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調
停
原
理
の
基
本
的
特
質

宮

崎

俊

行

序
説
　
調
停
に
お
け
る
具
豊
法
定
立
の
方
法

本
　
　
　
論

　
第
一
節
　
調
停
の
創
造
性
、
主
畳
性

　
…
第
二
簾
四
　
調
停
の
統
合
性

　
第
三
節
　
調
停
論
建
設
へ
の
道

あ
　
と
　
が
　
き

序
説
　
調
停
に
お
け
る
具
膿
法
定
立
の
方
法

　
裁
到
や
、
調
停
に
お
け
る
合
意
（
こ
の
合
意
を
翠
に
調
停
と
い
う
揚
合
も
あ
る
）
は
、
具
饒
的
事
案
に
帥
し
て
、
そ
の
事
案
の
當
事
者
が
い
か
に
あ
る

べ
き
か
を
藍
該
嚢
の
叢
喬
髪
い
て
・
確
琴
窺
範
で
ゑ
て
ど
れ
髪
馨
し
責
鑑
と
い
豊
嘉
で
き
る
・
翁
轟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

停
に
お
げ
る
合
意
（
正
確
に
は
調
書
に
成
立
し
た
と
し
て
記
載
さ
れ
た
合
意
）
も
、
と
も
に
具
饅
的
事
案
に
お
け
る
規
範
と
し
て
の
頂
値
が
あ
る
わ
け
で

あ
る
が
（
隊
灘
、
ξ
、
そ
の
釜
の
方
綾
、
相
漿
奢
、
葬
簿
撃
鰹
よ
る
存
虜
歪
、
調
停
に
お
け
る
合
意
は
、
調
隼
績

　
　
　
　
調
俸
原
理
の
基
本
的
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
　
　
（
九
宏
醐
）



　
　
　
講
停
原
理
の
基
本
的
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
　
　
（
九
流
二
）

に
よ
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
、
調
停
手
績
に
よ
つ
て
合
意
が
成
立
す
る
に
到
る
過
程
の
あ
ら
ま
し
を
み
て
行
こ
5
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

葬
惚
墓
者
よ
晶
停
の
豊
奮
る
と
、
原
則
と
し
て
調
停
委
員
婁
開
い
て
調
停
を
行
う
（
麟
謹
r
家
〉
．
調
停
委
員
會
は
、
葬

室
名
及
び
お
ゆ
罠
間
人
た
る
調
停
委
塁
名
以
上
姦
て
幾
さ
れ
（
紙
灘
罫
七
）
、
こ
れ
翁
停
艦
と
し
て
葎
を
行
う
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
曾
）

る
。
そ
の
調
停
手
績
ぼ
、
第
一
に
、
調
停
を
申
立
て
ら
れ
た
事
案
の
眞
相
を
明
ら
か
に
し
、
し
か
し
て
そ
の
事
案
に
帥
す
る
具
髄
法
（
合
意
）
は
、

い
か
な
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
べ
き
か
を
、
調
停
機
關
が
獲
見
（
創
造
）
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
調
停
機
關
の
頭
の
中
に
え
が
か
れ
た
、
當
該

妻
翫
す
る
合
募
碧
べ
茎
の
こ
と
を
調
停
饒
（
謬
に
謬
る
轟
蒙
・
調
黛
お
け
る
前
釜
的
具
灘
）
茗
つ
け
よ
う
・
笙
に
・

調
停
機
關
は
、
調
停
到
断
と
同
趣
旨
の
合
意
を
、
當
宴
者
が
な
す
よ
う
に
、
當
事
者
を
読
得
し
、
反
省
と
不
當
な
意
慾
の
是
正
を
促
し
、
或
は
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

情
の
融
和
を
は
か
る
た
め
の
行
爲
を
す
る
。
こ
の
相
當
な
合
意
成
立
の
た
め
に
調
停
機
關
が
な
す
行
爲
を
調
停
行
爲
と
名
づ
け
る
。
第
三
に
、
●
か

か
る
調
停
行
爲
に
促
さ
れ
て
、
當
事
者
が
、
調
停
到
断
と
同
趣
旨
の
合
意
を
な
し
、
こ
の
合
意
が
調
書
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
調
停
手

績
は
終
了
す
る
．
聖
こ
の
合
豪
馨
艶
藝
れ
隷
、
そ
の
記
載
は
、
確
定
饗
と
厘
の
勢
崖
ず
る
の
虜
ゑ
灘
誰
一
羅

鱗
む
。
右
に
述
べ
た
第
一
と
第
二
の
順
序
は
、
論
理
的
な
順
序
で
あ
つ
て
、
實
際
に
行
な
わ
れ
る
調
停
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
、
第
一
の
手
績

が
完
全
に
終
了
し
て
か
ら
、
第
二
の
手
績
が
開
始
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
叉
そ
れ
で
理
論
的
に
も
問
題
は
な
い
。

　
以
上
の
如
く
、
ひ
と
し
く
具
饅
法
を
定
立
す
る
乎
績
で
あ
つ
て
も
、
調
停
は
、
一
言
で
い
え
ぱ
、
内
面
的
、
自
治
的
な
乎
続
で
あ
る
が
、
訴
訟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

は
、
外
面
的
、
構
威
的
な
手
絞
で
あ
る
。
列
決
の
数
力
の
根
擦
は
、
そ
れ
が
國
家
機
關
の
有
穫
的
な
到
断
で
あ
る
勲
に
存
す
る
が
、
調
停
に
お
け

る
合
意
の
数
力
の
根
撮
は
、
文
字
通
り
堂
事
者
が
合
意
し
た
黙
に
存
す
る
の
で
あ
る
．
（
國
家
の
調
停
機
開
が
、
そ
の
合
意
の
成
立
に
關
與
し
て
い
る
け
れ
ど

も
）
。
そ
の
ほ
か
、
訴
訟
と
調
停
と
の
制
度
的
な
相
違
黙
を
あ
げ
れ
ぱ
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
帥
ち
、
訴
訟
乎
練
は
嚴
格
に
法
律
に

よ
つ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
が
、
調
停
手
績
は
嚴
格
な
法
律
の
規
制
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
と
か
、
訴
訟
手
績
に
お
い
て
は
、
裁
到
所
は
消
極
的
な

態
度
を
と
つ
て
い
る
が
、
調
停
に
お
け
る
調
停
機
關
は
、
積
極
的
に
當
事
者
の
意
慾
に
鍬
し
て
働
き
か
け
、
合
意
の
成
立
の
た
め
に
努
力
す
る
と



か
、
或
い
は
訴
訟
手
績
は
、
法
律
の
專
門
家
で
あ
る
職
業
裁
到
官
が
主
宰
す
る
が
、
調
停
手
績
は
、
民
間
人
た
る
調
停
委
員
が
加
わ
つ
た
調
停
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

員
會
が
主
宰
す
る
（
原
則
）
と
か
、
更
に
、
裁
剣
の
規
準
は
法
で
あ
る
が
、
調
停
の
規
準
は
法
の
み
で
は
な
い
と
か
、
い
う
よ
う
な
相
違
で
あ
る
。

　
次
に
本
論
に
先
立
つ
て
、
と
り
あ
げ
て
お
く
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
一
、
二
の
問
題
黙
を
読
明
し
よ
う
。

　
そ
の
第
一
は
、
調
停
機
關
の
調
停
到
断
乃
至
は
當
事
者
間
の
合
意
の
内
容
は
・
何
に
依
嫁
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
で
あ

り
、
普
通
に
調
停
の
規
準
は
何
か
、
と
い
う
言
葉
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
普
通
に
、
調
停
到
断
乃
至
合
意
の
内
容
は
、
條
理
に
か
な

い
、
實
情
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
（
灘
潮
）
代
り
に
必
ず
し
も
法
律
に
從
つ
て
形
成
さ
れ
る
必
要
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
を
。

そ
し
で
更
に
法
律
以
外
に
調
停
到
断
乃
至
合
意
の
内
容
の
規
準
と
な
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
人
に
よ
つ
て
表
現
は
異
な
る

が
、
「
條
理
」
、
「
塞
、
「
婆
や
「
蓬
（
蟹
騒
撃
、
薪
馨
の
案
が
合
理
的
奮
と
馨
る
藷
會
の
整
義
髪
塞

　
　
（
9
）

本
原
理
」
、
と
い
う
よ
う
な
言
葉
に
よ
つ
て
表
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
言
葉
の
相
違
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
若
干
の
差
は
あ
る

．
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑳
）

力
　
要
す
る
に
國
民
の
法
感
情
と
い
う
も
の
ボ
い
ろ
い
ろ
の
方
面
か
ら
表
現
さ
れ
た
も
の
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
結
局
法
律
と
國
民
の
法
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
∬
）

構
、
法
意
識
と
が
充
分
な
調
和
に
お
い
て
、
調
停
判
断
乃
至
合
意
の
内
容
決
定
の
規
準
と
な
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
正

當
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
い
ま
だ
こ
れ
だ
け
で
は
、
調
停
の
規
準
に
封
す
る
読
明
と
し
て
充
分
で
な
い
も
の
が
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う

な
黙
か
と
い
え
ぽ
、
法
感
情
、
法
意
識
と
い
つ
て
も
内
容
は
、
若
干
漠
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
、
ど
れ
だ
け
の
も
の
を
含
む
の
か
、
そ
の
答
に

よ
つ
て
は
、
或
は
、
法
律
と
法
感
情
の
ほ
か
に
何
か
必
要
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
と
、
更
に
、
法
律
と
法
感
情
と
の
調
和

と
い
っ
て
も
、
そ
の
調
和
は
い
か
に
し
て
な
さ
れ
る
の
か
と
い
う
鮎
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
調
停
機
關
の
調
停
行
爲
の
結
果
、
當
事
者
間
に
合
意
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
と
こ
ろ
が
當
事
者
間
に
な
さ
れ
た
合
意
が
、
不

幸
に
し
て
調
停
剣
断
と
遽
く
へ
だ
た
つ
た
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
も
し
調
停
到
断
と
接
近
し
た
合
意
の
成
立
を
求
め
よ
う
と
し
た
ら
、
全

然
合
意
が
成
立
す
る
見
込
の
な
い
よ
う
な
場
合
、
調
停
機
關
は
い
か
な
る
態
度
を
と
る
べ
き
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
般
的
に
調
停
機
關
は
、
た

　
　
　
　
鯛
停
原
理
の
墓
本
的
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
　
　
　
（
九
五
三
）



　
　
　
　
綱
停
原
理
の
墓
本
的
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
　
　
（
九
竃
四
）

と
え
當
事
者
間
に
合
意
が
成
立
し
て
も
、
そ
れ
を
相
當
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
調
停
不
成
立
と
し
て
、
事
件
を
絡
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、

の
で
あ
る
が
（
鱗
糞
弊
葦
、
こ
の
蕃
か
否
か
の
決
定
を
い
か
に
し
て
な
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
・
成
立
し
た
合
套
・
謬
謬

と
一
致
す
る
場
合
乃
至
は
同
趣
旨
の
場
合
は
、
問
題
な
く
相
當
な
も
の
で
あ
り
、
叉
合
意
が
い
か
な
る
意
味
で
も
（
ど
の
部
分
に
お
い
て
も
）
調
停
到

