つ
ま
り
先
入
見
（
ぐ
。
『
‐

日
の
言
目
哩
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
何
ら
か
の
認
識
を
獲
得
し

て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
不
断
に
錯
誤
の
危
険
性
に
曝
さ
れ

て
い
る
。
学
問
的
解
釈
は
自
覚
的
・
反
省
的
に
こ
れ
に
抗
し
て
進
む
の
で
あ
る

が
、
そ
の
際
に
解
釈
が
不
断
に
目
を
留
め
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
否
定
的
で

積
極
的
な
契
機
が
「
事
象
そ
の
も
の
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
「
正
し
い
仕
方
で
」
循
環
の
う
ち
に
入
る
、
と
い
わ
れ
た
こ
と
を

や
や
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
件
り
で
あ
る
が
、
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
は
こ
れ
を
例
の

論
文
の
末
尾
に
近
い
と
こ
ろ
で
引
用
し
て
い
る
。
前
後
の
文
章
と
の
対
比
に
お

い
て
際
立
っ
て
晦
渋
な
も
の
に
み
え
る
の
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
れ
に
ひ
と
こ
と

の
註
解
も
与
え
な
い
。
そ
の
か
わ
り
に
、
「
事
象
そ
の
も
の
の
方
か
ら
／
・
」
と
感

嘆
符
を
つ
け
て
く
り
か
え
し
、
「
さ
あ
、
わ
れ
わ
れ
も
仕
事
に
と
り
か
か
ろ
う
。

五
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（
随
）

こ
の
道
が
ど
こ
に
通
じ
て
い
る
の
か
、
な
ど
と
く
よ
く
よ
気
に
せ
ず
に
」
、
と

い
っ
て
「
作
品
」
の
研
究
へ
と
去
っ
て
し
ま
う
。
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
の
右
の
言
葉
に
お
い
て
解
す
る
「
事
象
そ
の
も
の
」
と
は
、
実
は
彼
の
「
作

品
そ
の
も
の
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

す
で
に
論
じ
た
こ
と
を
繰
り
返
し
つ
つ
進
め
る
が
、
文
学
作
品
が
何
で
あ
る

か
に
つ
い
て
た
と
え
漠
然
と
で
は
あ
っ
て
も
わ
れ
わ
れ
は
皆
す
で
に
知
っ
て
い

る
。
研
究
者
で
あ
る
者
も
、
そ
う
で
な
い
者
も
。
そ
の
理
解
内
容
に
は
相
互
に

へ
だ
た
り
が
あ
る
、
フ
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
は
み
ず
か
ら
の
理
解
を
自
明
な
も
の
と

し
て
い
る
。
だ
か
ら
と
り
た
て
て
作
品
が
何
で
あ
る
か
を
問
、
う
こ
と
が
な
い
ま

ま
に
、
そ
の
理
解
に
基
い
て
個
々
の
テ
キ
ス
ト
を
研
究
し
た
り
、
論
じ
た
り
し

て
い
る
。
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
が
「
作
品
そ
の
も
の
」
へ
、
と
熱
ぽ
く
語
っ
た
の
は
、

文
学
研
究
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
こ
う
し
た
常
識
、
い
い
か
え
れ
ば
文
学
研
究

が
自
明
の
前
提
と
し
て
い
る
文
学
作
品
の
概
念
を
突
き
崩
す
た
め
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
そ
の
場
合
に
、
「
作
品
そ
の
も
の
」
を
い
か
に
強
調
し
た
と
こ
ろ
で
無
意

味
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
が
批
判
す
る
従
来
の
文
学
研
究
も

ま
た
そ
れ
な
り
の
「
作
品
そ
の
も
の
」
を
自
明
な
も
の
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
だ
か
ら
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
は
作
品
の
概
念
に
で
は
な
く
、
「
直
接
的
な
印
象
」

も
し
く
は
「
漠
然
た
る
感
じ
」
に
還
帰
す
べ
し
、
と
い
う
。
そ
、
フ
し
た
も
の
は

そ
れ
自
体
と
し
て
は
な
る
ほ
ど
概
念
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
印
象
」
そ
の
も
の
、

「
感
じ
」
そ
の
も
の
は
い
か
な
る
意
味
で
も
文
学
研
究
で
は
な
い
。
研
究
と
は

そ
れ
を
捉
え
か
え
し
て
言
の
噴
呈
ｇ
）
ゆ
く
営
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の

シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
に
対
す
る
疑
問
は
こ
う
で
あ
っ
た
。
新
し
い
作
品
概
念
を
未
だ

獲
得
し
て
い
な
い
わ
れ
わ
れ
が
み
ず
か
ら
の
素
朴
な
「
感
じ
」
を
解
釈
し
て
ゆ

く
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
自
分
に
と
っ
て
自
明
な
も
の
で
あ
る
既
成
の
文

作
品
と
い
う
概
念
（
合
澤
賢
）

学
概
念
に
よ
っ
て
歪
め
て
解
釈
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
ら
な
い
の
か
、
つ
ま
り
悪

循
環
で
は
な
い
の
か
？
こ
の
疑
問
に
対
し
て
、
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に

答
え
る
。
い
か
な
る
解
釈
も
循
環
的
で
あ
る
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
。
そ
の

積
極
的
な
可
能
性
は
む
し
ろ
循
環
の
う
ち
に
「
正
し
い
仕
方
で
」
入
っ
て
ゆ
く

こ
と
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
、
と
。
そ
し
て
右
に
み
た
『
存
在
と
時
間
』
の
一

節
を
引
用
す
る
。
解
釈
は
本
質
的
に
循
環
的
で
あ
る
か
ら
、
「
思
い
つ
き
」
や
「
通

俗
概
念
」
に
支
配
さ
れ
る
危
険
性
に
い
つ
も
晒
さ
れ
て
い
る
。
積
極
的
な
解
釈

は
こ
れ
に
抗
し
て
、
「
事
象
そ
の
も
の
」
の
方
か
ら
歩
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
そ
こ
で
は
い
わ
れ
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
の
脇
に
お
ち
な
い
の
は
、
シ
ュ

タ
イ
ガ
ー
が
そ
の
「
事
象
そ
の
も
の
」
を
い
と
も
無
雑
作
に
彼
の
「
作
品
そ
の

も
の
」
と
等
置
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
テ
キ
ス
ト
に
い
わ
ば
手
ぶ
ら
で

臨
む
わ
れ
わ
れ
の
素
朴
な
「
感
じ
」
や
「
直
接
的
な
印
象
」
の
こ
と
で
あ
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
「
事
象
そ
の
も
の
」
で
な
い
ば
か
り
か
、
か
え
っ
て
こ
れ
に
よ
っ

て
検
討
さ
れ
る
べ
き
「
思
い
つ
き
」
や
「
通
俗
的
概
念
」
に
近
い
も
の
で
は
な

か
ろ
、
フ
か
。

「
作
品
解
釈
」
を
ひ
と
つ
の
理
論
と
し
て
批
判
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は

右
の
よ
、
フ
な
結
論
に
行
き
つ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
の
い

お
、
フ
と
す
る
こ
と
は
も
し
か
し
た
ら
も
っ
と
別
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
よ

言
う
に
理
詰
め
に
窮
屈
に
考
え
る
こ
と
が
文
学
研
究
に
は
不
都
合
な
の
だ
。
作
品

が
何
で
あ
る
か
、
解
釈
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
理
論
的
に
論
じ
て
も
仕
方
が

な
い
。
分
か
る
者
に
は
ち
ゃ
ん
と
分
か
っ
て
い
る
の
だ
。
も
し
か
し
た
ら
こ
の

ょ
、
フ
に
い
、
フ
の
で
あ
る
、
フ
か
？
一
方
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
釈
学
を
論

じ
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て
は
こ
の
よ
、
フ
な
疑
い
を
許
す
よ
、
フ
な
記
述
を
し
て

い
る
こ
と
も
事
実
な
の
で
あ
る
。
『
解
釈
の
技
法
』
に
お
い
て
、
す
で
に
み
た
ハ
イ

一
ハ
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デ
ッ
ガ
ー
ヘ
の
言
及
に
つ
づ
け
て
、
「
で
は
文
学
研
究
に
お
け
る
解
釈
学
的
循
環

（
Ⅳ
）

は
ど
の
よ
、
フ
に
遂
行
さ
れ
る
か
」
、
と
問
、
う
て
例
え
ば
次
の
よ
、
フ
に
い
、
フ
。
あ
る

詩
作
品
を
研
究
対
象
に
選
ぶ
の
は
「
そ
れ
が
好
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
私

（
蛆
）

に
語
り
か
け
る
。
こ
の
出
合
い
を
信
じ
て
そ
れ
を
敢
て
解
釈
す
る
」
。
そ
し
て

（
四
）

「
き
わ
め
て
主
観
的
な
こ
の
感
じ
が
科
学
的
研
究
の
基
礎
で
あ
る
」
と
称
し
、

更
に
言
、
フ
。
「
わ
れ
わ
れ
の
学
問
（
科
学
）
が
こ
の
感
じ
に
、
つ
ま
り
詩
文
学
へ

の
直
接
的
な
セ
ン
ス
に
基
く
と
い
、
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
第
一
に
意
味
す
る
の

