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マ

ス
・
マ
、

/ 

の

ー
チ

コニ

観

松

本

要

ト

l
マ
ス
・
マ
ン
は
、

一
九
四
七
年
に
『
わ
れ
わ
れ
の
経
験
に
照
ら
し
た
ニ
i

チ
ェ
の
哲
学
』
と
題
し
て
講
演
し
、
若
い
時
代
か
ら
強
く
影
響
を
受
け
た
ニ

ー
チ
ェ
の
哲
学
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
小
論
で
は
こ
の
講
演
を
中
心
に
し
て
マ
ン
の
ニ
l
チ
ェ
観
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
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(1
) 

マ
ン
が
こ
の
講
演
論
文
で
強
調
し
て
い
る
の
は
、
ニ
l
チ
ェ
の
言
葉
を
か
な
ら
ず
し
も
額
面
通
り
に
う
け
と
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

<2
)

こ
と
は
、
マ
ン
が
自
伝
な
ど
に
お
い
て
く
り
か
え
し
強
調
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
ニ
l
チ
ェ
が
初
期
の
時
代
に
お
い
て
こ
の
上
な
く
崇
拝
し
て
い
た
ウ
ァ
l

<3
)

グ
ナ

l
に
向
か
っ
て
後
に
悪
口
雑
言
の
限
り
を
尽
し
、
そ
れ
で
い
て
『
こ
の
人
を
見
よ
』
に
お
い
て
は
ウ
ァ
l
グ
ナ
1

が
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
で
死
ん
だ
時
を
突
如
と

(4
>(

5
)

し
て
「
神
聖
な
時
刻
」
と
称
し
て
い
る
の
に
接
す
れ
ば
、
わ
れ
と
わ
が
眼
を
疑
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
マ
ン
は
述
べ
て
い
る
。
「
彼
（
ニ
l
チ
ェ
）
の
哲
学
的
吐
露

の
な
か
に
は
ど
こ
か
非
本
来
的
な
、
無
責
任
な
、
信
頼
で
き
な
い
、
そ
し
て
情
熱
的
で
遊
戯
的
な
も
の
、
き
わ
め
て
深
刻
な
イ
ロ
ニ
l
の
要
素
が
入
り
こ
ん
で

(6
) 

い
て
、
そ
れ
ら
は
、
単
純
な
読
者
の
理
解
を
妨
げ
る
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
に
マ
ン
は
、
老
猶
に
留
保
を
設
け
つ
つ
、

チ
ェ
の
思
想
を
解
剖
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

マ
ン
に
よ
れ
ば
、
ニ
l
チ
一
の
思
想
に
お
い
て
支
配
的
な
も
の
は
、
文
化
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
生
と
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

(7
>

「
文
化
は
、
生
の
高
貴
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
文
化
の
源
泉
な
い
し
条
件
と
し
て
存
在
す
る
の
が
、
芸
術
お
よ
び
一
本
能
で
あ
る
。
生
は



(8
>

芸
術
で
あ
り
、
仮
象
で
あ
る
。
「
だ
か
ら
こ
そ
真
理
（
道
徳
の
問
題
）
は
、
叡
智
（
文
化
と
生
の
問
題
）
よ
り
も
高
い
位
置
に
あ
る
」
。
こ
の
叡
智
は
、
芸
術
本

能
に
も
と
づ
い
て
二
つ
の
面
か
ら
生
を
擁
護
す
る
。
す
な
わ
ち
一
方
で
は
、
生
を
誹
誘
す
る
ペ
シ
ミ
ズ
ム
お
よ
び
無
へ
、
終
末
へ
、
安
息
へ
誘
う
も
の
に
対
し

て
、
他
万
で
は
、
万
民
の
幸
福
、
正
義
を
う
た
う
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
生
を
擁
護
す
る
の
で
あ
る
。
生
を
そ
の
虚
偽
、
醜
悪
さ
、
邪
悪

さ
、
残
酷
さ
も
ろ
と
も
椀
福
す
る
こ
の
悲
劇
的
叡
智
に
、
ニ
l

チ
ェ
は
ギ
リ
シ
ア
の
神
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
名
を
与
え
た
。

こ
の
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
名
が
最
初
に
現
わ
れ
る
の
が
、
ニ
l
チ
ェ
の
若
き
日
の
陶
酔
的
で
審
美
的
な
著
作
『
音
楽
か
ら
の
悲
劇
の
誕
生
』
に
お
い
て
で
あ

る
。
こ
の
著
作
の
な
か
で
ニ
l

チ
ェ
は
、
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
芸
術
と
し
て
の
音
楽
と
ア
ポ
ロ
芸
術
と
し
て
の
造
型
芸
術
を
対
置
さ
せ
、
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
芸
術

