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訴
訟
物
論
孚
の
新
展
開
（
二
・
完
）

五四　　一　　 一　　一　　　　　　 一　　一　　一

伊

東

訴
訟
物
と
實
髄
法

訴
訟
類
型
と
機
能
差
〔
以
上
前
貌
〕

新
論
の
淵
源

請
求
の
選
繹
的
併
合

動
態
読
批
剣
へ
の
反
論
〔
以
上
本
貌
〕

　
　
　
　
　
三

つ
ま
り
、
新
読
の
方
向
は
と
れ
こ
そ
訴
訟
に
封
す
る
機
能
的
考
察
の
成
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

乾

　
第
三
の
黙
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
論
じ

ら
れ
て
い
る
。

　
　
同
じ
時
期
に
籏
出
し
た
新
し
い
訴
訟
理
論
を
と
り
こ
み
、
そ
れ
を
自
ら
の
形
成
の
養
分
と
し
な
が
ら
も
、
条
子
教
授
の
歩
ま
れ
た
道
と
、
ド
イ
ッ
の
そ
の
後
の
學

　
　
読
の
主
流
の
歩
ん
だ
途
と
は
興
味
あ
る
封
立
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
見
た
如
く
で
あ
る
。
〔
中
略
〕
こ
の
興
味
あ
る
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
如
何
に
詐
償
し
、
如

　
　
何
に
理
解
す
る
か
に
よ
つ
て
、
こ
れ
か
ら
の
わ
が
國
の
訴
訟
法
理
論
の
あ
り
方
が
大
き
く
規
定
さ
れ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
理
論
的
封
立
の
謎
を

　
　
　
　
訴
訟
物
論
箏
の
新
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
（
六
四
五
）



　
　
　
　
訴
訟
物
論
孚
の
新
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
（
六
四
六
）

　
　
如
何
に
解
く
か
が
日
本
の
若
い
訴
訟
法
學
者
す
べ
て
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
共
通
の
課
題
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
私
に
は
そ
れ
を
解
く
一
つ
の
鍵
は
、
既

　
　
に
み
た
よ
う
に
蒙
子
教
授
の
理
論
の
中
に
濁
自
の
形
で
融
合
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
二
つ
の
ー
何
れ
も
そ
れ
自
豊
と
し
て
は
可
能
な
る
ー
考
察
方
法
の
間
題
に

　
　
ひ
そ
む
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
条
子
教
授
の
理
論
に
お
い
て
は
、
一
面
に
お
い
て
ド
イ
ッ
の
學
読
に
お
い
て
は
殆
ど
自
畳
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
な
い
訴

　
　
訟
の
機
能
的
考
察
の
モ
メ
ン
ト
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
織
で
卓
越
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
逆
に
も
う
】
つ
の
異
質
の
観
察
方
法
の
モ
メ
ン
ト
が
む
し
ろ
こ

　
　
れ
を
こ
え
る
ウ
ェ
ィ
ト
を
も
つ
て
同
時
に
包
囁
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
色
と
問
題
が
ひ
そ
む
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
、
現
在
の
ド
イ
ッ
の
通
説
の
辿
つ

　
　
た
道
は
、
民
事
訴
訟
の
紛
雫
解
決
機
能
の
自
覧
的
な
認
識
と
、
そ
の
理
論
化
の
徹
底
と
い
う
鮎
で
は
一
歩
象
子
理
論
に
譲
り
つ
つ
も
、
し
か
し
そ
の
背
後
に
は
、

　
　
す
ぐ
れ
て
機
能
的
・
實
際
的
・
制
度
的
な
認
識
が
一
貫
し
て
ひ
そ
ん
で
お
り
、
そ
の
理
論
化
に
努
力
が
注
が
れ
て
き
た
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
新
訴
訟
物
理

　
　
論
も
、
既
到
力
に
關
す
る
新
訴
訟
法
説
の
登
場
も
、
こ
う
し
た
機
能
的
考
察
の
態
度
の
現
れ
で
あ
り
開
花
で
あ
る
と
み
る
べ
き
面
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
學
説
が
通

　
　
読
と
し
て
の
地
位
を
築
き
上
げ
る
に
至
つ
た
職
の
跡
は
、
形
而
上
的
乃
至
観
照
的
な
、
見
方
を
か
え
て
い
え
ば
個
別
訴
訟
の
流
れ
の
み
を
眼
中
に
お
く
現
象
的
な

　
　
考
察
に
立
脚
し
て
理
論
を
た
て
よ
う
と
す
る
立
場
に
封
す
る
激
し
い
職
の
跡
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
〔
中
略
〕
象
子
教
授
の
確
立
さ
れ
た
民
事
訴
訟
制
度
の
紛
雫

　
　
解
決
機
能
の
重
親
と
い
う
方
法
論
的
自
覧
は
、
ド
イ
ッ
の
學
界
の
一
つ
の
大
き
な
成
果
と
も
み
う
る
新
訴
訟
物
理
論
を
わ
が
國
の
學
読
に
媒
介
し
て
行
く
上
に
き

　
　
わ
め
て
重
要
な
武
器
で
あ
り
、
彼
等
の
議
論
の
眞
の
意
義
を
汲
み
と
る
の
に
峡
く
べ
か
ら
ざ
る
手
段
で
あ
る
。
（
考
察
三
〇
1
…
一
頁
）

　
　
訴
の
併
合
の
ア
ポ
リ
ヤ
を
避
け
る
べ
く
シ
ュ
ウ
ァ
！
ブ
が
緻
密
に
組
立
て
た
理
論
が
、
既
到
力
と
の
關
蓮
の
所
で
腰
く
だ
け
に
絡
つ
た
の
が
事
實
で
あ
る
と
す
れ

　
　
ば
、
そ
れ
を
補
お
う
と
し
て
ハ
ー
プ
シ
ャ
イ
ド
が
再
び
訴
の
併
合
で
破
綻
を
露
呈
し
た
の
も
事
實
で
あ
る
。
爾
者
正
反
封
の
立
場
に
立
ち
つ
玉
も
、
双
方
の
弱
黙

　
　
を
生
み
出
し
た
も
の
に
何
か
共
通
の
も
の
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
右
に
述
べ
た
よ
う
に
爾
者
に
共
通
な
、
過
剰
な
論
理
主
義
、

　
　
形
式
主
義
で
は
な
か
つ
た
ろ
う
か
。
〔
中
略
〕
こ
う
し
た
、
　
一
面
に
お
い
て
正
し
い
方
向
を
指
向
す
る
「
訴
訟
的
理
論
」
の
枠
内
で
、
本
來
の
正
し
い
機
能
的
考