断
と
同
趣
旨
で
な
け
れ
ぱ
、
問
題
な
く
不
相
當
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
は
つ
き
り
し
た
場
合
で
は
な
く
て
、
正
當
な
意
慾
に
あ
る
程
度
の
犠
牲

を
求
め
、
不
正
當
な
意
慾
を
あ
る
程
度
容
認
し
な
け
れ
ば
、
全
然
合
意
の
成
立
す
る
見
込
な
く
、
合
意
を
成
立
さ
せ
て
あ
る
範
園
で
正
嘗
な
意
慾

の
保
護
を
は
か
ろ
う
と
ず
れ
ぱ
、
ど
う
し
て
も
不
當
な
意
慾
を
あ
る
程
度
容
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
場
合
・
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
場
合
は
、
そ
の
不
満
足
な
調
停
を
成
立
さ
せ
た
場
合
に
、
正
當
な
意
慾
の
満
足
せ
し
め
ら
れ
胤
度
合
と
、
調
停
不
調
に
よ
つ
て
そ
の

事
件
を
放
置
し
或
い
は
他
の
解
決
方
法
（
多
く
の
場
合
訴
訟
）
に
ゆ
だ
ね
た
場
合
に
正
當
な
意
慾
が
満
足
せ
し
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
度

合
、
と
を
、
そ
の
事
件
及
び
當
事
者
に
關
す
る
具
短
的
事
情
の
も
と
で
比
較
考
量
し
、
前
者
の
度
合
が
後
者
の
度
合
よ
り
も
大
な
り
と
考
え
牡
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

る
場
合
牝
は
、
そ
の
合
意
を
認
晦
て
調
停
を
成
立
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
事
は
理
論
と
し
て
正
當
で
あ
り
、
叉
實
践
上
も
そ
の
よ
う
に
や
つ

て
い
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
比
較
考
量
は
、
や
さ
し
い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
、
特
に
、
調
停
に
よ
つ
て
保
護
さ
れ
る
正
堂

な
意
慾
の
種
類
と
、
他
の
解
決
方
法
に
よ
つ
て
保
護
さ
れ
る
そ
れ
と
が
、
ち
が
つ
て
い
る
よ
う
な
場
合
は
、
大
攣
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
は
、
右

の
比
較
考
量
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
、
進
ん
で
、
そ
れ
が
正
し
く
や
り
易
い
よ
う
に
研
究
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
ユ
）
　
宮
階
澄
夫
「
饒
判
力
の
主
観
的
範
園
に
就
て
」
（
訴
訟
法
學
の
諸
問
題
第
一
輯
）
六
ー
＝
頁
。

（
2
）
　
宮
崎
（
澄
）
「
調
停
法
の
理
論
と
實
際
」
一
ニ
ニ
頁
。

　
　
　
　
　
　
う
　
　
り

（
3
）
　
合
意
が
具
饒
法
で
あ
る
限
り
は
、
眞
實
の
具
燈
的
事
實
に
帥
し
て
い
な
け
れ
ぱ
無
意
味
で
あ
り
、
し
か
し
て
、
端
的
に
、
極
限
ま
で
、
具
髄
的
事
實
に
邸
し

　
た
具
艘
法
を
定
立
す
る
こ
と
が
調
停
の
よ
さ
で
あ
る
か
ら
、
調
停
に
お
け
る
眞
實
登
見
．
の
重
要
性
は
、
勿
論
訴
訟
に
お
け
る
以
上
に
彊
調
さ
る
べ
き
で
あ
る
1

　
宮
崎
（
澄
）
「
調
停
と
い
う
こ
と
」
（
ジ
晶
既
ス
ト
一
九
五
二
年
一
・
0
月
一
五
日
號
）
五
頁
、
同
「
調
停
法
の
理
論
と
實
際
」
二
八
－
九
頁
。
そ
し
て
、
調
停
に
お

　
け
る
眞
實
奨
見
の
手
績
が
、
訴
訟
と
ち
が
つ
て
、
巌
絡
な
法
律
の
規
制
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
つ
て
眞
實
登
見
の
度
合
を



　
商
め
る
た
め
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
積
極
的
な
意
味
演
附
輿
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
4
）
　
調
停
機
關
は
、
翠
に
嘗
事
者
間
に
話
合
を
つ
け
る
こ
と
を
企
國
す
べ
き
で
は
な
く
、
事
案
の
正
し
い
、
委
當
な
解
決
は
、
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
剣
断
し
、
こ

　
の
剣
断
を
目
標
と
し
て
、
合
意
の
成
立
す
る
よ
う
努
力
す
べ
ぎ
で
あ
る
、
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
主
張
す
る
理
論
を
、
調
停
到
断
の
理
論
と
総
し
て
い
る
ー
－
井

　
倉
均
「
調
停
に
よ
る
私
法
開
係
の
修
毘
」
七
一
ー
三
頁
、
七
六
頁
註
三
、
小
川
保
男
「
調
停
の
研
究
」
一
＝
1
四
頁
、
宮
崎
（
澄
V
「
調
停
法
の
理
論
と
賀
際
」

　
二
四
頁
等
参
照
。
な
お
村
崎
浦
粥
寮
は
、
こ
の
理
論
を
極
度
碍
お
し
進
め
、
講
停
は
裁
剃
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
1
村
晴
浦
「
調
停
難
感
」
（
ヶ
ー
ス
研
究
昭

　
和
二
九
年
二
號
）
」
一
、
三
頁
、
．
同
「
調
停
離
婦
及
審
剣
離
婚
に
つ
い
て
」
（
ケ
ー
ス
研
究
昭
和
二
八
年
四
號
）
一
七
、
　
一
八
頁
等
参
照
。
村
崎
剣
事
の
こ
の
御
意

　
見
に
つ
い
て
は
、
示
唆
に
と
む
若
し
く
は
賛
成
す
ぺ
き
駄
も
あ
る
と
と
も
に
、
反
面
疑
問
の
鮎
も
多
く
存
す
る
よ
う
に
思
う
。

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）如

く

　な

い
カ
ら
で
あ
り

　
で
は
な
く

禮
験
に
よ
つ
て
、

　
て
の
調
停
官
と
い
う
よ
う
な
制
度
の
探
用
は
、

活
の
外
か
ら
、

　
反
封
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
丈
化
水
準
の
高
度
化
を
要
求
す
る
こ
と
が
う
な
ず
け
る
と
と
も
に
、

　
門
家
で
あ
る
調
査
官
と
の
チ
ー
ム
・
ウ
ワ
ー
ク
が
、

　
ら
國
民
一
般
の
客
親
的
法
意
識
の
剣
斯
を
誤
る
の
を
、

　
與
え
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
9
）
　
安
田
幹
太
「
私
法
蒋
化
の
段
階
と
し
て
の
調
停
（
四
）
」
（
法
學
協
會
難
誌
五
一
巻
七
號
）

（
m
）
　
宮
崎
（
澄
）
「
調
停
法
の
理
論
と
實
際
」
六
六
頁
。

い
ま
だ
定
立
せ
ら
れ
ざ
る
具
饅
法
な
る
も
の
の
實
在
性
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
（
澄
）
「
既
判
力
の
主
親
的
範
園
に
就
て
」
八
頁
参
照
。

宮
崎
（
澄
）
「
調
停
法
の
理
論
と
實
際
」
三
五
ー
六
頁
。

宮
崎
（
澄
）
・
前
掲
書
・
七
三
頁
。

調
停
機
關
へ
の
民
間
人
の
参
加
は
、
原
理
的
嬰
請
で
あ
る
。
印
ち
、
調
停
機
關
の
儀
成
員
の
全
部
が
法
律
家
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
後
に
詳
蓮
す
る

、
調
停
が
何
よ
り
も
先
ず
、
紛
箏
と
な
つ
て
い
る
生
活
關
係
そ
の
も
の
の
新
た
な
形
成
で
あ
つ
て
、
そ
れ
を
法
律
的
に
評
債
す
る
こ
と
に
つ
き
る
も
の
で
は

、
　
　
　
　
、
又
法
律
家
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
官
僚
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
“
の
は
、
後
遮
す
る
如
く
、
調
停
の
規
準
と
な
る
の
は
、
法
律
の
み

　
　
、
國
民
の
法
感
情
が
入
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
國
民
の
法
感
情
な
る
も
の
糠
、
す
く
な
く
と
も
、
今
日
の
と
こ
ろ
は
、
國
民
と
し
て
の
日
日
の
生
活

　
　
　
　
　
主
盟
的
に
把
握
す
る
よ
り
ほ
か
に
、
そ
の
生
き
た
萎
に
お
け
る
把
握
の
方
法
が
究
極
的
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
從
っ
て
職
業
的
な
官
吏
と
℃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
分
の
5
ち
は
、
即
ち
、
國
民
の
法
意
識
を
、
日
日
の
儂
験
を
通
じ
て
、
主
豊
的
に
把
握
し
な
い
で
、
國
民
の
生

　
　
　
　
封
象
論
的
に
、
生
活
饅
験
を
通
ず
る
以
上
に
、
生
き
た
萎
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
ぎ
が
、
も
し
來
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
ま
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
す
く
な
く
と
も
民
主
的
な
調
停
制
度
の
登
展
を
目
標
と
す
る
限
り
は
）
。
こ
の
鮎
か
ら
も
、
調
停
の
全
き
逞
用
は
、
國
民
全
儂
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
調
停
主
任
た
る
裁
剣
官
と
、
民
間
人
た
る
調
停
委
員
と
、
更
に
紛
争
の
封
象
論
的
認
識
の
專

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
必
要
な
ゆ
え
ん
ガ
わ
か
る
。
調
査
官
は
、
民
間
人
た
る
委
員
が
や
や
も
す
れ
ば
、
自
分
一
個
の
飽
活
豊
験
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
是
正
す
る
た
め
に
、
自
己
の
肚
會
に
封
す
る
封
象
論
的
認
識
の
專
門
家
と
し
て
有
す
る
智
識
か
ら
助
言
を

鯛
停
原
理
の
基
本
的
特
質

一
二
五
〇
1
一
頁
参
照
。

二
三

（
九
置
五
）



，
（
皿
）

（
盤
）

調
停
原
理
の
基
本
的
特
質

宮
階
．
（
澄
）
・
前
掲
書
・
六
七
頁
。

牌
爵
眺
叫
　
（
澄
）
O
』
剛
即
媚
隅
婁
四
・
　
一
一
ゐ
ハ
ー
八
冒
貝
、

二
四

同
「
調
停
と
い
う
こ
と
」
（
予
ユ
リ
ス
ト
一
九
五
二
年
一
〇
月
一
五
貝
號
）
四
頁
。

（
九
露
六
）

本

論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
閣
節
　
調
停
の
創
造
性
、
主
駿
性

　
調
停
に
お
い
て
成
立
す
る
合
意
は
、
そ
の
中
に
お
い
て
、
今
ま
で
相
封
立
し
て
い
た
、
理
窟
と
理
窟
、
意
地
と
意
地
、
感
清
と
感
惰
と
が
、
調

和
さ
れ
疋
い
る
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
調
停
手
績
は
、
端
的
に
、
か
よ
う
な
合
意
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
手
績
で
あ
つ
て
、
事
件