は
、
ア
ポ
ロ
的
芸
術
能
力
に
対
し
て
、
「
第
一
に
音
楽
に
刺
激
さ
れ
て
、
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
普
遍
性
を
比
織
の
形
で
観
照
で
き
る
に
い
た
り
、
第
二
に
そ
の

<9
)

結
果
音
楽
に
よ
っ
て
比
聡
的
な
形
象
が
最
高
の
意
義
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
通
り
の
作
用
を
及
ぼ
す
」
と
い
っ
て
い
る
。
音
楽
に
よ
っ
て
「
最
高
の
意
義
を

与
え
ら
れ
る
」
の
が
、
神
話
、
悲
劇
的
神
話
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
著
作
の
後
半
に
い
た
り
、
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
に
対
立
す
る
の
が
「
理
論
的
人

（
山
山
〉

間
」
、
そ
の
始
祖
で
あ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
理
性
主
義
で
あ
る
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
ニ
l
チ
ェ
は
、
「
生
は
美
的
現
象
と
し
て
の
み
是
認
さ
れ
る
」

〈
口
〉

と
い
う
命
題
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
、
生
の
本
能
の
面
を
軽
蔑
し
、
「
冷
静
な
明
附
さ
と
冷
静
な
意
識
の
な
か
で
し
か
呼
吸
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
あ
の
楽
天
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主
義
的
要
素
」
が
、
ひ
と
た
び
悲
劇
の
内
部
に
入
っ
て
く
れ
ば
、
「
必
然
的
に
悲
劇
を
自
己
破
滅
に
か
り
た
て
ず
に
に
お
か
な
い
」
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義
を
攻

（
ロ
）
〈
日
〉

撃
し
て
い
る
。
ニ
l
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
文
化
の
歴
史
は
こ
の
「
理
論
的
世
界
観
と
悲
劇
的
世
界
観
の
果
て
し
な
い
闘
い
」
で
あ
っ
て
、
理
性
信
仰
や
オ
プ
テ
イ

ミ
ズ
ム
の
支
配
す
る
文
化
は
、
民
主
主
義
と
同
様
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
若
き
ニ
l
チ
ェ
は
、
「
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
生
命
と
悲

（
叫
〉

劇
の
再
生
」
に
よ
っ
て
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
人
間
の
時
代
は
終
わ
り
を
告
げ
た
」
と
信
じ
、
「
一
八
七

O
年
の
世
界
に
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
精
神
が
し
だ
い
に
目

覚
め
つ
つ
あ
り
、
ド
イ
ツ
精
神
の
、
ド
イ
ツ
音
楽
の
、
ド
イ
ツ
哲
学
の
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
深
み
か
ら
悲
劇
が
再
生
し
つ
つ
あ
る
と
確
信
し
た
」
と
い
う
解
釈

（
日
〉

を
マ
ン
は
与
え
て
い
る
。

後
に
ニ
l

チ
ェ
は
、
『
悲
劇
の
誕
生
』
の
新
刊
を
刊
行
す
る
に
際
し
て
「
自
己
批
判
の
試
み
」
と
い
う
副
題
を
付
け
加
え
、
そ
の
な
か
で
ド
イ
ツ
精
神
、
わ

（
日
山
）

け
て
も
そ
れ
を
代
表
す
る
ド
イ
ツ
音
楽
が
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
生
命
の
再
生
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
を
「
た
わ
ご
と
」
で
あ
っ
た
と
自
己
批
判
し
て
い
る
。
な



ぜ
な
ら
ド
イ
ツ
音
楽
の
粋
と
は
、
「
徹
頭
徹
尾
ロ
マ
ン
主
義
に
ほ
か
な
ら
ず
、
十
仔
在
可
能
な
す
べ
て
の
芸
術
形
式
の
な
か
で
も
っ
と
も
非
ギ
リ
シ
ア
的
形
式
で

〈
げ
）

あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
で
は
ア
ポ
ロ
的
な
も
の
に
対
置
さ
せ
た
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
に
ロ
マ
ン
主
義
的
要
素
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
ニ
l

チ

ェ
は
、
そ
れ
に
対
し
て
「
ロ
マ
ン
主
義
者
は
第
一
級
の
精
神
撹
乱
者
で
あ
り
、
飲
酒
を
愛
し
て
あ
い
ま
い
さ
を
徳
と
し
て
あ
が
め
」
、
「
酔
わ
せ
る
と
同
時
に
頭

を
ぼ
や
け
さ
せ
る
麻
酔
剤
と
い
う
二
重
の
特
性
に
お
い
て
危
険
で
あ
る
」
と
警
告
を
発
し
、
さ
ら
に
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
生
命
の
再
生
に
よ
っ
て
ロ
マ
ン
主
義

（
凶
）

は
終
曲
を
鳴
り
響
か
せ
て
い
る
と
断
言
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
「
「
自
己
批
判
の
試
み
」
で
も
く
り
返
し
て
い
る
よ
う
に
、
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
生