は
、
誰
で
も
彼
で
も
が
文
学
史
家
に
な
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。（

別
）

才
能
が
要
求
さ
れ
る
…
…
豊
か
な
感
受
性
に
富
ん
だ
心
が
求
め
ら
れ
る
…
…
」
。

次
章
で
論
じ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
テ
キ
ス
ト
が
語
り
か
け
て
く
る
、
と
い
、
フ

言
い
方
に
疑
問
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
問
題
に
せ
ざ
る
を
え
な

い
の
は
、
た
と
え
そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
研
究
と
称
す
べ
き
も
の
を
、

「
き
わ
め
て
主
観
的
な
も
の
」
の
、
う
え
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と

い
う
こ
と
、
学
問
が
そ
れ
で
あ
る
所
以
を
「
才
能
」
や
「
感
受
性
に
富
ん
だ
心
」

の
、
う
ち
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
、
う
こ
と
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー

で
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
で
あ
れ
、
み
な
そ
れ
ぞ
れ
の
「
才
能
（
非
才
）
」
の
う
ち
に
、

「
富
ん
だ
心
（
貧
し
い
心
）
」
の
う
ち
に
さ
し
あ
た
っ
て
は
閉
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
れ
に
制
約
さ
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
な
り
の
理
解
な
り
認
識
な
り
を
得
て
い

る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
そ
れ
は
権
利
上
は
み
な
同
等
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
？

つ
ま
り
非
学
問
的
と
い
う
意
味
で
、
同
じ
で
は
な
い
の
か
？
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が

学
問
的
解
釈
と
称
し
て
い
る
の
は
、
「
才
能
」
に
保
証
さ
れ
て
い
る
知
の
こ
と
で

は
な
く
、
か
え
っ
て
、
そ
、
フ
し
た
さ
し
あ
た
っ
て
の
偶
然
的
な
知
を
反
省
的
に

と
り
上
げ
て
、
そ
れ
を
循
環
的
に
、
と
い
、
フ
よ
り
は
螺
旋
運
動
的
に
展
開
さ
せ

て
ゆ
く
労
苦
に
満
ち
た
捉
え
か
え
し
の
営
み
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

作
品
と
い
う
概
念
（
合
澤
賢
）

数
学
的
物
理
学
を
代
表
と
す
る
近
代
科
学
の
理
想
は
、
主
観
的
な
偏
向
を
理

性
の
立
場
に
お
い
て
可
能
な
か
ぎ
り
克
服
し
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
あ
る
は
ず

の
対
象
を
方
法
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
粋
に
、
つ
ま
り
客
観
的
に
認
識

す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
芸
術
経
験
・
宗
教
的
な
経
験
を
は

じ
め
と
す
る
多
く
の
事
象
が
科
学
の
理
想
の
支
配
領
域
に
属
さ
な
い
こ
と
、
あ

る
い
は
少
く
と
も
、
無
雑
作
に
は
こ
れ
に
組
み
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
、
こ
の
こ

と
は
ま
た
他
面
の
事
実
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
科
学
的
な
研
究
に
と
っ
て
の

純
粋
な
対
象
で
は
な
い
・
何
ら
か
の
意
味
で
研
究
対
象
に
な
り
う
る
と
し
て
も
、

結
局
は
、
研
究
主
体
の
あ
り
方
が
そ
れ
を
対
象
と
し
て
い
わ
ば
呼
び
よ
せ
て
い

る
の
だ
。
目
下
の
わ
れ
わ
れ
の
場
合
を
具
体
的
に
考
え
て
み
れ
ば
分
か
り
や
す

い
が
、
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
な
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
な
り
の
一
群
の
テ
キ
ス
ト
が
何

ら
か
の
意
味
で
の
対
象
と
し
て
今
こ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
、
理
性
的
な
研
究
主

体
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
が
合
理
的
な
根
拠
か
ら
し
て
対
象
と
し
た
の
で
は
な
い
。

た
と
え
そ
の
よ
う
に
自
覚
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
実
は
、
理
性
に
は
還
元
で
き

な
い
何
か
の
働
き
が
、
対
象
と
し
て
の
そ
れ
の
現
わ
れ
を
条
件
づ
け
て
い
る
の

だ
。
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
の
素
朴
な
言
い
方
を
借
り
る
と
、
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
が

わ
れ
わ
れ
に
「
語
り
か
け
」
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け

に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
が
文
学
研
究
の
本
来
の
課
題
は
、

「
わ
れ
わ
れ
の
心
を
と
ら
え
る
も
の
を
捉
え
か
え
す
こ
と
で
あ
る
」
と
い
っ
て
、

究
極
的
に
は
自
然
科
学
の
理
想
に
従
お
う
と
す
る
実
証
主
義
的
文
学
研
究
そ
の

他
を
批
判
し
た
の
は
、
だ
か
ら
そ
の
か
ぎ
り
で
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ

第
二
章

七
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る
。
ま
た
「
経
験
的
市
日
凰
凰
胃
ご
文
芸
学
」
と
称
す
る
新
た
な
形
態
の
科
学
主

義
的
テ
キ
ス
ト
研
究
が
こ
の
と
こ
ろ
ふ
た
た
び
一
部
で
と
り
ざ
た
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
も
、
今
も
っ
て
積
極
的
な
意
義
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
章
に
お
け
る
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
ヘ
の
批
判
の
根
抵
に
あ
っ
た
の

は
わ
れ
わ
れ
の
次
の
よ
、
フ
な
疑
問
で
あ
る
。
文
学
作
品
を
科
学
的
な
研
究
の
対

象
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
対
す
る
そ
れ
自
体
と
し
て
き
わ
め
て
正
当
な
不
信

が
、
彼
に
お
い
て
は
、
主
観
性
の
強
調
と
い
、
フ
形
態
で
現
わ
れ
て
い
る
。
科
学

の
客
観
主
義
に
対
抗
す
る
の
に
主
観
性
を
も
っ
て
す
る
こ
と
に
希
望
は
あ
る
の

か
、
と
い
、
う
こ
と
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
形
式
的
に
考
え
て
み
る
が
、
科
学
の

根
本
前
提
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
あ
る
主
体
（
主
観
）
が
や
は
り
そ
れ
自
体
と

し
て
あ
る
客
体
（
客
観
・
対
象
）
と
向
き
合
っ
て
い
る
と
い
う
構
図
で
あ
る
。

こ
の
前
提
に
基
い
て
こ
そ
、
先
に
ふ
れ
た
近
代
科
学
の
客
観
的
認
識
と
い
う
理

想
が
可
能
に
な
る
。
主
観
性
の
強
調
は
い
う
ま
で
も
な
く
科
学
の
客
観
主
義
に

反
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
確
か
な
こ
と
は
、
科
学
が
そ
こ
に
お

い
て
成
立
し
て
い
る
主
観
ｌ
客
観
の
対
立
図
式
を
異
議
な
し
に
承
認
し
た
う
え

で
の
反
抗
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
ロ
マ
ン
主
義
者
は
お
の
れ
の
敵
が
設

定
し
た
土
俵
に
お
い
て
闘
、
フ
、
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
闘
い
の
見
掛
け
の

う
え
で
の
激
し
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
は
も
と
も
と
根
本
的
に
和
解
し
あ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

文
学
研
究
の
、
も
し
く
は
テ
キ
ス
ト
読
解
の
主
観
性
を
強
調
す
る
者
は
ま
さ

に
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
そ
の
も
の
が
、
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
が
ど

こ
か
に
客
観
的
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
皮
肉
に
も
逆
説
的
に
保
証
し
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
情
は
わ
れ
わ
れ
が
み
て
き
た
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー

作
品
と
い
、
フ
概
念
（
合
澤
賢
）

の
用
語
法
の
う
ち
に
も
す
で
に
窺
わ
れ
る
の
だ
が
、
「
作
品
解
釈
」
理
論
の
通
俗

的
な
流
布
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
そ
れ
は
い
わ
ば
拡
大
鏡
の
も
と
に
お
か
れ

る
。
「
直
接
的
な
印
象
が
開
示
す
る
も
の
」
が
文
学
研
究
の
対
象
で
あ
り
、
「
わ

れ
わ
れ
の
心
を
捉
え
る
も
の
を
捉
え
か
え
す
こ
と
」
が
本
来
の
文
学
研
究
の
課

題
で
あ
る
と
い
、
フ
例
の
テ
ー
ゼ
を
、
あ
る
解
説
的
な
論
文
は
次
の
よ
管
フ
に
説
明

し
て
い
る
。
「
…
…
主
観
的
な
感
動
に
も
と
づ
く
知
覚
を
、
作
品
に
内
在
す
る
あ

ら
ゆ
る
要
素
、
ま
た
そ
れ
ら
の
統
合
と
し
て
の
作
品
自
体
に
即
し
て
、
で
き
る

（
皿
）

か
ぎ
り
客
観
的
な
認
識
に
近
づ
け
」
（
傍
点
引
用
者
）
る
こ
と
だ
、
と
。
ま
た
「
作

品
解
釈
は
、
感
情
が
と
ら
え
た
も
の
を
作
品
に
内
在
す
る
も
ろ
も
ろ
の
証
拠
に

。
．
。
。
。
。
。
。
。
（
犯
）

よ
っ
て
立
証
し
、
そ
れ
ら
の
証
拠
を
ま
た
感
情
に
よ
っ
て
確
か
め
る
」
（
傍
点
引

用
者
）
、
と
い
う
操
作
を
く
り
か
え
し
て
ゆ
く
営
み
だ
、
と
。
こ
う
し
た
理
解
を

主
観
主
義
と
評
す
べ
き
か
、
客
観
主
義
と
い
う
べ
き
か
。
あ
る
い
は
そ
れ
と
も

両
者
の
折
衷
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
結
局
は
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
研
究
主
体
に
と
っ
て
の
単
な
る
対
象
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
主
体
に

