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紹
　
介
　
と
　
批
　
詐

中
村
宗
雄
著

『
自
然
科
學
に
範
型
を
求
め
た

　
　
　
　
民
事
訴
訟
理
論
の
再
構
成
』

　
本
書
は
、
中
村
宗
雄
博
士
が
、
『
訴
と
講
求
拉
に
既
判
力
』
の
公
刊
以
後
現

在
に
至
る
ま
で
に
、
執
筆
さ
れ
た
二
十
二
編
の
論
文
を
牧
載
し
た
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
て
こ
れ
ら
二
十
二
編
の
論
文
は
、
四
つ
の
部
に
大
別
さ
れ
て
い

る
。
印
ち
第
一
部
は
、
自
然
科
學
に
範
型
を
求
め
た
法
墨
腔
系
の
再
構
想
、
第

二
部
は
、
民
事
訴
訟
法
學
を
、
制
度
法
學
と
し
て
構
、
想
し
た
、
民
事
訴
訟
の
制

度
と
理
論
、
第
三
部
は
、
民
事
訴
訟
制
度
の
改
革
、
第
四
部
は
、
國
際
會
議
の

報
告
そ
の
他
、
で
あ
る
。
か
よ
5
に
本
書
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
の
論
文
が

牧
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
表
題
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
通
り
、
第

一
部
が
本
書
の
中
心
で
あ
り
、
こ
の
部
分
こ
そ
は
、
中
村
博
士
な
ら
で
は
、
と

う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
全
く
掲
創
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
法
學

の
い
ず
れ
の
分
野
を
專
攻
す
る
者
も
、
ひ
と
し
く
熟
讃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

重
大
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
部
分
で
あ
る
。
と
い
つ
て
も
箒
二
部
以
下
が
、
箪

な
る
つ
け
足
り
で
な
い
こ
と
は
勿
諭
で
あ
る
。
印
ち
第
二
部
は
、
第
一
部
で
あ

七
四

（
九
六
〇
）

き
ら
か
に
さ
れ
た
訴
訟
法
學
の
、
全
法
學
睦
系
中
に
お
い
て
は
た
す
べ
き
役
割

と
、
固
有
の
方
法
と
を
、
訴
権
學
読
と
訴
訟
理
論
の
構
造
や
、
訴
訟
行
爲
と
私

法
行
爲
と
の
關
係
や
、
既
到
力
の
本
質
に
關
す
る
論
文
に
お
い
て
、
具
艦
的
に

明
ら
か
に
し
た
も
の
と
い
え
る
し
、
叉
第
三
部
に
お
い
て
も
、
民
事
訴
訟
法
並

び
に
裁
判
所
制
度
の
改
革
に
關
し
て
、
か
よ
う
な
立
法
論
的
、
政
策
論
的
な
考

察
の
場
合
に
お
い
て
、
や
や
も
す
れ
ば
、
お
ち
い
り
が
ち
な
個
別
決
定
論
的

な
、
御
都
合
主
義
的
な
態
度
を
絶
封
に
排
除
し
、
第
一
部
及
び
第
二
部
で
論
じ

ら
れ
た
基
本
的
態
度
で
一
貫
し
て
、
論
を
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
ま

で
も
な
い
。
例
え
ぱ
、
田
中
最
高
裁
長
官
の
、
訴
訟
促
進
の
た
め
ひ
ぎ
起
さ
れ

る
審
理
の
不
充
足
か
ら
生
ず
る
リ
ス
ク
は
、
公
共
の
編
祉
の
要
請
か
ら
し
て
、

個
々
の
人
間
に
負
捲
せ
し
め
ら
れ
る
損
害
で
あ
る
と
い
う
所
読
に
封
し
て
、
審

理
の
充
足
と
い
う
民
事
訴
訟
の
基
本
的
要
請
を
理
論
的
に
全
く
無
観
し
た
考
で

あ
り
、
公
土
ハ
の
幅
阯
を
も
ち
出
す
こ
と
は
、
論
理
の
飛
躍
で
あ
り
、
一
般
條
項

の
濫
用
で
あ
る
と
批
到
さ
れ
（
三
九
三
頁
、
三
九
四
頁
）
、
叉
最
高
裁
到
所
が
負

澹
し
き
れ
な
い
か
ら
、
民
事
上
告
を
制
限
す
る
と
い
う
の
は
、
抵
抗
力
の
弱
い

嘗
事
者
の
損
害
に
お
い
て
、
問
題
を
解
決
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に

は
絶
封
に
反
野
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
は
（
四
三
八
頁
、
四
三
九
頁
）
、
全
く
同

感
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
よ
そ
學
問
は
、
學
問
を
す
る
學
者
の
人
絡