を
ば
法
律
要
件
的
に
評
便
し
て
、
法
律
数
果
を
宣
言
す
る
と
こ
ろ
の
裁
剣
、
を
み
ち
び
く
た
め
の
訴
訟
手
績
と
は
根
本
的
に
相
違
す
る
。
調
停
に
。

お
け
る
合
意
は
、
そ
れ
自
身
が
當
該
事
案
K
關
係
あ
る
生
活
關
係
の
新
L
い
形
成
で
あ
つ
て
、
到
決
の
如
く
、
事
件
の
外
部
よ
り
與
え
ら
れ
た
到

断
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
到
決
は
、
ロ
頭
辮
論
終
結
時
を
規
準
と
し
て
、
事
實
に
封
し
法
律
の
立
場
か
ら
、
い
か
な
る
法
律
数
果
が
與
え

ら
れ
る
か
を
、
到
断
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
に
よ
つ
て
紛
雫
が
、
内
面
的
に
氷
解
す
る
も
の
で
は
な
い
。
調
停
は
、
到
決
が
事
件
の
外
か
ら

の
封
象
論
的
な
到
断
で
あ
る
の
に
封
し
て
、
事
件
の
内
面
的
、
主
醗
的
震
展
の
所
産
な
の
で
あ
る
。
事
件
そ
の
も
の
を
調
和
の
方
向
へ
お
し
す
す

め
て
行
つ
て
、
到
達
す
る
と
こ
ろ
が
合
意
な
の
だ
と
も
い
え
る
。
だ
か
ら
調
停
手
績
に
お
い
て
、
事
件
を
法
律
要
件
的
に
分
析
し
、
い
か
な
る
法

律
数
巣
が
襲
生
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
到
断
が
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
つ
て
も
、
そ
の
鋼
断
は
、
解
決
へ
の
出
畿
黙
乃
至
一
資
料
と
し
て
の
意
味

を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
調
停
と
し
て
は
何
の
意
味
も
な
い
。
調
停
の
中
心
は
、
か
か
る
到
断
を
一
つ
の
資
料
と
し

て
調
停
機
關
が
作
成
し
た
調
停
剣
断
に
合
致
し
た
合
意
を
、
當
事
者
が
な
す
よ
ヲ
に
、
調
停
行
爲
を
し
、
そ
の
結
果
調
停
到
断
と
同
趣
旨
の
合
意

ガ
な
さ
れ
る
と
い
う
勲
に
あ
る
。
調
停
は
、
訴
訟
の
よ
う
に
、
客
観
的
、
射
象
論
的
熊
度
を
も
つ
て
、
過
去
の
事
實
を
ふ
り
か
え
つ
て
、
そ
の
事

實
に
い
か
な
る
法
律
敷
果
を
認
め
得
る
か
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
現
在
の
事
件
を
、
調
和
あ
る
生
活
と
す
る
た
め
に
は
、
ど
5
し
た
ら
よ
い
か



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
、
調
和
あ
る
生
活
と
い
う
目
標
を
み
う
め
な
が
ら
、
そ
れ
に
向
つ
て
主
鰻
的
に
前
進
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
か
く
て
調
停
の
基
本
的
性
格
の

一
と
し
て
、
調
和
あ
る
生
活
を
創
造
す
る
と
い
う
創
造
性
及
び
、
そ
の
創
造
が
、
主
胆
的
努
力
に
よ
つ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
主
醒
性
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
封
し
て
訴
訟
に
は
、
過
去
の
事
實
を
、
事
篠
に
お
い
て
贋
値
劃
断
す
る
と
い
う
事
後
砂
慣
値
到
断
性
及
び
、
そ
の
慣
値
到

断
が
、
餐
観
的
、
封
象
論
的
立
場
に
お
い
て
な
さ
れ
る
と
い
う
封
象
性
が
あ
る
。

　
生
き
た
人
間
の
生
活
を
、
」
つ
の
客
観
的
な
存
在
と
し
て
、
事
後
に
な
つ
て
、
そ
の
外
部
か
ら
封
象
論
的
に
、
法
律
要
件
に
分
析
し
、
い
か
な

る
法
律
数
果
を
認
め
得
る
か
を
到
断
す
る
こ
と
は
、
主
と
し
て
理
性
の
作
用
に
よ
つ
て
行
な
わ
れ
る
。
雑
に
民
事
實
饅
法
に
お
い
て
、
法
律
要
件

を
組
成
す
る
法
律
事
實
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
最
も
代
表
的
な
も
の
が
、
合
理
的
に
利
害
得
失
を
劃
断
し
て
行
動
す
る
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ

た
「
人
」
の
意
思
表
示
（
し
か
も
こ
の
意
思
衰
示
の
内
容
は
、
現
賞
に
は
非
合
理
的
な
も
の
を
含
む
と
こ
ろ
の
そ
の
動
機
と
切
り
は
な
さ
れ
て
取
扱
わ
れ
る
）
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
　
セ
　
　
ち

あ
る
今
の
法
制
の
下
に
お
い
て
は
、
合
理
的
な
も
の
の
み
が
、
法
の
め
が
ね
の
中
に
入
つ
て
來
る
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
到
が
合
理
的
形
式
、
封
象

論
的
合
理
的
認
識
作
用
を
も
つ
て
な
さ
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
當
然
で
あ
る
。
と
も
か
く
封
象
論
的
、
合
理
的
な
認
識
作
用
が
、
事
後
の
釧
断
の
特

性
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
、
事
件
そ
の
も
の
の
内
面
的
な
、
調
和
な
生
活
關
係
へ
の
主
髄
的
な
獲
展
、
つ
ま
り
具
饅
的
な
生
活
關
係
の
螢
な
み

は
、
合
理
的
な
理
性
の
作
用
の
み
に
導
か
れ
た
の
で
は
不
充
分
で
あ
つ
て
、
意
恩
と
感
情
と
理
性
、
つ
ま
り
人
の
全
人
格
そ
の
も
の
が
、
働
ら
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
事
件
そ
れ
自
身
の
調
和
な
生
活
關
係
へ
向
つ
て
の
内
面
的
な
獲
展
の
段
陶
と
し
て
の
合
意
を
創
造
す
る
と
い
う
調

停
の
原
理
は
、
輩
に
合
理
的
、
封
象
論
的
な
内
容
の
み
を
も
つ
⑳
で
は
不
充
分
で
あ
り
て
、
主
饅
的
、
全
人
格
的
な
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

わ
け
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
裁
到
を
す
る
に
際
し
て
は
障
子
を
た
て
て
、
當
事
者
を
見
な
い
で
す
る
、
と
い
う
事
が
あ
る
意
味
に
お
い
て
正
し
さ
を

も
つ
の
と
反
封
に
、
調
停
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
で
も
正
し
く
な
い
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

　
制
度
上
、
調
停
委
員
會
が
、
法
的
理
性
の
代
表
者
と
し
て
の
裁
剣
官
の
ほ
か
に
、
意
地
や
感
情
の
代
表
者
と
し
て
の
民
間
人
の
委
員
を
以
て
構

成
さ
れ
、
叉
「
互
譲
」
1
こ
れ
は
謝
立
抗
孚
の
観
念
を
す
て
て
、
互
に
反
省
し
、
自
己
の
立
場
の
み
な
ら
ず
相
乎
の
立
場
を
も
考
慮
し
て
、
協

　
　
　
　
調
停
原
理
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本
的
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質
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）
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（
3
）

調
的
態
度
を
以
て
事
件
の
解
決
即
ち
新
し
い
生
活
闘
係
の
創
逡
を
は
か
る
こ
と
、
を
意
味
す
る
と
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
ー
が
張
調
さ
れ
る

の
も
（
嘱
翻
鰍
〉
、
更
に
「
調
停
委
員
と
な
る
べ
き
者
」
の
選
任
基
準
と
し
て
、
徳
望
良
識
あ
る
者
と
あ
り
（
翻
購
竣
員
）
、
又
一
度
「
調
停
委
員
と

な
る
べ
き
者
」
に
選
任
さ
れ
た
者
も
、
調
停
委
員
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
爲
が
あ
つ
た
と
き
は
、
裁
到
所
は
そ
の
選
任
を
取
消
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
髪
つ
て
い
る
が
（
罐
肇
、
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
調
停
奮
た
乏
愈
わ
し
く
な
い
行
爲
と
㌢
の
は
、
そ
の
よ
う
な
私
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

活
上
の
行
爲
を
も
含
む
、
と
解
繹
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
も
、
右
に
述
べ
た
如
く
、
調
停
が
、
創
造
性
と
主
燈
性
を
有
す
る
と
の
観
黙
か
ら
理

解
さ
れ
る
と
き
、
積
極
的
な
意
義
を
も
つ
こ
と
と
な
ろ
う
。

　（1

）
　
日
本
調
停
協
愈
蓬
合
會
編
「
調
停
讃
本
」
七
ー
八
頁
が
、
『
調
停
は
、
今
後
ど
の
よ
う
な
關
係
を
當
事
者
間
に
成
立
さ
せ
れ
ば
、
委
嘗
な
、
圓
浦
な
生
活
開

　
　
係
が
う
ち
た
て
ら
れ
る
の
か
と
い
う
観
鮎
か
ら
事
件
を
虚
理
し
ま
す
』
と
い
つ
て
い
る
の
は
、
正
當
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
板
倉
周
防
守
重
宗
の
故
事
、
穂
積
陳
重
「
法
窓
夜
話
」
一
〇
八
頁
。

　
（
3
）
　
宮
崎
（
澄
）
「
調
停
と
い
う
こ
と
」
（
ジ
晶
リ
ス
ト
一
九
玄
二
年
一
〇
月
一
五
日
號
）
四
頁
。

　
（
4
）
　
市
川
四
郎
「
家
事
審
剴
法
概
説
」
一
七
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
節
調
停
の
続
合
性

　
調
停
に
お
け
る
合
意
は
、
現
實
に
生
活
す
る
人
間
の
、
具
盟
的
事
案
に
お
け
る
、
具
盟
的
事
案
の
特
殊
性
に
帥
し
た
、
規
準
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
漁
そ
こ
で
調
停
に
お
け
る
合
意
の
、
最
も
望
ま
れ
る
姿
は
、
輩
に
法
律
の
立
場
が
ら
の
み
で
は
な
く
、
道
徳
の
立
場
か
ら
み
て
も
、
慣
脅
の

立
場
か
ら
み
て
も
、
経
濟
や
技
術
の
．
法
則
の
立
場
か
ら
み
て
も
旭
更
に
心
理
的
・
生
理
的
法
則
の
立
場
か
ら
み
て
も
（
家
事
調
停
な
ど
特
に
）
、
す
べ

て
無
理
の
な
い
も
の
を
内
容
と
L
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
、
合
意
は
杜
會
生
活
上
或
い
は
人
間
の
生
存
上
慣
値
の
あ
る
右
に
あ
げ

ぬ
よ
う
な
諸
規
範
・
諸
法
則
（
こ
れ
ら
を
以
下
軍
に
諸
規
範
・
諸
法
則
と
略
穗
す
る
）
の
ど
れ
か
一
つ
に
で
も
、
著
し
く
違
反
し
て
い
る
た
め
に
、
現
實

の
具
盟
的
事
件
の
當
事
者
が
、
合
意
通
り
に
行
動
す
る
こ
と
が
、
大
愛
に
困
難
で
あ
る
よ
う
な
も
の
で
は
い
廿
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
調
停