命
を
美
的
現
象
と
し
て
是
認
し
、
生
の
根
底
を
芸
術
に
よ
っ
て
肯
定
し
た
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
復
興
の
可
能
性
を
い
ぜ
ん
と
し
て
信
じ
て
い
る
だ
け
で
も
、
ニ
ー

チ
ェ
は
ロ
マ
ン
主
義
者
で
あ
る
。
マ
ン
に
い
わ
せ
れ
ば
、
「
後
期
の
ニ
l
チ
ェ
を
し
て
精
神
史
が
知
っ
て
い
る
う
ち
で
最
も
偉
大
な
批
評
家
、
心
理
学
者
た
ら

ハ
悶
〉

し
め
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
唯
美
主
義
で
あ
る
」
。

ニ
l
チ
ェ
は
、
こ
の
よ
う
に
若
い
時
代
か
ら
生
を
擁
護
す
る
立
場
に
立
っ
た
の
で
あ
る
が
、
で
は
生
と
は
何
で
あ
る
か
と
な
る
と
、
答
え
は
か
な
ら
ず
し
も

明
快
で
は
な
い
。
し
か
し
生
は
ど
う
い
う
方
向
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
か
と
い
う
聞
い
に
対
し
て
は
明
快
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
明
快
な
主
張
が
端
的
に
現
わ

れ
る
の
が
、
『
反
時
代
的
考
察
』
の
第
二
部
「
生
に
対
す
る
歴
史
の
利
害
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
ニi
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
歴
史
は
「
歴
史
的
な
も
の
」
と
「
非

（
却
〉

歴
史
的
な
も
の
」
の
両
局
面
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
前
者
の
典
型
が
人
間
で
あ
り
、
後
者
の
典
型
が
動
物
で
あ
る
。
人
聞
は
ど
ん
な
に
早
く
走
っ
て
も
、
常
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に
過
去
の
鎖
に
つ
な
が
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
動
物
は
な
に
ご
と
も
直
ち
に
忘
れ
、
現
在
の
瞬
間
の
な
か
に
生
き
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
過
去
の
記
述
を
第
一

義
と
す
る
歴
史
が
過
剰
に
な
れ
ば
、
生
は
こ
の
重
荷
に
堪
え
か
ね
て
造
型
力
を
失
う
。
そ
の
た
め
に
は
「
非
歴
史
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
は
、
個
人
、
民

(4
) 

族
、
文
化
の
健
康
と
同
じ
よ
う
に
必
要
で
あ
る
」
。
そ
し
て
こ
の
両
者
を
統
一
し
、
現
在
に
生
き
な
が
ら
一
方
に
お
い
て
過
去
と
い
う
時
代
に
し
ば
ら
れ
て
い

（
辺
）

る
わ
れ
わ
れ
に
永
遠
性
を
も
た
ら
す
の
が
、
「
超
歴
史
的
な
も
の
」
で
あ
る
。
ニ
l

チ
ェ
は
、
こ
の
よ
う
な
永
遠
性
を
有
し
た
も
の
と
し
て
芸
術
と
宗
教
を
あ

げ
て
い
る
。
「
歴
史
的
な
も
の
」
に
対
す
る
解
毒
剤
と
し
て
の
「
非
歴
史
的
な
も
の
」
の
存
在
価
値
を
認
め
、
そ
の
上
で
こ
の
両
者
の
統
一
を
目
指
す
ニ
l

チ

（
お
）

一
九
世
紀
後
半
に
支
配
的
に
な
っ
た
「
歴
史
的
感
覚
、
歴
史
的
教
養
」
に
対
す
る
批
判
の
現
わ
れ
で
も
あ
る
。
ニ

l

チ
ェ
は
、
非
歴

ェ
の
超
歴
史
的
主
義
は
、



史
的
・
超
歴
史
的
な
立
場
に
立
っ
て
、
世
界
史
の
進
行
過
程
や
人
類
史
に
関
す
る
観
念
的
な
考
察
を
賢
明
に
避
け
て
、
「
歴
史
の
雑
踏
を
見
下
し
な
が
ら
精
神（

剖
）

の
会
話
を
行
う
偉
大
な
人
間
、
時
聞
を
超
越
し
な
が
ら
同
時
に
常
に
寄
在
す
る
人
聞
を
相
手
に
す
る
よ
う
な
時
代
の
到
来
を
告
げ
、
望
ん
で
い
る
の
で
あ
る
」
。

こ
れ
は
、
ニ
l

チ
ェ
の
美
的
な
天
才
崇
拝
の
反
映
で
あ
る
が
、
こ
の
天
才
崇
拝
を
変
形
し
た
も
の
が
、
「
英
雄
的
な
唯
美
主
義
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
守
護
神
が