と
、
観
念
的
に
は
分
離
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
實
に
は
結
合
す
る
。
こ

れ
が
學
問
な
い
し
學
者
の
本
來
の
在
り
方
で
あ
り
、
叉
そ
の
理
解
の
し
か
た
で

あ
る
（
小
野
清
一
郎
「
日
本
法
理
の
自
畳
的
展
開
」
二
八
三
頁
参
照
）
。
　
一
見
本

書
の
表
題
か
ら
は
ず
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
第
三
部
、
第
四
部
の
諸
論
交

も
、
か
よ
う
な
観
馳
か
ら
な
が
め
る
と
き
、
或
い
は
こ
れ
ら
の
論
文
中
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
個
々
の
主
張
に
は
反
封
の
者
で
あ
つ
て
も
、
全
盤
と
し
て
學
渚
な



い
し
教
育
者
の
在
り
方
を
、
芳
、
の
う
ち
か
ら
汲
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
て
以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
、
本
書
に
牧
め
ら
れ
た
二
十
二
編
の
論
文
は
、

い
ず
れ
も
有
意
義
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
を
二
紹
介

し
批
評
を
加
え
て
ゆ
く
こ
と
は
、
紙
面
も
限
ら
れ
て
い
る
し
、
私
の
能
力
も
不

充
分
で
あ
る
か
ら
、
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
、
中
村
理
論

の
核
心
で
あ
り
、
叉
い
か
な
る
分
野
を
專
攻
す
る
者
も
、
ひ
と
し
く
注
目
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
、
本
書
第
一
部
自
然
科
學
に
範
型
を
求
め
た
法
學

盟
系
の
再
構
想
に
關
し
て
、
紹
介
し
、
評
論
を
加
え
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

二

　
中
村
博
士
の
自
然
科
學
に
範
型
を
求
め
た
、
全
法
學
艦
系
の
再
構
想
な
る
も

の
を
、
　
一
言
で
い
え
ば
、
物
理
學
が
、
ニ
ュ
ー
ト
ソ
物
理
學
（
古
典
物
理
學
）
、

相
封
性
理
論
、
量
子
力
學
と
、
各
々
濁
自
の
封
象
と
方
法
に
よ
つ
て
、
そ
の
學

間
的
灌
利
範
園
を
分
つ
て
、
相
互
に
階
暦
構
造
を
な
し
て
い
る
事
實
に
封
感
し

て
、
全
法
學
の
分
野
を
、
實
農
法
學
、
訴
訟
法
學
、
裁
判
諭
の
三
つ
の
階
暦
構

造
を
な
し
、
各
々
猫
自
の
勤
象
と
方
法
と
を
持
つ
と
と
も
に
、
相
互
に
相
關
・

相
補
の
關
係
に
立
つ
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
理
論
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
博

士
の
か
よ
う
な
構
想
の
稜
端
は
、
今
よ
り
二
十
年
以
前
に
遡
る
こ
と
が
で
き

（
二
七
頁
、
註
三
）
、
そ
れ
以
來
今
日
ま
で
、
自
然
科
學
の
畿
展
に
懸
じ
て
、
こ

の
構
想
の
襲
展
、
整
備
に
努
力
を
つ
く
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
・
て
の
着
想
の
雄

大
さ
と
、
た
ゆ
ま
ざ
る
努
力
に
、
ま
ず
敬
服
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
て
、
何
よ
り
も
第
一
に
、
本
書
の
讃
者
が
念
頭
に
お
く
べ
き
こ
と

は
、
か
か
る
博
士
の
自
然
科
學
に
範
型
を
求
め
た
法
學
膿
系
構
造
の
ね
ら
い
で

あ
る
。
あ
る
者
は
、
博
士
の
ゆ
き
方
を
、
あ
た
か
も
痙
濟
學
の
分
野
に
お
け
る

紹
　
介
　
と
　
批
許

籔
理
脛
濟
學
の
如
く
、
自
然
科
學
特
に
物
理
學
の
方
法
を
、
直
接
に
法
學
の
分

野
に
導
入
し
、
い
わ
ゆ
る
「
物
理
學
的
法
學
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
構
想

す
る
の
で
は
な
い
か
と
誤
解
し
（
現
に
大
門
教
授
の
批
剣
の
如
き
は
ー
一
二

頁
註
三
ー
か
よ
う
な
誤
解
に
も
と
ず
く
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
）
、
叉
あ
る

者
は
、
輩
な
る
読
得
の
た
め
の
方
便
と
し
て
、
自
然
科
學
の
概
念
を
借
り
て
く

る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
誤
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
例
え
ば
、
そ
ん
な
法
學

