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1

刑

法

研
　
究

會

解

題

　
職
後
の
わ
が
國
刑
法
賜
界
の
最
大
の
理
論
的
關
心
事
は
何
と
云
つ
て
も
ウ
ェ

ル
ツ
ェ
ル
の
唱
導
に
か
か
る
目
的
的
行
爲
論
で
あ
る
が
、
こ
の
理
論
は
未
だ
に

髄展の

途
上
に
あ
り
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
教
科
書
は
年
々
本
質
的
な
部
分
に
つ

い
て
の
訂
正
と
再
構
成
が
加
え
ら
れ
て
今
日
に
至
つ
て
い
る
。
と
は
云
え
目
的

的
行
爲
論
は
そ
の
議
群
地
ド
イ
ッ
に
お
い
て
、
と
く
に
故
意
に
關
す
る
限
り
、

殆
ん
ど
耀
統
的
な
盟
系
の
側
か
ら
の
反
論
を
沈
黙
さ
せ
、
有
力
な
反
封
説
ま
で

こ
れ
に
賛
意
を
示
す
に
至
つ
て
い
る
（
例
え
ば
メ
ツ
ガ
ー
の
刑
法
概
読
の
新
版

な
ど
緒
顯
著
に
見
ら
れ
る
）
だ
け
で
は
な
く
、
賞
定
法
上
の
差
異
等
も
あ
つ
て

當
初
比
較
的
批
剣
的
で
あ
つ
た
わ
が
國
に
お
い
て
も
漸
く
根
を
下
し
か
け
て
來

　
　
　
　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
泌
失
論
批
剣

た
、
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
意
外
に
廣
汎
に
賛
同
者
を
ま
し
つ
つ
あ
る
現
状
で

あ
る
。
　
（
例
え
ぱ
木
村
博
士
の
“
刑
法
に
お
け
る
目
的
行
爲
論
ー
そ
の
意
義
と

債
値
4
と
題
す
る
論
丈
、
季
刊
法
律
學
第
一
四
號
、
昭
禰
二
五
年
、
と
“
刑
法

総
論
μ
法
律
學
全
集
4
0
巻
、
昭
和
三
四
年
、
と
の
封
比
に
お
い
て
そ
の
推
移
を

窺
う
に
充
分
と
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
）

　
し
か
し
、
絶
え
ず
襲
展
を
績
け
る
目
的
的
行
爲
論
に
と
つ
て
、
そ
の
當
初
よ

り
今
日
に
至
る
ま
で
絡
始
そ
の
難
黙
と
さ
れ
て
い
る
の
は
過
失
論
で
あ
る
。
目

的
的
行
爲
論
は
今
更
読
く
ま
で
も
な
く
、
箪
な
る
“
有
意
性
”
で
は
な
く
て
内

容
的
に
決
定
さ
れ
た
“
目
的
性
”
を
行
爲
の
本
質
と
解
す
る
の
で
あ
る
か
ら
故

意
行
爲
に
つ
い
て
は
問
題
な
く
愛
當
し
て
も
、
過
失
の
場
合
に
は
襲
生
し
た
結

果
は
行
爲
者
の
騒
的
と
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
（
も
し
登
生
し
た
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
　
（
一
二
〇
露
）



　
　
　
　
ウ
ェ
ル
ツ
呂
ル
の
邊
失
論
批
剣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ロ

果
を
目
的
と
し
た
の
な
ら
ば
す
で
に
故
意
犯
で
あ
つ
て
過
失
犯
と
は
な
ら
な

い
）
で
あ
る
た
め
に
そ
の
構
成
を
故
意
と
の
關
蓮
で
如
何
に
矛
盾
な
く
展
開
で

き
る
か
が
間
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
こ
の
顯
に
つ
き
、
最

初
は
、
過
失
に
お
け
る
目
的
性
は
故
意
の
そ
れ
と
は
異
つ
て
現
實
的
、
顯
在
的

な
も
の
で
は
な
く
、
目
的
的
行
爲
に
よ
つ
て
（
墓
ま
し
く
な
い
）
結
果
の
襲
生
を

同
避
し
う
る
と
い
う
意
味
で
“
潜
在
的
目
的
性
（
冨
言
昌
麓
田
置
胃
誌
酔
γ

を
も
つ
も
の
だ
と
し
て
、
故
意
及
び
過
失
を
目
的
的
行
爲
と
し
て
統
一
的
に
講

成
し
よ
う
と
し
た
が
、
昌
ー
ゼ
の
、
「
目
的
性
は
存
在
す
る
か
し
な
い
か
何

れ
か
の
霧
在
事
實
關
係
で
あ
り
、
こ
の
躍
存
在
か
不
存
在
か
’
と
い
う
こ
と
の

中
に
、
存
在
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
本
質
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
潜
在
的
目
的
性

と
い
う
の
は
可
能
な
且
的
性
と
い
う
こ
と
で
賓
際
は
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ

り
、
從
つ
て
可
能
な
目
的
性
は
目
的
性
で
は
な
い
」
（
客
帥
霧
o
肌
田
β
毘
識
“

く
9
”
跨
討
苺
自
浮
酵
ロ
蒔
寄
鮮
5
目
噂
OO
・
お
）
と
い
う
手
痛
い
批
到
並

び
に
過
失
犯
を
故
意
犯
か
ら
匠
別
す
る
も
の
は
目
的
性
の
峡
如
つ
ま
り
行
爲
の

性
格
で
は
な
く
し
て
、
故
意
犯
の
場
合
に
は
目
的
性
は
故
意
と
し
て
講
成
要
件

該
當
の
結
果
に
關
す
る
の
に
、
過
失
犯
の
場
合
に
は
目
的
性
は
構
成
要
件
該
當

の
結
果
と
は
ち
が
つ
た
結
果
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
に
あ
り
、
目
的
的

行
爲
論
は
こ
の
よ
う
に
構
成
要
件
該
営
性
の
見
地
で
過
失
犯
と
故
意
犯
と
の
關

係
を
解
明
す
べ
き
だ
と
の
提
案
（
鉾
鉾
ρ
”
ψ
器
）
等
に
影
響
を
受
け
た
ら

し
く
、
後
に
は
読
を
更
め
て
過
失
犯
は
法
的
に
重
要
で
な
い
目
的
的
行
爲
に
よ
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つ
て
、
法
的
に
重
要
な
（
構
成
要
件
該
當
）
の
結
果
を
非
目
的
的
に
、
つ
ま
り

純
粋
因
果
的
に
惹
起
す
る
こ
と
で
あ
る
（
〈
範
・
胡
o
甘
o
ご
旨
盆
β
訂
o
富

ロa

“
旨
』
輔
O
O
ザ
“
9
卜
昌
臣
．
一
〇
㎝
G
O
●
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
渦
失
の
誕
明
は
論
く
場

所
に
よ
つ
て
多
少
一
顧
ユ
ア
ソ
ス
を
異
に
す
る
が
、
大
髄
上
の
よ
う
に
解
し
て
よ

い
で
あ
ろ
う
）
と
さ
れ
る
に
至
つ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
云
い
か
え
て
は
見

て
も
刑
法
上
重
要
で
な
い
目
的
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
不
當
で
、
そ
れ
は
恰
も

不
作
爲
犯
の
因
果
關
係
が
雫
わ
れ
た
頃
、
法
的
に
重
要
な
不
作
爲
そ
れ
自
盟
に

で
は
な
く
、
法
的
に
は
何
ら
重
要
な
意
味
を
持
た
な
い
先
行
行
爲
、
他
行
行
爲

に
原
因
性
を
求
め
よ
う
と
し
た
古
い
學
説
に
封
す
る
非
難
と
同
檬
な
拙
判
が
こ

こ
で
も
愛
當
す
る
よ
到
に
思
わ
れ
る
。
印
ち
目
的
的
行
爲
論
は
今
日
で
も
爾
そ

の
過
失
論
の
領
域
で
多
く
の
問
題
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
過
失
を
い
か

に
矛
盾
な
く
犯
罪
論
盟
系
の
中
に
位
置
づ
け
る
か
が
、
目
的
的
行
爲
論
に
反
封

し
、
こ
れ
と
封
決
す
る
立
場
に
立
つ
に
せ
よ
、
叉
は
目
的
的
行
爲
論
に
同
調
し

て
こ
れ
を
よ
り
一
暦
完
成
す
る
立
場
に
立
つ
に
も
せ
よ
、
刑
法
理
論
の
稜
展
の

た
め
の
重
大
な
課
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
も
ウ
ェ
ル
ツ

ェ
ル
等
目
的
的
行
爲
論
者
の
過
失
犯
論
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
は
勿
論
、
更

に
目
的
的
行
爲
論
の
過
失
論
に
封
す
る
各
方
面
の
批
判
に
も
で
き
る
だ
け
多
く

耳
を
傾
け
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
以
下
に
紹
介
す
る
資
料
は

目
的
的
行
爲
論
（
と
く
に
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
）
の
過
失
論
に
封
す
る
批
到
と
し
て

は
珍
し
く
詳
細
な
も
の
で
あ
り
、
資
料
と
し
て
も
便
値
の
あ
る
も
の
と
信
ず



る
。

　
本
資
料
は
ド
イ
ッ
の
”
法
曹
新
聞
4
（
㍉
9
匿
富
慧
Φ
諄
9
而
）
の
一
九
五
八

年、

十
一
～
十
三
號
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
著
者
ノ
ヴ
ァ
コ
7
ス
キ
ー
は
オ

ー
ス
ト
リ
ー
の
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
大
學
教
授
で
、
目
的
的
行
爲
論
の
批
到
と
し

て
は
、
す
で
に
コ
九
四
覧
年
以
降
の
ド
イ
ッ
に
お
け
る
刑
法
理
論
の
護
展
に

つ
い
て
（
国
畦
国
暮
琶
O
匹
庭
②
纏
0慶
欝
沖
0
9
毬
一
〇
酵
O
甘
富
旨
欝
亨

一
9
ゆ
憂
『
お
a
と
と
題
す
る
論
文
を
獲
表
し
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
論
稿

に
つ
い
て
は
、
早
稻
田
大
學
の
齋
藤
教
授
、
酉
県
講
師
に
よ
つ
で
す
で
に
わ
が

國
に
も
紹
介
ず
み
で
あ
る
（
早
稻
田
法
學
三
一
巻
一
、
二
合
併
號
ー
一
九
五
五

年
六
月
－
二
四
五
頁
以
下
）
。
著
者
の
根
本
的
態
度
は
、
何
れ
も
目
的
的
行
爲
論

に
封
し
て
む
し
ろ
批
到
的
で
通
説
的
立
場
か
ら
立
論
さ
れ
て
い
る
鮎
に
差
異
は

な
い
。
し
か
し
後
者
は
直
接
目
的
的
行
爲
論
の
批
到
を
テ
ー
マ
と
し
た
も
の
で

は
な
く
、
批
判
の
封
象
と
さ
れ
た
目
的
的
行
爲
論
も
一
般
に
論
ぜ
ら
れ
、
從
つ

て
こ
の
理
論
が
重
黙
を
置
く
故
意
論
が
中
心
で
過
失
論
は
営
然
の
こ
と
と
し
て

殆
ん
ど
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
て
本
資
料
は
ウ
ヱ
ル
ツ
ェ
ル
の
過

失論の

批
到
を
直
接
テ
ー
マ
と
し
、
前
の
論
稿
襲
表
後
の
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
理

論
的
展
開
と
も
照
感
し
て
、
と
く
に
詳
細
に
批
到
の
論
陣
を
張
つ
て
い
る
鮎
に

お
い
て
特
徴
が
あ
り
、
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
の
目
的
的
行
爲
論
観
を
知
る
た
め

に
は
爾
者
併
せ
橡
討
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
X

　
　
　
　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
遣
失
諭
批
剣

　
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
ギ
ー
は
こ
の
論
文
を
ウ
ェ
ル
ツ
呂
ル
の
教
科
書
の
第
六
版
淋