　
　
察
の
態
度
が
若
い
學
者
の
論
理
主
義
の
幕
に
蔽
れ
て
し
ま
つ
た
の
が
、
シ
ュ
ウ
ァ
ー
ブ
、
パ
ー
プ
シ
ャ
イ
ド
と
い
う
二
人
の
ω
霞
o
濤
鴨
磯
Φ
β
魯
賀
“
の
選
手
に

　
　
よ
る
今
圖
の
理
論
的
封
立
の
姿
で
あ
り
、
叉
そ
の
評
贋
の
限
界
も
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
（
蜥
面
八
四
－
五
頁
）

　
新
読
の
淵
源
の
、
こ
の
よ
う
な
指
示
・
捌
挟
は
、
明
快
な
透
徹
し
た
學
読
史
的
分
析
と
し
て
、
ま
こ
と
に
非
凡
な
優
れ
た
洞
察
と
言
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
こ
れ
に
よ
つ
て
、
反
封
陣
欝
の
學
者
達
に
も
、
新
読
の
眞
義
を
納
得
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
新
読
こ
そ



が
却
つ
て
訴
訟
を
實
髄
法
に
帥
鷹
さ
せ
る
も
の
だ
と
い
う
前
出
第
一
の
論
黙
や
、
給
付
訴
訟
の
訴
訟
物
は
確
認
訴
訟
の
訴
訟
物
と
全
く
別
異
の
顧

慮
の
も
と
に
規
定
さ
れ
る
の
が
正
し
い
と
い
う
前
出
第
二
の
論
黙
も
ま
た
、
遡
れ
ば
か
よ
う
な
方
法
論
的
淵
源
に
登
す
る
議
論
た
る
に
他
な
ら
な

い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
読
得
力
は
實
は
こ
の
淵
源
の
も
つ
読
得
力
に
負
う
も
の
と
い
え
る
。
と
同
時
に
、
第
二
に
、
か
か
る
淵
源
の
自
畳
的
反

省
に
よ
つ
て
、
新
読
自
艦
も
顯
著
・
急
速
に
自
己
を
純
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
三
ヶ
月
教
授
が
、
シ
ュ
ワ
ー
プ
や
ハ
ー
プ
シ
ャ
ィ
ト

を
そ
の
息
吹
き
と
と
も
に
生
々
と
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の
も
、
彼
等
の
蹟
き
を
適
切
且
つ
読
得
的
に
指
摘
し
つ
つ
、
思
い
切
つ
て
新

詮
從
來
の
嫁
り
所
を
成
す
申
立
と
か
事
實
關
係
と
か
の
偶
獲
的
・
附
随
的
・
技
術
的
モ
メ
ソ
ト
を
一
奉
に
捨
棄
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の

も
、
一
に
か
か
つ
て
右
の
よ
う
な
方
法
論
的
自
畳
の
賜
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
偶
議
的
・
附
随
的
・
技
術
的
な
申
立
と
か
事
實
關
係
と
か
の
モ
メ

ン
ト
を
棄
て
、
實
髄
法
的
評
債
に
基
づ
く
紛
孚
の
一
同
性
と
い
う
本
質
的
實
質
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
上
に
新
論
を
再
構
成
さ
れ
た
教
授
自
身
の
理

論
は
、
實
に
、
ド
イ
ッ
を
も
含
め
て
の
新
論
陣
螢
の
劃
期
的
な
飛
躍
で
あ
り
、
恐
ら
く
は
寧
ろ
、
新
読
的
訴
訟
物
理
論
の
（
國
境
を
こ
え
て
評
債

せ
ら
る
べ
き
）
一
つ
の
模
範
的
な
完
成
態
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
學
読
史
的
分
析
の
適
確
と
、
模
範
的
な
方
法
的
一
貫
と
は
、
い
ま
だ
以
て
、
所
詮
の
正
し
さ
を
捲
保
す
る
に
は
足
り
な
い
。
な
る
ほ

ど
、
訴
訟
物
新
読
の
擾
頭
と
登
展
と
は
、
機
能
的
考
察
の
自
己
主
張
で
あ
り
表
現
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
そ
し
て
、
三
ヶ
月
教
授
の
新

論
再
構
成
が
從
前
の
ど
の
新
論
論
者
よ
り
も
簡
明
に
し
て
矛
盾
の
少
い
議
論
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
ま
た
疑
が
な
い
所
で
あ
る
。
だ

が
、
學
読
史
の
分
析
原
理
は
そ
の
ま
ま
理
論
構
成
の
基
礎
た
る
べ
き
原
理
と
い
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
さ
に
然
る
べ
き
原
理
だ
け
が
方
法
的
に

一
貫
せ
ら
れ
る
に
値
す
る
の
で
あ
る
。
果
し
て
、
い
わ
ゆ
る
機
能
的
方
法
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
、
或
は
読
か
れ
る
よ
う
な
内
容
の
も
の

と
し
て
、
理
論
構
成
の
基
礎
た
り
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
教
授
は
、
そ
の
言
わ
ゆ
る
機
能
的
考
察
と
、
　
こ
れ
に
封
立
す
る
現
象
的
考
察
と
が
、
初
に
援
い
た
引
用
の
文
章
に
明
か
な
よ
う
に
、
「
何
れ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
む
　
　
も

そ
れ
自
禮
と
し
て
は
可
能
な
る
1
考
察
方
法
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
つ
つ
、
そ
の
前
者
だ
け
を
「
訴
訟
的
理
論
」
の
包
含
す
る
「
正
し
い

　
　
　
訴
訟
物
論
箏
の
新
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
　
（
六
四
七
）



　
　
　
訴
訟
物
論
箏
の
新
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
　
　
（
六
四
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
む
　
　
ヤ
　
　
む
　
　
ヤ
　
　
リ

方
向
」
と
せ
ら
れ
、
「
本
來
の
正
し
い
機
能
的
考
察
の
態
度
が
云
頭
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
機
能
的
考
察
が
何
故
に
「
正
し
い
」
の
か
に

つ
い
て
は
學
読
の
史
的
展
開
の
跡
づ
け
の
み
が
與
え
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
あ
る
い
は
、
通
論
の
基
調
は
合
理
的
と
推
定
す
べ
し
と
の
趣
旨

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
ま
た
、
歴
史
の
現
段
階
に
お
い
て
多
藪
者
の
求
め
る
所
は
當
然
に
求
め
る
に
値
す
る
も
の
だ
と
の
趣
旨
で
も
あ

ろ
う
か
。
そ
の
い
ず
れ
も
、
理
論
構
成
の
基
礎
た
る
に
足
り
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
根
掠
は
ど
こ
に
あ
る
に
も
せ
よ
、
三
ヶ
月
教
授
の
訴
訟
物
理

論
は
自
ら
言
わ
れ
る
機
能
的
考
察
の
結
晶
な
の
で
あ
り
、
更
に
訴
訟
物
理
論
の
限
度
を
こ
え
て
、
そ
の
言
わ
ゆ
る
機
能
的
方
法
は
、
教
授
に
お
け