「
語
り
か
け
る
」
も
の
で
も
あ
る
テ
キ
ス
ト
を
、
主
観
主
義
の
方
向
に
も
客
観

主
義
の
方
向
に
も
歪
め
る
こ
と
な
く
、
あ
り
の
ま
ま
に
分
析
す
る
手
が
か
り
を

与
え
る
と
い
う
の
が
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
イ
ー
ザ
ー
の
い
わ
ゆ
る
「
作
用
美
学

（
三
時
言
長
墨
巽
言
は
ご
」
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
文
学
作
品
と
は
客
観
的
に

あ
る
と
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
読
む
者
の
主
観
性
に

還
元
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
読
む
者
の
テ
キ
ス
ト
へ
の
働
き
か
け
声
寓
）
と
、

そ
れ
が
顕
在
化
さ
せ
る
読
者
へ
の
テ
キ
ス
ト
の
作
用
（
言
苛
言
晨
）
が
、
相
互
に

働
き
か
け
合
う
中
間
に
生
起
す
る
（
鴇
の
ｇ
ｇ
ｇ
）
も
の
、
そ
れ
が
作
品
だ
と
い

（
羽
）

う
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
を
い
い
か
え
て
、
「
主
観
ｌ
客
観
の
分
裂
」
を
「
止
揚

す
る
」
と
こ
ろ
の
プ
ロ
セ
ス
が
文
学
テ
キ
ス
ト
を
読
む
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な

八
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（
別
）

ら
な
い
と
い
、
フ
。
だ
か
ら
、
文
学
研
究
と
は
す
な
わ
ち
読
者
と
テ
キ
ス
ト
と
の

間
の
「
相
互
作
用
（
冒
討
国
宣
旨
巳
」
の
具
体
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
記
述
し
て
ゆ
く

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の
た
め
の
基
礎
理
論
が
イ
ー
ザ
ー
の
「
作

用
美
学
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
主
著
は
『
読
む
と
い
う
行
為
ｌ
美
的
作
用
の
理

論
Ｉ
（
負
己
９
シ
写
号
の
席
陥
易
．
弓
言
○
国
の
房
昏
①
房
呂
閏
君
胃
言
晨
》
》
）
』
と

称
す
る
。

主
観
主
義
と
客
観
主
義
と
の
間
で
く
り
か
え
さ
れ
る
対
立
や
ま
た
折
衷
の
試

み
に
飽
き
足
ら
ぬ
思
い
を
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
は
少
か
ら
ず
魅
力
的
な
考
え

方
で
あ
る
よ
、
フ
に
み
え
る
・
し
か
し
そ
、
フ
で
あ
る
か
ら
こ
そ
な
お
さ
ら
に
、
イ
ー

ザ
ー
の
議
論
の
根
本
に
か
か
わ
る
あ
る
暖
昧
さ
を
批
判
的
に
み
て
ゆ
く
必
要
が

あ
る
と
思
れ
る
。
こ
の
場
合
に
か
ぎ
ら
ず
、
問
題
は
さ
し
あ
た
っ
て
は
ト
リ
ヴ
ィ

ア
ル
な
事
柄
に
み
え
る
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
ま
ず
注
目
す
る
の
は
イ
ー

ザ
ー
の
「
文
学
テ
キ
ス
ト
」
の
概
念
で
あ
る
。

「
文
学
テ
キ
ス
ト
は
経
験
的
に
（
①
日
且
房
の
ご
与
え
ら
れ
て
い
る
客
観
世
界

（
妬
）

を
外
示
す
る
ａ
ｇ
ｏ
房
『
ｇ
）
こ
と
に
尽
き
な
い
」
。
文
学
テ
キ
ス
ト
は
ひ
と
つ

の
虚
構
言
冨
弓
朋
⑦
巴
置
ｇ
で
あ
る
。
イ
ー
ザ
ー
は
こ
の
よ
、
フ
な
一
般
的
な
考

え
方
を
一
応
承
認
す
る
。
そ
の
、
う
え
で
彼
の
独
自
の
捉
え
方
を
示
し
つ
つ
次
の

よ
、
フ
に
い
、
フ
。
文
学
テ
キ
ス
ト
が
虚
構
で
あ
る
と
い
、
フ
場
合
に
は
、
虚
構
と
は

現
実
の
反
対
概
念
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
文
学
テ
キ
ス
ト
す

な
わ
ち
虚
構
テ
キ
ス
ト
の
「
機
能
」
は
ま
さ
し
く
読
者
に
新
し
い
現
実
を
媒
介

す
る
点
に
こ
そ
あ
る
の
に
、
虚
構
を
非
現
実
も
し
く
は
虚
偽
と
解
し
て
し
ま
、
フ

（
妬
）

と
、
こ
の
肝
腎
の
こ
と
が
暖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
文
学
テ
キ
ス

ト
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
現
実
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
何
を
意
味
し
て
い
る

か
へ
と
い
、
う
ふ
、
フ
に
問
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
に
代
っ
て
、
そ
れ
が
い
か
な
る

作
品
と
い
う
概
念
（
合
澤
賢
）

（
”
）

現
実
（
三
時
三
号
言
己
を
「
惹
き
起
し
言
三
島
①
巳
」
て
い
る
か
が
、
つ
ま
り
、

そ
の
「
作
用
（
言
一
勇
巨
長
）
」
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

非
現
実
的
・
装
飾
的
言
語
が
す
な
わ
ち
文
学
で
あ
る
、
と
い
、
フ
ふ
う
な
通
俗

的
理
解
か
ら
完
全
に
自
由
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
こ
う

し
た
捉
え
か
え
し
は
新
鮮
な
も
の
に
み
え
る
。
が
、
同
時
に
こ
こ
で
ひ
と
つ
の

疑
問
が
兆
し
て
く
る
こ
と
も
ま
た
禁
じ
え
な
い
。
ま
ず
そ
れ
を
率
直
に
提
示
し

て
批
判
の
糸
口
に
し
よ
、
フ
と
思
、
フ
。

イ
ー
ザ
ー
が
い
う
よ
、
フ
に
通
俗
的
な
見
方
に
お
い
て
は
、
非
現
実
も
し
く
は

虚
偽
を
意
味
す
る
〃
虚
構
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
〃
が
、
現
実
を
外
示
す
る
と
こ
ろ

の
〃
ノ
ン
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
〃
に
対
置
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
、
フ
し
た

常
識
か
ら
虚
構
の
概
念
を
解
き
放
っ
て
、
そ
れ
を
全
く
新
た
な
も
の
と
し
て
捉

え
か
え
す
と
い
、
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
も
う
一
方
の
〃
ノ
ン
・
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
〃
の
概
念
を
も
あ
わ
せ
て
捉
え
か
え
す
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

は
ず
で
あ
る
。
い
ま
い
、
フ
〃
ノ
ン
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
〃
と
は
も
ち
ろ
ん
い
わ
ゆ

る
非
文
学
言
語
の
こ
と
、
つ
ま
り
イ
ー
ザ
ー
が
日
常
言
語
哲
学
に
依
拠
し
て
い

、
フ
と
こ
ろ
の
「
実
用
言
語
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
が
、
も
し
こ
れ
が
依
然
と

し
て
、
「
客
観
世
界
を
外
示
す
る
」
も
の
と
解
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
の
な
ら
ば
、

つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
現
実
を
指
で
差
す
よ
、
フ
に
示
す
言
語
で
あ
る
と
い
、
う
ふ
、
フ

な
通
俗
的
な
理
解
が
保
持
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
な
ら
ば
、
虚
構
（
文
学
）
テ
キ

ス
ト
の
新
た
な
把
握
も
不
徹
底
で
あ
る
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
も
し
く
は
、

非
現
実
と
し
て
の
虚
構
と
い
、
フ
通
俗
的
な
理
解
に
ふ
た
た
び
転
落
せ
ざ
る
を
え

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
文
学
テ
キ
ス
ト
と
実
用
言
語
は
相
互
に
反
対
概
念
で
あ
る

の
だ
か
ら
、
対
概
念
な
の
だ
か
ら
。

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
、
サ
ー
ル
等
の
発
話
行
為
理
論
を
援
用
し
つ
つ
、
イ
ー
ザ
ー

九
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は
、
右
の
二
つ
の
言
語
を
区
別
す
る
「
決
定
的
な
点
」
は
次
の
と
こ
ろ
に
あ
る