出
版
さ
れ
る
以
前
に
、
教
科
書
の
第
五
版
と
“
刑
法
薩
系
の
新
形
相
（
蜜

器
5
0
ご
一
置
伽
窪
望
畠
陸
O
＆
宏
ロ
鴇
富
9
γ
の
第
三
版
を
封
象
と
し
て
執

筆
脆
稿
し
た
が
、
印
刷
直
前
に
第
六
版
が
出
版
さ
れ
た
た
め
、
六
版
に
お
け
る

ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
改
読
に
相
懸
し
て
補
足
部
分
を
加
え
た
。
こ
こ
に
紹
介
す
る

に
當
つ
て
、
私
共
は
矛
盾
と
冗
長
さ
を
遽
け
る
爲
こ
の
部
分
を
本
論
の
中
に
織

り
こ
み
、
教
科
書
の
六
版
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
再
構
成
し
た
。
し
か
し
そ
の

爲
に
却
つ
て
理
解
し
難
く
な
つ
た
貼
の
あ
る
こ
と
を
お
そ
れ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
ノ
ヴ
7
コ
フ
ス
キ
：
の
批
釧
自
盟
に
は
い
ろ
い
ろ
再
批
判
す
べ

き
個
腱
も
少
く
な
い
が
、
從
來
鹸
り
解
明
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
つ
た
過
失
の
根

本
的
構
造
に
つ
い
て
本
格
的
な
思
考
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
來
た
と
い

う
こ
と
は
大
へ
ん
叡
迎
す
べ
き
現
象
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
詳
細
に
讃
み
、
同

時
に
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
過
失
論
を
詳
細
に
楡
討
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
種
々
の
示

唆
を
受
け
乍
ら
猫
自
の
過
失
論
の
構
築
を
目
ざ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
の
批
勃
に
封
す
る
再
批
到
は
や
が
て
各
個
の
盤
系
櫓
築
と

も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
地
か
ら
今
同
は
こ
れ
を
省
き
、
全
く
の
資
料

と
し
て
生
の
ま
ま
（
と
云
つ
て
も
抄
露
の
形
に
な
つ
て
は
し
ま
つ
た
が
）
提
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

す
る
こ
と
に
し
た
。
た
だ
私
芙
は
、
今
一
度
冷
静
に
こ
の
資
料
に
展
開
さ
れ
た

論
璽
を
反
省
し
て
、
一
盟
刑
法
理
論
が
こ
の
よ
う
に
精
紙
に
展
開
さ
れ
る
こ
と

に
ど
れ
だ
け
の
實
盆
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
不
安
を
持
つ
の
で
あ
る
。
絵
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
　
　
（
一
二
〇
五
）



　
　
　
　
ウ
ェ
ル
ツ
呂
ル
の
魎
失
諭
批
剣

も

細
か
い
論
雫
に
な
つ
て
く
る
と
、
彼
我
と
も
に
、
何
れ
が
す
ぐ
れ
て
い
る
か

の
割
助
さ
え
つ
か
な
く
な
つ
て
し
ま
5
お
そ
れ
な
し
と
し
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
も
つ
と
も
な
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー

が
い
み
じ
く
も
言
つ
た
よ
う
に
“
學
問
（
法
律
學
）
の
世
界
に
は
、
何
れ
が
適

切
で
あ
る
か
‘
と
い
う
畢
い
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
X

　
倣
お
、
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
！
の
學
読
上
の
位
置
を
知
る
た
め
に
は
、
一
九
五

五
年
に
議
表
し
た
旨
α
の
富
昌
o
♂
冨
o
冨
望
影
坤
9
騨
甘
8
宣
o
旨

命

酵
骨
o
β
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
（
こ
の
紹
介
は
法
學
研
究
二
＋
九

巻
匠
號
七
八
頁
以
下
に
宮
潔
が
こ
れ
を
行
な
つ
て
い
る
）
。
こ
の
ほ
か
国
o
艮
－

懸
m
9
塞
馳
く
魯
び
器
o
ぴ
o
口
自
巨
島
9
q
一
9
§
暑
o
＜
霞
げ
3
＆
の
器
g
o
昌
磯
o

（
旨
9
）
と
い
う
碧
書
も
あ
る
。

　
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
は
、
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
大
學
教
授
リ
ッ
ト
ラ
ー
の
門
下

で
あ
つ
て
、
一
九
五
〇
年
に
は
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
大
學
の
私
講
師
と
橡
察
官
を

衆
ね
て
い
た
が
、
一
九
五
一
年
か
ら
正
教
授
と
な
つ
た
。

　
ド
イ
ツ
語
系
の
刑
法
理
論
家
と
し
て
は
、
大
へ
ん
有
能
な
學
者
で
あ
つ
て
、

ガ
ラ
ス
教
授
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
、
チ
ュ
ー
ピ
ン
ゲ
ン
大
學
の
シ
ヱ
ミ
ッ
ト
ホ

イ
ザ
ー
、
ザ
ー
ル
ブ
ル
昌
ッ
ケ
ソ
大
學
の
マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
陰
と
比
肩
し
う
る
力

量
の
持
主
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
右
に
あ
げ
た
騰
系
書
で
読
明
の
足
り
な
い
個
所
は
次
に
あ
げ
る
論
文
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
（
》
　
　
　
　
　
（
一
二
（
》
山
ハ
）

て
、
こ
れ
を
補
充
す
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。
年
代
順
に
、
主
な
も
の
を
列
べ
て

み
る
と
、
旨
》
転
目
畏
島
臼
鵬
O
げ
巨
勲
ゆ
O
『
饗
O
貯
●
留
詳
臼
冒
註
詐
静
0
0
幹

鶉
』
巴
縄
騎
●
霧
（
お
㎝
O
）
o蔭
●
oo
O
一
弗
凶
葭
冨
冒
o
ぐ
9
μ
岳
H
響
o
躍
駐
，

毛
箆
慧
瞬
冨
詳
●
N
9
富
o
ぼ
一
詐
h
。
碗
o
幹
弊
●
≦
●
b
山
・
O
聾
（
嶺
習
）
o駐
品
oo
“
強

N
‘
肖
　
弓
『
o
o
民
o
　
島
o
H
　
寄
げ
昌
邸
臼
騎
評
o
詳
，
　
国
匡
昌
豊
試
o
一
〇
讐
o
げ
o

Ω
o
晩
o
握
譲
霞
盆
陸
魯
瞬
o
目
（
お
㎝
o
o
）
の
●
一
〇
ω
R
窓
o
酎
誹
紳
営
臼
一
昌
犀
o
登

ω
魯
邑
評
　
＜
o
富
醤
騨
ド
鳴
幹
oo
“
名
。
国
騨
　
濫
・
（
お
器
）
砕
o
o
お
範
・

冒酌げo昌

鞭
o
冨
砕
縄
謬
“
目
響
Φ
寒
一
属
o
●
』
β
肖
諮
盆
轄
詳
信
β
磯
（
這
器
）
2
u
●

一
〇
〇
・
ω
・
㎝
㌫
塗
浮
o
管
o
一
“
oo
g
G
髭
。
＜
霞
瞬
o
詳
（
日
寧
（
国
窪
宏
o
ザ
昌
坤
’

臣
β
自
富
9
3
寄
詳
冨
H
（
お
盟
）
幹
象
庸
。
と
な
る
。

　
我
々
は
、
他
日
、
こ
の
若
い
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
世
代
の
襲
言
を
詳
細
に
槍
討

し
て
、
ド
イ
ッ
系
荊
法
學
の
影
響
と
そ
の
墜
容
を
護
表
し
た
い
。

　
附
配
　
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
の
右
論
稿
は
、
宮
崎
澄
夫
教
授
の
御
指
導
の
下

　
　
に
、
上
智
大
學
青
柳
丈
雄
教
授
も
参
加
さ
れ
、
昨
醐
九
五
九
年
夏
よ
り
輪

　
　
讃
、
批
剣
を
重
ね
て
來
た
も
の
で
あ
る
。
今
、
抄
課
の
形
に
し
て
蛮
表
す

　
　
る
に
當
つ
て
右
の
機
會
に
交
さ
れ
た
實
り
多
い
議
論
が
思
い
出
さ
れ
る
の

　
　
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
印
刷
に
附
さ
れ
る
に
當
つ
て
、
拙
鐸
の
た
め

　
　
に
著
者
の
眞
意
を
傳
え
得
な
い
個
所
も
多
い
こ
と
と
思
う
が
、
ぞ
の
賓
の

　
　
大
部
分
は
、
中
谷
、
宮
澤
の
爾
名
が
こ
れ
を
負
う
。
若
し
幾
分
の
寄
興
を

　
　
な
し
う
る
も
の
あ
る
と
す
れ
ば
、
前
記
雨
先
盤
の
御
指
導
の
賜
物
で
あ
る

　
　
こ
と
を
附
記
し
て
、
讃
者
諸
氏
が
御
理
解
あ
る
關
心
を
寄
せ
ら
れ
る
こ
と

　
　
を
心
か
ら
期
詩
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
（
中
谷
球
子
、
宮
爆
浩
閣
）



　
一
九
四
〇
年
の
ダ
ド
イ
ツ
刑
法
総
論
綱
要
4
か
ら
一
九
五
八
年
の
『
ド
イ
ツ

刑
法
第
六
版
4
に
至
る
ま
で
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
理
論
盟
系
の
嚢
展
は
す
さ
ま

じ
く
、
彼
は
版
を
重
ね
る
ご
と
に
主
要
部
分
を
再
構
成
し
て
來
た
の
で
あ
つ
て
、

そ
れ
と
共
に
目
的
的
行
爲
論
の
髄
系
は
首
尾
一
貫
性
を
増
し
て
來
た
。
し
か
し

同
時
に
、
傳
統
的
な
盗
系
と
の
封
立
は
減
少
し
た
。
決
定
的
で
あ
つ
た
の
は
、
ま

ず
何
よ
り
も
不
法
を
行
爲
反
償
値
と
結
果
反
便
値
と
に
明
確
に
分
類
し
、
こ
の

爾
反
償
値
性
の
間
の
内
部
的
關
係
を
際
立
た
せ
る
こ
と
、
構
成
要
件
論
及
び
そ

れ
と
の
關
蓮
に
お
い
て
正
當
化
事
由
の
理
論
を
展
開
す
る
こ
と
、
及
び
故
意
を

構
成
要
件
質
現
の
認
識
及
び
意
欲
と
し
て
定
義
づ
け
る
こ
と
等
で
あ
つ
た
。
目

的
的
行
爲
論
に
反
封
し
て
提
出
す
る
こ
と
の
で
き
た
反
論
の
多
く
の
も
の
は
、

日
的
的
行
爲
論
の
襲
展
に
よ
つ
て
克
服
さ
れ
た
。
今
日
で
は
、
目
的
的
行
爲
論

は
、
も
は
や
、
行
爲
概
念
の
存
在
論
的
基
礎
づ
け
で
能
事
終
れ
り
と
す
る
の
で
は

な
い
。
た
と
え
こ
の
行
爲
概
念
の
存
在
論
的
甚
礎
が
ウ
ェ
ル
ッ
ェ
ル
の
髄
系
に

と
つ
て
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
通
読
は
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が

考
え
た
と
は
蓮
つ
た
前
提
の
下
で
睦
系
づ
け
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
ウ
ェ

ル
ツ
ェ
ル
の
行
爲
論
を
否
定
す
る
者
も
、
今
日
で
は
彼
の
蓮
法
論
に
は
考
慮
を

沸
う
こ
と
が
で
き
る
。
規
範
的
な
観
融
の
下
で
、
我
々
は
、
目
的
的
行
爲
論
に

決定的なも

の
は
、
行
爲
論
で
は
な
く
て
蓮
法
論
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
從
つ
て
、
目
的
的
行
爲
論
と
の
妥
協
、
中
間
的
解
決
は
可
能
で
あ
る
。
相