る
訴
訟
法
艦
系
全
髄
の
構
成
原
理
を
も
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
般
論
と
し
て
い
え
ば
、
制
度
の
理
論
的
考
察
の
諸
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
機
能
的
考
察
と
い
う
も
の
の
成
立
つ
こ
と
も
、
こ
れ
が
文
化
現
象

考
察
の
方
法
と
し
て
遺
却
す
べ
か
ら
ざ
る
重
要
性
を
も
つ
こ
と
も
、
い
ず
れ
も
髄
か
に
間
違
い
の
な
い
道
理
で
あ
る
。
だ
が
、
一
つ
の
目
標
の
下

に
、
一
定
の
機
能
を
期
待
し
て
、
一
つ
の
制
度
が
作
ら
れ
る
と
き
、
所
與
と
し
て
の
制
度
に
は
固
よ
り
そ
れ
自
艦
の
論
理
的
構
造
が
支
配
す
る
。

賢
明
に
作
ら
れ
た
制
度
は
よ
く
目
標
に
適
合
し
た
構
造
を
も
つ
で
あ
ろ
う
が
、
目
標
を
こ
え
、
ま
た
は
目
標
に
足
り
な
い
構
造
が
作
り
出
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
も
少
く
な
い
。
政
策
的
動
機
を
な
し
た
目
標
が
制
度
の
「
目
的
」
と
な
る
の
で
は
な
く
し
て
、
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
論
理

構
造
の
客
観
的
な
意
味
が
制
度
の
「
目
的
」
と
な
る
の
で
あ
り
、
期
待
さ
れ
る
機
能
が
制
度
の
「
機
能
」
に
な
る
の
で
は
な
く
し
て
、
作
り
出
さ

れ
た
論
理
構
造
が
現
實
に
果
し
う
る
作
用
に
し
て
且
っ
右
の
意
味
で
の
目
的
に
適
合
す
る
も
の
だ
け
が
法
的
な
意
味
で
の
制
度
の
「
機
能
」
と
い

え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
個
人
の
主
観
を
こ
え
た
法
制
度
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
な
い
。
從
つ
て
、
法
制
度
の
理
論
は
、

機
能
的
で
あ
る
以
上
に
、
同
時
に
、
あ
る
い
は
以
前
に
、
す
ぐ
れ
て
論
理
的
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
嘗
て
ザ
ウ
ア
の
訴
訟
目
的
の
規
定
を

批
評
し
て
「
肚
會
倫
理
的
考
察
を
強
調
し
て
こ
れ
に
溺
れ
、
論
理
構
造
を
渡
却
し
た
」
も
の
と
断
じ
、
あ
る
い
は
、
「
表
面
的
な
政
策
目
的
の
隆

替
お
よ
び
序
列
の
か
げ
に
は
、
立
法
者
に
よ
つ
て
主
観
的
に
意
圖
せ
ら
れ
て
い
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
客
観
的
、
基
礎
的
に
は
、
論
理
構
造

自
饅
の
醤
態
依
然
た
る
存
績
ま
た
は
漸
進
的
も
し
く
は
飛
躍
的
な
攣
貌
が
存
在
す
る
。
そ
の
意
昧
で
、
一
般
に
、
訴
訟
制
度
上
の
諸
問
題
が
、
政



策
の
隆
替
の
み
に
よ
つ
て
読
明
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
餓
り
に
軍
純
、
鯨
り
に
皮
相
な
傾
向
と
、
歎
じ
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
」
と
詮
い

た
者
が
あ
る
の
は
、
こ
の
間
箔
婁
指
摘
し
奄
の
猛
奄
な
い
（
課
菊
舗
議
轍
鶴
墨
騒
響
一
一
擁
聾
．
こ
れ
は
響
を

考
察
す
る
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
ω
亀
臼
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
る
黙
で
、
教
授
が
機
能
的
考
察
に
封
置
さ
れ
る
現
象
的
考
察
と
は
一
致
し
な
い

で
あ
ろ
う
が
、
「
過
剰
な
論
理
主
義
、
形
式
主
義
」
を
排
す
る
こ
乏
が
、
そ
の
ま
ま
機
能
的
考
察
に
よ
る
饅
系
の
構
築
を
是
認
す
る
こ
と
に
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
個
別
的
な
問
題
に
下
つ
て
い
え
ば
、
上
述
の
よ
う
な
客
観
的
な
制
度
目
的
か
ら
出
獲
し
て
、
推
論
を
正
し
く
用
い
た
か
否
か
、
上
述
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
む
　
　
う

用
語
の
本
來
の
意
味
に
お
け
る
「
機
能
」
が
正
し
く
表
現
さ
れ
て
い
る
か
否
か
が
、
理
論
の
正
否
を
到
別
す
る
鍵
で
あ
る
。
教
授
の
訴
訟
目
的
の

規
定
が
、
こ
の
角
度
か
ら
も
う
一
度
と
り
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
致
授
は
訴
訟
の
制
度
目
的
を
正
し
く
も
紛
孚
の
解
決
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
規
定
は
、
請
求
構
の
競
合
に
立
向
う
場
合
、
い
つ

か
「
馨
を
墓
か
つ
最
終
的
罎
決
す
る
と
い
う
訴
訟
制
度
の
目
的
」
と
い
嵐
に
、
言
い
か
え
ら
れ
て
し
警
の
で
あ
る
（
噺
飴
四
〉
．
嚢

が
後
法
令
的
な
も
の
か
、
そ
れ
と
も
端
的
な
紛
孚
解
決
機
構
か
と
い
う
こ
と
と
、
訴
訟
が
お
よ
そ
何
ら
か
の
規
模
で
の
端
的
な
紛
箏
解
決
機
構

か
、
そ
れ
と
も
紛
孚
の
一
墨
も
し
く
は
抜
本
的
解
決
の
機
構
か
は
、
勿
論
、
全
く
別
個
の
問
題
で
あ
る
。
訴
訟
の
制
度
目
的
と
し
て
は
、
前
の
問

題
だ
け
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
給
付
訴
訟
の
訴
訟
物
に
關
し
て
一
學
・
抜
本
の
解
決
を
持
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
推
論
を
歪
め
た

も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
教
授
は
こ
れ
を
紛
雫
解
決
機
能
の
分
化
に
基
づ
く
給
付
訴
訟
の
特
殊
目
的
、
特
殊
機
能

と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
つ
て
（
眠
聴
一
一
）
、
訴
訟
制
度
一
般
の
目
的
と
は
段
階
の
異
な
る
も
の
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
請
求
構
と
い
う
も
の
が
給

付
訴
訟
と
の
關
蓮
を
絶
ち
き
れ
な
い
無
色
の
機
能
的
概
念
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
實
は
分
化
は
、
制
度
一
般
の
う
ち
に
内