と
い
う
。
「
発
話
行
為
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
情
況
へ
の
関
連
重
言
異
さ
易
‐

富
国
長
）
が
高
度
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
が
、
虚
構
言
語
に

（
閉
）

は
こ
れ
へ
の
関
連
が
欠
け
て
い
る
…
…
」
。
情
況
と
は
先
の
議
論
に
お
け
る
現

実
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
支
配
さ
れ
な
い
で
新
し
い
現
実
を
形
成
す
る
働

き
、
つ
ま
り
「
作
用
」
を
読
者
に
及
ぼ
す
と
こ
ろ
に
、
文
学
テ
キ
ス
ト
が
他
か

ら
区
別
さ
れ
る
所
以
が
あ
る
と
い
、
フ
。
逆
か
ら
い
え
ば
、
実
用
言
語
と
は
既
成

の
現
実
を
超
え
出
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
に
規
定
さ
れ
て
は
じ
め
て
有
意
味
で
あ

り
、
フ
る
言
語
だ
と
い
、
う
こ
と
に
な
る
。

右
の
こ
と
に
つ
い
て
は
更
に
論
じ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
イ
ー
ザ
ー
は
ほ

ぼ
こ
、
フ
し
た
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
文
学
テ
キ
ス
ト
を
他
か
ら
区
別
し
て
取
り

出
し
て
、
そ
の
独
特
の
構
造
を
テ
キ
ス
ト
と
読
者
の
「
相
互
作
用
」
に
お
い
て

「
現
象
学
的
」
に
分
析
す
る
。
主
著
の
中
心
的
な
部
分
を
な
す
第
三
章
は
、
そ

の
タ
イ
ト
ル
に
よ
る
と
「
読
む
こ
と
の
現
象
学
電
冨
ｇ
ｇ
ｇ
ｏ
さ
恒
①
号
の

（
調
）

Ｆ
隅
ｇ
巴
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
先
ほ
ど
か
ら
の
疑
問
を
こ
れ
に
関

係
さ
せ
て
い
い
か
え
れ
ば
こ
う
で
あ
る
。
現
実
も
し
く
は
「
客
観
世
界
」
を
前

提
に
し
、
そ
れ
と
の
関
連
の
あ
り
方
を
基
準
に
し
て
、
文
学
言
語
と
日
常
言
語

を
区
別
す
る
行
き
方
そ
れ
自
体
は
い
う
ま
で
も
な
く
全
く
現
象
学
的
な
考
え
方

で
は
な
い
。
そ
、
フ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
右
の
区
分
に
も
と
づ
い
て
の
文
学
テ
キ

ス
ト
の
「
現
象
学
的
」
分
析
は
、
た
と
え
い
か
に
精
綴
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
根

本
的
な
点
で
暖
昧
な
も
の
を
残
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
イ
ー

ザ
ー
の
現
象
学
的
用
語
で
具
体
的
に
問
い
な
お
せ
ば
、
文
学
テ
キ
ス
ト
が
そ
れ

で
あ
る
所
以
を
非
現
実
と
し
て
の
虚
構
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
「
意

（
鋤
）

識
の
相
関
者
（
国
の
言
匡
瓦
誘
凰
易
宮
司
里
異
）
」
を
呼
び
起
し
、
「
こ
れ
を
通
じ
て
テ

作
品
と
い
う
概
念
（
合
澤
賢
）

キ
ス
ト
が
読
者
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
出
来
事
（
生
起
）
に
な
り
、
ま
た
終
い
に

は
ひ
と
つ
の
世
界
に
な
る
」
点
に
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
同
時
に
、
い

わ
ゆ
る
実
用
言
語
が
読
者
ま
た
は
聴
者
に
お
い
て
い
か
な
る
「
意
識
の
相
関
者
」

を
産
み
出
し
て
い
る
か
が
併
せ
て
内
在
的
に
問
い
確
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か

ろ
、
フ
か
？
そ
れ
を
し
な
い
で
こ
の
言
語
の
特
質
を
「
経
験
的
（
の
日
凰
房
呂
）
に

（
釦
）

与
え
ら
れ
て
い
る
対
象
の
外
示
ｅ
ｇ
ｏ
ｇ
は
目
）
」
と
し
て
の
み
見
る
こ
と
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
文
学
テ
キ
ス
ト
の
新
た
な
概
念
も
ふ
た
た
び
通
俗
的

な
そ
れ
へ
と
舞
い
戻
っ
て
し
ま
う
と
恐
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
の
最
も
重
要
な
概
念
・
生
活
世
界
Ｐ
ｇ
①
扇
ぎ
①
三
を
用
い

な
が
ら
イ
ー
ザ
ー
は
更
に
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
生
活
世
界
の
な
か
で
読
者
は
い

つ
も
ど
こ
か
に
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
虚
構
テ
キ
ス
ト
は
読
者
に
そ
の

（
犯
）

つ
ど
の
場
所
を
超
え
出
る
こ
と
を
許
す
」
。
こ
の
言
葉
に
は
あ
る
根
本
的
な
暖

昧
さ
が
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
具
体
的
に
批
判
す
る
の
に
先

立
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
の
概
念
に
つ
い
て
少
し
み
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
生
活
世
界
は
「
客
観
世
界
」
と
等
置
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
に
よ
っ
て
さ
し
あ
た
っ
て
は
不
断

に
蔽
い
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
科
学
に
お
い

て
、
ま
た
科
学
に
よ
っ
て
す
で
に
浸
透
さ
れ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
常
識
に
お
い

て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
客
観
的
に
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
世
界
は
、

そ
の
実
、
決
し
て
そ
、
フ
し
た
も
の
で
は
な
く
か
え
っ
て
ガ
リ
レ
オ
、
デ
カ
ル
ト

以
後
の
近
代
に
特
有
の
意
識
態
度
に
相
関
す
る
ひ
と
つ
の
理
念
的
構
成
物
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
『
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』
に
は
た

と
え
ば
次
の
よ
、
フ
な
言
葉
が
あ
る
。
「
と
こ
ろ
で
、
数
学
的
な
基
底
を
与
え
ら
れ

た
理
念
性
の
世
界
が
す
で
に
ガ
リ
レ
イ
の
も
と
で
…
…
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
生

一
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活
世
界
と
す
り
替
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
と
し

（
羽
）

て
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
「
〃
数
学
と
数
学
的
自
然
科
学
″
と
い
う

理
念
の
衣
は
、
…
…
科
学
者
な
ら
び
教
養
人
に
対
し
て
生
活
世
界
の
代
理
を
し
、

ま
た
そ
れ
を
隠
蔽
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
〃
客
観
的
に
現
実
で
あ
っ
て
か
つ
真
な

（
弘
）

る
″
自
然
を
す
べ
て
含
ん
で
い
る
」
（
強
調
は
フ
ッ
サ
ー
ル
）
。

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
問
題
で
あ
る
が
、
客
観
世
界
が
理
念
的
構
成

物
で
あ
り
、
「
理
念
の
衣
」
に
蔽
い
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
「
わ
れ
わ
れ

の
具
体
的
な
生
活
世
界
」
で
あ
る
と
聞
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
後
者
こ
そ
が
ほ

ん
と
う
の
意
味
で
の
〃
現
実
の
〃
世
界
だ
、
な
ど
と
素
朴
に
受
け
取
っ
て
は
な

ら
な
い
。
と
い
ゞ
フ
の
も
、
科
学
的
な
知
見
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
浸
透
さ
れ
て
い

る
常
識
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
が
、
し
か
も
文
学
研
究
理
論
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い

て
、
生
活
世
界
お
よ
び
そ
の
〃
現
実
性
″
を
素
朴
に
論
じ
る
と
い
、
う
こ
と
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
れ
を
客
観
的
な
〃
現
実
″
と
し
て
問
題
に
す
る
こ
と
に

な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
生
活
世
界
を
、
こ
と
も
あ
る
、
フ
に
そ
れ

に
「
理
念
の
衣
」
を
ま
と
わ
せ
て
論
じ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

特
別
の
用
意
の
な
い
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
よ
う
な
グ
ロ
テ
ス
ク
な
倒
錯
を
犯
す
こ

と
な
く
生
活
世
界
の
語
を
口
に
し
、
フ
る
た
め
に
は
次
の
よ
、
フ
に
考
え
る
し
か
方

策
は
な
い
。

世
界
そ
れ
自
体
・
現
実
そ
れ
自
体
が
い
か
に
あ
る
か
を
今
は
判
断
し
な
い
。

そ
、
フ
し
た
も
の
の
存
在
を
す
ら
前
提
と
し
な
い
三
ポ
ケ
ー
）
。
そ
の
う
え
で
確

か
に
い
え
る
こ
と
は
こ
う
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
い
つ
い
か
な
る
と
き
に
も
現

実
と
い
わ
れ
る
よ
、
フ
な
何
か
に
と
り
か
こ
ま
れ
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
向
か
い

あ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
喜
ん
だ
り
悲
し
ん
だ
り
、
闘
っ
た
り
変
革
し
た