者
に
難
解
な
、
自
然
科
學
的
な
論
明
を
し
な
く
て
も
、
充
分
説
明
は
可
能
で
あ

る
と
い
う
批
判
）
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
全
く
の
誤
解
で
あ
る
。
博
士
の
意
圖
す

る
と
こ
ろ
は
、
學
問
と
は
一
般
に
合
理
的
構
造
を
も
つ
法
則
の
醗
系
で
あ
る
か

ら
、
批
會
科
學
の
構
造
と
自
然
科
學
の
そ
れ
と
の
間
に
は
、
な
に
も
の
か
共
通

の
基
盤
が
存
す
る
、
と
い
う
考
の
上
に
立
つ
て
、
人
間
思
惟
の
所
涯
と
し
て
の

根
本
的
な
理
論
構
造
に
つ
き
、
自
然
科
學
と
法
學
と
を
、
類
推
、
野
比
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
、
法
學
の
よ
り
完
全
な
畦
系
を
構
造
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
（
序

一
頁
、
序
三
頁
、
二
一
頁
、
註
三
、
二
六
頁
－
二
九
頁
）
。

　
右
の
馳
を
頭
に
入
れ
て
、
費
豊
法
學
、
訴
訟
法
學
、
裁
到
論
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
、
展
開
さ
れ
て
い
る
諭
述
の
具
睦
的
内
容
に
、
す
こ
し
く
立
入
つ
て
み

よ
う
。

　
e
　
實
騰
法
學
の
構
造
と
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
學

　
實
豊
法
學
は
、
カ
ソ
ト
哲
學
を
通
じ
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ソ
物
理
學
的
理
論
構
造

を
も
つ
て
い
る
こ
と
に
着
眼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
學

は
、
宇
宙
の
全
盤
は
三
次
元
の
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
室
間
内
に
位
置
を
し
め
て
い
る

が
（
軍
一
の
「
場
」
の
理
論
）
、
そ
れ
ら
の
物
艦
は
、
萬
入
に
共
通
な
一
つ
の
不

動
な
室
間
（
縄
封
室
間
）
を
規
準
と
し
て
、
そ
の
室
間
的
位
置
（
長
さ
）
が
示

さ
れ
、
叉
す
べ
て
に
土
ハ
通
な
時
間
（
絶
封
時
間
）
の
流
れ
に
從
つ
て
運
動
が
示

七
五

（
九
六
一
）



紹
　
介
　
と
　
批
詐

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
疑
わ
な
か
つ
た
。
從
つ
て
ニ
ェ
ー
ト
ソ
物

理
學
で
は
、
時
間
と
室
間
と
は
そ
れ
ぞ
れ
切
り
は
な
さ
れ
た
認
識
範
疇
で
あ

り
、
又
一
つ
の
事
實
に
封
し
て
は
、
唯
一
の
理
論
が
絶
甥
的
に
こ
れ
を
支
配
し

得
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
（
客
艦
と
法
則
と
の
一
致
）
。
私
法
實
騰
法
學
は
、
そ

の
學
間
方
法
論
の
上
に
お
い
て
、
い
か
な
る
特
質
を
有
す
る
か
と
い
え
ば
、
博

士
は
種
々
な
鮎
を
あ
げ
ら
れ
る
が
、
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
ω
私
法
實
睦

法
學
は
、
事
實
と
法
規
範
と
の
分
離
を
認
識
し
て
い
な
い
。
郎
ち
私
法
學
に
お

け
る
解
繹
理
論
が
、
同
時
に
具
艦
的
事
件
に
お
け
る
、
法
律
適
用
の
理
論
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
叉
そ
れ
は
軍
一
の
「
場
」
の
理
論
で
あ
り
、
例
え
ば
民
法

の
理
論
が
、
現
代
に
お
け
る
、
批
會
法
の
猫
立
盟
系
化
や
企
業
法
の
襲
展
と
調

ー
和
し
て
い
な
い
。
以
上
の
如
く
私
法
實
罐
法
學
の
方
法
論
の
下
に
お
い
て
は
、

具
豊
的
事
件
を
前
に
し
た
、
法
律
の
適
用
の
場
面
に
お
い
て
考
え
ら
る
べ
き
こ

と
を
、
抽
象
的
・
観
念
的
な
法
律
の
解
羅
の
場
面
で
考
察
し
て
お
り
、
私
法
の

解
縄
理
論
が
、
具
騰
的
事
件
を
勤
象
と
し
な
い
で
、
抽
象
的
な
、
そ
れ
自
身
合

理
的
な
自
己
矛
盾
を
内
在
せ
し
め
な
い
理
論
の
艦
系
を
構
造
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
、
充
分
な
認
識
を
も
つ
て
い
な
い
（
一
一
頁
、
一
二
頁
、
四
三