包
せ
ら
れ
る
が
故
に
こ
そ
可
能
と
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
教
授
の
論
法
は
、
正
し
く
は
、
推
論
過
程
で
の
歪
曲
で
も
な
け
れ
ば
、
給

付
訴
訟
か
ぎ
り
の
分
化
機
能
で
も
な
く
、
制
度
一
般
の
目
的
と
し
て
一
學
・
抜
本
の
解
決
を
肯
定
す
る
一
種
の
立
場
を
前
提
す
る
も
の
と
言
わ
な

　
　
　
訴
訟
物
論
箏
の
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開
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九
）
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六
　
　
　
（
六
五
〇
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
職
椹
主
義
は
こ
の
前
提
的
立
場
を
肯
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
職
権
主
義
に
與
し
え
な
い
我
々
は
、
こ
の
前
提
的
立
場
に
も
同
調

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
問
題
は
、
第
一
次
に
は
解
繹
論
と
し
て
、
第
一

是
と
す
る
か
否
か
に
節
す
る
の
で
あ
る
。

表
に
は
こ
の
風
土
こ
の
段
階
に
お
け
る
政
策
論
と
し
て
、
職
権
主
義
を

四

第
四
の
黙
、
つ
ま
り
、
請
求
の
「
選
揮
的
」
併
合
の
問
題
は
、
教
授
が
最
も
彊
調
・
力
読
せ
ら
れ
る
論
黙
で
あ
る
。

　
　
セ
　
　
　
し
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
む

　
　
ド
イ
ツ
で
は
悪
名
高
き
選
揮
的
併
合
1
こ
の
馳
が
日
本
と
ド
イ
ッ
の
訴
訟
物
論
の
一
つ
の
大
き
な
ち
が
い
の
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
わ
が
國
で
は
訴
の

　
　
（
攻
撃
方
法
の
で
は
な
く
）
選
揮
的
併
合
と
い
う
観
念
が
何
等
あ
や
し
ま
れ
る
こ
と
な
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
ド
イ
ッ
で
は
元
來
こ
の
説
は
少
い
上
に
嘗
つ

　
　
て
の
レ
ン
ト
、
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
グ
の
論
雫
以
來
そ
の
不
合
理
性
は
ま
す
ま
す
固
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
（
噺
面
八
一
i
二
頁
、
傍
黙
原
丈
に
あ
り
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
む
　
　
　
セ
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
ヤ
　
　
　
じ

　
　
か
く
み
て
く
れ
ば
訴
訟
物
の
選
揮
的
併
合
と
い
う
観
念
に
封
す
る
批
到
が
、
訴
訟
物
論
雫
に
お
け
る
本
質
的
な
一
つ
の
要
素
で
あ
つ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
。
シ
ュ
ワ
ァ
ー
ブ
以
後
の
見
解
は
時
期
的
に
い
つ
て
わ
が
國
に
新
訴
訟
物
理
論
が
紹
介
さ
れ
た
當
時
に
お
い
て
参
酌
し
え
な
か
つ
た
の
は
當
然
で
あ
る
が
、
少

　
　
く
も
レ
ソ
ト
、
ニ
キ
ッ
シ
ュ
の
こ
の
黙
の
鋭
い
批
到
は
當
然
に
あ
わ
せ
て
紹
介
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
筈
で
あ
る
。
し
か
る
に
ー
全
く
奇
妙
な
こ
と
に
ー

　
　
日
本
で
は
途
に
こ
の
黒
は
一
顧
も
與
え
ら
れ
な
い
で
終
っ
て
し
ま
つ
た
。
〔
中
略
〕
ド
イ
ツ
の
學
読
の
動
き
に
き
わ
め
て
敏
感
な
わ
が
國
の
學
説
が
、
こ
の
鮎
に

　
　
關
し
て
の
み
超
然
と
し
て
い
た
理
由
は
私
に
は
不
可
解
で
あ
る
。
も
し
こ
の
論
雫
の
こ
の
一
面
が
正
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
た
と
假
定
す
れ
ば
、
わ
が
國
の
訴
訟
物

　
　
理
論
の
大
勢
は
或
い
は
攣
つ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
臆
測
す
る
。
〔
中
略
〕
訴
訟
物
の
選
澤
的
併
合
と
い
う
観
念
を
維
持
し
う
る
か
し
え
な
い
か
が
、
目
本
の

　
　
學
説
の
現
況
に
鑑
み
る
と
き
は
、
よ
り
決
定
的
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
（
考
察
二
八
頁
、
傍
鮎
原
丈
に
あ
り
）

　
ま
さ
に
、
こ
れ
は
、
わ
が
國
の
學
界
の
虚
を
つ
い
た
天
啓
的
な
指
摘
で
あ
つ
た
。
奮
読
陣
螢
に
と
つ
て
は
、
恐
ら
く
は
、
最
も
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ

な
反
撃
と
受
取
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
は
じ
め
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
請
求
の
選
揮
的
併
合
と
い
う
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
、
教
授
に
と
つ
て
も
別
に
、
實
際
上
不
當
な
結
果



を
生
じ
る
と
は
感
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
請
求
権
競
合
の
場
合
の
實
際
的
な
取
扱
と
し
て
は
こ
の
結
論
は
極
め
て

妥
當
で
あ
り
ま
し
て
、
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
考
方
が
わ
が
國
で
通
読
的
な
地
位
を
占
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
結
果
の
妥
當
は
何
人
も
雫
わ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
」
と
い
い
、
あ
る
い
は
ま
た
「
わ
が
國
の
通
読
〔
註
略
〕
の
よ
う
に
選
揮
的
併
合
と
い

う
観
念
を
容
れ
れ
ば
實
際
的
に
は
最
も
妥
當
な
結
果
に
到
達
し
う
る
が
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
を
詮
示
す
る
も
の
で
あ
る

し
（
鷺
畑
司
責
、
￥
何
よ
り
も
、
警
自
髪
手
形
債
穂
と
原
因
關
係
債
穂
と
の
關
係
に
つ
い
て
「
雲
を
覆
的
競
合
の
關
係
垂
握
す

る
場
合
と
同
じ
」
取
扱
を
提
唱
さ
れ
、
こ
れ
を
自
ら
「
實
際
的
に
も
姜
當
で
あ
る
」
と
断
じ
て
お
ら
れ
る
黙
に
、
こ
の
認
識
は
最
も
よ
く
現
れ
て

い
る
（
謡
鳶
）
．
「
問
題
は
轟
法
上
の
璽
磐
藝
物
の
次
元
喬
題
と
し
奈
ら
、
し
か
も
そ
の
藝
物
相
互
間
の
馨
的
關
係
を
認
め

る
と
い
う
こ
と
が
理
論
的
に
見
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
」
、
「
選
揮
的
併
合
と
い
う
観
念
を
容
れ
る
こ
と
自
身
が
既
に
奮
訴
訟
物
理
論
の
出
嚢
黙
を
否