に
お
け
る
合
意
は
、
現
實
に
生
き
て
い
る
具
饅
的
事
案
の
嘗
事
者
た
る
人
聞
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
具
饅
的
事
件
の
實
情
に

帥
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
嘗
然
に
結
果
す
る
。
元
來
實
在
す
る
人
間
（
法
律
人
と
か
鯉
濟
人
と
か
い
う
よ
う
な
も
の

で
撒
な
く
）
は
、
諸
規
範
・
諸
法
則
の
ど
れ
か
一
つ
に
だ
け
完
全
に
忠
實
に
從
い
、
他
の
一
っ
或
い
は
若
干
の
も
の
の
命
ず
る
と
こ
ろ
を
、
殆
ん

ど
無
覗
す
る
よ
う
な
行
動
を
と
り
得
る
も
の
で
は
な
い
。
強
い
て
、
そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
ら
せ
れ
ば
、
や
が
て
無
理
を
生
じ
、
生
活
の
調
和
を

害
す
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
お
よ
そ
現
實
に
生
存
す
る
具
饅
的
な
人
間
に
封
す
る
行
動
の
準
則
は
、
具
饅
的
事
案
の
個
別
的
特
殊
性
に

憲
じ
て
、
諸
規
範
・
諸
法
則
の
命
ず
る
と
こ
ろ
を
、
調
和
統
合
し
た
も
の
を
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
、
調
停
に
．

お
け
る
合
意
は
、
法
律
、
道
徳
、
経
濟
法
則
、
技
術
、
心
理
的
・
生
理
的
法
則
な
ど
が
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
な
原
理
に
よ
つ
て
、
そ
れ

自
身
矛
盾
な
き
合
理
的
な
饅
系
で
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
れ
ば
充
分
ー
す
く
な
く
と
も
そ
れ
で
一
か
ど
の
規
範
で
あ
り
法
則
で
あ
る
ー
で
あ
る
の

と
異
つ
て
、
こ
れ
ら
の
諸
規
範
・
諸
法
則
の
命
ず
る
と
こ
ろ
を
、
そ
の
具
燈
的
事
案
の
特
殊
性
に
適
慮
し
て
、
調
篇
し
、
統
合
し
た
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
批
會
の
進
化
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
分
化
し
て
饅
系
づ
け
ら
れ
た
法
律
、
道
徳
、
禮
儀
な
ど
の
諸
規
範
、
経
濟
、
，
技
術
、
心
理
、
生
理
等
に
關
す

る
諸
法
則
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
す
る
と
こ
ろ
の
評
頂
は
、
、
具
鰻
的
事
案
に
際
し
て
、
お
う
お
う
に
し
て
、
相
互
に
矛
盾
す
る
場
合
が
生
ず
る
。
そ
し

て
戯
會
生
活
が
複
雑
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
か
よ
う
な
場
合
は
多
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
法
律
上
は
親
孝
行
は
義
務
で
は
な
い
が
道
徳
上
は

そ
れ
が
義
務
で
あ
り
ー
今
日
に
お
い
て
も
道
徳
上
は
、
こ
の
義
務
が
肯
定
さ
れ
よ
う
、
た
だ
、
そ
う
義
務
づ
け
る
こ
と
の
敵
會
的
意
義
や
孝
養

を
つ
く
す
具
鵠
方
禁
響
た
の
み
虜
る
ー
、
播
姻
愛
き
内
縁
昊
纏
、
葎
上
奨
攣
窪
い
が
（
穀
七
）
、
心
理
的
、
生
理

的
に
は
、
或
い
は
経
濟
的
に
も
、
内
縁
の
夫
婦
を
、
法
律
上
の
夫
婦
と
癌
別
し
て
取
扱
う
必
要
は
な
い
と
か
、
或
い
は
心
理
的
、
生
理
的
に
は
二

世
帯
の
同
居
は
不
適
當
と
考
え
ら
れ
る
が
、
経
濟
的
に
は
別
居
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
か
、
法
律
上
は
借
家
人
の
立
退
き
は
義
務
で
あ
る
が
、

総
濟
的
、
或
い
は
生
理
的
に
は
、
そ
れ
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
か
、
か
よ
う
な
例
は
い
く
ら
で
も
存
在
す
る
。
そ
し
て
身
分
關
係
の
非
合
理
性
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と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
か
か
る
矛
盾
の
度
合
が
財
産
闘
係
に
比
し
て
相
當
に
大
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
右
の
如

き
場
合
に
具
饅
的
事
案
の
解
決
を
一
つ
の
規
範
や
法
則
の
立
場
か
ら
の
み
企
圖
し
て
も
、
そ
れ
で
は
翼
の
解
決
と
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
事
件
當

事
者
の
一
方
が
、
あ
る
一
つ
の
規
範
・
法
則
の
立
場
か
ら
の
み
或
る
主
張
を
し
、
他
の
一
方
が
、
そ
れ
と
ち
が
つ
た
規
範
・
法
則
の
立
場
か
ら
封

抗
の
主
張
を
す
る
よ
う
蹴
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
當
事
者
の
主
張
は
、
と
に
か
く
理
窟
が
通
り
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
極
め
て
解
決
は
困
難
な
紛

孚
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
つ
て
、
現
在
ま
で
分
化
し
饅
系
づ
け
ら
れ
て
來
た
諸
規
範
・
諸
法
則
を
、
一
般
的
な
規
範
や
法
則
の
型
に

お
い
て
、
一
本
化
す
る
こ
と
は
、
肚
會
を
原
始
時
代
に
か
え
す
こ
と
で
あ
り
、
絶
封
に
不
可
能
で
あ
る
。
い
か
に
法
律
の
倫
理
化
や
技
術
化
を
さ

け
備
だ
と
こ
ろ
で
、
法
律
が
法
律
で
あ
る
限
り
、
道
徳
や
技
術
と
一
致
さ
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
從
つ
て
我
々
の
な
す
べ
き
こ
と
は
、

一
般
的
・
抽
象
的
な
規
範
や
法
則
の
型
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
範
や
法
則
が
獅
自
の
そ
れ
自
身
矛
盾
の
な
い
饅
系
を
褒
展
さ
せ
、
し
か
も

個
別
具
髄
的
な
事
案
に
直
面
し
て
は
、
そ
れ
ら
諸
規
範
・
諸
法
則
間
の
評
慣
の
矛
盾
、
封
立
を
、
そ
の
事
案
の
特
殊
性
に
適
慮
し
て
、
調
和
統
合

さ
せ
て
行
く
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
な
螢
な
み
は
、
我
々
の
日
日
の
現
實
の
生
活
そ
の
も
の
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
國
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

機
關
（
調
停
委
員
も
事
件
を
指
當
す
る
と
き
は
、
非
常
勤
の
國
家
公
務
員
と
な
る
）
が
關
興
し
て
、
當
事
者
聞
の
具
髄
的
紛
孚
を
解
決
す
る
制
度
の
中
で

は
、
調
停
が
最
も
、
か
よ
う
な
諸
規
範
・
諸
法
則
聞
の
矛
盾
の
調
和
統
合
を
は
が
り
得
る
制
度
で
あ
る
。
い
な
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
調
和
統
合
を

は
か
る
た
め
の
國
家
的
制
度
と
し
て
、
調
停
は
存
在
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
裁
到
は
、
積
極
的
に
か
か
る
統
合
作
用
を
な
す

も
の
で
は
な
く
、
又
假
に
か
か
る
統
合
作
用
を
し
よ
う
と
意
圖
し
た
と
し
て
も
、
制
度
の
本
質
的
制
約
か
ら
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難

で
あ
る
。
『
し
か
し
て
裁
剣
は
、
事
實
を
ば
、
法
律
要
件
的
に
分
析
し
て
、
そ
れ
に
封
し
い
か
な
る
法
律
数
果
を
附
し
得
る
か
を
到
断
す
る
も
の
で

あ
つ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
法
律
数
果
が
宣
言
せ
ら
れ
た
事
件
に
お
け
る
、
法
律
以
外
の
諸
規
範
・
諸
法
則
と
の
矛
盾
の
調
和
は
、
裁
到
以
外

の
場
面
に
お
し
や
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
裁
到
が
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
お
い
て
、
諸
規
範
・
諸
法
則
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
下
さ
れ
る
評
債
の
矛

．
盾
を
調
和
統
合
す
る
必
要
が
な
い
（
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
裁
判
と
し
て
は
充
分
の
存
在
意
義
を
も
つ
）
の
に
反
し
て
、
調
停
に
お
け
る
合
意
は
、



そ
れ
自
身
の
う
ち
に
お
い
て
、
諸
規
範
・
諸
法
則
か
ら
の
評
慣
の
矛
盾
の
調
和
、
統
合
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
軍
に
、

紛
争
を
國
家
の
機
闘
に
よ
つ
て
、
早
急
に
か
つ
安
債
に
解
決
す
る
、
と
い
う
た
め
に
は
、
あ
え
て
調
停
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
つ
て
、
訴
訟
手

績
の
簡
素
化
、
裁
鋼
機
關
の
人
的
、
物
的
充
實
、
訴
訟
扶
助
の
横
大
等
の
封
策
を
以
て
足
り
る
の
で
あ
る
。

　
調
停
が
・
諸
規
範
．
諸
法
則
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
下
さ
れ
た
評
慣
相
互
間
の
矛
盾
を
内
具
饅
的
事
案
の
個
別
的
特
殊
性
に
籐
じ
て
、
調
和
統
合
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
調
停
に
お
け
る
合
意
乃
至
調
停
到
断
の
内
容
が
、
法
に
依
嫁
し
て
ば
か
り
い
た
の
で
は
不
充
分
で
あ
る

こ
≧
は
、
自
明
の
理
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
調
停
に
お
け
る
規
準
は
、
法
律
の
み
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
理
由
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
普

通
に
調
停
に
お
け
る
規
準
と
し
て
は
、
法
律
の
ほ
か
に
、
「
正
義
」
、
「
衡
雫
」
、
「
條
理
」
、
「
法
感
情
」
な
ど
の
言
葉
で
よ
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
、
と

い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
言
葉
で
よ
ば
れ
る
も
の
も
、
な
お
法
的
な
規
範
（
償
値
）
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
調
停
の
規
準
と
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

ま
だ
ま
だ
一
面
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
調
停
は
法
律
に
の
み
依
擦
せ
ず
と
い
う
の
は
、
固
定
的
な
法
律
と
冠
會
生
活
の
進
歩

と
の
ず
れ
の
諏
郵
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
い
か
に
時
代
に
適
慮
し
た
法
律
と
い
え
ど
も
、
そ
の
地
の
諸
規
範
・
諸
法
則
と
の
問
に

矛
盾
が
あ
る
め
は
、
そ
れ
が
法
律
で
あ
る
限
り
當
然
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
個
別
具
饅
的
事
案
に
お
け
る
調
和
と
い
う
こ
と
が
、
調
停
の
最
も
根

源
的
な
存
在
理
由
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
調
停
の
實
際
に
お
い
て
も
、
調
停
委
員
は
、
い
わ
ゆ
る
法
律
の
專
門
家
の
み
で
あ
つ
て
は
な
ら
ず
、
そ