頁
、
四
四
頁
、
四
九
頁
i
五
六
頁
、
一
一
四
頁
－
一
一
七
頁
、
コ
ニ
0
頁
、
一

四
七
頁
、
一
五
〇
頁
、
一
五
七
頁
、
一
五
八
頁
）
。
そ
し
て
．
か
か
る
私
法
學
の

態
度
の
故
に
、
各
種
の
問
題
の
解
決
に
際
し
て
、
あ
ら
わ
れ
る
議
論
の
混
飢
に

　
つ
い
て
は
、
「
訴
訟
法
學
の
立
場
か
ら
み
た
實
艦
法
學
の
學
問
的
方
法
と
そ
の

構
造
に
封
す
る
疑
義
」
及
び
「
訴
訟
法
學
の
立
場
か
ら
の
實
難
法
學
批
判

｝
の

　二

論
文
中
に
お
い
て
論
明
が
あ
る
。
図
私
法
理
論
は
、
時
間
座
標
を
0
と
お
く

理
論
で
あ
る
（
四
二
頁
）
。
⑧
そ
の
他
に
も
、
私
法
理
論
は
、
二
次
的
な
理
論
で

あ
る
と
か
、
從
つ
て
そ
れ
は
必
然
的
に
抽
象
的
な
理
論
で
あ
る
と
か
い
う
黙
が

七
六

（
九
六
二
）

説
か
れ
て
い
る
（
四
〇
頁
－
四
二
頁
、
七
五
頁
、
一
三
八
頁
）
。
こ
れ
ら
の
方
法

論
的
特
質
を
も
つ
、
私
法
實
豊
法
學
は
、
い
か
な
る
意
味
で
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
物

理
學
と
、
そ
の
騰
系
構
造
上
の
封
鷹
が
存
在
す
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
と
も

に
、
輩
一
の
「
場
」
の
理
論
で
あ
り
、
事
實
に
封
す
る
唯
一
の
法
則
の
絶
封
的

支
配
、
及
び
室
間
座
標
と
時
間
座
標
と
の
分
離
の
鮎
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
私
法
學
の
理
論
麗
系
を
、
そ
の
本
來
の
姿
に
整
備
す
る
た
め
に
は
、
輩
一

の
「
場
」
の
理
論
を
揚
棄
し
（
そ
の
一
と
し
て
民
法
の
私
法
一
般
法
た
る
機
能

の
後
退
の
認
識
が
あ
る
）
、
私
法
の
解
繹
理
諭
が
、
抽
象
的
、
静
態
的
な
、
そ

れ
自
身
矛
盾
な
き
合
理
的
な
法
規
範
騰
系
の
構
想
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い

こ
と
を
認
識
し
、
從
つ
て
解
羅
理
論
は
、
同
一
事
案
に
封
し
て
も
籔
個
存
在
す

る
こ
と
を
認
め
、
更
に
抽
象
的
法
規
範
と
具
膿
的
事
實
と
の
連
け
い
は
、
訴
訟

の
段
階
に
お
い
て
、
國
家
灌
威
を
背
景
と
す
る
裁
到
に
よ
つ
て
お
こ
な
わ
れ
る

こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
5
の
で
あ
る
（
四
五
頁
卜
五
六
頁
、
一
一
四

頁
！
コ
七
頁
）
。
そ
し
て
か
か
る
立
場
か
ら
、
從
來
民
法
上
の
難
問
題
と
せ

ら
れ
て
い
た
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
、
所
論
を
展
開
し
て
お
ら
れ
る
（
特
に
一

一
八
頁
－
一
二
八
頁
）
。

　
⇔
　
訴
訟
法
學
の
構
造
と
相
…
封
性
理
論

　
訴
訟
法
學
は
、
訴
訟
構
成
理
論
と
訴
訟
實
膿
論
と
に
分
か
た
れ
る
。
訴
訟
構

成
理
論
は
、
原
告
、
被
告
の
橡
か
に
裁
甥
所
を
加
え
た
三
亥
元
的
構
造
を
も
た

ね
ば
な
ら
ぬ
黙
と
、
時
間
的
に
護
展
す
る
漣
績
騰
の
理
論
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

い
と
い
う
黙
に
お
い
て
、
實
艦
法
理
論
の
、
二
次
元
性
、
没
時
間
性
と
異
な
る

だ
け
で
あ
つ
て
、
特
に
相
封
性
理
論
と
の
掲
比
は
必
亜
陰
、
な
い
二
四
頁
、
五

七
頁
、
五
ム
貝
）
。
次
に
訴
訟
實
禮
論
に
つ
い
て
み
る
。
こ
れ
は
裁
到
の
内
容

を
形
成
す
る
過
程
論
で
あ
り
、
從
來
の
訴
訟
法
學
は
、
殆
ん
ど
手
を
ぷ
れ
て
い



な
い
部
分
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
訴
訟
に
お
い
て
、
原
告
と
被
告
と
は
、
そ
の
立