定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
の
で
は
な
い
か
と
い
を
理
論
的
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
構
造
の
間
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
賭
齢
梱
一
一
一
取
）
。

　
新
読
路
線
に
訴
訟
物
理
論
を
切
換
え
る
な
ら
ば
、
た
し
か
に
、
訴
訟
物
の
選
揮
的
併
合
と
い
う
技
術
は
要
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
あ
馨
歩
ん
で
、
あ
る
い
は
窺
の
適
用
順
序
に
固
執
す
べ
宅
窪
い
こ
と
を
馨
（
曙
謹
〉
、
あ
る
い
は
鍵
に
存
る
性
質
決

定
の
融
通
性
に
富
ん
蒜
力
的
萎
當
様
式
窺
く
態
度
（
癖
慣
塁
超
繧
、
實
に
、
象
徴
的
に
、
新
論
を
特
象
け
る
一
つ
の
菱
方
が

躍
動
し
て
い
る
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
鋼
決
に
お
け
る
法
律
的
性
質
決
定
の
意
味
の
聞
題
を
直
接
に
取
上
げ
る
機
禽
は
別
に
あ
る
豫
定
な

の
で
、
こ
こ
で
は
、
右
の
、
基
本
的
な
問
題
だ
け
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

　
そ
の
基
本
的
な
間
題
と
い
う
の
は
、
事
實
を
離
れ
て
法
的
観
黙
が
ひ
と
り
歩
き
で
き
る
よ
う
に
み
る
考
え
方
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
「
訴
訟
物

理
論
の
次
元
に
お
け
る
新
な
立
場
の
探
用
が
、
從
來
の
競
合
・
非
競
合
の
封
立
的
立
場
を
全
く
止
揚
し
去
つ
た
と
揚
言
す
る
こ
と
は
愼
ま
」
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
「
し
か
し
や
は
り
、
訴
訟
物
は
一
箇
か
二
箇
か
と
い
う
大
き
な
勤
立
か
ら
、
『
箇
の
訴
訟
物
と
い
う
こ
と
で

躊
τ
つ
つ
、
た
だ
法
的
難
適
用
の
順
序
と
い
商
題
霧
行
し
を
と
は
、
當
初
の
深
刻
姦
立
を
幾
分
窮
め
雲
」
（
櫃
楚
）
と

　
　
　
訴
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）
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（
六
五
二
）

い
う
風
に
言
わ
れ
た
り
、
「
成
程
不
當
利
得
の
観
黙
か
ら
是
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
確
定
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
他
の
見
地
の
適
用
の

　
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
む
　
　
む
　
　
む

飴
地
が
な
い
と
い
う
こ
と
ま
で
確
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
改
め
て
相
殺
の
可
否
の
前
提
と
し
て
、
不
法
行
爲
と
し
て
も
評
債

で
き
る
か
ど
う
か
を
調
べ
、
そ
う
で
あ
る
と
き
は
相
殺
を
拒
む
こ
と
が
ξ
る
と
い
わ
詮
雲
」
（
難
甦
顎
ゲ
）
と
い
嵐
に
塗
ら
れ
た

り
す
る
所
に
よ
く
顯
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
到
決
に
お
け
る
法
律
的
性
質
決
定
の
意
昧
の
問
題
に
お
い
て
、
評
慣
の
“
尺
度
”
と
“
封
象
”
と
の

切
離
し
は
、
他
の
何
塵
に
お
け
る
よ
り
も
鮮
か
に
主
張
し
適
用
さ
れ
る
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
選
揮
的
併
合
を
新
読
に
移
し
て
解
消
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
尺
度
を
封
象
の
卒
面
か
ら
純
粋
尺
度
の
李
面
に
移
そ
う
と
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
新
読
が
奮
読
を
攻
撃
す
る

要
黙
も
ま
た
、
醤
読
が
、
尺
度
を
封
象
の
手
面
で
論
じ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
尺
度
と
封
象
と
の
匠
別
を
貫
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
い
え

る
。
な
る
ほ
ど
、
尺
度
と
封
象
と
は
匠
別
で
き
よ
う
。
だ
が
、
匠
別
は
観
念
的
に
成
立
し
、
考
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
法
と
、
想
定
さ
れ
た
も

の
と
し
て
の
事
實
と
の
間
に
、
つ
ま
り
、
抽
象
と
抽
象
と
の
間
に
必
要
・
可
能
な
範
疇
的
識
別
で
あ
る
。
現
實
の
椹
利
や
訴
訟
上
の
法
主
張
は
、

こ
れ
に
反
し
て
、
具
髄
的
な
も
の
、
尺
度
た
る
法
と
封
象
た
る
事
實
と
の
綜
合
髄
で
あ
る
。
原
告
の
選
揮
指
定
す
る
尺
度
が
裁
剣
所
を
拘
束
す
る

な
ら
、
尺
度
も
「
當
事
者
ノ
申
立
テ
」
る
「
事
項
」
の
属
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
原
告
の
選
揮
指
定
す
る
尺
度
が
裁
到
所
を
拘
束
し
な
い

な
昏
裁
到
所
は
「
當
事
者
ノ
申
立
テ
サ
ル
事
項
」
を
こ
艶
騒
し
め
乞
・
」
と
髪
る
（
舞
藷
繁
諺
講
）
．
抽
象
的
な
「
妻
」
は

勿
論
、
た
と
え
具
髄
的
な
「
事
實
」
で
あ
つ
て
も
、
抽
象
的
な
「
法
」
と
の
み
關
蓮
づ
け
ら
れ
、
從
つ
て
そ
れ
自
髄
の
属
性
と
し
て
は
法
を
も
た

な
い
「
事
實
」
は
、
な
お
穫
利
や
「
法
主
張
」
を
構
成
し
な
い
。
尺
度
が
い
か
に
封
象
か
ら
観
念
的
に
匠
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
し
て

も
、
訴
訟
上
の
請
求
が
「
法
」
主
張
で
な
く
て
も
よ
い
と
す
る
な
ら
別
論
だ
が
、
そ
う
で
な
い
か
ぎ
り
、
訴
訟
物
か
ら
“
尺
度
”
を
騙
逐
す
る
必

要
と
可
能
は
此
盧
か
ら
出
て
く
る
由
が
な
い
。
從
つ
て
、
た
と
え
、
訴
訟
物
の
選
揮
的
併
合
と
い
う
観
念
が
そ
の
他
で
不
都
合
な
も
の
で
あ
る
と

し
て
も
、
新
読
路
線
に
訴
訟
物
理
論
を
切
換
え
る
こ
と
は
、
問
題
の
解
決
に
な
ら
ず
、
況
や
新
論
路
線
を
根
嫁
づ
け
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。