り
す
る
。
ま
た
あ
る
と
き
に
は
こ
れ
を
客
観
的
な
認
識
の
対
象
に
し
た
り
、
ま

作
品
と
い
う
概
念
（
合
澤
賢
）

た
そ
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
「
客
観
世
界
」
に
逆
に
魅
入
ら
れ
て
わ
れ
わ
れ

自
身
の
あ
り
方
を
見
失
う
と
い
う
倒
錯
を
犯
し
た
り
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
だ

け
は
確
か
な
の
で
あ
る
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
生
活
世
界
と
称
し
た
の
は
、
実
は
、

わ
れ
わ
れ
の
右
の
よ
、
フ
な
あ
り
方
の
総
体
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
意
味
で
の
生
活
世
界
が
、
生
活
世
界
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
特
殊
な
意
識
態
度

に
す
ぎ
な
い
科
学
的
客
観
主
義
と
そ
の
相
関
者
で
あ
る
「
客
観
世
界
」
の
肥
大

化
に
よ
っ
て
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
生

活
世
界
の
隠
蔽
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
き
て
は
じ
め
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
些
細
な
用
語
法
の
問

題
に
す
ぎ
な
い
と
み
え
た
も
の
が
イ
ー
ザ
ー
の
文
学
理
論
の
全
体
に
か
か
わ
る

も
の
と
な
る
。
文
学
テ
キ
ス
ト
を
い
わ
ゆ
る
実
用
言
語
か
ら
区
別
す
る
こ
と
に

関
し
て
イ
ー
ザ
ー
が
い
、
フ
「
現
実
」
も
し
く
は
「
情
況
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

「
客
観
世
界
」
を
還
元
し
尽
し
た
あ
か
つ
き
に
始
め
て
そ
れ
と
し
て
み
え
て
く

る
意
識
に
相
関
す
る
か
ぎ
り
で
の
現
実
で
あ
ろ
う
か
？
先
ほ
ど
の
引
用
個
所
に

あ
っ
た
よ
う
に
、
読
者
を
生
活
世
界
に
お
け
る
そ
の
つ
ど
の
場
所
か
ら
解
放
す

る
機
能
を
も
つ
も
の
が
文
学
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
き
、
そ
こ
で
は

な
る
ほ
ど
現
象
学
的
に
み
ら
れ
た
現
実
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
同
じ
事
柄
が
次
の
よ
、
フ
に
い
い
か
え
ら
れ
て
い
る

の
は
い
か
に
解
す
べ
き
か
。
「
…
…
虚
構
テ
キ
ス
ト
は
経
験
的
（
①
日
凰
凰
門
ｇ
に

与
え
ら
れ
た
対
象
（
○
豆
禺
逗
の
外
示
ｅ
ｇ
ｇ
呈
目
）
に
尽
き
な
い
。
こ
の
よ

う
な
テ
キ
ス
ト
も
…
経
験
的
な
客
観
世
界
か
ら
の
選
択
を
行
っ
て
は
い
る
。
し

か
し
そ
の
選
択
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
非
実
用
化
（
同
ヨ
冒
品
ヨ
異
重
①
昌
信
）
が

示
し
て
い
る
よ
、
フ
に
、
そ
こ
で
は
対
象
の
表
示
が
、
で
は
な
く
、
表
示
さ
れ
た

（
弱
）

も
の
を
変
様
さ
せ
る
こ
と
が
眼
目
な
の
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
は
読
者
の
意
識
に

一
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超
越
す
る
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
「
客
観
世
界
」
が
そ
の
ま
ま
引
き
合
い
に
出
さ

れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
し
そ
、
フ
だ
と
し
た
ら
、
文
学
テ
キ
ス
ト
の

「
作
用
」
も
、
「
生
起
」
と
し
て
の
作
品
も
、
ま
た
現
実
の
「
変
様
」
も
、
す
べ

て
テ
キ
ス
ト
を
読
む
者
の
主
観
に
か
か
わ
る
こ
と
と
し
て
解
す
る
ほ
か
は
な
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
客
観
的
な
〃
現
実
″
が
読
者
の
意
識
に
超
越
す
る
も
の

と
し
て
他
方
に
あ
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
ま
た
結
局
は
同

じ
こ
と
に
な
る
が
、
文
学
テ
キ
ス
ト
は
ふ
た
た
び
非
現
実
と
し
て
の
虚
構
と
解

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
「
経
験
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
客

観
的
対
象
」
を
直
接
に
「
表
示
」
す
る
実
用
言
語
が
他
方
に
あ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
の
だ
か
ら
。

現
象
学
的
に
み
る
と
は
、
意
識
に
超
越
す
る
い
か
な
る
も
の
を
も
前
提
に
し

な
い
で
み
る
と
い
う
こ
と
、
一
切
を
意
識
の
相
関
者
と
し
て
み
る
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
た
と
え
そ
れ
が
「
客
観
世
界
」
で
あ
ろ
う
と
も
、
ひ
と
つ
の
意
識

態
度
に
相
関
す
る
か
ぎ
り
で
の
世
界
、
つ
ま
り
括
弧
つ
き
の
「
客
観
世
界
」
と

し
て
み
て
、
文
字
通
り
の
意
味
で
の
そ
れ
と
し
て
は
容
認
し
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
も
、
イ
ー
ザ
ー
の
文
学
テ
キ
ス
ト
へ
の
批
判
を
い
ま
一
歩
す

す
め
る
た
め
に
、
現
象
学
的
に
捉
え
か
え
さ
れ
た
「
客
観
世
界
」
と
の
か
か
わ

り
で
、
テ
キ
ス
ト
の
作
用
を
考
え
な
お
し
て
お
こ
、
フ
と
思
、
フ
の
で
あ
る
。

問
題
に
な
る
の
は
い
わ
ゆ
る
実
用
言
語
の
方
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、
イ
ー

ザ
ー
の
い
う
、
テ
キ
ス
ト
と
作
品
の
二
重
性
に
つ
い
て
少
し
み
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
作
品
と
は
単
な
る
テ
キ
ス
ト
の
こ
と
で
は
な
く
、
「
読
者
の
意
識

に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
の
構
成
体
ｅ
閉
尻
目
豊
言
肘
再
開
宮
居
の
弓
の
営
朋
言

（
妬
）

国
の
言
昼
誘
①
旨
号
の
Ｆ
＄
の
厨
）
」
で
あ
る
と
い
う
。
テ
キ
ス
ト
は
読
者
の
既
成
の

現
実
の
、
う
ち
に
単
な
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
ま
ず
現
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
読
ま

作
品
と
い
う
概
念
（
合
澤
賢
）

れ
る
過
程
で
読
者
に
作
用
を
及
ぼ
し
て
、
そ
こ
に
新
た
な
現
実
を
分
節
化
す
る
。

そ
の
と
き
、
作
用
を
蒙
り
つ
つ
あ
る
意
識
か
ら
み
て
、
テ
キ
ス
ト
は
単
な
る
テ

（
訂
）
・

キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、
ひ
と
つ
の
「
生
起
（
⑦
隅
ｇ
ｇ
ｇ
）
」
と
し
て
現

わ
れ
る
。
読
者
の
意
識
に
と
っ
て
の
こ
の
現
わ
れ
が
作
品
（
雪
閏
こ
だ
と
イ

ー
ザ
ー
は
い
う
の
で
あ
る
。
簡
単
に
い
い
か
え
れ
ば
、
新
し
い
現
実
を
具
体
的

に
形
成
し
つ
つ
あ
る
テ
キ
ス
ト
が
作
品
な
の
で
あ
る
。

さ
て
そ
れ
で
は
、
「
客
観
世
界
」
を
単
に
「
外
示
」
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ

れ
る
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
？
く
り
か
え
し
て
い
う
が
、
「
客

観
世
界
」
も
ま
た
あ
る
意
識
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
科
学
者
の
意
識
に
対
し
て

そ
、
フ
し
た
も
の
と
し
て
あ
る
と
こ
ろ
の
ひ
と
つ
の
現
実
で
あ
る
。
こ
の
意
識
か

ら
み
て
、
テ
キ
ス
ト
も
ま
た
そ
の
世
界
の
な
か
の
ひ
と
つ
の
客
観
的
な
対
象
で

あ
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
、
み
ず
か
ら
を
そ
の
一
小
部
分
と
し
て

含
む
「
客
観
世
界
」
の
全
体
を
「
外
示
」
す
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
世
界

の
内
部
の
そ
の
他
諸
々
の
対
象
を
「
表
示
」
す
る
と
い
わ
れ
る
。
テ
キ
ス
ト
の

こ
う
し
た
働
き
は
い
か
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
か
。
テ
キ
ス
ト
が
単
な
る
対
象

（
○
互
異
ｃ
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
が
何
か
を
意
味
し
た
り
、
表
わ
し
た
り
す
る
な

ど
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
全
く
不
可
解
で
あ
る
。
そ
う
し
た
も
の
は
そ
も
そ

も
テ
キ
ス
ト
で
す
ら
な
く
、
せ
い
ぜ
い
白
い
紙
と
そ
の
上
の
イ
ン
ク
の
し
み
に

す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
単
な
る
対
象
で
あ
る
こ
と
を
超
出
し
て
、
テ
キ
ス
ト
が
本