場
を
異
に
す
る
か
ら
、
同
一
事
實
に
つ
い
て
も
見
方
に
差
異
が
あ
り
、
叉
相
反

す
る
法
律
上
の
主
張
も
可
能
で
あ
る
（
前
述
の
解
繹
理
論
の
多
様
性
を
考
え

よ
）
。
裁
到
所
は
そ
の
主
張
の
當
否
を
判
漸
し
、
國
家
的
立
場
に
お
い
て
裁
判

す
る
（
な
お
こ
こ
に
「
立
場
」
と
い
う
も
、
哲
學
的
立
場
の
み
で
は
な
く
、
事

物
の
考
察
角
度
を
も
意
味
す
る
も
の
と
思
う
1
六
二
頁
の
圖
表
及
び
そ
の
論

明
参
照
）
。
こ
れ
を
自
然
科
學
的
に
表
現
す
れ
ば
、
裁
判
所
、
原
告
、
被
告
が

そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
座
標
系
を
も
ち
、
同
一
惰
性
系
に
属
さ
な
い
と
い
え
る
。
そ

こ
で
こ
れ
を
解
明
す
る
訴
訟
實
．
騰
論
は
、
相
互
に
蓮
動
す
る
あ
ら
ゆ
る
座
標
系

相
互
の
間
に
成
り
立
つ
相
野
性
理
論
に
野
比
し
う
べ
き
構
造
を
と
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
（
一
五
頁
、
　
一
六
頁
、
五
八
頁
沸
五
九
頁
、
六
四
頁
－
六

七
頁
）
。
さ
て
こ
こ
で
何
故
に
訴
訟
密
艦
論
が
相
封
性
理
論
と
野
比
さ
れ
う
る

か
に
つ
い
て
若
干
の
説
明
を
加
え
た
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
の

博
士
の
読
明
が
す
こ
し
く
不
親
切
の
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
相
封
性
理

論
は
、
概
略
次
の
よ
う
な
こ
と
を
教
え
る
。
相
互
に
蓮
動
す
る
甲
、
乙
二
つ
の

座
標
系
（
観
測
者
）
に
と
つ
て
は
、
室
間
と
よ
ん
で
い
る
も
の
も
、
亦
時
間
と

よ
ん
で
い
る
も
の
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
と
つ
て
同
一
で
は
な
い
。
甲
か
ら
み
る
と

乙
の
時
計
は
遅
れ
、
乙
か
ら
み
る
と
甲
の
時
計
は
遅
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
、
亦
爾
方
の
も
つ
て
い
る
物
指
の
長
さ
も
同
じ
で
は
な
く
な
る
（
帥
ち
観
測

の
相
封
性
で
あ
り
、
　
ニ
ュ
ー
ト
ソ
物
理
學
の
絶
封
塞
間
、
絶
罫
時
間
の
否
定
で

あ
る
）
。
し
か
し
て
甲
の
座
標
系
と
乙
の
座
標
系
と
の
關
係
は
、
光
の
速
度
が

あ
ら
ゆ
る
座
標
系
（
観
測
者
）
に
と
つ
て
一
定
の
値
を
と
る
と
い
う
こ
と
々
通

じ
て
、
一
定
の
式
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
る
（
こ
こ
に
観
測
の
相
封
性
に
も
拘
ら

ず
、
い
な
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
自
然
法
則
の
絶
封
性
が
あ
る
）
。
結
局
そ
れ
は
、

紹
　
介
　
と
　
批
　
評

相
互
に
蓮
動
す
る
観
測
者
の
観
測
の
相
封
性
、
光
速
度
の
全
醍
測
者
に
封
す
る

不
攣
、
自
然
法
則
の
全
狸
測
テ
に
劉
す
る
茸
通
性
、
の
三
つ
に
よ
つ
て
成
り
立

つ
て
い
る
理
論
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
中
で
中
村
博
士
が
、
訴
訟
實
膣
論
の
構