（
お
〉

悲
劇
の
神
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ニ
l

チ
ェ
は
、
こ
の
「
生
に
対
す
る
歴
史
の
利
害
」
で
学
問
、
歴
史
が
奉
仕
す
べ
き
生
と
、
学
問
、
歴
史
が
成
り
立
っ
た
め
の
前
提
と
し
て
存
在

<Mm
>

す
る
認
識
力
と
ど
ち
ら
に
高
い
価
値
が
あ
る
か
と
自
問
し
、
生
で
あ
る
と
自
答
し
て
い
る
。
マ
ン
は
、
ニ
l

チ
ェ
が
生
に
認
識
よ
り
高
い
価
値
を
与
え
な
が

（
幻
）

ら
、
心
理
学
の
と
り
こ
に
な
っ
た
こ
と
を
「
こ
の
悩
め
る
偉
大
な
魂
の
内
的
矛
盾
の
し
る
し
」
と
み
な
し
て
い
る
。

マ
ン
は
、
中
期
の
論
文
『
非
政
治
的
人
間
の
考
察
』
の
な
か
で
シ
ョ
l
ぺ
ン
ハ
ウ
ア
、
ウ
ァ
l
グ
ナ

l
、
ニ
l
チ
ェ
を
「
永
遠
に
結
ば
れ
た
精
神
の
三
連
星
」

（
お
）

と
呼
ん
だ
。
そ
の
際
マ
ン
は
、
ニ
l
チ
ヱ
体
験
に
触
れ
て
、
心
理
学
者
ニ
l
チ
ェ
の
学
校
に
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
「
芸
術
家
と
い
う
概
念
と
認
識
者
と
い
う
概

（
却
）

念
を
一
つ
に
し
、
芸
術
と
批
評
の
境
界
を
消
す
」
こ
と
を
身
に
つ
け
た
と
い
っ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
芸
術
家
と
認
識
者
の
一
体
化
が
竪
琴
で
音
色
を
奏

で
る
創
作
家
と
弓
で
矢
を
射
る
批
評
家
の
一
体
化
の
反
映
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
ニ
l

チ
ェ
体
験
を
踏
ま
え
て
マ
ン
は
、
講
演
『
フ
ロ
イ
ト
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と
未
来
』
で
ニ
l
T

ェ
に
親
近
性
を
覚
え
た
も
の
と
し
て
「
真
理
へ
の
愛
」
、
つ
ま
り
「
心
理
学
と
し
て
の
真
理
」
を
あ
げ
、
「
真
理
」
と
「
心
理
学
的
真
理
」

の
合
致
は
ニ
l
チ
ェ
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
「
真
理
を
踏
ま
え
た
彼
（
ニ
l
チ
ェ
）
の
毅
然
た
る
構
え
、
誠
実
さ
と
知
的
清
潔
さ
に
関
す
る
彼
の
概
念
そ
の

も
の
、
彼
の
知
識
に
対
す
る
勇
気
、
そ
の
知
識
の
憂
欝
、
そ
の
自
己
認
識
精
神
、
そ
の
自
己
処
刑
精
神
｜
｜
こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
心
理
学
的
な
意
味
の
も
の
で

〈
却
）

あ
り
、
心
理
学
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
り
ま
す
」
と
性
格
づ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
マ
ン
は
、
ニ
l

チ
ェ
に
お
い
て
は
心
理
学
的
知
覚
と
認
識
が
ほ
と
ん
ど

同
一
化
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ニ
l

チ
ェ
が
生
に
比
べ
れ
ば
、
認
識
は
低
次
元
の
も
の
だ
と
説
き
な
が
ら
、
「
心
理
学
と
し
て
の
真
理
」

の
と
り
こ
に
な
っ
た
の
は
、
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
ニ
l

チ
ェ
の
「
内
的
矛
盾
の
し
る
し
」
で
あ
る
。
『
悲
劇
の
誕
生
』
で
科
学
の
名
を
借
り
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義

の
「
冷
静
な
明
断
さ
と
冷
静
な
意
識
」
に
は
人
間
性
を
殺
し
、
ま
た
ギ
リ
シ
ア
文
化
を
滅
ぼ
す
毒
が
含
ま
れ
て
い
る
と
洞
察
し
、
さ
ら
に
こ
の
世
界
を
「
具
象

化
さ
れ
た
意
志
」
の
世
界
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
シ
ョ
l
ぺ
ン
ハ
ウ
ア
の
見
解
を
う
け
つ
い
で
い
る
だ
け
で
も
、
ニ
l
チ
ェ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
心
理
学



（
出
〉
（
泣
）

者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
意
志
に
仕
え
る
道
具
と
し
て
の
知
性l
l