の
ほ
か
に
、
紛
争
と
な
つ
て
い
る
生
活
闘
係
そ
の
も
の
に
關
す
る
、
い
わ
ゆ
る
學
識
経
験
者
が
（
特
に
農
事
、
商
事
、
鎖
害
な
ど
の
特
別
事
項
の
調
停

に
お
い
垂
加
わ
る
こ
嘉
必
響
さ
れ
る
わ
け
虜
る
（
購
護
鵡
）
．
以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
、
い
か
に
葎
壽
代
翫
肇
肉
奪

も
つ
て
い
て
も
、
叉
い
か
に
訴
訟
手
績
が
迅
遠
化
さ
れ
、
費
用
の
か
か
ら
な
い
も
の
と
な
つ
て
い
て
も
、
調
停
制
度
が
全
然
不
必
要
と
な
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
（
4
・
）

は
な
い
で
あ
ろ
う
（
も
ち
ろ
ん
調
停
事
件
の
敬
は
へ
る
で
あ
ろ
う
が
）
。

　
要
す
る
に
、
調
停
に
お
け
る
合
意
は
、
そ
の
う
ち
に
お
い
て
、
諸
規
範
・
諸
法
則
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
下
さ
れ
た
、
具
燈
的
事
案
に
轡
す
る
評
慣

が
、
矛
盾
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
矛
盾
が
、
そ
の
具
燈
的
事
案
の
特
殊
性
に
帥
し
て
、
調
和
統
合
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

　
　
　
　
鶴
停
原
理
の
基
本
的
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
　
（
九
六
騨
）



　
　
　
調
停
原
理
の
墓
本
的
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
　
　
（
九
六
二
）

と
い
う
統
合
性
を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
從
來
よ
く
調
停
で
は
爾
當
事
者
の
有
す
る
「
七
分
三
分
の
理
」
・
「
五
分
五
分
の
理
」
を
充
分
汲
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

事
件
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
訴
訟
で
は
こ
れ
が
で
き
な
い
の
で
こ
の
黙
が
調
停
の
長
所
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
來
た
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
に

い
わ
ゆ
る
一
方
の
當
事
者
の
有
す
る
七
分
三
分
或
い
は
五
分
五
分
の
理
と
、
他
方
の
當
事
者
の
有
す
る
そ
れ
と
は
、
ど
ち
ら
も
「
理
」
と
い
う
同

じ
丈
字
で
表
現
さ
れ
て
い
て
も
、
實
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
つ
た
規
範
・
法
則
か
ら
の
理
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
く
な
く
と
も
そ
う
い

う
場
合
に
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
難
件
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
調
停
が
「
七
分
三
分
の
理
」
・
「
五
分
五
分
の
理
」
を
充
分
に
汲
ん
だ
解
決

を
な
し
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
印
ち
、
調
停
に
は
前
蓮
の
如
き
意
味
に
お
け
る
統
合
性
が
あ
る
故
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
從
つ
て
、
こ
の
黙
か
ら
み

て
も
、
私
の
統
合
性
に
闘
す
る
主
張
は
架
室
の
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
調
停
は
、
統
合
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
こ

‘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

そ
、
調
停
が
、
現
行
實
饅
法
に
と
つ
て
代
る
と
こ
ろ
の
實
饅
法
を
創
造
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
り
、
叉
訴
訟
法
と
實
饅
法
と
の
合
燈
を
實
現
せ

（
7
）

る
も
の
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
調
停
は
、
現
行
實
饅
法
が
飲
隔
ポ
あ
る
と
思
つ
て
も
、
そ
れ
に
代
お
實
燈
法
そ
の
も
の
を
創
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

す
る
こ
と
に
は
、
直
接
關
心
を
向
け
て
い
な
い
し
、
叉
調
停
に
お
け
る
同
趣
旨
の
合
意
の
集
積
は
、
鋼
例
の
集
積
が
實
髄
法
の
一
種
と
し
て
の
到

例
婆
製
す
る
よ
直
彊
い
て
夏
ぱ
調
停
製
ξ
い
う
べ
婁
襲
を
製
す
る
こ
と
を
な
し
難
い
も
の
で
萱
遷
．
調
停
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
V

法
の
適
用
を
事
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
訴
訟
法
と
は
、
直
接
に
關
係
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
、

　
以
上
前
節
及
び
本
節
で
述
べ
た
如
く
、
調
停
ぱ
、
個
別
具
饅
的
紛
争
の
解
決
を
、
主
盟
的
、
内
面
的
に
、
當
事
者
の
合
意
に
よ
つ
て
な
す
と
い

う
、
創
鐙
性
、
主
龍
性
と
、
更
に
、
・
そ
の
合
意
は
、
営
該
事
案
に
封
し
て
、
諸
規
範
・
諸
法
則
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
下
さ
れ
る
相
矛
盾
し
た
評
便

を
、
そ
の
事
案
の
特
殊
性
に
帥
し
て
調
和
統
合
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
統
合
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
訴
訟
は
、
個
別
具
艦
的

紛
争
の
解
決
を
、
外
面
的
、
構
威
的
に
、
有
構
的
な
事
後
の
劃
断
に
よ
つ
て
な
す
と
い
う
、
事
後
の
評
債
性
と
、
更
に
、
そ
の
有
構
的
な
剣
断

、
は
、
事
實
を
ば
法
律
要
件
的
に
分
析
し
、
そ
れ
に
封
し
て
、
法
の
立
場
か
ら
の
評
慣
を
加
え
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
、
分
析
性
、
一
面
性
、
を
有



す
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
調
停
と
訴
訟
と
の
特
質
を
封
比
さ
せ
る
と
き
、
こ
れ
に
封
し
て
先
ず
考
え
ら
れ
る
批
勢
は
、
筆
巻
の
見
方
こ
そ
一
面

的
で
あ
り
、
訴
訟
に
も
、
具
盟
的
姜
當
性
の
追
及
か
ら
す
る
非
合
理
性
」
創
造
性
、
が
あ
る
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
私
と

て
も
、
個
々
の
裁
到
例
に
そ
の
よ
う
な
も
の
が
在
る
こ
と
は
認
め
る
し
、
特
に
名
裁
到
と
も
な
れ
ば
ま
す
ま
す
そ
う
で
あ
ろ
う
。
叉
更
に
、
一
般

的
に
、
裁
到
に
も
非
合
理
性
、
創
造
性
が
、
あ
る
限
度
に
お
い
て
存
す
る
こ
と
も
認
め
よ
う
。
だ
が
、
本
稿
で
筆
者
の
な
し
た
比
較
、
封
照
は
、

後
述
す
る
位
相
的
釧
断
で
あ
る
の
で
、
か
よ
う
な
黙
は
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
市
川
四
郎
，
「
家
事
審
剣
法
概
説
」
一
七
頁
、
小
山
昇
「
民
事
調
停
法
概
説
」
五
九
頁
。

（
2
）
　
「
正
義
」
、
「
衡
平
」
、
「
條
理
」
、
　
な
ど
と
い
う
よ
り
も
、
「
道
義
」
や
「
温
情
」
の
方
が
、
　
法
的
な
便
値
を
は
な
れ
て
い
る
鮎
で
す
ぐ
れ
て
い
る
」
も
つ
と

　
も
、
「
並
義
」
、
「
衡
耶
」
、
ら
條
理
」
な
ど
と
い
う
言
葉
を
以
て
、
個
別
具
燈
的
事
案
の
特
殊
性
に
慮
じ
て
、
諸
規
範
・
諸
法
則
か
ら
の
舗
償
の
矛
盾
を
調
赦
、
統

　
合
す
る
た
め
の
原
理
乃
至
こ
れ
ら
を
調
和
統
合
し
た
結
果
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
使
用
す
る
の
な
ら
ぱ
、
用
語
の
遍
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
内
容
的
に
は
本

　
丈
に
蓮
べ
た
如
き
私
の
考
と
同
趣
旨
と
な
ろ
う
。

（
3
）
　
安
田
幹
太
「
私
法
尊
化
の
段
階
と
し
て
の
調
停
」
（
法
學
協
曾
雑
誌
五
一
巻
五
．
號
）
九
四
三
頁
参
照
。

（
4
）
　
こ
の
殿
に
っ
き
安
田
幹
太
致
授
が
、
早
く
も
昭
和
七
年
に
お
い
て
、
調
停
（
特
に
わ
が
國
に
お
け
る
）
は
、
訴
訟
手
績
上
の
訣
路
か
ら
來
る
弊
害
を
除
去

　
（
同
教
授
の
い
わ
ゆ
る
反
手
績
法
的
調
停
）
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
み
で
は
な
く
、
實
艦
法
の
健
階
よ
り
生
ず
る
弊
害
の
除
去
（
同
教
授
の
い
わ
ゆ
葛
反
實
燈

　
法
的
調
停
）
が
主
目
的
だ
と
主
張
さ
れ
た
の
は
、
正
し
い
方
向
を
指
示
す
る
卓
見
で
あ
つ
た
と
い
え
よ
う
。
安
田
・
前
掲
論
文
・
九
一
六
－
九
頁
、
九
四
〇
ー
四

　
頁
。

（
5
）
　
穗
積
重
遠
「
調
停
法
」
（
現
代
法
學
全
集
第
三
八
巻
）
二
二
九
頁
、
宮
崎
（
澄
）
「
調
停
法
の
理
論
と
實
際
」
七
六
頁
尊
。

（
6
）
　
井
倉
均
「
調
停
に
お
け
る
私
法
關
係
の
修
正
」
二
三
頁
、
梼
本
丈
雄
「
肚
會
法
と
市
民
法
」
二
七
八
頁
。

（
7
）
　
禰
本
丈
雄
・
前
揚
書
・
二
七
八
頁
。

（
8
）
　
調
停
に
お
い
て
は
前
述
の
如
き
、
法
と
そ
の
他
の
諸
規
範
・
諸
法
則
と
の
矛
盾
の
統
合
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
叉
、
い
か
な
る
法
も
法
で
あ
る
以
上
、
常
に

　
必
ず
、
他
の
諸
規
範
・
諸
法
則
と
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
調
停
そ
の
も
の
に
よ
つ
て
、
新
し
い
實
雀
法
を
作
ろ
う
と
い
う
關
心
は
生
じ
な
い
。

（
9
）
　
調
停
に
お
け
る
合
窓
は
、
鋼
決
と
ち
が
つ
て
、
法
律
關
係
の
確
認
や
形
成
に
向
け
ら
れ
た
合
意
ば
か
り
で
は
な
い
。
畢
な
る
事
箕
關
係
に
開
す
る
合
意
も
あ

　
る
（
宮
崎
〔
澄
〕
「
調
停
法
の
理
論
と
實
際
」
三
九
i
四
一
頁
参
照
）
。
右
の
よ
う
な
極
端
な
揚
合
で
は
な
く
と
も
、
合
意
は
、
判
決
と
同
じ
く
具
饅
法
の
一
種
で

　
　
　
調
停
原
理
の
基
本
的
特
哲
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謹
一
　
　
　
（
九
六
竃
）



　
　
謂
停
原
理
の
基
本
的
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
　
　
（
九
六
四
）

あ
る
と
は
い
え
、
判
決
に
比
し
て
繍
段
と
彊
固
に
具
燈
的
事
實
及
び
法
以
外
の
諸
規
範
・
諸
法
則
と
も
融
合
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
集
積
か
ら
、
抽
象
的
實
豊
法