互
的
理
解
は
い
ず
れ
に
も
せ
よ
も
は
や
困
難
で
は
な
く
な
つ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
邊
失
論
批
朔

1

　
ウ
ェ
ル
ッ
ェ
ル
自
身
、
彼
の
論
學
の
相
手
方
の
理
論
を
充
分
な
理
解
力
を
も

つ
て
到
漸
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
容
易
に
そ
の
相
互
的
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き

た
は
ず
で
あ
つ
た
。
す
で
に
．
因
果
的
4
行
爲
概
念
に
つ
い
て
も
、
叉
、
故

意
を
外
部
的
出
來
事
の
”
映
像
召
と
釧
断
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
上
の
こ
と

は
愛
営
す
る
。
ぺ
ー
サ
ン
グ
の
髄
系
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
彼

（
ベ
ー
リ
ン
グ
）
が
、
實
質
的
に
見
て
、
客
観
的
犯
罪
観
を
主
張
し
て
い
た
こ
と

を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼
に
と
つ
て
、
犯
罪
的
現
象
の
反
偵
値
は
ま
ず
第

一
に
外
部
的
行
爲
の
面
、
印
ち
法
盆
侵
害
の
賓
現
に
あ
つ
た
。
故
意
叉
は
過
失

の
問
題
は
彼
に
と
つ
て
は
こ
の
意
味
で
の
蓮
法
な
行
爲
の
存
在
が
確
定
さ
れ
た

後
に
は
じ
め
て
登
場
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
か
ら
．
因
果
的
瀞
行
爲
概
念
が

適
當
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
故
意
を
賞
現
せ
ら
れ
た
不
法
の
，
映
像
4

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
亦
”
因
果
的
4
行
爲
概
念
に
ふ
さ
わ
し
か
つ
た
。
そ
れ

は
意
思
活
動
が
そ
の
實
現
に
先
行
し
、
行
爲
は
、
設
定
さ
れ
た
目
的
の
達
成
を

目
ざ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
ば
、
と
も
か
く
も
明
ら
か
に
し
て
い
た
。

（
ベ
ー
リ
ソ
グ
も
、
蓮
法
行
爲
は
行
爲
者
の
決
意
に
も
と
づ
く
。
決
意
そ

れ
自
艘
！
1
そ
の
方
向
に
よ
り
、
又
は
そ
の
成
立
の
渦
程
で
犯
し
た
不
注

意
に
よ
ウ
ー
蝦
癌
の
あ
る
も
の
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
、
…
…
そ
の
方
向

の
故
に
で
あ
れ
、
そ
の
成
立
の
種
類
と
方
法
の
故
に
で
あ
れ
、
と
も
か
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
　
（
一
二
〇
七
）



　
　
　
　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
邉
失
論
批
鍔

　
　
も
決
意
か
ど
う
か
…
…
と
述
べ
て
い
る
）

　
し
か
し
乍
ら
、
そ
の
場
合
、
そ
の
こ
と
に
關
心
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
行

爲
者
の
外
部
的
な
作
用
に
お
け
る
行
爲
の
本
盟
的
な
反
便
値
及
び
行
爲
者
の
内

部
心
理
的
な
事
實
關
係
が
こ
の
實
現
さ
れ
た
事
賞
關
係
の
げ
蹄
責
8
の
要
件
と

し
て
の
み
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
詐
債
の
あ
り
方
が
い
か
に
現
わ
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
の
顯
に
關
心
が
も
た
れ
て
い
た
の
で
あ
つ
た
。
犯
罪
の
絶
封
的

本
磯
的
な
反
便
値
を
行
爲
者
の
決
意
の
中
に
見
出
し
、
絶
封
的
不
能
犯
の
可
罰

性
を
承
認
す
る
實
質
的
犯
罪
親
に
と
つ
て
は
別
の
手
が
か
り
が
生
じ
る
。
『
結

果反

償
値
4
は
そ
の
場
合
必
ら
ず
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。

故
意
は
車
に
こ
の
よ
う
な
反
便
値
の
た
め
の
賓
任
條
件
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な

く
、
犯
罪
に
反
便
値
の
意
味
を
輿
え
る
猫
立
の
擢
い
手
で
あ
り
、
又
そ
の
第
一

の
撮
い
手
で
あ
る
。
傳
統
的
な
理
論
は
、
々
主
観
的
違
法
要
素
’
を
個
別
的
に
認

め
る
こ
と
に
よ
つ
て
故
意
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
信
じ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
逃
げ
道
が
論
理
ー
燈
系
的
に
も
、
賞
質
的
に
も
滞
足
し
え
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
は
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
偉
大
な
功
績
で
あ
る
。

事
賀
、
上
述
の
犯
罪
観
に
と
つ
て
、
す
つ
き
り
し
た
解
決
は
以
下
の
二
つ
が
あ

る
だ
け
で
あ
る
。
帥
ち
、
故
意
（
叉
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
た
要
素
）
を
も
つ
ぱ

ら
蓮
法
に
罵
せ
し
め
る
か
、
そ
れ
と
も
違
法
で
は
な
く
て
有
責
で
あ
る
に
す
ぎ

な
い
も
の
を
犯
罪
と
し
て
庭
罰
し
う
る
こ
と
を
認
め
る
か
の
何
れ
か
で
あ
る
。

蓮
法
論
と
し
て
見
た
場
合
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
盟
系
は
第
一
の
意
味
で
首
尾
囎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
　
　
　
（
一
二
〇
八
）

貫
し
た
も
の
で
あ
る
。
從
つ
て
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
．
主
観
的
4
犯
罪
観
を
と
る

者
に
と
っ
て
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
騰
系
は
便
値
あ
る
提
案
と
し
て
評
便
せ
ら
れ
、

槍
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
こ
の
主
観
的
犯
罪
観
と
い
う
も
の
が
特
殊

な
意
味
を
も
つ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
工
婁
ラ
ー
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
こ
の
顯
に
つ
い
て
、
前
掲
宮
澤
の
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
；
刑
法
綱
要

に
つ
い
て
の
書
評
で
詳
論
し
た
。
）

瓢

し
か
し
乍
ら
、
過
失
犯
に
つ
い
て
は
さ
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
周
知
の
よ
う

に
、
一
般
に
は
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
髄
系
が
過
失
と
の
關
蓮
に
お
い
て
役
に
立

た
な
い
と
い
う
反
封
が
く
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
帥
ち
そ
の
反

封意見によ

れ
ば
、
彼
（
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
）
が
、
も
し
、
目
的
性
を
内
容
的
に

決
定
さ
れ
た
結
果
志
向
（
国
昌
o
黄
器
霞
o
冨
β
）
と
解
す
る
な
ら
ば
、
目
的
性
は

過
失
に
と
つ
て
何
ら
の
意
味
も
持
た
な
い
は
ず
で
あ
る
。
遇
失
者
は
彼
に
そ
の

責
任
が
蹄
せ
ら
れ
る
結
果
を
ま
さ
に
志
向
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る
（
從
つ
て
そ

こ
に
目
的
性
は
認
め
ら
れ
ず
、
刑
法
評
慣
の
封
象
と
な
る
行
爲
は
存
在
し
な
い

こ
と
に
な
る
）
。
な
る
ほ
ど
遍
失
者
も
亦
何
か
あ
る
事
を
目
的
と
し
、
從
つ
て
存

在論的に

到
断
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
行
爲
は
目
的
的
行
爲
と
解
し
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
乍
ら
、
法
の
規
範
的
考
察
方
法
に
と
つ
て
は
、
行
爲
者
の
主
観

的
目
的
な
ど
は
問
題
で
は
な
い
。
從
つ
て
、
具
髄
的
内
容
性
と
い
う
こ
と
を
度



外
覗
す
る
な
ら
ば
目
的
性
か
ら
残
つ
た
も
の
、
邸
ち
有
意
性
の
み
が
こ
こ
で
は

重
要
な
の
で
あ
る
、
と
。
ウ
ェ
ル
ヅ
ェ
ル
は
こ
の
反
封
意
見
を
論
駁
す
る
た
め

に
孜
々
と
し
て
努
力
を
重
ね
て
來
た
。
彼
は
自
身
の
過
失
犯
の
構
造
を
く
り
返

し
樵
討
し
、
鱒
更
し
た
。
そ
し
て
今
や
彼
は
、
彼
の
理
論
の
み
が
過
失
犯
を
正

し
く
詐
償
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
（
六
版
、
三
六
頁
以
下
）
。
か

く
し
て
目
的
的
行
爲
論
は
、
過
失
の
領
域
で
も
防
禦
態
勢
を
腕
却
し
て
攻
撃
に

韓
じ
た
。
從
つ
て
過
失
論
が
、
目
的
的
行
爲
論
の
中
で
ど
の
よ
う
に
現
わ
れ
、

億
統
的
な
學
読
よ
り
も
ど
の
融
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
の
融
が
局

外
者
の
關
心
を
ひ
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
リ

　
ゥ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
過
失
態
度
は
命
令
規
範
に
違
反
す
る
。
命
令
規

範
は
、
（
行
爲
の
）
目
的
嘗
現
意
思
が
刑
法
上
重
要
で
な
い
結
果
に
向
け
ら
れ
て

い
る
そ
の
行
爲
を
方
向
づ
け
て
、
肚
會
的
に
望
ま
し
く
な
い
附
髄
結
果
を
遜
け

る
よ
う
に
命
ず
る
の
で
あ
る
。
過
失
犯
の
場
合
に
は
、
望
ま
し
く
な
い
附
随
結

果
の
蛋
生
を
避
け
る
た
め
、
日
常
生
活
上
通
常
な
最
小
限
度
の
目
的
的
操
縦
が

む
　
　
む

要
求
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
そ
れ
が
貴
現
さ
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
（
…
二

頁
）
。
過
失
行
爲
は
こ
の
法
盆
の
侵
害
を
蓬
け
る
た
め
の
日
常
生
活
上
相
営
な

程
度
の
目
的
的
操
縦
を
し
な
か
つ
た
が
故
に
法
盆
の
倭
害
を
盲
目
的
に
惹
起
し

た
も
の
で
あ
る
。
過
失
犯
の
決
定
的
な
違
法
性
の
要
素
は
こ
の
鮎
に
あ
る
。
即

ち
故
意
犯
の
違
法
性
は
、
行
爲
意
思
（
故
窓
）
が
構
成
要
件
該
當
の
結
果
の
實

現
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
き
、
過
失
犯
の
違
法
性
は
、
構
成
要
件
に

　
　
　
　
ウ
轟
ル
ツ
ェ
ル
の
邉
失
諭
批
剣

該
當
す
る
結
果
を
純
粋
因
果
的
に
惹
起
し
た
行
爲
が
、
結
果
回
鍵
の
た
め
の
、

命
ぜ
ら
れ
た
目
的
的
な
操
縦
を
し
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
。

“
以
上
の
よ
う
に
論
ず
る
な
ら
ば
、
實
際
に
存
在
す
る
目
的
性
で
は
な
く
し

て
潜
在
的
、
命
ぜ
ら
れ
た
目
的
性
が
志
向
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
に

よ
つ
て
存
在
論
的
領
域
か
ら
規
範
的
領
域
へ
す
り
か
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
”
と

い
う
反
論
に
封
し
て
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
そ
の
反
論
は
窟
存
在
論
的
4
と
い
う

こ
と
と
，
現
實
的
ざ
と
い
う
こ
と
と
の
混
同
だ
と
反
駁
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
行

爲
の
構
造
法
則
性
（
象
o
o
a
言
直
辟
畦
侮
窪
無
注
9
冨
一
詩
）
は
、
行
爲
が
現
寳
的

か
、
そ
れ
と
も
當
爲
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
從
つ
て
ま
だ
非
現
實
的
）
か
と
は
關

係
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
現
實
の
目
的
的
操
継
が
命
ぜ
ら
れ
た
目
的
的
操
縦
に