来
の
そ
れ
に
な
る
た
め
に
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
誰
か
に
読
ま
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
イ
ー
ザ
ー
の
い
い
方
に
従
う
と
読
む
少
宣
に
よ
っ
て
活
性
化

（
犯
）

（
異
冨
巴
重
①
Ｈ
ｇ
）
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
テ
キ
ス
ト
は
主
体
に
と
つ
、

て
の
単
な
る
対
象
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、
み
ず
か
ら
の
方
か
ら
主
体
に
対
し

て
何
ら
か
の
働
き
か
け
（
君
一
房
目
巴
を
す
る
。
つ
ま
り
純
然
た
る
主
体
の
行
為

■■■■■■■■■
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（
戸
寓
）
に
は
還
元
さ
れ
え
な
い
何
か
が
そ
こ
に
惹
き
起
さ
れ
ぎ
①
ｌ
三
島
の
己

る
。
そ
の
何
か
は
全
く
の
無
で
な
い
以
上
、
や
は
り
ひ
と
つ
の
現
実
（
君
一
房

ｌ
言
冥
畏
）
と
称
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
思
う
が
、
そ
、
フ
だ
と
す
る
と
わ
れ

わ
れ
は
、
イ
ー
ザ
ー
の
言
葉
を
借
り
な
が
ら
も
そ
の
文
学
理
論
の
レ
ヴ
ェ
ル
で

の
意
図
を
批
判
し
つ
つ
次
の
よ
、
フ
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
文
学
テ

キ
ス
ト
が
、
そ
の
特
殊
な
構
造
に
よ
っ
て
読
者
に
新
し
い
現
実
を
媒
介
す
る
の

で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
実
用
言
語
も
含
め
て
、
テ
キ
ス
ト
（
言
語
）
は
テ
キ
ス

ト
（
言
語
）
で
あ
る
か
ぎ
り
、
最
も
広
い
意
味
で
何
ら
か
の
現
実
を
媒
介
す
る
、

と
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
分
節
化
さ
れ
た
現
実
が
、
そ
れ
に

先
立
っ
て
分
節
化
さ
れ
て
い
た
現
実
と
か
な
ら
ず
し
も
い
つ
も
際
立
っ
て
異
っ

た
あ
り
方
を
し
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
基
本
的
に
そ
れ
を
な
ぞ
る
も
の
で

あ
っ
た
り
、
微
細
な
部
分
の
変
更
に
と
ど
ま
る
場
合
の
方
が
む
し
ろ
一
般
的
で

あ
ろ
う
。
「
客
観
世
界
」
の
単
な
る
「
外
示
」
と
称
さ
れ
る
の
は
こ
の
極
限
的
な

ケ
ー
ス
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
あ
ら
た
め
て
い
、
フ
が
、
テ
キ
ス
ト
が
イ
ー
ザ
ー
の

い
う
作
用
を
も
た
な
い
の
で
は
な
い
。
テ
キ
ス
ト
の
作
用
が
ほ
か
で
も
な
く
そ

の
作
用
自
身
に
よ
っ
て
蔽
い
隠
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
キ

ス
ト
は
読
者
に
と
っ
て
の
既
成
の
現
実
で
あ
る
「
客
観
世
界
」
の
内
部
の
一
対

象
と
し
て
ま
ず
あ
る
の
だ
が
、
読
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
が
提
示
す
る
も

の
も
ふ
た
た
び
「
客
観
世
界
」
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
点
に
、
テ
キ
ス
ト
が
い

か
な
る
作
用
を
も
発
揮
せ
ず
、
世
界
内
部
の
一
対
象
と
し
て
と
ど
ま
り
つ
づ
け

て
い
る
、
と
い
う
見
掛
け
が
生
ず
る
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。

イ
ー
ザ
ー
に
よ
る
と
、
作
品
（
三
角
ご
と
は
要
す
る
に
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
作

用
（
君
胃
言
長
）
を
現
に
蒙
り
つ
つ
あ
る
意
識
か
ら
み
た
テ
キ
ス
ト
の
こ
と
で

あ
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
実
用
テ
キ
ス
ト
も
ま
た
雪
①
島
で
な
け
れ
ば
な
ら

作
品
と
い
う
概
念
（
合
澤
賢
）

な
い
。
作
用
の
欠
除
と
い
、
フ
見
掛
け
に
欺
か
れ
な
け
れ
ば
、
い
や
、
そ
の
見
掛

け
に
お
い
て
こ
そ
テ
キ
ス
ト
の
独
特
の
作
用
を
目
撃
す
れ
ば
、
の
こ
と
で
は
あ

る
が
。
し
か
し
こ
の
よ
、
フ
に
い
、
フ
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
意
図
は
か
な

ら
ず
し
も
文
学
テ
キ
ス
ト
の
概
念
を
解
体
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は

な
い
。
読
者
の
既
成
の
現
実
を
改
変
せ
し
め
る
力
を
有
す
る
テ
キ
ス
ト
と
、
そ

れ
を
ほ
と
ん
ど
な
ぞ
る
だ
け
の
テ
キ
ス
ト
と
の
区
別
が
無
意
味
だ
と
い
、
フ
の
で

は
な
い
。
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
文
学
研
究
に
と
っ
て

基
本
的
な
も
の
で
あ
る
こ
の
区
分
は
、
意
識
に
超
越
す
る
「
客
観
世
界
」
を
持

ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
た
だ
ひ
と
え
に
、
テ
キ
ス
ト
を
経
験
す
る

者
に
対
す
る
テ
キ
ス
ト
の
作
用
の
具
体
的
な
あ
り
方
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
い

い
か
え
れ
ば
、
生
活
世
界
に
お
け
る
そ
の
つ
ど
具
体
的
な
現
実
と
、
テ
キ
ス
ト

を
介
し
て
形
成
さ
れ
る
現
実
と
の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
内
在
的
に
区
別
さ
れ
る

の
だ
、
と
い
、
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
科
学
論
文
と
称
さ
れ
て
い
る
テ
キ

ス
ト
が
、
思
い
が
け
な
く
も
読
む
者
の
「
客
観
世
界
」
を
突
き
崩
し
て
、
作

品
（
三
角
ご
と
し
て
姿
を
現
わ
す
こ
と
が
あ
る
。

文
学
テ
キ
ス
ト
は
読
者
へ
の
作
用
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
テ

キ
ス
ト
そ
れ
自
体
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
抽
象
で
あ
る
。
イ
ー

ザ
ー
は
す
で
に
こ
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
今
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
、
フ
で
あ
る
。
文
学
テ
キ
ス
ト
と
読
者
の
「
相
互
作
用
」

を
そ
れ
自
体
と
し
て
論
じ
る
こ
と
も
や
は
り
不
当
な
抽
象
で
あ
る
。
い
い
か
え

れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
実
用
言
語
と
文
学
テ
キ
ス
ト
を
純
粋
な
理
論
的
立
場
に
立
っ

て
区
別
し
て
、
そ
の
、
う
え
で
、
後
者
を
読
者
へ
の
作
用
に
関
し
て
問
題
に
す
る

の
は
許
さ
れ
な
い
抽
象
で
あ
る
。
文
学
テ
キ
ス
ト
を
そ
れ
と
し
て
取
り
出
し
た

と
き
、
そ
の
者
は
す
で
に
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
作
用
を
受
け
て
し
ま
っ
て
い
る
。

一
一
一
一
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実
用
テ
キ
ス
ト
を
文
学
研
究
の
対
象
外
と
す
る
と
き
、
そ
の
者
は
テ
キ
ス
ト
か

ら
の
作
用
の
具
体
的
な
あ
り
方
に
規
定
さ
れ
て
そ
、
フ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
を
自
覚
し
て
い
る
か
否
か
に
は
い
さ
さ
か
の
か
わ
り
も
な
く
。

イ
ー
ザ
ー
が
意
図
す
る
よ
う
に
、
文
学
テ
キ
ス
ト
の
作
用
を
、
ま
た
読
者
と

テ
キ
ス
ト
の
間
の
生
起
（
⑦
隅
ｇ
ｇ
ｇ
）
と
し
て
の
作
品
を
、
主
観
主
義
に
陥
入

る
こ
と
な
く
ど
こ
ま
で
も
そ
れ
と
し
て
捉
え
つ
づ
け
、
フ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を

論
ず
る
者
の
立
場
そ
の
も
の
が
す
で
に
作
用
に
よ
っ
て
晒
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
の
、
そ
の
意
味
で
生
起
的
・
歴
史
的
（
需
胃
三
号
農
ｇ
）
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
の
反
省
的
な
自
覚
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
作
用
の
及

ば
な
い
非
歴
史
的
な
立
場
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
「
客
観
世
界
」

の
全
体
を
傭
徹
す
る
超
越
的
な
視
点
を
得
て
い
る
と
い
、
う
こ
と
、
も
し
く
は
そ

れ
を
得
た
と
信
じ
て
い
る
と
い
、
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
眺
め
ら
れ