’
こ
の
よ
う
な
見
解
に
マ
ン
は
、
暴
露
心
理
学
の
源
泉
を
み
て
い
る
。
事
実
ニi
チ
ェ
は
、

暴
露
心
理
学
の
立
場
に
立
っ
て
、
学
問
と
歴
史
が
作
り
あ
げ
た
良
き
も
の
は
悪
し
き
衝
動
か
ら
発
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
、
一
方
で
は
生
を
弁
護
す

る
立
場
に
立
っ
て
、
こ
れ
ま
で
学
問
と
歴
史
に
よ
っ
て
悪
し
き
衝
動
と
み
な
さ
れ
て
き
た
も
の
が
、
逆
に
生
に
奉
仕
し
、
生
を
高
貴
な
ら
し
め
る
と
声
を
大
に

し
て
喧
伝
す
る
の
で
あ
る
。
ニ
l

チ
ェ
が
生
を
そ
の
虚
偽
、
残
酷
さ
、
邪
悪
さ
を
は
じ
め
悪
し
き
衝
動
も
ろ
と
も
椀
福
し
、
そ
れ
に
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
名
を

冠
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
健
康
な
生
の
概
念
か
ら
デ
カ
ダ
ン
ス
本
能
の
ひ
そ
か
な
営
み
を
見
渡
し
、
そ
の
反
対
に
後
者
の
本

（
犯
）

能
か
ら
前
者
の
概
念
を
見
下
す
と
い
う
「
病
者
の
光
学
」
に
照
ら
し
て
「
物
の
見
万
を
換
え
る
」
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
価
値
の
転
換
を
は
か

る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ニ
l

チ
ェ
に
よ
っ
て
批
判
の
矢
を
向
け
ら
れ
て
い
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義
、
「
理
論
的
人
間
」
、
科
学
、
意
識
、
学
問
、
「
歴
史
的
感
覚
」
な
ど
は
、
後
期
に
い
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た
っ
て
道
徳
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ニ
l
チ
ェ
は
、
『
こ
の
人
を
見
よ
』
で
人
類
の
指
導
者
た
ち
が
神
学
者
た
ち
を
も
含
め
て

い
ず
れ
も
デ
カ
ダ
ン
で
あ
る
と
き
め
つ
け
、
彼
ら
が
デ
カ
ダ
ン
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
す
べ
て
の
価
値
を
生
命
に
敵
対
的
な
も
の
に
価
値
転
換
す
る
必
要
性
が

（Mぢ

生
じ
、
そ
の
結
果
で
き
た
も
の
が
道
徳
で
あ
る
と
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
を
定
義
づ
け
て
い
る
。
自
己
滅
却
と
い
う
生
に
敵
対
す
る
道
徳
に
立
ち
向
か
う
の
が
、
ツ

（
お
〉

ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
で
あ
る
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
語
る
「
三
つ
の
変
化
」
、
す
な
わ
ち
騎
駐
、
獅
子
、
子
供
の
変
化
は
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
超
人
へ
高

ま
り
ゆ
く
過
程
を
示
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ニ

i

チ
ェ
の
精
神
的
な
変
転
と
発
展
の
比
除
で
も
あ
る
。
こ
の
「
三
つ
の
変
化
」
で
最
初
に
登
場

す
る
、
重
荷
を
に
な
い
、
畏
敬
に
み
ち
た
路
駐
は
、
「
お
ま
え
は
な
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
義
務
に
従
う
。
し
か
し
騎
駐
は
、
も
っ
と
も
孤
独
な
砂
漠
に
入

る
と
、
獅
子
と
な
る
。
獅
子
は
、
砂
漠
で
巨
大
な
竜
と
闘
う
。
巨
大
な
竜
は
、
「
お
ま
え
は
な
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
義
務
の
象
徴
で
あ
ろ
う
。
獅
子
は
、

竜
に
向
か
っ
て
い
う
、
「
私
は
欲
し
ま
す
」
と
。
こ
れ
は
、
獅
子
の
自
由
宣
言
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
獅
子
は
、
新
し
い
価
値
を
創
造
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

創
造
で
き
る
の
は
、
子
供
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
子
供
は
、
純
潔
で
あ
り
、
忘
却
で
あ
る
。
新
し
い
開
始
、
遊
戯
、
自
分
で
回
る
車
輪
、
最
初
の
運
動
、

〈
お
〉

〈
然
り
〉
と
い
う
神
聖
な
語
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
義
務
に
従
う
騎
駐
は
、
牧
師
の
家
庭
に
生
ま
れ
、
繊
細
で
優
し
い
精
神
の
持
主
で
あ
っ
た
ニ
l
チ
ェ
の



少
年
時
代
を
、
騎
院
の
畏
敬
に
み
ち
た
ま
な
ざ
し
は
、
彼
の
天
才
崇
拝
の
時
代
の
ま
な
ざ
し
を
そ
れ
ぞ
れ
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
騎
庇
が
砂
漠
に
入
っ
た
と
き