及
ば
な
い
と
い
う
確
謹
は
、
當
然
に
ま
ず
違
法
性
の
領
域
で
行
わ
れ
る
。
し
か

し
こ
の
二
つ
に
と
つ
て
前
提
と
な
る
目
的
性
の
範
疇
的
構
邉
法
則
性
は
存
在
論

的
問
題
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
そ
う
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
「
法
が
過
失
犯

と
し
て
詐
便
す
る
室
間
－
時
問
的
輕
過
の
範
園
内
で
轟
目
的
性
は
如
何
な
る
意

義
を
有
す
る
か
窒
」
と
い
う
法
律
的
ー
規
範
的
な
反
論
を
撤
同
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
法
盆
の
侵
害
は
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
自
身
に
よ
れ
ば
、
盲
目
因
果
的

に
惹
起
さ
れ
る
。
彼
は
過
失
行
爲
を
ρ
法
的
に
重
要
で
な
い
目
的
性
を
も
つ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ

行
爲
、
と
呼
ぶ
。
鄙
ち
過
失
で
な
さ
れ
た
行
爲
は
、
法
に
と
つ
て
重
要
で
な
い

と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
の
行
爲
も
亦
存
在
論
的
に
禦
衛
す
れ

ば
、
目
的
的
で
あ
る
と
い
5
こ
と
は
疑
5
蝕
地
も
な
い
。
し
か
し
乍
ら
法
律
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
　
　
　
（
一
二
〇
九
）



　
　
　
　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
蝿
失
諭
批
剣

に
は
、
こ
の
目
的
性
は
た
だ
』
定
の
意
欲
さ
れ
た
結
果
8
と
の
關
係
と
無
關

係
な
だ
け
で
あ
つ
て
、
從
つ
て
そ
の
内
容
が
か
ら
つ
ぽ
だ
と
い
う
融
で
の
み
有

意
性
と
し
て
老
慮
さ
れ
る
。
命
ぜ
ら
れ
て
は
い
る
が
爲
さ
れ
な
か
つ
た
目
的
的

操
縦
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
別
段
目
新
し
い
も
の
は
な

い
。
犯
罪
と
し
て
詐
便
さ
れ
る
實
際
の
事
實
關
係
は
そ
の
反
傾
．
値
の
ア
ク
セ
ソ

ト
を
、
他
の
、
箪
に
考
え
ら
れ
た
だ
け
の
態
度
、
一
定
の
方
法
で
目
的
的
に
操

縦
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
態
度
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
支
え
ら
れ

る
。
し
か
し
乍
ら
現
實
の
出
來
事
は
そ
れ
と
同
時
に
そ
の
目
的
性
と
は
關
係
な

く
箪
に
有
意
的
な
態
度
と
し
て
、
犯
罪
と
し
て
把
え
ら
れ
る
。

　
　
（
二
ー
ゼ
旨
阻
凶
島
“
＜
O
霧
欝
目
且
履
げ
冨
観
田
瞬
冨
詳
は
も
つ
と

　
　
は
っ
き
り
と
云
つ
て
い
る
（
四
三
頁
）
。
目
的
性
は
存
在
事
實
で
あ
り
、
彪
あ

　
　
る
’
か
躍
な
い
”
か
で
あ
る
。
從
つ
て
可
能
な
目
的
性
は
目
的
性
で
は
な

　
　
い
、
と
。
）

　
ウ
ェ
ル
ッ
ェ
ル
は
こ
の
種
の
反
論
に
封
し
て
更
に
読
を
更
め
て
封
抗
し
た
。

そ
れ
は
す
で
に
教
科
書
の
五
版
の
中
で
準
備
さ
れ
て
あ
つ
た
。
こ
こ
で
は
ウ
ェ

ル
ツ
ェ
ル
は
、
目
的
性
は
實
現
意
思
が
及
ぶ
す
べ
て
の
も
の
を
包
括
す
る
の
で

あ
つ
て
、
箪
に
目
ざ
さ
れ
た
目
的
の
み
な
ら
ず
、
手
段
及
び
そ
れ
と
結
び
つ
い

た
附
随
結
果
を
も
包
括
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
特
に
ウ
ェ
イ
ト
を
置
い
て
い

る
。
そ
し
て
更
に
彼
は
、
過
失
態
度
に
お
い
て
は
、
意
思
内
容
は
目
的
に
關
す

る
限
り
、
な
る
ほ
ど
必
ず
し
も
法
的
に
重
要
で
は
な
い
と
し
て
も
、
用
い
ら
れ

た
手
段
と
の
關
蓮
に
お
い
て
は
重
要
で
あ
る
。
過
失
と
は
（
望
ま
し
く
な
い
附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
四
　
　
　
　
　
（
一
一
一
一
《
）
）

随
結
果
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
）
日
常
生
活
上
命
ぜ
ら
れ
た
最
小
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
セ
　
　
　
つ
　
　
　
へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
セ
　
　
　
ら
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ゆ
　
　
　
む

度
の
目
的
的
操
縦
を
基
準
と
し
て
、
手
段
の
選
揮
と
手
段
の
使
用
に
際
し
て
の

リ
　
　
ヨ
　
　
し
　
　
む

現
實
的
な
意
思
操
縦
の
散
如
で
あ
る
。
印
ち
過
失
態
度
の
違
法
性
は
、
こ
の
現

實
的
な
行
爲
操
縦
の
敏
如
の
中
に
存
す
る
、
と
。

　
　
（
更
に
六
版
に
至
り
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
巡
失
態
度
の
實
際
の
目
的
性

　
　
に
開
し
て
は
“
新
形
相
4
の
第
三
版
で
の
主
張
と
同
檬
、
そ
れ
（
目
的
性
）

　
　
が
行
爲
手
段
の
選
揮
と
使
用
に
關
す
る
限
り
法
的
に
重
要
と
認
め
ら
れ
る

　
　
の
だ
と
し
て
い
る
3

　
し
か
し
こ
の
新
し
い
購
成
は
人
を
納
得
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
か
2
　
こ
れ
ま

で
過
失
犯
の
領
域
で
目
的
的
行
爲
論
に
封
し
て
出
さ
れ
た
疑
念
を
と
り
は
ら
う

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
？

皿

批
判
的
考
察
は
通
例
行
わ
れ
る
よ
り
も
一
歩
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
い

な
ら
な
い
。
過
失
に
よ
る
作
爲
行
爲
が
命
令
規
範
に
蓮
反
す
る
と
い
う
出
嚢
顯

が
す
で
に
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
。
吐
禽
的
に
望
ま
し
く
な
い
附
随
結
果
の
饗
生

を
避
け
る
よ
う
に
態
度
を
操
維
せ
よ
と
い
う
法
の
命
令
が
第
一
次
的
に
存
在
す

る
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
よ
う
な
結
果
護
生
の
可
能
性
を
糟
び
た
行
爲
を
す

　
　
　
　
　
じ
　
　
ヨ

る
な
と
い
う
禁
止
が
第
一
攻
的
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
こ
の
こ
と
は
、
そ
．

の
性
質
上
、
一
般
的
に
見
て
、
吐
會
的
に
相
當
な
態
度
叉
は
許
さ
れ
た
危
瞼
に

よ
つ
て
カ
バ
ー
さ
れ
る
態
度
の
い
か
な
る
類
型
に
も
騰
さ
な
い
行
爲
の
場
合
に



明
ら
か
で
あ
る
。
二
つ
の
例
を
あ
げ
よ
う
。
あ
る
學
生
が
、
話
を
し
て
い
る
他

の
學
生
の
椅
子
を
ソ
ッ
と
ひ
い
た
の
で
、
話
し
終
つ
て
腰
か
け
よ
う
と
し
た
學

生
が
、
床
に
倒
れ
て
重
傷
を
負
つ
た
と
す
る
。
叉
、
喫
煙
者
が
燃
え
さ
し
の
葉

総
を
不
注
意
に
も
開
い
た
ま
ま
の
地
下
室
の
窓
へ
投
げ
込
み
、
そ
の
た
め
に
火

事
が
お
こ
つ
た
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
行
爲
者
が
意
圃
し
た
行
爲
を

意
圓
通
り
に
賓
行
し
得
な
い
か
ら
、
爲
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
不
作
爲
義
務

を
彼
に
課
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
行
爲
は
た
だ
そ
れ
が

危
瞼
で
あ
る
が
故
に
、
爲
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
事
柄
は
、
積
極
的

な
行
爲
に
よ
る
犯
行
の
場
合
に
は
し
か
し
常
に
そ
う
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
の
危

瞼
性
を
法
が
認
め
て
い
る
行
爲
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
相
當
な
注
意
を
梯
つ
て
行

わ
れ
た
場
合
に
は
雫
い
が
あ
る
。
例
え
ば
自
動
車
類
の
蓮
縛
、
危
陰
な
企
業
の

蓮
管
等
。
こ
こ
で
は
、
反
債
値
の
到
断
は
積
極
的
な
行
爲
に
結
び
つ
け
ら
れ
る

の
で
は
な
く
、
そ
の
場
合
に
命
ぜ
ら
れ
た
安
全
豫
防
手
段
、
注
意
を
挽
う
こ
と

等
を
怠
つ
た
と
い
う
こ
と
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
作
爲
犯
と
不
作
爲

犯
と
の
匠
別
は
事
賓
間
題
で
は
な
く
て
詐
便
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
（
存

在
諭
的
親
鮎
に
立
た
な
く
て
も
）
規
範
的
な
観
顯
の
下
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら

の
場
合
に
穣
極
的
な
行
爲
を
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
る
。
凡
そ
自
動
車
蓮
縛
又
は

危
瞼
な
企
業
の
蓮
螢
は
直
ち
に
適
法
で
あ
る
と
は
き
ま
つ
て
は
い
な
い
。
一
定

の
安
全
顕
防
手
段
が
と
ら
れ
、
過
度
の
危
瞼
が
除
去
さ
れ
る
と
い
う
前
提
の
下

に
お
い
て
の
み
、
こ
れ
等
の
活
動
ぱ
遍
法
で
あ
る
。
交
通
規
則
を
蓮
守
し
な
い

　
　
　
　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
逝
失
論
挑
劃

自
動
車
蓮
鱒
、
又
は
安
全
規
則
を
考
慮
し
な
い
企
業
の
輕
讐
は
（
危
瞼
が
、
他

の
方
法
で
許
さ
れ
た
範
園
内
に
と
ど
め
ら
れ
な
い
限
り
）
前
例
の
椅
子
を
ひ
い

た
り
、
葉
雀
を
投
げ
こ
ん
だ
り
し
た
の
と
全
く
同
檬
に
違
法
で
あ
る
。
許
さ
れ

な
い
危
瞼
を
俘
う
行
爲
は
法
の
要
講
に
違
反
し
、
從
つ
て
爲
さ
れ
る
べ
き
で
は
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
リ
　
　
も
　
　
う
　
　
も

な
い
。
も
し
行
爲
者
が
許
さ
れ
な
い
危
瞼
を
排
除
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
行
爲
は

適
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
意
味
に
お
い
て
の
み
、
日
常
生
活
上

相
當
な
注
意
の
蓮
守
が
夢
命
ぜ
ら
れ
’
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
怠
ら
れ
れ
ぱ
、

積
極
的
に
爲
さ
れ
た
行
爲
は
違
法
で
あ
り
、
他
の
場
合
に
は
（
命
ぜ
ら
れ
た
注

意
が
梯
わ
れ
た
場
合
）
許
さ
れ
た
危
瞼
と
結
び
つ
く
の
み
で
あ
る
か
ら
、
（
積

極
的
に
爲
さ
れ
た
行
爲
は
）
適
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
非
常
に
多
く
の
過
失
犯

に
と
つ
て
こ
の
問
題
は
そ
も
そ
も
間
題
と
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
（
ラ
ソ
ゲ
騨
響
。
ミ
。
お
鐸
OO
。
密
ぴ
は
昌
！
ゼ
前
揚
書
六
二
頁
に
從
つ