る
テ
キ
ス
ト
の
作
用
は
、
た
と
え
そ
れ
が
、
新
し
い
現
実
を
媒
介
す
る
と
称
さ

れ
よ
う
と
も
、
結
局
や
は
り
読
む
者
の
主
観
に
か
か
わ
る
何
か
と
し
て
解
さ
れ

て
い
る
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
「
客
観
世
界
」
が
そ
れ
自
体
と
し
て
あ
り
、

そ
れ
を
「
外
示
す
る
」
と
こ
ろ
の
作
用
を
も
た
な
い
言
語
が
他
方
に
あ
る
と
信

じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。

イ
ー
ザ
ー
の
文
学
テ
キ
ス
ト
の
概
念
は
一
面
に
お
い
て
現
象
学
的
な
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
他
面
か
ら
み
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
現
実
を
「
外
示
す
る
」
と
こ
ろ

の
実
用
言
語
の
反
対
概
念
で
も
あ
る
。
こ
の
暖
昧
さ
の
分
だ
け
、
「
テ
キ
ス
ト
構

造
」
と
読
者
に
よ
る
そ
れ
の
「
活
性
化
」
に
つ
い
て
の
イ
ー
ザ
ー
の
分
折
理
論

は
主
観
主
義
的
で
あ
る
と
同
時
に
客
観
主
義
的
で
あ
る
、
と
評
す
る
こ
と
が
で

』
《
ご
ブ
（
》
◎

作
品
と
い
う
概
念
（
合
澤
賢
）

現
実
と
は
い
つ
も
誰
か
に
よ
っ
て
現
実
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
も
の
、
つ
ま
り

意
識
の
相
関
者
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
現
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
承
認
す
る
こ

と
と
、
〃
す
べ
て
は
観
念
に
す
ぎ
な
い
〃
と
い
、
う
こ
と
と
は
同
じ
で
な
い
ど
こ
ろ

か
ま
さ
に
反
対
で
あ
る
。
観
念
に
す
ぎ
な
い
と
人
が
い
う
と
き
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
誰
の
〃
観
念
″
で
も
な
い
と
こ
ろ
の
真
実
も
し
く
は
真
理
が
ど
こ
か

に
あ
る
と
信
じ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
あ
る
い
は
少
く
と
も
暗
々
裡
に
そ
れ
を

前
提
に
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
現
象
学
的
に
み
る
と
は
、
こ
う
し
た
真
理
や

真
実
が
ほ
か
で
も
な
く
当
人
の
信
じ
た
り
、
前
提
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
、

つ
ま
り
意
識
の
相
関
者
で
あ
る
と
み
て
、
こ
れ
を
反
省
の
対
象
に
す
る
こ
と
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
現
実
を
意
識
の
相
関
者
と
し
て
み
な
す
こ
と
は
、
決
し
て
そ

の
現
実
を
仮
初
の
も
の
と
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
み
ず
か
ら

の
真
正
の
現
実
と
し
て
捉
え
か
え
し
、
そ
、
フ
し
た
も
の
と
し
て
反
省
の
う
ち
に

組
み
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

前
章
で
論
じ
た
問
題
に
結
び
つ
け
て
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
い
い
な
お
す
こ
と

が
で
き
る
。
意
識
お
よ
び
そ
の
相
関
者
で
あ
る
現
実
へ
の
、
テ
キ
ス
ト
の
作
用

の
具
体
的
な
あ
り
方
は
、
徹
底
的
に
相
対
的
で
あ
り
偶
然
的
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
純
粋
な
理
性
の
立
場
に
立
っ
て
そ
の
つ
ど
の

生
起
を
軽
ん
ず
る
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
、
か
え
っ
て
、
歴
史
的
・
生
起
的
な

も
の
と
し
て
の
そ
の
つ
ど
の
テ
キ
ス
ト
経
験
を
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
し

て
捉
え
な
お
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
い
、
フ
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
は
主

観
主
義
の
立
場
と
、
そ
れ
の
も
う
ひ
と
つ
の
顔
で
あ
る
客
観
主
義
の
立
場
の

第
三
章
（
結
び
に
か
え
て
）

一

四
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〃
統
一
〃
な
ど
で
は
な
い
。
「
主
観
的
感
動
」
に
身
を
委
ね
る
と
こ
ろ
の
、
「
才

能
」
に
保
証
さ
れ
た
解
釈
が
、
他
方
で
そ
れ
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
な
く
客
観

主
義
を
呼
び
寄
せ
て
し
ま
う
こ
と
、
ま
た
テ
キ
ス
ト
を
〃
経
験
的
（
の
日
凰
房
呂
）
″

に
分
折
す
る
と
称
す
る
科
学
主
義
的
文
学
研
究
が
、
自
覚
し
な
い
と
こ
ろ
に
お

い
て
は
、
限
り
の
な
い
恋
意
に
身
を
任
せ
る
こ
と
。
こ
れ
は
避
け
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
を
痛
切
に
自
覚
す
る
意
識
の
、
テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
ひ
と
つ

の
根
本
的
な
態
度
を
言
い
表
わ
し
た
の
が
む
し
ろ
右
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
識
は
も
ち
ろ
ん
現
象
学
で
い
う
純
粋
意
識
で
は
あ
り
え
な

い
。
む
し
ろ
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
作
用
歴
史
意
識
（
三
時
言
晨
招
朋
９
月
三
甘
言
の

（
釣
）

国
の
言
巨
、
誘
凰
巳
、
つ
ま
り
歴
史
・
生
起
（
⑦
①
閂
三
号
房
ｌ
⑦
隅
ｇ
ｇ
ｇ
）
の
作
用

（
雪
胃
百
長
）
に
晒
さ
れ
て
い
る
意
識
、
し
か
も
、
い
か
な
る
理
性
的
な
反
省
も

こ
の
事
実
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
、
う
こ
と
を
徹
底
的
に
自
覚
し
て

い
る
意
識
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
の
作
用
も
し
く
は
作
品
の
生
起
を
そ
れ
と
し
て

捉
え
て
論
じ
る
と
き
、
み
ず
か
ら
の
主
体
と
し
て
の
場
そ
の
も
の
が
そ
れ
に
よ

っ
て
す
で
に
規
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
く
だ
い
て
い
え
ば
、
テ
キ
ス
ト
か

ら
「
語
り
か
け
」
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
「
語
り
か
け
」
の
欠
除
と
い
、
フ
見
掛

け
が
実
は
「
語
り
か
け
」
の
ひ
と
つ
の
特
殊
な
様
態
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
作

用
も
し
く
は
生
起
（
歴
史
）
の
全
体
を
傭
職
す
る
究
極
的
な
場
所
を
求
め
ず
に

い
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
そ
の
〃
超
越
的
″
な
場
そ
れ
自
体
が
、
生
活
世
界
に
お

け
る
ひ
と
つ
の
意
識
態
度
に
相
関
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は

こ
れ
で
テ
キ
ス
ト
と
の
間
で
「
相
互
作
用
」
の
関
係
に
入
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
相

互
作
用
」
の
欠
除
と
い
、
フ
見
掛
け
に
お
い
て
。
作
用
歴
史
意
識
は
こ
の
こ
と
を

承
認
す
る
の
で
あ
る
。

概
念
（
房
四
黙
⑦
と
は
す
な
わ
ち
、
理
性
的
な
主
体
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
（
富
‐

作
品
と
い
、
フ
概
念
（
合
澤
賢
）

揖
呈
ｇ
）
た
も
の
の
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
有
限
性
の
自
覚
に
貫
か
れ
た
右

の
ょ
、
フ
な
意
識
に
と
っ
て
は
、
テ
キ
ス
ト
も
作
品
も
概
念
で
は
あ
り
え
な
い
。

そ
の
理
由
は
、
そ
れ
ら
が
単
に
作
用
で
あ
っ
た
り
生
起
で
あ
っ
た
り
す
る
か
ら

ば
か
り
で
は
な
い
。
む
し
ろ
何
よ
り
も
、
そ
れ
ら
を
捉
え
る
（
言
噴
呈
ｇ
）
意
識

の
場
そ
の
も
の
が
本
質
的
に
生
起
的
・
歴
史
的
（
需
門
三
ｇ
詳
言
ご
で
あ
る
か
ら

だ
。
し
か
し
こ
の
こ
と
を
自
覚
す
る
意
識
が
、
ま
さ
に
そ
の
自
覚
の
痛
切
さ
の

ゆ
え
に
ま
ぎ
れ
も
な
く
ひ
と
つ
の
意
識
で
あ
る
よ
う
に
、
〈
作
品
は
概
念
で
あ
り

え
な
い
〉
と
い
、
フ
の
も
や
は
り
ひ
と
つ
の
独
自
な
捉
え
方
で
あ
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。
こ
れ
を
仮
に
解
釈
学
的
作
品
概
念
と
称
す
る
こ
と
に
し
て
も
よ
い

が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
定
義
と
い
う
仕
方
で
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
は
示
さ
れ
え
な
い
。

そ
う
す
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
、
右
の
意
味
で
の
作
品
概
念
を
裏
切
る
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
お
よ
び
イ
ー
ザ
ー
の
作
品
概
念
を
批
判
し
た
の