に
化
し
た
獅
子
の
時
代
は
、
「
神
が
死
ん
だ
」
こ
と
に
よ
っ
て
既
成
の
価
値
が
崩
壊
し
た
砂
漠
｜
｜
い
う
な
れ
ば
、
無
の
恐
怖
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
の
世
界
で
耐
え
よ
う
と
し
た
、
ニ
l

チ
ェ
の
孤
独
と
闘
い
の
時
代
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
代
の
克
服
者
が
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
で
あ
る
。
マ
ン
は
、

（
幻
〉

ニ
l

チ
ェ
の
超
人
を
「
生
の
独
特
の
特
徴
｜
｜
不
正
、
虚
偽
、
搾
取
ー
ー
を
最
も
多
く
備
え
た
人
間
」
と
呼
び
、
ノ
ヴ
ァ
l

リ
ス
の
言
葉
を
引
用
し
て
、
「
生

（
お
〉

の
独
特
の
特
徴
を
最
も
多
く
備
え
た
人
間
」
を
、
「
美
的
偉
大
さ
の
理
想
、
野
蛮
人
の
最
高
の
価
値
、
動
物
精
神
」
の
持
主
と
い
い
か
え
て
い
る
。
「
神
が
死
ん

だ
」
こ
と
を
確
認
し
た
超
人
に
は
人
類
を
そ
の
誕
生
か
ら
死
後
の
安
息
へ
真
直
ぐ
に
導
く
時
間
の
観
念
も
な
い
。
永
遠
に
創
造
の
た
め
の
「
遊
戯
」
に
生
き
、

永
遠
に
再
生
す
る
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
生
を
肯
定
す
る
。
マ
ン
は
、
ニ
l

チ
ェ
の
た
ど
り
つ
い
た
こ
の
思
想
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

「
ド
イ
ツ
が
世
界
を
て
こ
ず
ら
せ
、
恐
怖
に
お
と
し
い
れ
て
、
滅
亡
の
も
と
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
人
の
諸
特
徴
1
1
1

ロ
マ
ン
主
義
的
熱
情
、
確
固
た
る
対
象
も

な
く
無
限
性
の
な
か
に
永
遠
に
自
己
を
展
開
さ
せ
よ
う
と
い
う
衝
動
、
目
標
が
な
く
、
無
限
で
あ
る
が
ゆ
え
に
自
由
で
あ
ろ
う
と
す
る
意
志
ー
ー
を
ド
イ
ツ
人

（
鈎
）

の
前
で
も
う
一
度
模
範
的
に
示
し
た
人
物
が
彼
以
外
に
い
た
で
あ
ろ
う
か
」
。

ニ
l

チ
ェ
の
超
人
は
、

（
州
制
〉

マ
ン
の
表
現
を
借
り
て
い
え
ば
、
「
専
制
君
主
」
で
あ
る
。
専
制
君
主
を
坐
み
出
す
た
め
に
は
平
等
を
理
想
と
す
る
民
主
主
義
が
適
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し
て
い
る
と
同
時
に
、
専
制
君
主
が
平
等
の
理
念
を
う
け
い
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、
専
制
君
主
は
、
民
主
主
義
を
利
用
す
る
に
と
ど
ま
る
。
ニ

l

チ
ェ
の
専
制
君

主
が
フ
ァ
シ
ス
ト
的
指
導
者
の
理
想
と
な
り
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
推
進
者
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
こ
と
は
、
ニ
l

チ
ェ
の
精
神
的
な
弟
子
で
あ
っ
た
マ
ン
に

と
っ
て
は
な
は
だ
都
合
の
悪
い
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
く
な
く
と
も
ニ

l

チ
ェ
が
道
徳
、
人
間
性
、
善
意
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
吐
い
た
罵
言
、
あ

る
い
は
民
主
主
義
は
力
の
解
放
で
は
な
く
、
怠
惰
の
、
疲
労
の
、
弱
さ
の
解
放
で
あ
る
と
断
言
し
、
も
っ
と
も
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
社
会
主
義
、
続

い
て
議
会
主
義
と
新
聞
事
業
を
あ
げ
て
い
る
点
な
ど
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
う
ま
く
収
ま
る
。
こ
の
よ
う
な
ニ
i

チ
ェ
の
堕
落
ぶ
り
を
物
語
る

も
の
と
し
て
マ
ン
は
、
さ
ら
に
ニ

l

チ
ェ
が
戦
争
や
悪
を
称
揚
し
た
こ
と
、
奴
隷
制
の
必
要
性
を
力
説
し
た
こ
と
な
ど
を
あ
げ
、
そ
れ
ら
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
理

論
の
酷
似
性
を
客
観
的
に
分
析
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
マ
ン
は
、
ニ
l