　
　
て
、
懸
失
犯
は
根
本
的
に
は
不
眞
距
不
作
爲
犯
で
あ
る
と
す
る
。
メ
ッ
ガ

　
　
ー
の
概
説
一
八
五
頁
も
過
失
犯
と
は
何
か
帥
ち
β
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
4
を

　
　
し
な
い
こ
と
、
印
ち
注
意
義
務
の
不
充
足
と
解
t
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

　
　
ウ
ェ
ル
ツ
ヱ
ル
の
見
解
と
一
致
し
て
い
る
o
）

　
過
失
行
爲
は
直
ち
に
許
さ
れ
な
い
危
瞼
を
俘
い
、
從
つ
て
禁
止
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
　
　
（
法
原
則
が
實
際
に
命
令
と
し
て
で
は
な
く
、
主
張
命
題
と
し
て
理
解
せ

　
　
ら
れ
る
婁
實
は
こ
こ
で
は
諭
外
に
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
反
償
値
の
主
張

　
　
は
最
初
積
極
的
な
行
爲
と
結
び
つ
き
、
次
い
で
何
か
を
決
定
し
な
か
つ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
置
　
　
　
　
（
一
二
一
榊
）



　
　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
過
失
諭
批
到

と
い
う
こ
と
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
の
み
本
丈
中
で
命
令
及

び
禁
止
と
す
る
。
）

過
失
者
が
欝
威
要
件
に
該
當
す
る
（
結
果
の
）
不
法
を
避
け
る
た
め
に
相
當

な
注
意
を
挑
わ
ず
、
彼
に
課
せ
ら
れ
た
注
意
義
務
を
輕
覗
し
た
も
の
だ
と
云
つ

た
と
し
て
も
、
過
失
の
規
範
的
核
心
は
不
作
爲
で
あ
る
と
云
う
こ
と
に
は
な
ら

な
い
。
他
人
の
利
盆
、
吐
會
的
義
務
へ
の
配
慮
の
鉄
如
は
、
過
失
者
の
場
合
も

故
意
者
の
場
合
と
異
ら
ず
、
合
法
的
な
こ
と
を
塀
怠
す
る
と
い
う
行
爲
を
決
意

す
る
こ
と
の
中
に
現
わ
れ
る
．
人
は
そ
の
同
胞
を
、
馬
鹿
げ
た
冗
談
で
危
瞼
に

陥
し
入
れ
て
は
な
ら
な
い
し
、
自
動
車
の
蓮
轄
、
又
は
危
瞼
な
企
業
の
経
誉
に

よ
つ
て
も
同
檬
で
あ
る
。
但
し
危
瞼
を
、
許
さ
れ
た
危
瞼
の
程
度
に
局
限
す
る

場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
從
つ
て
、
過
失
は
客
観
的
な
注
意
を
怠
る
こ
と
と
關
蓮
す
る
の
で
は
な
く
て

　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
も
　
　
　
ヨ
　
　
　
ヨ
　
　
　
リ
　
　
　
リ
　
　
　
ヨ
　
　
　
リ

許
さ
れ
な
い
危
瞼
の
護
生
と
關
蓮
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
認
識
な
き
過

失
に
つ
い
て
も
要
當
す
る
。
こ
こ
で
は
危
瞼
が
看
過
せ
ら
れ
、
そ
の
爲
に
行
爲

が
行
わ
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
見
逃
し
は
勿
論
膨
注
意
の
嵌
如
’
に
基

づ
く
。
し
か
し
そ
の
場
合
の
．
注
意
4
と
は
、
認
識
あ
る
過
失
の
場
合
、
そ
の

行
爲
者
が
、
そ
の
認
識
し
た
危
瞼
に
封
し
て
“
客
親
的
な
注
意
’
を
意
識
的
に

無
覗
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
な
る
不
注
意
で
あ
る
の
に
封
比
す
れ
ば
、

認
識
な
き
過
失
の
場
合
に
は
全
く
蓮
つ
た
も
の
を
意
味
す
る
と
い
え
よ
う
。
こ

れ
ら
の
注
意
概
念
は
、
そ
も
そ
も
、
充
分
は
つ
き
り
と
匠
別
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
山
ハ
　
　
　
　
　
（
一
　
一
一
一
一
“
）

　
ウ
ェ
ル
ツ
ヱ
ル
は
過
失
を
（
望
ま
し
く
な
い
附
薩
結
果
を
避
け
る
た
め
に
）

日
常
生
活
上
命
ぜ
ら
れ
た
程
度
の
目
的
的
操
縦
を
基
準
と
し
て
、
手
段
の
選
揮

と
そ
の
使
用
に
際
し
て
の
現
實
的
意
思
の
操
維
の
鉄
如
と
定
義
づ
け
て
い
る

が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
企
て
ら
れ
た
目
的
的
操
縦
と
結
び
つ
い
た
許
さ
れ
な

い
危
瞼
を
基
準
と
し
て
、
手
段
の
選
揮
と
そ
の
使
用
に
際
し
て
の
意
思
操
縦
の

飲
如
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
置
き
換
え
た
と
し
て
も
、
目
的
的

行
爲
論
盟
系
に
別
段
何
ら
の
困
難
性
を
追
加
す
る
も
の
で
は
な
い
。
（
む
し
ろ

そ
の
反
封
で
あ
る
。
）w

目
的
的
行
爲
論
の
問
題
の
核
心
に
一
暦
迫
る
間
題
は
ま
ず
以
下
の
こ
と
で
あ

る
。
帥
ち
許
さ
れ
な
い
危
瞼
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
手
段
の
選
揮
と
そ
の
使

用
ー
も
し
く
は
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
命
ぜ
ら
れ
た
最
小
限
度
の
目
的

操
縦
が
怠
ら
れ
て
い
る
こ
と
ー
ー
が
本
質
的
な
性
質
に
お
い
て
目
的
性
の
領
域

に
存
す
る
の
か
？
　
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
目
的
的
操
縦

と
は
、
行
爲
者
に
よ
つ
て
目
ざ
さ
れ
た
目
的
を
惹
起
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

手
段
（
因
果
的
要
素
）
の
選
捧
も
、
更
に
は
叉
目
的
の
蓮
成
と
艶
ん
で
、
選
揮

さ
れ
た
手
段
の
使
用
と
結
び
つ
い
た
附
随
結
果
の
考
慮
を
も
包
括
す
る
と
い
う

こ
と
か
ら
出
嚢
す
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
基
礎
を
置
く
な
ら
ば
、
目
ざ
さ
れ

た
目
的
又
は
目
的
性
の
中
に
算
え
入
れ
ら
れ
得
る
他
の
結
果
を
目
ざ
す
多
く
の



因
果
的
要
素
の
中
で
、
目
的
性
を
お
び
た
も
の
が
手
段
と
い
え
る
。
同
僚
の
碕

子
を
引
い
て
、
そ
の
際
、
身
燈
傷
害
の
可
能
性
を
全
く
考
え
な
か
つ
た
學
生

は
、
自
分
の
行
爲
を
、
傷
害
の
結
果
護
生
の
た
め
の
．
手
段
”
と
は
考
え
な

い
。
行
爲
者
ぱ
法
盆
侵
害
の
可
能
性
を
考
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
（
結
果
）
が

蛋
生
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
信
じ
た
の
で
あ
れ
ば
、
彼
は
同
時
に
、
自
分
の
行
爲

が
そ
の
よ
う
な
結
果
の
箕
規
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
性
質
を
持
た
な
い
で
あ

ろ
う
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。
爲
さ
れ
た
行
爲
の
手
段
が
目
的
性
に
よ
つ
て
支
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
實
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
そ
れ
が
結
果
に
封
す
る
手

段
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
そ
れ
は
ま
た
目
的
性
に
麗
す
る
の
で
あ
る
。

　
結
果
か
ら
中
間
的
原
因
に
う
つ
し
か
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
も
過
失
態
度
の
目

的
に
つ
い
て
は
何
も
の
も
得
ら
れ
な
い
。
結
果
が
目
的
性
に
包
括
さ
れ
な
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
　
も
　
　
　
り
　
　
　
じ
　
　
　
セ
　
　
　
る
　
　
　
ら
　
　
　
り

ら
ば
、
行
爲
の
手
段
性
も
結
果
と
は
何
ら
關
係
が
な
い
。
手
段
選
揮
の
現
實
的

じ

な
目
的
性
は
法
的
に
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
（
も
つ
と
も
六
版
で
は
こ
の
鮎

に
つ
い
て
の
訂
正
が
あ
つ
た
こ
と
は
前
記
の
通
り
で
あ
る
。
認
者
註
）
行
爲
手

段
の
選
揮
と
そ
の
使
用
に
關
蓮
し
て
、
命
ぜ
ら
れ
た
目
的
的
な
操
縦
は
塀
怠
せ

ら
れ
得
、
叉
一
般
に
（
即
ち
反
償
値
の
意
味
を
も
つ
結
果
が
、
目
ざ
さ
れ
た
結

果
よ
り
以
上
の
紹
果
と
し
て
切
迫
し
な
い
限
り
）
過
失
態
度
の
場
合
に
は
（
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち

れ
ボ
實
際
に
）
怠
ら
れ
る
融
だ
け
が
示
さ
れ
る
。
し
か
し
乍
ら
こ
こ
で
は
、
命

し
　
　
セ
　
　
ち
　
　
う

ぜ
ら
れ
た
目
的
的
操
縦
の
峡
如
と
い
う
こ
と
だ
け
が
評
便
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

現存する

事
賞
状
態
の
實
際
の
、
現
實
的
な
目
的
性
は
法
的
に
は
非
本
質
的
で

　
　
　
　
ウ
吊
ル
ツ
ェ
ル
の
過
失
論
批
判

あ
る
。
だ
か
ら
再
び
輩
な
る
∂
有
意
性
」
に
還
元
さ
れ
る
。

　
　
（
ウ
ェ
ル
ッ
ェ
ル
が
過
失
行
爲
の
主
観
的
構
成
要
件
に
つ
き
、
法
盆
侵
害

　
　
を
非
故
意
的
に
招
來
す
る
、
F
行
爲
手
段
の
目
的
的
操
維
澄
と
い
う
こ
と
を

　
　
狙
つ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
つ
て
、
こ
の
自
稽
目
的
性
は
軍
に
有

　
　
意
性
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
と
く
に
明
ら
か
で
あ
る
。
）

V

　
も
し
、
す
で
に
何
固
と
な
く
提
起
さ
れ
た
反
論
を
考
慮
し
て
い
た
な
ら
ば
、

お
そ
ら
く
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
目
的
的
行
爲
論
は
本
質
的
な
勝
利
を
得
る
こ
と
が

で
き
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
反
論
と
は
、
目
的
性
と
故
意
と
の
同
一
覗
に
關
す
る
。

印
ち
、
目
的
性
は
故
意
の
よ
う
に
廣
く
は
な
い
と
い
う
シ
ュ
、
．
・
ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー

（
全
刑
法
雑
誌
一
九
五
四
年
、
二
七
頁
以
下
）
と
、
他
方
、
目
的
性
は
故
意
を
超

え
て
認
識
あ
る
遍
失
に
よ
つ
て
惹
起
さ
れ
た
結
果
を
も
包
括
す
る
と
い
う
ガ
ラ

ス
（
全
刑
法
雑
誌
一
九
五
霊
年
、
四
二
頁
以
下
、
同
、
一
九
五
七
年
別
冊
一
九
、

二
二
頁
、
齋
藤
・
西
原
課
、
犯
罪
論
研
究
註
二
三
a
、
ド
イ
ッ
刑
法
改
距
賓
料
，

一
巻
、
　
一
二
八
、
一
三
〇
頁
）
、
エ
ン
ギ
ッ
シ
晶
（
刑
法
革
新
の
問
題
、
　
一
匠
五

頁
以
下
）
が
あ
る
。

　
こ
の
二
つ
の
説
は
と
も
に
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
何
を
目
的
性
と
解
す
る
か