で
あ
る
が
、
こ
の
批
判
の
意
味
は
そ
れ
ら
を
否
定
し
て
新
し
い
概
念
を
提
出
す

る
こ
と
で
は
な
く
、
作
用
歴
史
意
識
の
立
場
か
ら
そ
れ
ら
を
捉
え
か
え
す
こ
と

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
読
者
の
意
識
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
の
構
成
体
」
と
し

て
で
は
な
く
、
読
者
で
あ
る
み
ず
か
ら
の
歴
史
的
・
生
起
的
な
意
識
に
お
け
る

テ
キ
ス
ト
の
構
成
体
と
し
て
捉
え
か
え
す
こ
と
、
ま
た
「
直
接
的
な
印
象
が
開

示
す
る
も
の
」
を
た
だ
ち
に
「
主
観
的
な
感
動
」
と
解
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、

み
ず
か
ら
の
意
識
と
そ
の
相
関
者
で
あ
る
現
実
に
お
け
る
そ
の
つ
ど
の
生
起

（
⑦
＄
ｇ
ｇ
ｇ
）
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。

文
学
研
究
が
問
題
に
す
る
作
品
が
右
の
よ
う
に
解
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
な
ら

ば
、
ど
こ
か
で
す
で
に
特
権
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
〃
文
学
″
テ
キ
ス
ト
や

〃
美
的
″
言
語
の
、
う
ち
に
文
学
研
究
は
も
は
や
無
批
判
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し

一

五



349

ま
う
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
文
学
・
文
書
Ｐ
言
国
言
己
の
作
用
（
雪
片
言
長
）

と
そ
こ
に
分
節
化
さ
れ
る
現
実
（
雪
胃
雲
呂
冨
三
、
要
す
る
に
作
品
（
乏
閏
ご

一
般
に
向
っ
て
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
次
の
よ
、
フ
に
い
い
か

え
ら
れ
る
事
情
で
も
あ
る
。
文
学
研
究
に
か
か
わ
る
者
ひ
と
り
ひ
と
り
が
テ
キ

ス
ト
経
験
の
生
起
的
な
偶
然
性
に
拒
み
よ
う
も
な
く
晒
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
が
明
ら
か
に
自
覚
さ
れ
る
よ
、
７
に
な
っ
た
と
き
は
じ
め
て
、
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー

が
言
及
し
て
い
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
あ
の
言
葉
の
意
味
が
い
よ
い
よ
切
実
な
も

の
に
な
る
で
あ
る
雷
フ
。
「
決
定
的
に
大
切
な
こ
と
は
こ
の
循
環
か
ら
出
る
こ
と
で

（
伽
）

は
な
く
、
こ
の
う
ち
に
正
し
い
仕
方
で
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
」
。

註

（
１
）
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
の
解
釈
理
論
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
別
の
と
こ
ろ
で
論
じ

て
い
る
（
『
解
釈
の
道
ｌ
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
の
作
品
概
念
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
』
ド
イ
ツ
文

学
論
集
ｌ
小
栗
浩
教
授
退
官
記
念
ｌ
・
東
洋
出
版
、
一
九
八
四
年
。
）
そ
こ
で
の
意

図
は
、
「
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
が
拓
く
可
能
性
を
そ
の
論
述
自
体
の
暖
昧
さ
」
（
同
書
七
三

一
ペ
ー
ジ
）
に
抗
し
て
確
か
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
で
は
解
釈

理
論
の
そ
の
暖
昧
さ
を
そ
れ
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
差
す
。

（
２
）
国
昌
一
蜂
凰
帰
司
ぐ
目
色
閂
凄
匡
碕
号
の
匡
己
号
邑
の
侭
ｇ
降
普
Ｑ
ｇ
号
Ｈ

Ｐ
昇
①
『
鼻
巨
吋
君
済
あ
の
ご
聾
昏
國
津
．
言
”
己
耐
圃
の
詳
巴
印
同
旨
豆
匡
巨
口
晒
の
汽
『
四
津
。
⑦
の
己
冒
す

《
①
『
少
圃
珪
ユ
○
毒
程
④
②
輿
の
．
骨
』
．

（
知
Ｊ
）
一
ず
一
旦
、
の
．
』
い

（
４
）
一
ず
一
口
の
．
』
函
｛
．

（
Ｆ
Ｄ
）
一
ず
一
Ｑ
・
の
．
』
』
．

（
《
ｂ
）
一
ず
一
・
・
の
．
樟
』
．

（
７
）
因
目
一
一
の
《
凰
偲
の
目
の
『
ロ
ロ
Ｑ
ウ
①
函
ユ
廟
①
Ｑ
①
門
勺
。
ｇ
涛
電
園
毎
国
の
写
こ
の
輿
の
．
画
《
獣
．

（
（
５
）
一
ず
一
・
・
の
か
画
《
吟

（
９
）
国
三
一
の
冨
億
の
司
己
后
尿
巨
ご
里
包
閏
冒
房
日
吊
国
昼
。
巨
冒
”
ロ
庸
宍
自
己
巽
邑
閂

作
品
と
い
う
概
念
（
合
澤
賢
）

胃
ロ
《
①
『
己
吋
①
舜
四
註
○
口
》
圃
屋
凰
○
琶
昌
や
②
輿
の
．
』
』

（
皿
）
三
四
風
旨
困
の
昼
の
い
ぬ
①
目
の
①
ヨ
ロ
ョ
Ｑ
Ｎ
①
詳
言
弓
毎
ご
言
い
①
己
乞
ご
》
の
謡
庫
．
》
の
』
お
廟

（
、
）
号
昼
．
の
．
匡
少

（
ｕ
）
苦
昼
．
い
』
全
．

（
過
）
号
己
．
の
』
認
．

（
Ｍ
）
国
昌
一
の
国
侭
①
再
口
肘
圃
①
詳
巴
切
両
旨
豆
匡
匡
。
ｍ
の
弄
『
四
津
Ｑ
閉
口
旨
三
①
厨
》
の
．
崖
．

（
明
）
三
四
鼻
旨
困
の
昼
の
ｍ
胴
の
目
の
の
旨
匡
ロ
旦
圃
①
再
》
の
．
温
い

（
賂
）
国
ヨ
｝
の
薗
碕
①
司
己
耐
国
の
岸
巴
の
同
旨
亘
昼
宮
口
ｍ
異
国
津
ロ
＄
ロ
局
言
①
３
．
》
の
．
届
．

（
Ⅳ
）
同
員
邑
の
冨
億
①
同
ロ
庸
宍
巨
邑
異
旦
閂
言
扁
号
愚
国
ご
○
Ｐ
の
．
匡
局
．

（
肥
）
琴
丘
．
の
届
．

（
四
）
ご
匙
．
い
届
．

（
別
）
ざ
丘
．
の
届
．

（
皿
）
『
文
学
の
基
礎
理
論
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
一
九
七
四
年
、
一
二
八
ペ
ー
ジ

（
朗
）
前
掲
書
、
一
二
八
ぺ
ｌ
ジ

（
羽
）
ご
く
昌
碕
四
口
ｍ
房
①
目
口
角
少
蓉
・
閉
門
＄
①
易
》
三
毎
口
の
壷
の
ご
乞
認
ゞ
の
陣

（
別
）
号
苞
．
い
匿
い

（
妬
）
ご
匙
．
切
望
．

（
邪
）
ご
画
．
の
．
雪
｛
．

（
”
）
吾
屋
．
切
認
．

（
邪
）
号
昼
．
い
ご
吟

（
羽
）
ご
罠
．
の
弓
画

（
別
）
ご
苞
．
の
ご
鱒

（
別
）
号
昼
．
の
ご
Ｐ

（
塊
）
ご
匙
．
の
』
篭
．

（
調
）
両
昌
邑
巨
目
・
国
巨
朋
閂
房
困
巨
奴
冷
ユ
旨
ロ
四
国
Ｑ
ぐ
胃
寧
西
四
四
ｍ
乞
認
》
の
．
吟
醸
．

（
制
）
号
昼
．
切
認
．

（
弱
）
己
『
巳
碕
四
口
函
壷
肖
恥
己
閏
シ
毒
・
＄
Ｐ
①
開
易
．
い
』
易
．

（
稲
）
ご
罠
．
の
諺
．

一
一
ハ
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（
師
）
号
匙
．
の
．
銘
》

（
認
）
号
箆
．
の
．
刃

（
釣
）
西
四
国
の
ｌ
の
①
Ｑ

〆
浅
目
．
》
の
．
壁

（
側
）
三
四
再
旨
国
①
匙
①
い
ぬ
①
園
の
の
言
巨
富
・
圃
凰
〆
切
』
認

作
品
と
い
う
概
念

『
ぬ

、
函 の

．
』
』
画
冷
・
》
の
．
』
』
式
⑳
．
四
つ
一
命
【
．
》
の
．
画
』
吟
哺

の
四
・
ｍ
目
①
弓
ご
く
煙
彦
吋
匿
の
岸
匡
ロ
・
旨
①
号
Ｃ
Ｑ
①
》
月
毎
ご
言
い
①
ｐ
ご
己
》
、

（
合
澤
賢
）

一

七