造
と
封
比
し
て
い
る
も
の
は
、
主
と
し
て
観
測
の
相
封
性
の
黙
で
あ
る
。
印
ち

そ
れ
は
、
相
互
に
蓮
動
す
る
観
測
者
（
立
場
を
異
に
す
る
原
告
、
被
告
）
に
と

っ
て
は
、
一
つ
の
事
象
（
一
っ
の
事
件
）
に
劉
す
る
醒
測
の
結
果
（
法
的
煩
値

到
臨
及
び
そ
の
主
張
）
が
異
な
つ
て
も
當
然
で
あ
り
、
そ
れ
で
こ
そ
、
自
然
法

則
の
秩
序
（
訴
訟
螢
爲
の
秩
序
）
は
か
え
つ
て
維
持
さ
れ
る
。
こ
の
事
實
を
認

め
な
い
と
、
か
え
つ
て
訴
訟
の
實
陵
に
お
い
て
も
不
都
合
を
生
ず
る
（
例
、
六

五
頁
註
六
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
さ
て
實
騰
法
學
と
訴
訟
法
學
と
は
、
以
上
み
た
如
き
騰
系
構
造
を
有
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
が
、
こ
の
爾
者
が
い
か
な
る
關
連
に
立
つ
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。
こ

の
黙
に
つ
い
て
、
博
士
は
實
腔
法
學
は
、
二
次
元
的
構
造
で
あ
り
、
訴
訟
法
學

は
三
次
元
な
い
し
四
次
元
的
構
造
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
法
學
を
上
位
と
し
、
實

騰
法
學
を
下
位
と
す
る
次
元
の
階
暦
構
造
の
關
係
に
あ
る
べ
き
も
の
と
い
わ
れ

る
。
要
す
る
に
相
互
に
上
位
叉
は
下
位
段
階
の
理
論
膿
系
の
存
在
を
豫
定
し
た

理
論
構
造
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
（
五
九
頁
－
六
二
頁
）
。

　
㊧
　
裁
到
理
論
と
量
子
力
學

　
裁
到
理
論
は
裁
判
成
立
過
程
論
と
裁
到
内
容
構
造
論
と
に
分
か
た
れ
る
が
、

前
着
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
訴
訟
法
學
の
一
部
と
し
て
論
じ
て
あ
る
の
で
、
こ

こ
で
は
裁
判
内
容
構
造
理
論
に
つ
い
て
い
う
。
裁
判
と
は
具
膿
的
紛
雫
の
解
決

を
意
圖
す
る
國
家
煮
思
の
宣
言
が
、
洪
規
範
の
適
用
と
い
う
過
程
の
制
約
の
も

と
に
、
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
裁
判
は
具
膣
的
事
件
の
特
殊
性
、

具
騰
性
に
印
L
た
、
自
己
完
結
的
な
具
謄
法
で
あ
る
。
か
よ
う
な
自
己
完
結
的

七
七

（
九
山
ハ
一
二
）



紹
　
介
　
と
　
批
　
陣

な
徴
覗
的
世
界
の
内
容
構
造
の
分
析
に
は
、
決
現
象
一
般
を
野
象
と
す
嵐
實

膿
法
學
や
訴
訟
法
學
の
方
法
が
、
そ
の
ま
ま
姜
當
し
な
い
。
管
．
騰
法
學
や
訴
訟

法
學
に
剰
懸
す
る
、
ニ
ュ
ー
ト
ソ
物
理
學
や
相
封
性
理
論
は
、
亘
覗
的
世
界
の

物
理
學
で
あ
つ
た
が
、
微
覗
的
な
粒
子
の
世
界
に
、
こ
の
亘
視
的
理
論
が
及
び

得
な
い
間
隙
を
う
ず
め
る
べ
く
獲
達
し
て
き
た
の
が
、
量
子
力
學
、
波
動
力
學

で
あ
つ
た
。
し
か
し
て
量
子
力
學
は
、
非
滴
績
翻
、
不
確
室
観
に
立
ち
、
亘
覗

的
物
理
學
に
は
存
在
し
な
い
、
作
用
量
子
（
プ
ラ
ン
ク
常
籔
）
を
基
本
的
な
量

と
し
て
認
め
る
理
論
で
あ
る
。
從
つ
て
法
の
世
界
に
お
け
る
微
覗
的
世
界
た
る

個
別
の
裁
判
の
内
容
構
造
の
分
析
の
理
論
は
、
量
子
力
學
、
波
動
力
學
に
野
懸

す
べ
き
構
造
夕
、
も
つ
べ
き
で
あ
る
。
帥
ち
裁
到
の
封
象
と
な
る
事
件
は
、
非
合

理
的
契
機
を
内
含
す
る
が
、
か
か
る
事
件
の
非
合
理
的
契
機
は
、
微
親
的
世
界

に
お
い
て
、
粒
子
の
位
置
と
浬
動
と
の
同
時
測
定
浄
不
可
能
な
ら
し
め
る
作
用

量
子
に
勤
比
す
べ
き
、
「
は
た
ら
き
」
を
裁
到
に
及
ぼ
し
て
い
る
と
読
明
さ
れ
る

（
な
お
、
あ
る
瞬
間
に
お
け
る
電
子
の
位
置
の
測
定
の
繕
密
度
と
、
同
じ
時
刻

に
お
い
て
電
子
が
持
つ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
蓮
動
量
の
値
の
確
定
の
理
度
と