だ
け
が
問
題
で
あ
る
。
人
間
は
目
的
を
設
定
し
、
そ
の
達
成
に
向
つ
て
意
識
的

に
行
爲
を
形
成
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
出
襲
す
れ
ば
、
目
的
性
は
目
ざ
さ

れ
た
目
的
及
び
そ
れ
の
た
め
に
意
識
し
て
と
ら
れ
た
手
段
に
限
定
さ
れ
な
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
　
（
一
二
＝
5



　
　
　
　
ウ
呂
ル
ツ
ヱ
ル
の
邊
失
論
批
判

ぱ
な
ら
な
い
。
行
爲
の
効
果
（
作
用
）
の
認
識
は
、
克
服
さ
れ
た
反
封
動
機
に

す
ぎ
ず
、
從
つ
て
、
こ
の
行
爲
の
効
果
は
目
的
性
の
中
に
陽
さ
な
い
。
若
し
行

矯
の
効
果
に
つ
い
て
の
鼓
見
的
な
知
及
び
行
爲
決
意
の
中
に
こ
の
知
に
封
す
る

本質的なも

の
が
見
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
目
的
性
は
、
こ
の
．
實
現
意
識
’
と

同
じ
程
廣
い
。
こ
の
二
つ
の
概
念
構
成
は
、
實
質
的
に
適
切
で
あ
り
、
ま
さ
に

、
人
間
的
態
度
の
特
有
性
を
示
す
。
こ
の
爾
性
質
は
人
間
行
爲
の
存
在
論
的
構
造

法
則
性
と
し
て
と
り
出
す
こ
と
が
出
來
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ー
テ
ソ
ヴ
ェ
ル
ト
が

覆
事
物
の
本
性
瀞
に
つ
き
示
し
た
も
の
が
、
こ
こ
に
も
愛
當
す
る
。
印
ち
、
答
え

が
問
に
か
か
つ
て
い
る
。
法
律
の
領
域
で
は
、
問
題
は
規
範
的
關
心
に
よ
つ
て

決定さ

れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
從
つ
て
目
的
性
を
、
丁
度
實
現
の
意
識
と
同
じ

位
に
搬
げ
る
第
二
の
出
霞
融
が
選
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
こ
の
場
合
に
は
し
か
し
、
目
的
性
は
認
識
あ
る
過
失
を
も
包
揺
す
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
乍
ら
、
そ
の
た
め
に
、
ウ
ェ
ル
ツ
ヱ
ル
が
誤
解
し
て
い
る
よ
う

に
、
表
象
読
と
意
思
説
と
の
間
の
古
い
論
磐
が
再
燃
す
る
よ
う
な
こ
と
は
決
し

て
な
い
。
ま
さ
し
く
、
目
的
的
行
爲
論
は
、
こ
の
融
で
新
し
い
洞
察
に
通
じ
て

　
い
る
。
制
限
的
故
意
と
認
識
あ
る
過
失
と
が
今
日
相
互
に
匿
別
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
そ
れ
ら
は
、
’
目
的
性
に
よ
つ
て
は
そ
も
そ
も
匠
別
さ
れ
な
い
。
認
識
あ

　
る
過
失
の
場
合
で
も
、
制
限
的
故
意
の
場
合
で
も
、
等
し
く
、
行
爲
者
は
、
自

　
分
の
態
度
と
附
随
結
果
の
螢
生
の
可
能
性
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
認
識

　
し
て
い
る
。
郎
ち
彼
は
こ
の
可
能
性
を
認
識
し
て
行
爲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
八
　
　
　
　
　
（
一
一
一
一
面
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ち
　
　
り
　
　
ち
　
　
セ
　
　
う
　
　
　
　
　
い
　
　
ち
　
　
も
　
　
い
　
　
ヨ
　
　
ロ
　
　
リ
　
　
ほ
　
　
ち

（
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
認
識
あ
る
邊
失
は
常
に
同
時
に
危
殆
故
意
で
あ
る

と
云
つ
て
は
な
ら
な
い
。
危
瞼
概
念
を
構
成
す
る
普
遍
的
（
び
客
額
的
々
）

不
確
實
性
と
當
該
行
爲
者
の
主
親
的
な
不
確
實
性
と
は
幾
分
違
つ
て
い

る
。
從
つ
て
危
瞼
剣
断
に
疑
問
の
あ
る
場
合
が
あ
り
う
る
。
乾
草
小
屋
に

火
を
つ
け
た
浮
浪
者
が
、
そ
の
時
、
小
屋
の
中
に
は
仲
間
が
疲
て
い
る
か

も
知
れ
な
い
と
考
え
て
夢
敢
え
て
4
行
爲
し
た
と
す
る
。
こ
め
敢
行
は

（
仲
問
の
生
命
に
關
し
て
）
そ
の
決
意
を
反
贋
値
の
も
の
と
意
味
づ
け
る

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
そ
れ
は
、
人
格
的
、
主
親
的
な
無
知
に
の
み
’

基
づ
く
。
仲
間
は
、
彼
が
丁
度
そ
の
と
き
小
屋
に
い
た
場
合
だ
け
は
危
瞼

で
あ
る
が
、
彼
演
す
で
に
小
屋
を
離
れ
て
数
キ
回
も
歩
い
て
し
ま
つ
て
い

た
な
ら
ば
、
も
は
や
危
瞼
で
は
な
い
。
こ
の
伊
敢
行
縦
と
置
危
殆
化
4
と

の
間
の
匹
別
は
故
意
犯
に
も
過
失
犯
に
も
妥
當
す
る
。
浮
浪
者
が
仲
問
の

焼
死
を
肯
定
し
た
か
、
或
い
は
す
で
に
彼
が
立
ち
去
つ
た
と
信
じ
た
か
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
は
何
ら
の
差
異
は
な
い
。
し
か
し
法
的
効
果
は
勿
論

違
う
。
前
例
で
は
軍
な
る
敢
行
は
不
能
犯
の
問
題
を
提
出
し
、
後
例
で
は

可
罰
性
が
な
い
。
過
失
犯
の
可
罰
性
に
つ
い
て
は
翠
な
る
行
爲
反
贋
値
だ

け
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
結
果
反
便
値
で
（
少
く
と
も
具
豊
的
な

危
殆
化
、
又
は
構
成
要
件
に
該
當
す
る
態
度
の
外
部
的
充
足
の
形
で
）
實

現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
危
瞼
の
招
來
に
つ
い
て
は
結
果
反
償
値
の

要
素
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
鮎
は
、
ウ
ェ
ル
ッ
ェ
ル
の
論
明
で
は
全
く
不

明
で
あ
る
。
）

目
的
的
に
”
決
定
し
つ
く
す
こ
と
（
蜜
旨
o
審
同
目
帥
匿
段
自
γ
即
ち
行
爲

の
流
れ
を
意
思
に
よ
つ
て
支
配
す
る
こ
と
は
、
爾
場
合
に
お
い
て
全
く
同
じ
で



あ
る
。
蓮
つ
て
い
る
の
は
決
意
を
支
え
て
い
る
心
情
、
郎
ち
法
秩
序
が
非
難
す

る
結
果
に
封
す
る
情
緒
的
な
態
度
で
あ
る
。
前
者
に
あ
つ
て
は
、
結
果
は
行
爲

者
に
と
つ
て
ど
う
で
も
よ
い
の
に
封
し
て
、
後
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
不
螢
生

ボ
望
ま
れ
る
。
こ
の
内
心
的
態
度
が
、
常
に
行
爲
決
意
に
と
つ
て
は
決
定
的
な

も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
行
爲
の
流
れ
を
意
思
に
よ
つ
て
形
成
す
る

こ
と
の
中
に
は
少
し
も
現
わ
れ
て
い
な
い
。
行
爲
者
は
、
彼
が
悪
し
き
結
果
を

甘
受
し
よ
う
と
（
即
ち
制
限
的
故
憲
－
課
者
）
、
そ
れ
と
も
悪
し
き
結
果
の
不
叢

生
を
信
じ
よ
う
と
（
即
ち
認
識
あ
る
過
失
ー
課
者
）
全
く
同
じ
よ
う
に
そ
の
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
ち
　
　
ヨ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
セ

慶
を
操
縦
す
る
の
で
あ
つ
て
、
何
れ
の
場
合
も
優
目
的
活
動
的
操
縦
4
と
い
う

こ
と
は
同
一
で
あ
る
。
た
だ
操
縦
す
る
心
情
が
蓮
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
犯
罪
的
故
意
の
中
に
存
す
る
行
爲
反
便
値
は
、
從
つ
て
、
箪
に
目
的
性
だ
け

に
基
づ
く
の
で
は
な
い
。
今
日
廟
般
に
認
め
ら
れ
、
叉
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ

つ
て
も
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
5
に
、
故
意
は
箪
に
．
法
的
に
重
要
な
’
要
素
だ

け
で
は
な
く
、
同
時
に
附
加
的
な
要
索
に
よ
り
、
ま
さ
し
く
一
定
の
情
緒
的
態

度
に
よ
つ
て
、
犯
罪
的
結
果
に
封
し
て
性
質
づ
け
ら
れ
た
目
的
性
で
も
あ
る
。

　
散
意
の
中
で
（
そ
し
て
又
認
識
あ
る
過
失
⑳
中
で
）
傳
統
的
に
知
的
要
素
と

意
的
要
素
と
を
匠
別
す
る
だ
け
で
は
そ
も
そ
も
あ
ま
り
に
も
不
充
分
で
あ
る
。

目
的
性
と
い
う
こ
と
を
と
り
出
す
こ
と
に
よ
つ
て
開
か
れ
る
見
餌
を
基
礎
に
す

る
な
ら
ば
、
第
三
の
要
素
を
分
類
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
邸
ち
、
行
爲
者
は
、
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヨ
　
　
む
　
　
り

威
要
件
該
當
の
結
果
を
そ
の
可
能
な
効
果
と
し
て
豫
見
し
（
知
的
要
素
V
、
感
情

　
　
　
　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
邊
失
籏
批
剣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
セ
　
　
も
　
　
も
　
　
ロ

的
に
こ
の
可
能
性
に
封
す
る
態
度
を
決
め
（
情
緒
的
冥
素
）
、
可
能
な
結
果
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
ち
　
　
リ
　
　
ロ

識
し
、
そ
の
上
で
行
爲
を
決
意
す
る
（
意
的
要
素
）
。
目
的
性
に
よ
つ
て
把
握
さ

れ
る
の
は
知
的
要
素
と
意
的
要
素
だ
け
で
あ
る
。
情
緒
的
要
素
は
故
意
文
は
過

失
に
は
じ
め
て
馬
す
る
。
ウ
ヱ
ル
ツ
ヱ
ル
が
目
的
、
直
接
的
故
意
、
制
限
的
故

意
の
何
れ
が
存
す
る
か
に
よ
つ
て
．
故
意
の
種
類
罐
を
匠
別
し
な
が
ら
、
そ
れ

に
相
慮
し
て
目
的
性
の
種
類
を
匿
別
し
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
目
的
的
行
爲
論
が
、
故
意
犯
の
行
爲
反
便
値
に
開
し
て
、
も
し
故
意
と
目
的

性
と
を
同
一
観
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
正
確
で
は
な
い
。
そ
れ
に
關
し
て
行

爲
反
便
値
は
、
正
し
く
は
、
故
意
に
基
づ
く
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
目
的
性
に

基
づ
く
べ
き
か
の
問
題
が
生
ず
る
。
こ
れ
は
、
不
法
と
責
任
の
賓
質
的
な
内
容

を
如
何
に
決
定
す
る
か
に
か
か
つ
て
い
る
。
目
的
的
行
爲
論
の
盟
系
は
こ
の
融

で
い
ろ
い
ろ
な
可
能
性
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
、
す
で
に
ウ
ェ