と
し
て
要
當
な
る
規
範
を
引
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
又
本
來
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
無
理
を
し
て
抽
象
的
賞
彊
法
と
し
て
の
規
範
を
婦
納
す
る
よ
う

な
こ
と
を
絶
封
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
木
に
よ
つ
て
魚
を
求
め
る
、
た
と
え
に
似
た
、
調
停
の
本
質
を
理
解
し
な
い
無
駄
な
努
力
で
あ
り
、
又

抽
象
實
燈
法
の
艘
系
を
み
だ
す
重
大
な
悪
い
結
果
を
ひ
き
起
す
と
と
も
に
、
講
停
の
正
し
い
登
展
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
、
罰
停
の
本
質
を
誤
解
し
、

調
停
例
か
ら
、
調
停
例
抽
象
實
膣
法
を
無
理
し
て
も
鯖
納
す
る
人
々
が
増
加
し
た
ら
、
正
に
戒
能
教
授
が
、
う
れ
い
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
1
戒
能
「
民
法
と
家

事
調
停
」
（
法
律
時
報
二
八
巻
二
號
）
五
頁
1
、
『
法
規
を
壷
り
と
ば
す
』
よ
う
な
、
大
饗
な
結
果
と
な
る
。
・

（
m
）
　
た
だ
い
か
ん
な
が
ら
、
合
意
の
執
行
に
蘭
し
て
は
、
民
事
訴
訟
法
の
規
定
に
從
う
の
を
原
則
と
し
て
い
る
。
今
後
は
こ
の
歌
態
は
打
破
さ
る
べ
き
で
あ

り
、
確
定
手
績
の
相
違
に
慮
じ
凌
、
調
停
執
行
手
績
が
完
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
同
の
履
行
確
保
に
關
す
る
「
家
事
審
判
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
」
（
昭
和
一
一
二
年
法
律
第
九
一
號
）
の
制
定
は
、
そ
の
第
一
着
手
と
し
て
重
大
な
意
義
を
持
と
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
節
罰
停
諭
建
設
へ
の
道

　
法
そ
の
他
の
諸
規
範
ザ
諸
法
則
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
下
さ
れ
る
、
具
饅
的
事
案
に
封
す
る
、
評
贋
相
互
間
の
矛
盾
を
、
具
饅
的
事
案
の
特
殊
性
に

部
し
て
、
調
和
統
合
し
、
現
に
紛
争
と
な
つ
て
い
る
生
活
開
係
を
ば
、
調
和
あ
る
李
和
な
生
活
關
係
に
頚
展
さ
せ
る
た
め
の
合
意
を
、
主
髄
的
な

努
力
に
ょ
り
て
創
造
せ
ん
と
す
る
の
が
調
停
で
あ
る
。
か
よ
う
な
調
停
に
お
い
て
な
さ
れ
る
統
合
と
創
造
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
そ
の
殆
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
じ

ど
が
、
調
停
機
關
の
鰹
験
を
も
と
に
す
る
か
ん
の
働
き
に
よ
つ
て
な
さ
れ
て
來
た
。
そ
し
て
こ
の
統
合
と
創
造
の
作
用
の
原
理
そ
の
も
の
が
、
畢

問
の
あ
か
る
み
に
も
ち
出
さ
れ
る
こ
と
臓
極
め
て
す
く
な
く
、
叉
こ
の
作
用
の
原
理
の
自
畳
に
も
と
づ
い
て
調
停
の
實
践
が
指
導
さ
れ
る
こ
と
も

殆
ん
ど
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
今
ま
で
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
統
合
と
創
造
の
作
用
の
結
果
で
き
た
調
停
の
緒
果
と
、
そ
の
よ
う
な
作
用
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

し
で
で
き
た
裁
到
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
作
用
そ
の
も
の
の
原
理
と
、
作
用
の
結
果
と
は
明
ら
か
に
別
な
も
の
で
あ
る
。
作
用
の
結
果

は
欝
態
で
あ
る
か
ら
容
易
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
作
用
そ
の
も
の
は
動
態
で
あ
ξ
か
ら
、
そ
の
認
識
に
困
難
を
感
ず
る
。
特
に
調
停
に

お
け
る
統
合
と
創
造
の
作
用
は
、
そ
の
普
遍
的
形
象
に
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
個
別
的
形
象
に
意
義
が
あ
る
も
の
で
あ
り
、
又
、
目
然
現
象



に
お
け
る
蓮
動
の
作
用
な
ど
の
如
く
無
目
的
な
も
の
で
は
な
く
、
主
饅
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
如
實
の
姿
に
お
い
て
把
握
し
、
更
に
完

全
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
普
遍
化
的
論
理
、
封
象
論
的
論
理
、
静
態
的
論
理
、
を
以
て
し
て
は
、
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
故
に
從

來
の
法
學
が
、
調
停
の
作
用
の
原
理
を
如
實
に
把
握
し
得
な
か
つ
た
の
は
、
む
し
ろ
當
然
で
あ
り
、
法
學
者
の
怠
漫
の
た
め
で
は
な
く
て
、
方
法

論
的
不
可
能
の
た
め
だ
つ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
次
に
、
調
停
論
は
、
い
か
な
る
自
覧
に
も
と
づ
き
、
叉
他
の
ど
ん
な
學
問
か
ら
示
唆
を
う
け
な
が
ら
、
建
設
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か

と
い
う
と
、
そ
れ
は
大
醗
以
下
に
述
べ
る
が
如
き
三
つ
の
方
面
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
恩
う
（
も
ち
ろ
ん
こ
の
三
つ
の
方
面
は
相
互
に
無
闘
係
で

は
な
い
）
o

　
一
　
調
停
論
は
、
封
象
論
的
、
合
理
的
、
普
遍
的
認
識
の
學
で
は
な
く
、
主
饅
的
、
全
人
格
的
、
具
饅
的
な
認
識
で
あ
る
と
同
時
に
實
践
の
學

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
實
饅
法
學
或
い
は
訴
訟
法
學
は
、
事
件
を
客
観
的
認
識
の
封
象
と
し
て
置
き
、
そ
の
外
に
立
つ
て
、
こ
れ
を
法
律
要
件
に
分
析
し
、
事
後
に
、

法
の
立
場
か
ら
の
債
値
劃
断
を
加
え
る
た
め
の
、
規
準
や
方
法
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
そ
の
た
め
實
髄
法
學
は
事
實
の
類
型
の
法
律

要
件
的
分
析
の
た
め
に
、
法
律
要
件
の
概
念
的
饅
系
化
、
明
確
化
、
を
主
た
る
仕
事
と
な
し
、
叉
訴
訟
法
學
ぱ
、
實
饅
法
適
用
手
績
の
適
正
、
嚴

格
を
目
的
と
し
て
、
訴
訟
法
規
の
概
念
的
饅
系
化
に
主
な
努
力
を
注
い
で
き
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
蹴
象
の
外
に
立
つ
て
の
認
識
、
剣
断
の

學
問
と
し
て
、
分
析
的
、
合
理
的
、
普
遍
化
的
理
論
を
も
つ
て
“
る
。
こ
れ
に
封
し
て
、
調
停
論
は
、
紛
孚
と
な
つ
て
い
る
生
活
闘
係
そ
の
も
の

を
、
調
和
あ
る
、
李
和
な
も
の
に
嚢
展
さ
せ
る
た
め
の
原
理
を
把
握
し
、
さ
ら
に
よ
り
完
全
な
も
の
と
し
て
創
逡
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
實
践
と
切
り
は
な
ず
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
そ
の
實
践
は
、
具
燈
的
な
當
事
者
の
實
践
で
あ
る
か
ら
、
具
髄
的
現
實
的
な
學
問
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
具
饅
的
、
現
實
的
で
あ
り
、
叉
實
践
と
分
離
し
得
な
い
學
問
は
、
合
理
的
性
格
の
み
を
具
有
し
て
い
る
の
で
は

不
充
分
で
あ
り
、
全
人
格
的
性
絡
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
一
ロ
に
い
え
ば
、
普
通
の
學
問
、
特
に
科
學
が
、
一
慮
實
生
活
か
ら
分
，

　
　
　
　
調
停
原
理
の
基
本
的
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
　
（
九
六
五
）



　
　
　
調
停
原
理
の
基
本
的
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
　
　
（
九
六
六
）

離
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
と
い
う
性
格
を
も
つ
て
い
る
の
に
反
し
て
、
調
停
論
ば
、
現
實
生
活
に
帥
し
た
學
問
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
お
よ
そ
創
造
の
作
用
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
が
認
識
的
原
理
の
創
造
で
あ
つ
て
も
、
合
理
的
、
概
念
的
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
（
創
造
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

た
も
の
は
、
合
理
的
、
概
念
的
に
読
明
し
う
る
が
）
。
特
に
調
停
は
、
新
し
い
現
實
生
活
の
創
造
が
目
的
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
創
造
の
原
理
が
、
合

理
的
、
封
象
論
的
な
理
論
に
よ
つ
て
把
握
さ
れ
或
い
は
創
造
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
今
ま
で
我
々
が
知
れ
る
と
こ
ろ

の
具
饅
的
な
現
實
生
活
に
帥
し
た
全
人
格
的
性
格
を
も
つ
た
學
間
は
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
西
洋
の
學
問
で
は
な
く
、
東
洋
な
か
ん
ず
く
日
本
の

學
問
で
翫
罷
。
例
え
ば
・
法
律
と
道
徳
と
の
獅
自
法
則
性
を
認
め
な
が
ら
も
・
同
時
に
・
文
化
そ
の
も
の
に
お
け
る
原
理
的
統
一
を
教
滝
（
統
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

性
）
、
或
い
は
、
法
及
び
道
徳
の
秩
序
が
具
饅
的
事
相
に
帥
し
て
實
現
さ
れ
る
と
す
る
考
え
（
具
膣
的
現
實
性
）
な
ど
調
停
論
に
關
し
て
充
分
の
示
唆

を
與
え
る
で
あ
ろ
う
。
從
つ
て
調
停
論
は
、
特
に
そ
の
根
本
の
構
造
に
お
い
て
、
東
洋
的
、
日
本
的
思
考
の
方
法
に
基
づ
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
荷

こ
の
黙
は
、
以
上
と
別
の
推
論
か
ら
も
肯
定
さ
れ
る
。
帥
ち
、
今
日
ま
で
の
我
が
國
に
お
け
る
調
停
制
度
の
穫
展
は
、
こ
の
制
度
が
我
が
國
民
性

に
合
致
し
て
い
る
か
ら
だ
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
國
民
性
と
い
う
も
の
を
純
化
す
れ
ば
、
日
本
思
想
、
日
本
法
理
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
た
だ
注
意
す
べ
き
は
、
從
来
の
こ
の
黙
に
關
す
る
認
識
は
、
極
め
て
あ
さ
は
か
で
あ
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
和
」
を
尊
ぶ
の
が
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

が
國
民
性
で
あ
り
、
叉
い
う
ま
で
も
な
く
調
停
の
基
本
理
念
は
「
和
」
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
ま
ま
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
か
ら

は
、
「
和
」
の
精
紳
と
は
何
か
、
そ
れ
が
な
ぜ
調
停
の
基
本
理
念
な
の
か
、
叉
「
和
」
を
強
調
し
た
聖
徳
太
子
の
十
七
條
憲
法
が
、
い
か
な
る
思