は
、
常
に
逆
比
例
し
、
爾
方
を
同
時
に
望
む
だ
け
す
く
な
く
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
そ
し
て
位
置
と
蓮
動
量
と
の
不
確
實
さ
の
積
が
、
作
用
量
子
の
値
以

下
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
の
不
確
定
性
原
理
で
あ
る
）
。

從
っ
て
從
來
の
裁
到
論
の
如
く
、
事
實
の
認
定
と
、
法
律
の
適
用
と
慶
、
野
置
し
て

も
（
そ
れ
は
ニ
ュ
ー
ト
ソ
物
理
學
が
質
量
〔
物
質
〕
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
〔
運
動
〕

と
を
封
置
し
て
い
る
の
と
封
鷹
す
る
）
、
裁
到
の
構
造
を
分
析
し
ぎ
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
叉
個
別
の
裁
到
に
は
不
確
定
、
豫
測
不
能
の
因
子
が
内
在
す
る
か

ら
、
實
艦
法
學
の
武
器
と
す
る
形
式
論
理
（
そ
れ
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
自
然
科
學

と
同
様
に
一
種
の
決
定
論
で
あ
る
）
、
に
よ
つ
て
は
満
足
す
べ
き
裁
到
殉
論
は

七
八

（
九
六
四
）

組
立
て
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
裁
判
諭
に
お
い
て
は
、
量
子
力
學
に
封
鷹
す

る
、
非
決
定
論
的
な
理
諭
、
印
ち
作
用
量
子
に
封
懸
す
る
よ
う
な
、
實
騰
法
學

や
訴
訟
法
學
の
知
ら
な
か
つ
た
、
あ
る
種
の
非
合
理
的
な
原
理
を
、
そ
の
内
に

ふ
く
む
理
論
が
、
要
請
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
（
一
七
頁
、
二
〇
頁
、
六
七
頁

ー
七
四
頁
、
七
六
頁
）
。
た
だ
し
こ
の
非
決
定
論
的
な
理
論
の
具
膿
的
内
容
に

つ
い
て
は
、
い
ま
だ
こ
れ
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
て
裁
到
理
論
と
實
騰
法
學
及
び
訴
訟
法
學
と
の
關
係
い
か
ん
と
い
え

ば
、
量
子
力
學
、
波
動
力
學
が
、
ニ
ュ
ー
ト
ソ
物
理
饅
及
び
相
封
性
理
論
の
理

論
的
限
界
を
こ
え
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
の
と
同
じ
く
、
裁
到
理
論
は
、
實
騰

法
學
、
訴
訟
法
學
の
上
に
、
そ
の
理
論
的
限
界
を
こ
え
て
組
立
て
ら
る
べ
き
理

論
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
（
二
二
頁
、
七
六
頁
）
。

三

　
以
上
が
法
墨
の
全
．
騰
系
を
、
實
艦
法
學
、
訴
訟
法
學
、
裁
到
理
論
の
階
暦
構

造
に
措
定
す
る
、
中
村
理
論
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
が
、
次
に
二
三
の
事
を
つ
け

加
え
た
い
。

　
そ
の
第
一
は
、
中
村
理
論
か
ら
當
然
に
導
か
れ
る
と
思
わ
れ
る
事
の
一
つ
で

あ
る
。
帥
ち
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
法
の
解
羅
の
本
質
の
問
題
が
あ
る
。

現
在
正
し
い
法
の
解
羅
は
唯
一
つ
存
在
す
る
の
み
か
、
ま
た
は
複
敷
存
在
し
う

る
か
が
論
雫
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
雫
は
、
中
村
理
論
の
立
場
か
ら
、
も
う
終

止
符
が
う
た
れ
て
も
よ
く
は
な
い
か
と
思
う
。
印
ち
法
の
解
繹
の
抽
象
性
、
観

念
性
よ
り
し
て
、
複
勲
解
羅
の
可
能
性
を
肯
定
し
、
か
つ
そ
の
複
籔
の
解
繹
の

具
騰
的
事
件
を
前
に
し
て
こ
の
統
一
は
、
裁
判
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の

と
考
え
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
（
た
だ
し
裁
判
に
お
け
る
統
一
の
あ
り
さ
ま
に