ル
ツ
ェ
ル
の
理
論
と
ガ
ラ
ス
の
理
論
を
比
べ
れ
ば
分
る
こ
と
で
あ
る
。
ガ
ラ
ス

（鉾釦ρ¢

墨
8
）
に
と
つ
て
は
、
故
意
と
認
識
あ
る
過
失
と
を
相
互
に

匠
別
す
る
情
緒
的
要
素
は
責
任
に
島
す
る
。
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
從
來
明
ら
か
に
し
て
は
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
要
棄
を
と
り
出

し
て
い
な
か
つ
た
か
ら
。
し
か
し
、
首
尾
一
貫
さ
せ
る
た
め
に
は
、
彼
は
、
そ

れ
を
行
爲
反
償
値
に
算
え
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
と
つ
て

違
法
性
は
、
意
思
行
爲
の
“
あ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
即
の
釧
斯
基
準
と
な
り
、

又
そ
れ
を
よ
り
詳
し
く
特
徴
づ
け
る
諸
事
情
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
り
、
寅
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
九
　
　
　
　
　
（
一
二
蝋
置
）



　
　
　
　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
逡
失
論
批
到

は
、
意
欲
者
の
意
思
決
定
が
“
法
的
可
能
の
禦
断
の
基
準
と
な
る
』
諸
事
情
を

包
括
す
る
。
情
緒
的
な
態
度
は
結
果
に
封
し
て
意
思
行
爲
を
そ
の
ぴ
あ
る
べ
き

で
な
か
つ
た
こ
と
4
で
性
質
づ
け
る
の
で
あ
つ
て
、
從
つ
て
不
法
に
届
す
る
。

　
か
く
し
て
故
意
と
認
識
あ
る
過
失
と
は
法
的
に
重
要
な
行
爲
意
思
の
類
型
と

し
て
分
析
さ
れ
な
い
ま
ま
で
残
つ
て
い
る
。
．
心
情
要
素
駐
0
2
言
員
日
鵯
－

膠o目窪

戸
を
行
爲
債
値
か
ら
と
り
出
し
て
責
任
に
馬
せ
し
め
る
な
ら
ば
、
故

意
と
認
識
あ
る
過
失
と
は
、
こ
の
反
債
値
の
カ
テ
ゴ
リ
！
で
分
け
ら
れ
る
。
そ

の
場
合
に
は
、
實
定
法
の
個
々
の
犯
罪
類
型
が
提
示
し
て
い
る
よ
う
な
、
行
爲

反
債
値
と
∬
主
観
的
構
成
要
件
‘
と
の
間
の
一
致
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
故
意

と
認
識
あ
る
過
失
と
は
、
こ
の
理
論
の
意
味
で
、
．
目
的
性
の
要
素
4
に
闘
し
て

の
み
行
爲
反
偵
値
及
び
げ
主
潮
的
溝
成
要
件
・
に
腸
し
、
情
緒
的
要
素
に
關
し

て
は
責
任
（
叉
ガ
ラ
ス
の
意
味
に
お
け
る
“
責
任
構
成
要
件
’
）
に
溺
す
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
す
れ
ば
、
ベ
ー
リ
ン
グ
の
驚
系
が
個
々
の
實
定
法

の
メ
ル
ク
マ
！
ル
ー
そ
れ
は
外
界
の
要
素
を
行
爲
者
の
心
理
的
要
素
と
結
び

つ
け
て
表
現
す
る
ー
に
つ
い
て
要
求
し
た
よ
う
な
、
そ
れ
自
騰
は
好
ま
し
く

な
い
分
割
が
一
般
に
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
故
意
叉
は
認
識
あ

る
過
失
は
す
べ
て
犯
罪
類
型
に
麗
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。
故
意
を
不
法
樽
成
要

件
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
目
的
的
行
爲
論
が
常
に
ひ
き
出
す
よ
り
廣
い

本
質
的
な
結
論
、
特
に
共
犯
論
に
つ
い
て
の
蹄
結
は
、
疑
間
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
髄
系
は
、
情
緒
的
要
素
に
行
爲
反
便
値
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
　
　
（
一
二
一
六
）

る
地
位
を
用
意
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
一
切
こ
れ
を
避
け
て
い
る
。

u

　
故
意
と
認
識
あ
る
遍
失
と
を
行
爲
反
便
値
の
中
で
完
全
に
同
化
す
る
こ
と

（
卜
昌
幅
冨
β
）
に
よ
つ
て
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
そ
の
騰
系
上
、
認
識
あ
る
責

任
と
認
識
な
き
責
任
の
み
が
存
在
し
、
故
意
責
任
と
認
識
あ
る
過
失
責
任
と
の

間
の
差
異
は
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
つ
た
。
こ
の
融
に
度
々
非
難
が
加

え
ら
れ
る
。
彼
自
身
は
勿
論
こ
れ
を
承
認
し
よ
う
と
し
な
い
。
彼
の
言
う
と
こ

ろ
に
よ
れ
ば
、
非
難
可
能
性
を
厘
別
す
る
の
は
、
そ
れ
が
散
意
行
爲
と
關
係
す

る
か
非
故
意
行
爲
と
關
係
す
る
か
、
更
に
は
行
爲
者
が
行
爲
の
違
法
性
を
知
つ

て
い
た
か
、
又
は
知
り
得
た
か
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
、
認
識
あ
る
責

任
に
お
い
て
は
、
こ
の
観
融
の
何
れ
も
徹
底
的
で
は
な
い
。
，

　
　
（
以
下
に
展
開
さ
れ
た
非
難
可
能
の
要
素
に
關
す
る
部
分
は
、
ウ
ェ
ル
ツ

　
　
ェ
ル
の
六
版
が
構
想
を
新
た
に
新
し
い
理
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
、
ノ

　
　
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
も
補
充
的
な
批
剣
を
試
み
て
い
る
。
だ
か
ら
我
々
も
、

　
　
第
五
版
に
封
す
る
批
判
の
部
分
を
割
愛
し
て
第
六
版
に
封
す
る
邉
加
部
分

　
　
を
こ
こ
に
紐
み
入
れ
る
こ
と
に
す
る
。
）

　
∬
非
難
可
能
性
の
要
素
と
し
て
の
構
成
要
件
實
現
の
認
識
の
可
能
性
4
に
關
す

る
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
理
論
は
新
し
く
再
構
成
さ
れ
た
（
六
版
一
三
七
頁
以
下
）
。

こ
こ
で
は
今
や
、
故
意
の
構
成
要
件
の
實
現
が
問
題
な
の
か
そ
れ
と
も
非
故
意

の
構
成
要
件
の
實
現
が
問
題
訟
の
か
に
よ
つ
て
非
難
可
能
性
の
要
素
が
根
本
に



お
い
て
異
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
最
む
重
観
さ
れ
て
い
る
。
読
意
狛
の
場
合

に
は
、
故
意
及
ぴ
そ
の
他
の
主
観
的
講
成
要
素
（
悪
意
及
び
類
似
の
も
の
）
は

そ
の
人
的
非
難
可
能
性
の
限
度
で
問
題
と
さ
れ
る
。
印
ち
い
か
な
る
範
團
で
購

成
要
件
的
故
意
は
行
爲
者
を
人
的
に
非
難
し
う
る
か
ど
う
か
？
　
そ
の
場
合
ウ

ェ
ル
ツ
呂
ル
が
今
や
彊
調
す
る
よ
う
に
、
こ
の
問
題
は
輩
に
實
定
法
上
の
構
成

要
件
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
た
主
観
的
要
素
だ
け
で
は
な
く
、
具
饅
的
な
時
融
に

具
髄
的
な
決
意
を
喚
起
し
た
外
部
的
及
び
内
部
的
全
盟
的
諸
事
情
を
含
む
の
で

　
　
　
　
　
り
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち
　
　
リ
　
　
ロ

あ
る
。
勘
ち
認
識
あ
る
過
失
の
場
合
に
は
、
責
任
非
難
は
個
々
の
行
爲
者
が
結

果
襲
生
の
可
能
性
を
鷺
見
し
た
こ
と
、
認
識
か
ぎ
過
失
の
場
合
に
は
行
爲
者
が

結
果
護
生
の
可
能
性
を
人
的
に
豫
見
し
得
た
は
ず
で
あ
る
事
に
存
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
、
ウ
ヱ
ル
ツ
呂
ル
は
彼
の
費
任
論
を
よ
り
深
く
展
開
し

て
そ
こ
か
ら
以
下
の
結
論
を
ひ
き
出
す
の
で
あ
る
。
印
ち
彼
は
從
來
と
異
つ
て

新
版
で
は
責
任
は
段
階
概
念
で
あ
る
事
を
彊
調
し
て
い
る
。
印
ち
責
任
は
法
の

要
請
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
程
責
任
は
重
く
、
叉
法
の
要
請
が
少
な
け
れ
ば
少

い
程
賓
任
は
輕
い
、
叉
行
爲
者
が
法
に
蓮
う
程
輕
く
、
逆
に
之
に
蓮
わ
な
い
程

重
い
。
こ
の
程
度
に
從
つ
で
行
爲
意
思
は
よ
り
多
く
或
は
よ
り
少
く
有
責
で
あ

る
。
し
か
し
乍
ら
行
爲
意
思
は
費
任
で
は
な
い
。
（
違
法
な
）
行
爲
意
思
の
み
が

刑
法
上
重
要
な
意
味
に
お
い
て
有
賓
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
（
違
法
な
）

行
爲
意
思
は
有
費
性
に
即
嵩
4
す
る
。
そ
れ
は
責
任
吟
味
の
際
に
そ
の
非
難
可

能
性
を
問
わ
れ
る
。
（
行
爲
意
思
の
顯
現
と
し
て
の
）
構
成
要
件
的
故
意
も
從

　
　
　
　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
過
央
論
批
剣

っ
て
特
に
責
任
に
夢
陽
4
す
る
。
そ
れ
故
に
因
果
的
行
爲
論
と
目
的
的
行
爲
論

と
の
間
の
論
事
は
故
意
が
責
任
に
も
（
そ
れ
の
可
能
な
櫓
い
手
と
し
て
）
属
す

る
の
か
ど
う
か
と
い
う
鮎
に
あ
る
の
で
は
な
く
（
故
意
が
責
任
に
も
局
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ロ

い
う
黙
に
つ
い
て
は
も
は
や
箏
わ
な
い
）
し
て
、
故
意
が
資
任
に
の
み
局
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
ロ
　
　
セ

か
ど
う
か
の
融
と
、
始
め
て
責
任
に
腸
す
る
か
ど
う
か
の
融
の
差
異
に
す
ぎ
な

い
。

刷

第
一
に
我
々
が
責
任
の
段
階
的
性
質
を
度
外
観
す
る
な
ら
ぱ
、
正
に
引
用
し

た
諸
命
題
は
す
で
に
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
責
任
論
の
根
本
的
な
新
方
向
を
意
味
す

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
實
際
に
は
し
か
し
、
す
で
に
上
に
指
摘
し
た
多
義
性
は

從
來
よ
り
本
質
的
に
、
よ
り
張
く
作
用
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
第
一
に
故
意

は
客
盟
の
非
難
可
能
性
と
し
て
の
責
任
に
つ
い
て
問
題
と
な
り
、
第
二
に
躍
資

任到

断
イ
を
澹
5
資
格
の
纏
括
と
し
て
の
資
任
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
。
こ
の

第
二
の
意
味
に
お
い
て
も
我
々
は
賓
任
を
非
難
可
能
性
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
こ
で
は
更
に
種
々
異
つ
た
も
の
を
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
郭
ち
犯
罪
と
い
う
不
法
を
、
賓
際
に
惹
起
さ
れ
た
法
盆

侵
害
の
中
に
認
め
る
客
観
的
饅
系
に
お
い
て
は
、
こ
の
（
結
果
の
）
不
法
の
非

難
可
能
性
と
し
て
特
色
づ
け
、
主
観
的
（
意
思
刑
法
的
）
盟
系
に
お
い
て
は
行

爲
が
そ
れ
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
の
心
理
學
的
事
賀
關
係
の
非
難
可
能
性
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
　
　
　
（
コ
ニ
七
）