　
そ
し
て
、
選
揮
的
併
合
の
観
念
自
髄
に
も
、
別
段
理
論
上
の
不
都
合
は
な
い
。
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
こ
れ
を
観
れ
ば
、
第
一
黙



は
「
整
号
し
て
望
篠
件
づ
け
倉
て
い
る
二
つ
の
藝
物
と
い
農
繁
務
的
写
ぎ
る
」
と
い
至
と
で
あ
る
が
（
鍛
錬
、
贔
、
）
、

”
尺
度
”
を
法
主
張
の
モ
メ
ン
ト
と
み
る
立
場
か
ら
は
却
つ
て
實
髄
槽
の
絡
み
合
い
の
自
然
な
反
映
と
み
ら
れ
る
し
、
新
論
で
は
逆
に
（
新
説
論
者

は
不
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
が
我
々
の
立
場
か
ら
望
ま
し
い
と
こ
ろ
の
）
一
観
黙
へ
の
講
求
の
限
定
が
頗
る
困
難
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
第
二
黙
は
「
双
方

認
め
る
と
い
わ
れ
た
ら
一
艦
ど
う
な
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
（
鯛
）
、
原
告
の
請
求
は
調
書
へ
の
記
載
を
ま
つ
て
始
め
て
目
的
を
達
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
裁
剣
所
は
い
ず
れ
か
の
陳
述
の
み
を
有
効
と
認
め
て
調
書
に
記
載
せ
し
め
れ
ば
よ
く
、
そ
れ
以
前
に
双
方
の
解
除
條
件
が
と
も

に
成
就
す
る
と
い
三
と
寒
い
．
第
三
髄
一
部
裂
の
取
扱
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
（
輌
）
、
別
個
に
轟
起
で
き
る
請
求
を
故
ら
併
合
し
て

い
る
黙
に
は
訴
訟
的
な
特
殊
な
條
件
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
つ
て
（
軍
純
併
合
と
は
異
な
る
に
至
る
の
も
訴
訟
上
の
利
盆
が
こ
の
場
合
は
同
一

で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
）
、
　
こ
れ
を
理
由
に
一
部
鋼
決
を
禁
じ
て
も
、
別
段
訴
訟
物
を
別
個
と
読
く
理
論
に
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
逆
に
原
告

が
併
合
に
固
執
し
な
い
か
分
離
を
望
む
意
思
が
明
か
で
あ
る
場
合
は
、
一
部
到
決
を
も
辮
論
の
分
離
を
も
許
す
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

後
の
場
合
に
「
上
訴
の
關
係
で
は
匠
々
に
な
る
」
こ
と
が
あ
つ
て
も
、
そ
れ
は
「
選
樺
的
併
合
と
い
う
特
別
の
訴
の
併
合
の
方
式
」
の
「
要
請
」

が
「
強
制
」
で
は
な
く
て
原
告
の
自
由
で
あ
る
こ
と
の
當
然
の
飾
結
で
趣
旨
が
「
そ
の
限
度
で
は
崩
壊
す
る
」
と
評
す
る
に
は
當
ら
な
い
（
主
丈
の

書
き
方
は
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
）
。
第
四
黙
は
「
既
に
こ
う
し
た
構
成
を
と
る
こ
と
自
髄
の
中
に
椹
利
の
性
質
決
定
は
こ
の
場
合
大
し
た
問
題
で

は
な
い
〔
中
略
〕
と
い
う
奮
訴
訟
物
理
論
の
出
襲
黙
を
否
定
す
る
認
識
が
入
り
こ
ん
で
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
（
輌
〉
、
讐
読
の
認
識
す
る
も

の
は
事
實
の
状
態
で
あ
つ
て
、
當
爲
の
到
断
と
は
直
接
に
關
係
し
な
い
。
あ
わ
せ
て
こ
の
事
實
の
認
識
も
ま
た
、
と
く
に
併
合
が
選
ば
れ
た
場
合

の
限
ら
れ
た
歌
況
に
關
す
る
こ
と
を
、
注
意
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
第
五
黙
は
「
審
到
の
封
象
が
不
安
定
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
が
（
磁
賠
四
）
、
こ
れ
は
從
來
善
読
が
み
ず
か
ら
反
論
し
克
服
し
て
き
た
論
黙
で
あ
る
か
ら
特
に
論
じ
る
ま
で
の
こ
と
は
な
い
。
第
六
の
、
最

後
の
、
重
要
な
指
摘
は
、
「
こ
の
選
揮
的
併
合
を
認
め
る
詮
は
、
出
嚢
黙
と
し
て
は
競
合
す
る
請
求
権
が
複
数
の
訴
訟
物
を
な
す
と
い
い
な
が
ら

も
、
そ
の
訴
訟
物
の
取
り
扱
い
方
は
、
訴
訟
物
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
、
請
求
を
基
礎
付
け
る
事
實
と
し
て
の
請
求
原
因
事
實
の
取
扱
と
全
く
同
じ

　
　
　
訴
訟
物
論
箏
の
新
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
　
（
六
五
三
）



　
　
　
訴
訟
物
論
箏
の
新
展
開
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〇
　
　
　
（
六
五
四
）

で
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
〔
中
略
〕
訴
訟
物
す
な
わ
ち
ω
母
虫
置
畠
Φ
塁
富
注
よ
り
一
段
下
の
次
元
に
あ
る
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
請
求
原
因
事

實
国
衝
の
①
鴨
q
昌
亀
の
論
理
と
そ
の
取
扱
を
、
そ
つ
く
り
そ
の
ま
ま
訴
訟
物
の
次
元
に
お
い
て
取
り
込
ん
だ
の
が
こ
の
老
え
方
で
あ
る
」
と
い
う

指
摘
で
あ
る
（
隠
玲
勲
二
）
。
　
こ
れ
と
て
も
、
し
か
し
、
請
求
原
因
の
次
元
で
姜
當
す
る
理
窟
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
ま
た
移
し
て
訴
訟
物
の
次
元
で
も

行
わ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
重
要
で
は
あ
る
が
、
決
定
的
な
論
黙
で
は
な
い
。
要
件
と
効
果
に
せ
よ
、
請
求
と
攻
撃
方
法
に
せ

よ
、
蓮
鎖
す
る
生
活
事
實
の
何
塵
で
こ
れ
を
切
断
し
て
一
と
他
と
を
分
か
つ
べ
き
か
は
、
お
よ
そ
實
髄
法
的
評
債
の
問
題
で
あ
る
し
、
本
來
蓮
鎖

す
る
彼
岸
と
此
岸
と
が
李
行
的
構
造
を
も
つ
こ
と
も
営
然
と
い
え
る
。
か
く
て
、
訴
訟
物
の
選
揮
的
併
合
の
論
理
自
髄
に
も
、
特
別
の
不
都
合
は