想
的
・
肚
會
的
背
景
の
下
に
で
き
た
の
か
、
更
に
、
現
代
肚
會
に
お
け
る
「
和
」
の
精
紳
の
内
容
は
、
い
か
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
か
、
等
に
關
し

て
く
わ
し
い
研
究
を
進
め
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
研
究
を
な
さ
ず
し
て
、
た
だ
「
和
」
だ
、
「
和
」
だ
と
稽
え
た
だ
け
で
は
、

何
等
積
極
的
な
指
導
力
も
な
く
、
叉
み
ず
か
ら
内
容
を
示
さ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
批
到
者
の
側
で
、
ど
ん
な
内
容
を
も
ら
れ
て
も
反
論
の
し
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

う
も
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
二
　
調
停
論
は
、
ト
ポ
ワ
ギ
ー
（
8
冒
ざ
9
q
矯
）
的
思
考
方
法
を
採
用
す
る
必
要
が
あ
る
。



　
調
停
で
は
具
髄
的
事
案
に
封
し
て
、
諸
規
範
・
諸
法
則
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
下
さ
れ
る
相
矛
盾
す
る
評
債
の
意
義
の
輕
重
を
、
且
ハ
髄
的
事
案
の
特

殊
性
に
帥
慮
し
な
が
ら
、
比
較
、
考
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
比
較
、
考
量
の
性
質
を
考
え
て
み
る
と
、
計
量
的
な
零
か
有

か
、
の
比
較
、
考
量
で
は
な
く
て
、
い
わ
ぱ
質
的
な
、
よ
り
多
い
か
す
く
な
い
か
の
、
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
比
較
、
配
列
は
、
多
数
の
鑛
物
の
硬

度
を
モ
三
の
餐
義
養
つ
て
・
護
鶉
す
る
操
作
に
箆
さ
れ
よ
う
・
霧
に
芒
て
葵
た
・
議
の
調
黛
霊
さ
せ
る
こ
と

に
よ
つ
て
、
正
當
な
意
慾
が
満
足
せ
ら
れ
る
度
合
と
、
訴
訟
に
も
ち
込
ん
だ
場
合
に
そ
れ
が
満
足
せ
し
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
恩
わ
れ
る
度
合
と

の
比
較
考
量
も
、
右
の
よ
う
な
ト
ポ
ロ
ギ
ー
（
位
相
）
的
老
察
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
て
、
か
よ
う
に
、
同
時
に
存
在
す
る
多
籔
の
事
態
の
相
互
關
蓮

を
、
質
的
に
、
い
わ
ば
感
じ
の
ま
ま
に
、
考
慮
す
る
こ
と
を
、
ト
ポ
ロ
ギ
ー
（
位
相
）
的
考
察
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
ト
ポ
ロ
ギ
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

（
位
相
）
的
考
察
方
法
を
意
識
的
に
採
り
入
れ
て
襲
展
し
た
學
問
が
す
で
に
存
在
す
る
（
例
え
ば
心
理
學
、
精
紳
馨
學
等
）
。
叉
無
意
識
的
に
、
こ
の
方

法
を
以
て
評
償
し
、
態
度
を
決
定
し
て
い
る
場
合
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
極
め
て
多
い
。
例
え
ば
作
文
、
唱
歌
、
圖
書
、
學
修
態
度
な
ど
の
探

黙
、
柔
道
・
劒
道
・
園
碁
・
將
棋
な
ど
の
段
づ
け
、
才
能
、
人
格
、
美
貌
、
饅
格
な
ど
の
評
慣
、
氣
短
、
陰
氣
、
強
情
な
ど
の
到
断
、
浪
費
か
否

か
の
到
断
等
多
数
あ
る
。
か
よ
う
に
、
ト
ポ
ロ
ギ
ー
（
位
相
）
的
な
鋼
断
は
、
感
じ
た
ま
ま
の
到
断
で
あ
り
、
叉
日
常
生
活
で
し
ば
し
ば
行
な
わ

れ
て
い
る
と
い
う
と
、
そ
れ
は
大
攣
大
雑
把
な
、
或
い
は
客
観
性
の
な
い
ど
5
で
も
な
る
劃
断
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
誤
解
が
あ
る
か
も

知
れ
な
い
が
そ
う
で
は
な
い
。
ト
ポ
ロ
ギ
奮
（
位
相
）
的
到
断
は
、
現
實
的
、
具
饅
的
到
断
で
あ
る
と
と
も
に
、
全
人
格
的
到
断
で
あ
つ
て
、
計
量

的
釧
断
に
比
し
て
、
高
度
の
脅
錬
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
て
高
度
の
脅
錬
を
つ
ん
だ
者
の
到
断
は
、
決
し
て
勝
手
な
も
の
で
は
な
く
、
や
は
り

　
　
　
　
　
　
　
　
（
跡
）

客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
調
停
論
で
は
、
か
か
る
ト
ポ
ロ
ギ
ー
（
位
相
）
的
鋼
断
を
意
識
的
に
採
り
入
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
實

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

饅
法
學
や
訴
訟
法
學
で
は
、
こ
の
必
要
を
み
る
部
分
は
す
く
な
い
。
と
い
う
の
は
、
法
律
要
件
を
牛
分
充
足
し
て
い
る
！
充
足
し
て
い
る
よ
う

に
も
思
え
る
が
、
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
l
I
と
い
う
よ
う
な
釧
断
は
無
意
味
で
あ
り
、
全
く
充
足
し
て
い
る
か
、
全
く
い
な
い
か
0

釧
断
が
主
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ぽ
、
非
要
式
の
い
わ
ゆ
る
婚
約
が
あ
る
と
き
、
實
際
の
感
じ
と
し
て
は
、
そ
れ
が
、
違
約
に
封
し
て
法
律
上
の

　
　
　
　
調
停
原
理
の
基
本
的
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
　
（
九
六
七
）



　
　
　
調
停
原
理
の
基
本
的
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
　
（
九
六
八
）

制
裁
を
豫
定
し
た
も
の
で
も
あ
る
よ
う
だ
し
、
し
た
も
の
で
な
い
よ
う
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
裁
鋼
の
場
合
の
事
實
の

認
定
と
し
て
は
、
法
律
上
の
制
裁
を
豫
定
し
た
婚
約
が
、
完
全
に
有
敷
に
存
在
す
る
か
、
或
い
は
、
完
全
に
存
在
し
な
い
か
、
い
ず
れ
か
に
認
定

す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
三
　
調
停
論
は
、
特
に
そ
の
具
饅
性
の
面
に
お
い
て
、
量
子
論
に
示
唆
を
う
け
る
べ
き
で
あ
る
。

　
調
停
に
お
け
る
合
意
は
、
そ
れ
自
身
具
薩
法
の
一
種
と
し
て
、
規
範
で
あ
り
な
が
ら
も
、
具
饅
的
事
實
と
極
め
て
強
固
に
結
合
し
た
、
い
わ
ば

自
己
完
結
的
な
小
宇
宙
で
あ
る
。
か
よ
う
な
事
實
と
強
固
に
結
合
し
た
法
的
小
宇
宙
の
自
律
的
原
理
を
把
握
し
、
よ
り
完
全
な
も
の
に
し
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勉
）

い
う
調
停
論
は
、
普
遍
的
・
規
範
的
な
理
論
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
實
饅
法
學
或
い
は
訴
訟
法
學
の
如
く
、
個
々
の
事
案
の
特
殊
性
、

具
饅
性
に
目
を
お
お
つ
て
、
そ
の
普
遍
的
共
通
性
に
の
み
注
目
し
、
か
っ
事
實
と
封
置
さ
れ
た
規
範
そ
の
も
の
を
、
そ
れ
自
身
矛
盾
な
き
、
合
理

　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

的
な
饅
系
に
構
造
す
る
も
の
と
は
、
正
に
封
照
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
ら
ば
、
規
範
と
事
實
が
強
固
に
結
合
し
た
自
己
完
結
的
な
法
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

分
野
に
お
け
る
小
宇
宙
で
あ
る
と
こ
ろ
の
合
意
の
原
理
は
い
か
に
し
て
把
握
さ
れ
、
叉
よ
り
完
全
な
姿
に
高
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
は
今

後
の
研
究
の
課
題
で
あ
る
が
、
た
だ
、
こ
の
研
究
に
示
唆
を
與
え
る
も
の
と
し
て
、
量
子
論
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
量
子
論
は
、
小
宇
宙

の
物
理
畢
で
あ
つ
て
し
か
も
、
大
字
宙
の
物
理
學
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ト
ソ
物
理
畢
や
相
封
性
理
論
の
畢
問
的
領
値
を
失
わ
せ
る
よ
う
な
構
造
で
は
な

い
。
量
子
論
は
、
一
二
書
ト
ソ
物
理
學
が
、
質
量
（
物
質
〉
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
蓮
動
）
と
を
封
置
し
機
械
槻
と
蓮
綾
観
の
上
に
立
つ
て
い
る
の
に
反

し
て
、
．
粒
子
の
位
置
と
蓮
動
と
を
封
置
し
て
取
扱
う
こ
と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
微
覗
的
世
界
の
物
理
學
で
あ
つ
て
、
亘
親
的
世
界
の
物
理
學
の

知
ら
な
か
つ
た
基
本
的
な
量
（
印
ち
作
用
量
子
）
を
、
新
た
に
認
め
て
非
蓮
綾
観
、
非
決
定
論
的
理
論
に
立
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
量
子
論
と
、

亘
覗
的
世
界
の
物
理
學
で
あ
る
ニ
ュ
！
ト
ン
物
理
學
及
び
相
封
性
理
論
と
の
方
法
論
的
、
饅
系
構
造
上
の
比
較
は
、
う
つ
し
て
以
て
調
停
論
と
實

饅
法
學
及
び
訴
訟
法
學
と
の
そ
の
比
較
を
す
る
に
つ
い
て
役
に
立
つ
。
帥
ち
一
見
し
て
、
事
實
と
規
範
と
の
強
固
に
結
合
し
た
自
己
完
結
的
な
小

字
宙
で
あ
る
合
意
の
研
究
は
、
事
實
と
規
範
と
を
封
置
し
、
抽
象
的
合
理
的
規
範
髄
系
を
構
造
す
る
實
髄
法
畢
、
或
い
は
訴
訟
法
皐
の
必
要
と
し



な
か
つ
た
、
あ
る
基
本
原
理
（
量
子
論
の
作
用
量
子
に
鮒
比
さ
る
ぺ
き
）
を
認
め
る
の
で
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
中

村
宗
雄
博
士
に
よ
れ
ば
、
や
は
り
自
己
完
結
的
な
小
宇
宙
で
あ
る
個
別
の
裁
到
の
内
容
分
析
の
た
め
に
は
、
同
様
の
事
が
妥
當
す
る
旨
が
明
ら
か

で
あ
る
。
調
停
に
お
け
る
合
意
は
、
裁
鋼
に
比
し
て
一
段
と
自
己
完
結
性
と
、
事
實
と
規
範
と
の
結
合
性
が
強
い
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
釧
論
の
場

合
に
比
し
て
、
調
停
論
に
お
い
て
は
、
量
子
論
に
示
唆
を
う
く
べ
し
と
の
主
張
が
、
一
暦
強
く
要
當
す
る
で
あ
ろ
う
。
私
の
こ
の
鮎
に
關
す
る
考