つ
い
て
の
正
確
な
理
論
は
、
博
士
の
い
わ
ゆ
る
裁
到
理
論
の
完
威
に
ま
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
）
。
こ
の
鮎
は
、
博
士
御
自
身
は
、
お
そ
ら
く
、
本
書
の
論
述
に

お
い
て
説
き
つ
く
し
た
と
考
え
て
お
ら
れ
る
も
の
と
想
像
す
る
が
、
私
は
法
學

者
が
一
般
に
こ
の
馳
に
つ
い
て
の
充
分
な
理
解
に
一
日
も
早
く
到
蓬
す
べ
き
だ

と
信
ず
る
。

　
次
に
本
書
の
論
述
に
封
す
る
私
の
疑
問
馳
を
一
つ
だ
け
述
べ
て
み
た
い
。
そ

れ
は
訴
訟
實
腔
論
と
相
封
性
理
論
と
を
封
比
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
に
相
封
性
理

論
の
重
要
部
分
、
印
ち
光
速
度
の
一
定
、
及
び
法
則
の
＃
通
性
に
關
し
て
の
封

比
が
も
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
黙
で
あ
る
。
前
述
し
た
如
く
、
相

封
性
理
論
に
よ
つ
て
説
か
れ
る
と
こ
ろ
の
、
観
測
の
相
野
性
、
光
速
度
の
一

定
、
法
則
の
共
通
性
、
の
三
つ
は
、
い
ず
れ
も
甲
乙
な
く
重
要
な
事
項
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
や
は
り
、
訴
訟
實
騰
論
と
の
封
比
の
場
合
に
お

い
て
も
、
光
速
度
不
攣
、
法
則
の
共
通
性
に
ま
で
、
そ
の
勤
比
を
及
ぼ
す
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
つ
と
も
こ
こ
で
な
さ
れ
る
封
比
が
封
比
の
た
め
の
封

比
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
り
、
叉
博
士
自
身
『
訴
訟
法
學
が
、
相
勤
性
理
論

　
　
む
　
　
じ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
ヤ

と
、
あ
る
面
に
お
い
て
相
似
の
構
造
を
も
つ
』
（
序
二
頁
、
傍
黙
筆
者
）
と
い

わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
故
意
に
こ
の
黙
ま
で
封
比
す
る
必
要
な
し
と
し

て
、
論
述
を
は
ぶ
か
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
相
甥

性
理
論
と
し
て
は
、
重
要
な
黙
で
あ
る
か
ら
、
な
ぜ
勤
比
を
は
ぶ
く
か
の
説
明

が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
湯
川
博
士
は
、
現
代
物
理
學
が
到
達
し
た
段
階
を
も
つ
て
、
『
皆
が
揃
つ
て

一
度
こ
の
段
階
に
立
つ
て
見
る
こ
と
が
、
自
然
科
學
も
入
文
科
畢
も
ひ
つ
く
る

め
た
學
間
全
艦
の
今
後
の
進
歩
に
大
攣
役
立
つ
に
違
い
な
い
と
思
は
れ
る
』
と

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
湯
川
秀
樹
「
物
質
観
と
世
界
翫
」
八
頁
）
。
ま
こ
と
に

紹
　
介
　
と
　
批
　
評

注
目
す
べ
き
言
葉
で
あ
る
が
、
中
村
博
士
の
本
書
の
論
述
は
、
正
に
法
學
の
分

野
に
お
け
る
、
こ
の
提
言
に
到
鷹
す
る
螢
作
と
い
う
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

て
中
村
博
士
の
思
索
は
更
に
進
み
、
法
學
と
輕
濟
學
と
の
眞
の
意
味
の
連
關

は
、
法
學
と
脛
濟
學
と
が
と
も
に
、
こ
の
段
階
（
即
ち
法
學
で
い
え
ば
裁
到
論

の
段
階
）
に
到
達
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
こ
と
を
論
謹

さ
れ
て
い
る
（
「
法
學
と
経
濟
學
と
の
相
互
連
關
」
本
書
一
五
六
頁
－
一
六
七

頁
）
。
か
く
て
將
來
の
學
問
護
展
の
目
標
は
か
か
げ
ら
れ
た
。
我
々
は
科
學
全

腔
が
、
足
並
を
揃
え
て
更
に
前
進
す
る
日
を
、
一
日
も
早
く
到
來
さ
せ
る
た
め

に
、
本
書
に
よ
つ
て
示
さ
れ
た
騰
系
に
從
つ
て
、
一
段
の
努
力
を
つ
く
す
べ
き

で
あ
る
と
信
ず
る
。
（
洋
々
杜
刊
、
定
慣
八
O
O
圓
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮
崎
俊
行
）

七
九

（
九
六
五
）