チ
ェ
の
思
想
性
の
な
か
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
要
素
と
同
時
に
、
社
会
主
義
の
要
素
が

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
叫
び
を
引
用
し
な
が
ら
立
証
し
て
い
る
。



「
兄
弟
た
ち
ょ
、
あ
な
た
が
た
に
切
望
す
る
、
大
地
に
忠
実
な
れ
と
」
、
「
も
は
や
彼
岸
的
な
世
界
の
砂
の
な
か
に
頭
を
突
っ
こ
ま
な
い
で
、
：
：
：
堂
々
と
頭

を
あ
げ
る
こ
と
を
教
え
る
の
だ
。
大
地
に
対
し
て
意
義
を
生
み
出
す
こ
の
世
の
頭
を
」
、
「
飛
び
去
っ
た
徳
を
大
地
へ
連
れ
も
ど
し
て
く
れ
、
ー
l

肉
体
と
生

（
似
）

一
つ
の
人
間
的
意
義
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
」
。

へ
。
大
地
に
一
つ
の
意
義
を
、

彼
岸
的
な
世
界
に
で
は
な
く
、
大
地
に
忠
実
に
な
っ
て
人
間
的
な
意
義
を
与
え
よ
う
と
す
る
意
志
は
、
物
質
的
な
も
の
に
人
間
的
な
も
の
を
浸
透
さ
せ
よ
う

（
必
〉

と
い
う
意
志
で
あ
り
、
「
精
神
の
唯
物
論
、
社
会
主
義
」
で
あ
る
。
マ
ン
は
、
ニ
l
チ
ェ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
市
民
時
代
以
後
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
要
素
を

一
見
肯
定
し
、
社
会
主
義
を
否
定
し
た
の
は
反
道
徳
主
義
者
ニ
！
チ
ェ
に
社
会
主
義
が
道
徳
的
に
映
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
立
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、
ニ
l
チ
ェ
を
フ
ァ
シ
ス
ト
呼
ば
わ
り
す
る
の
は
、
早
計
で
あ
ろ
う
し
、
ニ
l
チ
ェ
の
思
想
に
社
会
主
義
の
要
素
を
認
め
よ
う
と

す
る
の
は
、
さ
ら
に
無
理
で
あ
ろ
う
。
ニ
l
チ
ェ
の
神
秘
的
な
思
想
は
、
き
わ
め
て
現
実
的
な
政
治
の
領
域
に
お
い
て
は
非
実
用
的
で
あ
っ
て
、
道
義
的
な
い

し
は
教
育
学
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
え
ば
、
全
く
無
責
任
で
あ
る
。
逆
説
め
く
よ
う
で
あ
る
が
、
ニ
l
チ
ェ
の
思
想
は
、
政
治
的
現
実
に
非
実
用
的
で
あ
っ
た

「
根
本
に
お
い
て
政
治
か
ら
縁
遠
く
、
純
粋
で
精
神
的
で
あ
っ
た
ニi
チ
ェ
は
、
き
わ
め
て
敏
感
な
表
現
i
l

記
録
器
具
と
し
て
、
そ
の
権
力
の
哲
学
で
拾

- 81 ー

が
た
め
に
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
告
知
者
に
な
り
え
た
と
も
い
え
よ
う
。

頭
し
つ
つ
あ
る
帝
国
主
義
を
予
感
し
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
生
き
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
し
て
軍
事
的
勝
利
を
あ
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
後
も
さ
ら
に
長
い

（
必
）

こ
と
生
き
た
で
あ
ろ
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
時
代
を
震
動
す
る
指
針
と
し
て
告
知
し
た
l
l

そ
う
思
い
た
い
気
持
で
あ
る
」
。

マ
ン
に
よ
れ
ば
、
ニ
l

チ
ェ
の
思
索
の
邪
魔
に
な
り
、
命
取
り
に
な
っ
た
の
は
、
次
の
二
つ
の
誤
謬
で
あ
る
。

第
一
の
誤
謬
は
、
危
険
な
統
治
者
は
知
性
で
あ
っ
て
、
そ
の
知
性
か
ら
本
能
を
救
い
、
守
ら
な
く
て
は
、
人
間
性
が
圧
殺
さ
れ
る
と
ば
か
り
に
主
張
し
た
点

で
あ
る
。
マ
ン
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
間
に
お
い
て
は
「
意
志
、
衝
動
、
関
心
」
の
方
が
む
し
ろ
「
知
性
、
理
性
、
正
義
感
」
を
支
配
し
て
お
り
、
後
者
が
前
者

（
必
）

を
支
配
し
て
い
る
と
声
を
は
り
あ
げ
る
の
は
、
「
ば
か
ば
か
し
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
生
の
無
知
か
げ
ん
は
人
類
が
体
験
し
て
き
た
こ
と
だ
と
マ
ン
は
考
え
る
。