認
め
ら
れ
な
い
。

　
三
ヶ
月
教
授
自
身
、
手
形
債
権
と
原
因
關
係
債
穫
と
の
關
係
に
つ
い
て
特
殊
な
取
扱
を
提
唱
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
、
訴
訟
物
選
揮
併
合
の
観

念
の
實
際
的
妥
當
の
承
認
と
相
侯
つ
て
、
實
は
自
ら
の
攻
撃
を
放
棄
す
る
結
果
に
な
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
固
よ
り
、
特
殊
な
取
扱
と
い
う

の
は
、
「
経
濟
的
同
一
性
に
着
眼
し
て
一
個
の
訴
訟
物
と
し
て
扱
い
う
る
蝕
地
〔
註
略
〕
と
、
法
律
的
異
別
性
の
面
を
利
し
て
別
個
の
紛
孚
H
訴
訟

物
と
し
て
構
成
し
う
る
飴
地
〔
註
略
〕
の
二
つ
の
可
能
性
を
法
律
が
認
め
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
何
れ
を
選
ぶ
か
は
原
告
の
選
澤
に
ま
か
せ
ら

れ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
考
」
う
べ
し
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
爾
者
あ
わ
せ
て
主
張
さ
れ
る
場
合
を
、
一
箇
の
訴
訟
物
と
し
、
訴
訟
物
の
選
揮

的
併
合
を
認
め
ら
れ
る
も
の
で
讐
い
吉
蒙
（
嘱
鍵
、
そ
れ
で
も
、
こ
れ
は
、
「
緩
的
亘
性
」
竃
⊇
箇
の
璽
禦
、
そ
の
馨

的
同
一
性
に
も
拘
ら
ず
、
且
つ
ま
た
、
「
講
求
権
」
と
い
え
ば
「
無
色
の
機
能
概
念
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
拘
ら
ず
、
ま
さ
に
給
付
訴
訟
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
も

の
關
係
で
、
異
別
に
評
憤
・
構
成
で
き
る
理
論
上
の
鯨
地
を
、
肯
定
し
た
も
の
に
相
違
は
あ
る
ま
い
。
ニ
キ
ッ
シ
ュ
が
昨
今
、
こ
れ
は
進
ん
で
同

様
の
場
合
に
覆
的
併
合
そ
の
も
の
を
認
め
、
嘗
て
の
所
馨
董
く
修
モ
て
い
る
の
は
（
陥
臨
窮
窮
露
聾
蠕
露
、
曝
感
遡
離
￥

こ
の
關
係
に
お
い
て
留
意
に
値
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。



五

　
最
後
に
こ
の
機
會
に
、
教
授
が
動
態
論
に
寄
せ
ら
れ
た
批
到
の
諸
黙
を
考
え
て
お
き
た
い
。

　
動
態
読
は
、
と
教
授
は
言
わ
れ
る
。
「
新
薔
爾
理
論
の
止
揚
を
意
圖
す
る
」
と
し
な
が
ら
「
そ
の
止
揚
は
殆
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
」
。
こ
と
に

「
新
理
論
の
抱
懐
す
る
正
し
い
間
題
意
識
と
要
請
は
殆
ど
満
足
せ
し
め
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
。
「
た
と
え
ば
紛
雫
解
決
機
能
と
の
密

着
性
、
訴
訟
物
の
範
園
の
明
確
化
（
請
求
原
因
と
い
う
要
素
の
入
り
こ
む
籐
地
の
縮
少
）
、
實
髄
法
上
の
権
利
（
と
く
に
請
求
権
．
形
成
椹
）
の
機

能
の
反
省
と
そ
れ
に
鷹
じ
た
位
置
づ
け
の
試
み
と
い
う
ふ
う
な
新
訴
訟
物
理
論
の
要
請
は
全
く
無
覗
さ
れ
て
い
る
し
法
條
競
合
・
請
求
椹
競
合
の

場
合
の
取
扱
も
素
朴
で
あ
」
る
、
と
（
舐
蜥
八
）
。

　
し
か
し
、
動
態
読
に
よ
れ
ば
、
「
原
告
は
任
意
に
紛
雫
を
提
示
す
る
。
こ
れ
は
客
観
的
に
は
實
艦
法
上
の
穫
利
も
し
く
は
法
律
關
係
の
主
張
で

あ
る
」
。
「
何
が
主
張
せ
ら
れ
た
椹
利
も
し
く
は
法
律
關
係
か
は
、
純
粋
に
『
解
繹
』
の
問
題
で
あ
る
。
物
の
引
渡
の
講
求
は
、
通
常
、
所
有
椹
の

主
張
で
も
、
占
有
穂
の
主
張
で
も
、
契
約
上
の
穂
利
の
主
張
で
も
あ
り
う
る
〔
註
略
〕
。
こ
れ
を
一
箇
と
い
う
必
要
も
な
け
れ
ば
、
藪
箇
と
い
う
必

要
も
な
い
」
（
纏
撫
難
誘
認
灘
藍
蟹
．
從
つ
て
、
特
定
物
引
渡
葉
の
原
窪
、
實
際
に
は
、
目
的
物
さ
え
指
示
す
れ
筆
足
り
る

の
で
あ
り
、
形
成
請
求
の
原
告
も
ま
た
、
實
際
に
は
、
形
成
効
果
さ
え
指
示
す
れ
ば
事
足
り
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
請
求
の
原
因
は
、

客
観
的
な
資
格
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
つ
て
、
原
告
に
封
す
る
負
捲
と
し
て
は
作
用
し
な
い
。
こ
れ
に
反
し
、
確
認
の
訴
の
原
告
は
、
自
己
の
主

観
的
目
標
上
、
實
際
に
も
、
性
質
決
定
を
経
た
椹
利
關
係
を
主
張
す
る
の
が
通
例
と
な
る
。
以
上
は
、
結
果
的
に
、
新
論
の
取
扱
と
同
一
で
あ
ろ

う
。
紛
孚
解
決
機
能
と
の
密
着
性
と
か
、
請
求
原
因
と
い
う
要
素
の
入
り
こ
む
鯨
地
の
縮
少
と
か
、
實
髄
法
上
の
請
求
穂
・
形
成
椹
の
機
能
と
の

封
慮
と
か
い
う
要
求
は
、
以
上
の
限
度
を
こ
え
て
満
足
せ
し
め
ら
れ
る
必
要
を
も
た
な
い
。
新
読
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
上
記
の
よ
う
な
取
扱

が
、
實
際
に
は
行
わ
れ
る
と
い
う
に
と
ど
ま
り
、
理
論
上
は
常
に
實
髄
法
的
性
質
決
定
が
客
観
的
な
訴
訟
物
の
資
格
と
し
て
随
俘
す
る
と
み
る
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黙
、
し
た
が
つ
て
、
明
確
・
自
畳
的
な
原
告
に
よ
る
法
的
観
黙
の
選
樫
が
當
然
に
裁
到
所
を
拘
束
す
る
と
み
る
黙
に
あ
る
。
か
か
る
誉
読
的
な
地