は
、
中
村
博
士
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
同
博
士
の
構
想
の
基
本
的
な
部
分
に
關
し
て
は
、
私
と
し
て
何
等
異
存
は
な
く
、
又
調
停
論
に
お
け

る
そ
の
詳
細
は
今
後
の
研
究
に
ま
た
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
以
上
詳
論
せ
ず
、
あ
と
は
、
中
村
博
士
の
「
自
然
科
學
に
よ
る
法
學
の
學

問
燈
系
へ
の
示
唆
」
（
「
自
然
科
暴
に
範
型
を
求
め
た
民
事
訴
訟
理
論
の
再
構
成
」
牧
載
）
及
び
そ
の
論
文
中
（
二
九
頁
、
三
〇
頁
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
自

然
科
學
書
を
参
照
さ
れ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
。

　
以
上
本
節
に
お
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
は
、
た
だ
筆
者
自
身
の
今
後
の
研
究
の
目
安
を
示
し
た
、
と
い
う
程
度
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
直
ち
に
詳

細
な
内
容
を
提
示
し
得
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
御
容
赦
を
願
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
）
　
武
谷
三
男
「
哲
學
は
有
数
性
を
取
戻
し
た
か
」
（
思
想
一
九
異
六
年
八
號
）
一
〇
ー
一
一
頁
。

（
2
）
　
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ル
ト
ハ
イ
マ
ー
蕃
・
矢
田
部
達
郎
課
「
生
産
的
思
考
」
二
三
五
ー
八
頁
。
本
書
に
よ
れ
ば
、
相
封
性
理
論
は
、
概
念
的
な
思
考
温
程
に
よ

　
　
つ
て
で
き
た
の
で
な
く
、
た
だ
恩
考
の
結
果
が
定
式
化
さ
れ
た
命
題
と
し
て
姿
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
と
婁
れ
て
い
る
。

（
3
）
　
小
野
済
一
郎
「
西
洋
の
學
と
東
洋
の
學
」
（
日
本
法
理
の
自
畳
的
展
開
）
二
七
九
頁
以
下
、
特
に
二
八
O
、
二
八
一
、
二
八
三
、
二
八
八
、
二
九
一
頁
。

　
（
4
）
　
小
野
洛
二
郎
「
ギ
ー
ル
ケ
の
法
律
思
想
」
（
法
學
評
論
下
）
二
六
四
頁
。

（
5
〉
　
小
野
清
一
郎
「
和
の
倫
理
」
（
法
學
評
論
下
）
二
一
二
－
三
頁
。
同
「
日
本
法
理
の
自
畳
的
展
開
」
一
二
七
頁
。

（
6
）
　
日
本
調
停
協
會
蓬
合
會
編
「
調
停
讃
本
」
序
丈
一
頁
。

（
7
）
　
右
の
「
調
停
譲
本
」
に
封
す
る
戒
能
教
授
の
乎
き
び
し
い
批
判
…
戒
能
「
民
法
と
家
事
調
停
」
（
法
律
時
報
二
八
巻
二
號
）
八
頁
ー
参
照
．

（
8
）
　
モ
ー
ス
の
硬
度
規
準
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
印
ち
、
一
滑
石
、
二
石
膏
、
三
方
解
石
、
四
螢
石
、
五
燐
友
石
、
六
毘
長
石
、
七
石
英
、
八
費
玉
、

　
　
　
　
翻
停
原
理
の
基
本
的
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
　
（
九
六
九
）



　
　
　
調
停
原
理
の
基
本
的
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
　
（
九
七
〇
）

　
九
鋼
玉
、
十
金
剛
石
で
あ
る
。
こ
の
順
序
に
は
、
計
量
法
が
封
慮
し
て
い
な
い
、
印
ち
、
例
え
ば
二
と
三
と
の
間
隔
と
、
九
と
十
と
の
間
隔
が
、
等
差
的
乃
至
等

　
比
的
計
量
に
封
感
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
9
）
　
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
も
つ
多
数
の
勢
作
の
中
で
、
特
に
木
田
丈
夫
「
膣
質
と
神
経
質
」
は
、
特
別
に
讐
學
の
智
識
の
な
い
者
に
も
、
わ
か
り
や
す
く
、
ま
た

　
示
唆
に
と
む
も
の
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
木
田
・
前
掲
書
・
四
三
－
四
頁
。

（
皿
）
　
も
つ
と
も
中
朴
宗
維
博
士
は
、
す
ぺ
て
の
類
型
の
法
律
行
爲
を
包
括
し
た
法
律
行
爲
理
論
は
・
ト
ポ
。
ギ
ー
の
心
理
學
を
そ
の
背
景
に
導
入
し
な
け
れ
ぱ
な

　
ら
な
い
、
と
い
わ
れ
て
い
る
（
中
村
「
民
法
総
諭
」
一
七
七
頁
）
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

（
皿
）
　
こ
こ
に
調
停
諭
（
調
停
法
規
の
解
鐸
畢
で
は
な
く
て
）
、
が
從
來
の
考
か
ら
す
る
法
律
學
の
わ
く
か
ら
は
み
出
す
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
を
う
け
る

　
原
因
が
あ
る
。

（
瑠
）
　
實
騰
法
學
は
實
定
法
に
則
し
て
．
普
遍
委
當
性
あ
る
抽
象
的
法
律
解
繹
理
論
の
畦
系
を
樽
造
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
村
宗
雄
博
士
の

　
「
自
然
科
學
に
よ
る
法
學
の
拳
問
盤
系
へ
の
示
唆
」
及
ぴ
「
訴
訟
法
學
の
立
場
か
ら
み
た
實
饅
法
學
の
學
問
的
方
法
と
そ
の
構
造
に
封
す
る
疑
義
」
（
≧
も
に
「
畠

　
然
科
學
に
範
型
を
求
め
た
民
事
訴
訟
理
論
の
再
構
成
」
に
牧
載
）
の
二
論
丈
、
特
に
前
者
の
論
丈
の
五
三
ー
四
頁
、
後
者
の
論
丈
の
一
一
四
ー
七
頁
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち

（
惣
）
　
お
よ
そ
法
或
い
は
規
範
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
事
實
と
封
置
さ
れ
て
い
る
む
の
だ
と
の
親
念
か
ら
は
、
判
決
の
場
合
で
あ
つ
て
も
、
具
髄
法
と
い
う
考
は
成

　
立
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
と
　
が
　
き

　
以
上
の
如
き
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
私
の
頭
に
う
か
ん
だ
感
想
は
、
も
し
李
和
の
た
め
に
積
極
的
に
貢
獣
し
う
る
法
學
（
廣
義
の
）
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
る

な
ら
ぱ
、
そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
調
停
論
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
調
停
の
根
本
原
理
は
、
相
異
な
つ
た
立
場
の
、
封
立
す
る
者
が
、

抽
象
的
な
理
論
、
一
般
論
と
し
て
は
、
各
自
の
立
場
の
そ
れ
自
身
矛
盾
な
き
盟
系
を
つ
ら
ぬ
き
な
が
ら
、
し
か
も
、
個
別
具
盟
的
な
紛
箏
の
解
決
に
際
し
て
は
、
爾

嘗
童
署
の
立
場
の
う
ち
ど
ち
ら
が
一
般
論
と
し
て
正
し
い
の
か
ど
う
か
を
問
う
と
こ
ろ
な
く
、
そ
の
具
膣
的
な
事
件
の
特
殊
性
に
邸
し
て
、
何
が
一
番
よ
い
解
決
で

あ
る
か
を
畿
見
し
、
調
和
あ
る
李
和
な
生
活
を
螢
ん
で
行
こ
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
よ
ラ
に
、
一
般
的
な
型
に
お
い
て
、
ど
れ
が
正
し
い
か
を
決
定
せ

ず
し
て
、
し
か
も
、
個
別
具
盟
的
事
件
に
は
、
そ
れ
に
要
嘗
す
る
具
農
的
正
し
さ
の
存
在
を
信
じ
て
、
そ
れ
を
護
見
し
て
行
こ
う
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
重
大
な



意
味
を
も
つ
て
い
る
．
邸
ち
あ
ら
ゆ
る
人
や
國
の
立
場
を
一
つ
の
立
場
に
統
一
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
．
不
可
能
で
は
な
い
に
し
て
も
、
彊
い
て
統
硝
す
れ

ば
、
自
由
で
は
な
い
。
肚
會
生
活
、
國
際
吐
會
に
お
い
て
、
自
由
を
認
め
る
と
す
れ
ぽ
、
各
人
、
各
國
の
立
場
は
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
各

人
、
各
國
が
現
實
具
薩
的
な
生
活
に
お
い
て
、
自
己
の
立
場
を
常
に
普
遍
的
な
理
論
通
り
に
つ
ら
ぬ
か
ん
と
す
れ
ば
不
和
は
破
れ
る
。
と
い
つ
て
一
般
的
な
型
に
お

い
て
、
ど
の
人
、
ど
の
國
の
立
場
が
正
し
い
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
（
す
く
な
く
と
も
客
観
的
に
）
現
在
の
と
こ
ろ
不
可
能
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
の
決
定

が
原
理
的
に
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
と
し
て
も
、
我
々
の
騰
験
に
よ
れ
ば
、
こ
の
決
定
は
、
實
際
問
題
と
し
て
殆
ん
ど
必
ず
と
い
つ
て
よ
い
く
ら
い
一
致
し
て
い
な

い
。
從
つ
て
、
あ
る
立
場
が
一
般
論
と
し
て
正
し
い
か
否
か
の
決
定
を
せ
ず
に
、
個
々
に
生
ず
る
具
膿
的
な
問
題
を
、
調
和
あ
る
解
決
に
爾
當
事
者
の
納
得
に
よ
つ

て
、
み
ち
び
く
こ
と
だ
け
が
、
す
く
な
く
と
も
現
在
の
と
こ
ろ
は
、
自
由
と
奉
和
を
爾
立
さ
せ
る
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
蓮
は
決
し
て
、

箪
な
る
要
協
や
か
け
ひ
き
で
ぱ
な
く
、
そ
こ
に
は
、
從
來
の
抽
象
的
、
普
遍
化
的
、
決
定
論
的
な
理
論
の
知
ら
な
か
つ
た
と
こ
ろ
の
、
あ
る
原
理
が
内
在
し
て
い
る

と
思
う
。
こ
の
あ
る
原
理
を
學
問
の
陽
の
あ
た
る
場
所
に
引
き
出
し
、
よ
り
完
全
な
姿
に
盛
展
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
、
今
後
の
研
究
の
目
的
で
あ
る
。
そ
し
て
か
よ
う

な
研
究
が
進
ん
だ
時
こ
そ
、
人
類
が
自
由
と
奉
和
を
ふ
ん
だ
ん
に
享
有
し
う
る
時
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
を
目
ざ
し
て
、
我
々
の
調
停
論
研
究
は
第
一
歩
を
ふ
み
出
す

の
で
あ
る
。
（
昭
和
一
一
二
年
八
月
六
日
稿
）

附
記
　
本
研
究
に
つ
い
て
は
慶
感
義
塾
學
事
振
興
資
金
を
う
け
た
。

調
停
原
理
の
基
本
的
特
質

三
九

（
九
七
一
）