第
二
の
誤
謬
は
、
生
と
道
徳
を
対
立
物
と
し
て
扱
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
マ
ン
は
、
二
l
チ
ェ
が
道
徳
そ
の
も
の
と
市
民
的
道
徳
を
混
同
し
て
い
た
と
批
評



を
下
し
て
い
る
。
倫
理
は
生
を
維
持
し
、
高
め
る
柱
で
あ
る
。
で
は
、
真
の
対
立
関
係
は
何
と
何
の
間
に
あ
る
の
か
。
マ
ン
は
、
「
倫
理
と
美
学
の
間
」
に
あ

(
MM
>

る
と
い
っ
て
い
る
。
マ
ン
の
こ
の
見
解
に
は
彼
自
身
の
体
験
に
よ
る
認
識
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
マ
ン
の
初
期
に
お
け
る
諸
作
品
の
モ

チ
ー
フ
は
、
美
へ
の
沈
潜
、
美
へ
の
逃
走
が
生
の
前
で
の
没
落
を
意
味
し
、
死
へ
い
た
る
こ
と
を
暗
示
す
る
モ
チ
ー
フ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。マ

ン
が
こ
の
講
演
論
文
で
く
り
か
え
し
て
い
る
よ
う
に
、
ニ
l

チ
ェ
の
権
力
や
本
能
へ
の
讃
美
に
は
不
自
然
さ
が
あ
る
。
讃
美
の
仕
方
が
、
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク

で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に
持
ち
上
げ
れ
ば
持
ち
上
げ
る
ほ
ど
、
ニ

l

チ
ェ
が
精
神
的
で
、
意
識
的
で
あ
り
す
ぎ
た
こ
と
を
逆
説
的
に
証
拠
づ
け
る

こ
と
に
な
る
。
マ
ン
は
、
「
理
論
的
人
間
」
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
す
る
痛
烈
を
き
わ
め
た
批
判
も
ニ
l

チ
ェ
が
生
を
体
系
づ
け
よ
う
と
し
た
「
理
論
的
人
間
」
で

あ
る
こ
と
を
裏
づ
け
る
と
解
し
て
い
る
。
ニ
l

チ
ェ
の
こ
う
し
た
複
雑
さ
は
、
そ
の
自
己
否
定
精
神
、
マ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
自
己
処
刑
精
神
」
に
も
と
づ
く
も

の
で
あ
る
。

事
実
ニ
l

チ
ェ
の
生
謹
は
、
自
己
陶
酔
と
自
己
処
刑
の
生
涯
、
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
と
そ
れ
に
敵
対
す
る
十
字
架
に
か
け
ら
れ
た
者
が
合
体
し
た
一
生
で
あ
っ
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た
。
非
道
徳
の
な
か
に
勝
ち
誇
る
生
を
夢
中
で
礼
讃
し
た
も
の
の
、
反
面
禁
欲
と
苦
悩
に
忠
実
で
あ
っ
た
。
彼
の
概
念
そ
れ
自
体
が
、
禁
欲
的
で
あ
る
。
と
い

（
必
）
（
幻
）

う
の
は
、
「
彼
に
と
っ
て
苦
痛
を
も
た
ら
す
の
が
真
理
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
上
昇
だ
け
で
は
な
く
、
下
降
に
も
精
通
し
て
い
る
と
い
う
と
き
、
そ
れ

は
、
デ
カ
ダ
ン
ス
を
体
験
し
た
こ
と
の
告
白
だ
け
で
は
な
く
、
苦
悩
の
時
代
を
体
験
し
た
こ
と
の
告
白
で
も
あ
る
。
彼
の
道
徳
主
義
批
判
は
、
真
理
を
探
求
す

る
彼
の
知
的
清
潔
さ
が
行
う
道
徳
主
義
の
自
己
止
揚
で
あ
っ
て
、
彼
が
「
神
が
死
ん
だ
」
と
告
げ
る
と
き
、

（
必
）

て
い
る
。

マ
ン
は
、
そ
れ
を
人
間
へ
の
敬
意
の
表
明
と
感
じ

け
れ
ど
も
理
性
や
意
識
に
対
し
て
本
能
を
守
る
こ
と
は
、

一
時
的
な
修
正
に
す
ぎ
な
い
。
悪
の
ロ
マ
ン
化
が
も
た
ら
す
惨
さ
は
、
ロ
マ
ン
派
の
末
商
で
あ
っ

た
マ
ン
自
身
が
体
験
し
た
こ
と
で
あ
る
。
マ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
結
論
を
下
し
て
い
る
。

（
的
）

「
永
続
的
な
、
永
遠
に
必
要
な
修
正
は
、
精
神
に
よ
る
生
の
擁
護
で
あ
る
、
t
l
l

あ
る
い
は
道
徳
に
よ
る
、
と
い
っ
て
い
い
」
。
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