盤
と
相
侯
つ
て
、
選
揮
的
併
合
理
論
の
實
際
的
妥
當
は
、
と
く
に
訴
訟
物
の
選
揮
的
併
合
の
観
念
を
排
斥
す
べ
き
必
要
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
請
求

椹
の
競
合
と
法
條
競
合
と
の
限
界
の
不
明
は
、
新
詮
の
よ
う
に
問
題
を
適
用
法
規
の
順
位
に
移
し
て
も
残
る
と
こ
ろ
で
、
明
か
な
法
條
競
合
を
除

い
て
は
す
べ
て
を
請
求
穂
の
競
合
と
畳
悟
す
べ
き
こ
と
、
新
読
が
摸
索
し
て
い
る
方
向
と
同
断
で
あ
る
。
動
態
読
が
奮
読
と
も
異
な
る
と
こ
ろ
は

（
解
繹
の
幅
を
援
げ
さ
え
す
れ
ぽ
奮
説
的
立
場
だ
け
で
も
理
論
上
は
認
め
う
る
筈
の
特
定
物
給
付
や
形
成
の
訴
の
取
扱
を
別
に
す
れ
ば
）
、
い
わ
ゆ
る
實
髄
法
の
う

ち
に
、
未
知
・
未
定
立
の
慣
値
を
も
導
入
し
う
る
黙
で
、
そ
う
し
て
始
め
て
訴
訟
の
前
法
令
性
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
認
請
求
さ
え

錘
の
轟
禁
ら
握
質
決
定
の
で
婁
い
髪
・
が
あ
る
筈
募
る
し
（
難
勲
藻
醗
繍
騨
痛
鰯
ね
藻
唯
V
、
一
盤
藝
物
翁

断
の
肚
會
的
完
結
ま
で
何
で
あ
つ
た
か
は
確
定
し
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
工
夫
せ
ら
れ
た
動
態
読
の
構
造
は
、
未
定
立
法
を
姑
く
措
く

も
、
競
合
的
な
法
観
黙
の
彼
此
流
用
を
読
明
し
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
實
践
的
に
は
、
ま
た
、
例
え
ば
、
金
鏡
給
付
請
求
に
つ
い
て
さ
え
必
ず
し
も

起
訴
時
に
既
に
請
求
原
因
の
明
か
に
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
訴
訟
類
型
に
よ
つ
て
訴
訟
物
の
在
り
方
を
匠
別
し

た
嚢
は
、
逆
に
訴
訟
類
型
ご
た
嚢
物
の
奮
方
を
固
定
喜
て
し
ま
う
形
式
義
竃
つ
吉
憲
わ
れ
灸
罐
傭
甕
瓢
購
難

器
駿
熾
錨
牲
護
鹸
欝
鶏
踊
齢
賛
灘
肇
．

　
教
授
は
、
動
態
論
が
訴
訟
物
の
存
在
と
そ
の
認
識
（
確
定
）
と
を
匠
別
し
、
後
者
が
訴
訟
に
お
い
て
訴
訟
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
読
く
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に
つ
い
て
、
「
た
と
え
ぽ
所
有
構
確
認
訴
訟
で
は
紛
孚
の
封
象
で
あ
る
『
所
有
穂
で
あ
る
』
と
い
う
こ
と
は
一
髄
訴
訟
物
の
存
在
の
問
題
な
の
か

む
　
　
ヤ

認
識
の
問
題
な
の
か
」
と
疑
間
を
提
出
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
固
よ
り
認
識
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
と
匿
別
し
て
存
在
を
豫
定
し
、
認
識
の

「
形
成
な
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る
」
の
は
、
訴
提
起
の
と
き
を
も
つ
て
一
律
に
何
が
訴
訟
物
た
る
か
を
確
定
し
う
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
え
ず
、

且
つ
そ
の
必
要
が
な
い
に
基
づ
く
。
確
認
訴
訟
と
の
關
係
で
も
、
そ
の
「
制
度
目
的
に
照
し
て
正
し
い
」
請
求
が
、
當
初
か
ら
は
實
艦
法
で
翻
課

で
き
な
い
場
合
墓
る
こ
と
を
、
承
認
す
べ
き
で
あ
ろ
至
菱
る
（
騎
破
翻
劇
灘
誕
舘
．
V
．



　
畢
寛
、
動
態
理
論
は
、
全
髄
の
統
制
を
保
ち
つ
つ
、
有
ら
ゆ
る
機
能
的
諸
相
を
そ
の
う
ち
に
開
花
さ
せ
よ
う
と
潜
圖
す
る
。
實
盆
を
離
れ
た
論

明
の
た
め
の
読
明
で
な
い
こ
と
は
右
に
み
た
通
り
で
あ
る
。
教
授
は
、
こ
れ
を
、
「
訴
訟
『
現
象
』
の
末
梢
的
な
究
明
に
眼
を
奪
わ
れ
て
『
制
度
』

の
理
論
と
し
て
の
訴
訟
理
論
の
本
質
を
見
失
う
に
至
る
危
瞼
」
な
行
き
方
と
評
せ
ら
れ
、
ま
た
コ
種
の
法
形
而
上
學
的
認
識
方
法
」
と
認
め

て
、
か
か
る
「
法
形
而
上
學
的
思
考
を
可
能
な
限
り
括
り
出
し
て
望
む
べ
く
ん
ば
訴
訟
理
論
の
骨
格
を
で
ぎ
る
だ
け
軍
純
化
す
る
こ
と
こ
そ
將
來

の
訴
訟
理
論
を
構
想
す
る
者
の
努
む
べ
き
こ
と
の
よ
う
に
考
え
る
」
と
言
つ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
分
析
の
鏡
さ
と
、
そ
の
構
想
力
の

蒙
さ
と
涯
、
洵
に
畏
撃
み
が
た
竃
の
奮
ゑ
甥
句
〉
．
奮
念
願
と
す
る
質
、
當
爲
と
存
在
と
の
裡
無
セ
て
塗
的
籍

査
の
上
、
制
度
論
中
に
現
象
論
を
活
か
し
、
あ
わ
せ
て
、
他
方
、
法
學
を
形
而
上
學
と
、
緊
密
に
蓮
接
せ
し
め
よ
う
と
い
う
に
存
す
る
。
い
ず
れ

が
方
法
と
し
て
窮
極
的
に
正
し
い
か
は
、
遽
か
に
断
じ
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
三
ヶ
月
章
教
授
昨
今
の
輝
か
し
い
業
績
に
感
動
し
て
、
逆
読
的
な
形
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
本
稿
は
、
そ
の
一
種
の
頬
讃
賦
を
綴
つ
た
も
の

で
あ
る
。
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