　
　
　
　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
逡
失
論
批
剣

特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
意
味
に
お
い
て
は
．
非
難
可

能
性
躍
と
，
資
任
到
断
の
基
礎
4
と
を
匠
別
す
る
必
要
は
な
い
。
ウ
ェ
ル
ツ
ェ

ル
の
非
難
可
能
性
の
概
念
は
そ
れ
と
は
異
つ
て
．
非
難
可
能
性
の
客
盟
と
こ
の

客
麗
の
非
難
可
能
性
と
を
嚴
密
に
颪
別
す
る
。
か
く
解
す
る
な
ら
ば
、
非
難
可

能
性
と
は
軍
に
行
爲
者
と
そ
の
決
意
と
の
間
の
關
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

の
開
係
は
決
し
て
翠
に
形
式
的
に
の
み
見
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
行
爲

者
と
行
爲
便
値
と
の
間
に
よ
り
密
接
な
、
又
は
よ
り
ル
ー
ズ
な
結
合
を
つ
く
る

こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ら
が
共
に
、
決
意
を
多
か
れ
少
な
か
れ
非
難
可
能
な
ら
し

め
、
叉
は
非
難
可
能
性
に
（
そ
㌦
て
そ
熟
故
に
非
難
忙
も
）
特
色
を
輿
え
る
心

情
要
素
に
影
響
を
奥
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
非
難
は
軍
に
非
難
可
能
性

か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
非
難
さ
れ
た
も
の
に
よ
つ
て
も
亦
種
類
（
方
法
）
と
重

さ
が
き
ま
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
を
加
え
て
非
難
せ
ら
れ
た
も
の
の
性

質
と
F
非
難
可
能
性
謬
と
い
う
關
係
の
性
質
が
す
で
に
そ
れ
以
前
に
お
い
て
で

は
な
く
（
印
ち
違
法
の
段
階
に
お
い
て
で
は
な
く
）
非
難
に
お
い
て
は
じ
め
て

集
ま
る
の
で
あ
る
。
ρ
非
難
を
基
礎
づ
け
る
事
箕
關
係
”
と
ρ
非
難
可
能
な
事
賓

闘
係
’
と
は
幾
分
ち
が
つ
た
も
の
で
あ
る
。

　
ウ
ヱ
ル
ツ
ェ
ル
は
こ
の
事
を
嚴
密
に
は
匹
別
し
な
か
つ
た
。
か
く
し
て
一
方

で
、
資
任
は
違
法
な
行
爲
意
思
の
非
難
可
能
性
の
中
に
存
し
、
故
意
は
非
難
可

能
性
の
客
髄
で
あ
る
。
目
的
的
行
爲
論
は
、
ド
！
ナ
に
於
～
騒
騰
場
所
の
な
く

な
つ
た
故
意
に
封
し
て
主
親
的
欝
成
要
件
の
中
に
そ
の
笠
質
的
に
正
し
い
場
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
　
　
　
（
一
二
一
八
）

を
割
り
當
て
る
の
だ
と
云
つ
て
い
る
。
師
ち
明
ら
か
に
、
非
難
可
能
性
の
本
質

的
な
要
素
は
責
任
能
力
の
あ
る
行
爲
者
が
蓮
法
な
行
爲
意
思
の
代
り
、
適
法
な

行
爲
意
思
を
形
成
し
得
た
筈
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
爲
に
要
求
さ
れ
る
す
べ
て

の
諸
要
素
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
論
述
に
よ
れ
ぱ
故
意
は
こ
こ

で
は
責
任
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
非
難
可
能
性
に
7
罵
8
さ
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
從
つ
て
非
難
可
能
性
の
要
素
も
從
來
同
様
分
類
さ
れ
る
。
他
方
ウ

ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
帥
ち
責
任
と
は
行
爲
者
に
つ
い
て

彼
が
違
法
な
行
爲
を
や
め
得
た
に
も
拘
ら
ず
こ
れ
を
や
め
な
か
つ
た
こ
と
を
人

的
に
非
難
す
る
こ
と
だ
と
。
こ
の
貼
が
從
來
の
版
に
封
し
て
重
要
で
あ
る
。
責

任
と
は
事
情
上
適
法
な
行
爲
を
爲
す
べ
き
で
あ
つ
た
行
爲
者
が
、
蓮
法
行
爲
に

よ
つ
て
法
的
共
同
燈
に
責
め
を
負
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
責
任
は
法
の
要
請

が
重
大
で
あ
る
程
よ
り
大
き
く
、
そ
れ
が
少
い
程
よ
り
少
く
て
あ
り
得
、
叉
行

爲
者
が
そ
れ
に
蓮
う
こ
と
が
や
さ
し
い
程
責
任
は
重
く
、
蓮
5
こ
と
が
困
難
な

程
責
任
は
輕
く
な
り
得
る
。
こ
こ
で
は
疑
い
も
な
く
責
任
の
下
に
寳
任
非
難
を

根
擦
づ
け
る
諸
事
情
の
纏
髄
が
含
ま
れ
て
い
る
。
か
く
て
行
爲
意
思
、
そ
し
て

と
く
に
故
意
は
責
任
非
難
の
澹
い
手
と
し
て
も
責
任
に
算
え
入
れ
ら
れ
る
に
い

た
り
、
そ
れ
に
よ
つ
て
そ
の
都
度
引
用
さ
れ
た
責
任
概
念
の
明
ら
か
な
封
立
は

な
く
な
り
、
理
解
は
困
難
に
な
る
。

　
こ
の
方
法
に
原
則
的
に
存
在
す
る
分
裂
は
、
，
非
難
可
能
性
の
要
索
と
し
て

の
構
成
要
件
實
現
の
認
識
乃
至
認
識
の
可
能
性
4
に
關
す
る
部
分
に
現
わ
れ
る
。



そ
れ
故
に
標
題
に
と
り
出
さ
れ
た
要
素
は
、
テ
キ
ス
ト
の
中
で
故
意
に
關
し
て

は
全
く
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
今
や
も
つ
ぱ
ら
故
意
は
そ
の
非

難
可
能
性
に
基
づ
い
て
間
題
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に

は
詳
細
に
わ
た
つ
て
は
本
質
的
な
も
の
は
何
ら
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
公
式
は
輩
に
そ
の
粘
で
嚴
密
で
な
い
ぱ
か
り
か
ー
こ
の
公
式
は
少

く
と
も
ρ
責
任
は
違
法
な
意
思
活
動
（
故
意
）
の
非
難
可
能
性
で
あ
る
’
と
す

る
章
節
に
よ
つ
て
1
上
期
待
可
能
性
を
含
め
て
の
全
盟
と
し
て
の
賓
任
の
問
題

に
あ
て
は
ま
る
。
人
は
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
こ
の
部
分
で
又
し
て
も
、
標
題
を
墜

え
な
い
で
依
然
と
し
て
欝
威
要
件
の
認
識
の
み
を
把
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
解

す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
構
成
要
件
の
認
識
の
」
一
重
機
能
4
と
い
う
表
現
は
新

版
で
腺
滑
え
た
か
ら
、
故
意
の
場
合
に
は
客
観
的
構
成
要
件
、
非
難
可
能
性
の

場
合
に
は
こ
れ
に
反
し
て
主
観
的
構
成
要
件
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
私
の
批
到
は
、
も
は
や
手
が
か
り
が
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
。

　
　
　
（
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
多
少
の
補
足
を
必
要
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
私

　
　
共
が
新
奮
重
複
す
る
部
分
と
し
て
割
愛
し
た
中
に
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
五

　
　
版
で
構
成
要
件
の
實
現
の
認
識
と
い
う
貼
で
は
制
限
的
散
意
と
認
識
あ
る

　
　
散
意
と
の
間
に
匹
別
は
な
い
と
強
調
し
乍
ら
、
散
意
の
場
合
は
構
成
要
件

　
　
の
麗
識
が
行
爲
決
意
に
と
つ
て
も
非
難
可
能
性
に
と
つ
て
も
獅
立
の
要
素

　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
い
　
　
ち
　
　
ち

　
　
で
あ
る
か
ら
二
重
機
能
を
も
つ
と
し
、
こ
れ
に
反
し
て
認
識
あ
る
過
失
の

　
　
揚
合
、
行
爲
意
思
は
表
象
さ
れ
た
構
成
要
件
の
實
現
に
至
ら
な
い
の
で
あ

　
　
る
か
ら
、
構
成
要
件
の
認
識
は
非
難
可
能
性
に
つ
い
て
の
み
考
慮
さ
れ
る

　
　
　
　
ウ
ェ
ル
ツ
ヱ
ル
の
過
失
論
批
剣

　
　
と
説
い
て
い
る
の
に
封
し
て
、
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
置
は
構
成
要
件
認
識
の

　
凝
二
重
機
能
遭
を
認
め
る
こ
ど
を
疑
問
と
し
、
結
局
制
限
的
故
意
と
認
識
あ

　
　
る
遍
失
の
間
に
は
構
成
要
件
の
認
識
の
鮎
で
差
異
が
あ
る
の
で
は
な
く
、

　
　
認
識
さ
れ
た
構
成
要
件
に
差
異
が
あ
る
と
挽
判
し
て
い
た
の
が
、
膨
二
重

　
　
機
能
4
に
關
す
る
ウ
ェ
ル
ツ
ヱ
ル
の
理
論
に
憂
更
が
あ
つ
た
た
め
に
奮
批

　
　
判
は
も
は
や
委
嘗
し
な
く
な
つ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
）

今
、
故
意
が
そ
の
非
難
可
能
性
の
み
を
問
わ
れ
る
時
、
こ
の
問
題
は
確
か
に

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
意
思
活
動
に
も
、
叉
結
果
の
表
象
に
封
す
る
情
緒

的
な
態
度
に
も
關
蓮
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
こ
の
批
鋼
は
克
服
さ

れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
認
識
あ
る
過
失
の
場
合
に
は
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
、
行
爲
者
は
可
能
な
結
果

を
豫
見
し
た
が
、
そ
の
不
饗
生
を
希
望
し
て
決
心
し
た
楊
合
に
そ
の
非
難
司
能

性
に
基
づ
い
て
行
爲
決
意
が
間
題
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
目
ざ
し
て
い
る
の

は
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。
こ
こ
で
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
し
か
し
乍
ら
、
責
任
非
難

と
い
5
こ
と
を
、
個
々
の
行
爲
者
が
結
果
装
生
の
可
能
性
を
豫
見
し
た
と
い
う

こ
と
を
理
由
と
し
て
認
め
て
い
る
。
こ
の
公
式
化
の
多
様
性
に
つ
い
て
の
理
由

づ
け
は
明
ら
か
で
な
い
。
そ
れ
故
認
識
あ
る
過
失
に
關
し
て
は
第
五
版
に
つ
い

て
爲
さ
れ
た
す
べ
て
の
所
見
が
な
お
有
効
で
あ
る
。

櫃

茨
に
賓
任
の
段
階
的
性
質
に
つ
い
て
な
お
一
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
　
（
一
，
一
二
九
）

ウ



　
　
　
　
ウ
ェ
ル
ツ
ヱ
ル
の
邊
失
論
批
朔

エ
ル
ツ
ヱ
ル
は
新
版
で
適
切
に
も
責
任
の
量
は
行
爲
者
の
欝
成
要
件
の
實
現
に

關
係
の
あ
る
意
思
活
動
に
の
み
依
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
具
髄
的
時

鮎
に
具
簸
的
な
決
意
を
喚
起
し
た
外
部
的
及
び
内
部
的
全
盟
事
情
に
か
か
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
張
調
し
て
い
る
。
こ
の
事
は
フ
ラ
ン
ク
以
來
周
蜘
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
は
夕
心
理
學
的
謬
責
任
論
の
超
克
と
．
規
範
的
4
資
任
論
の

焚
展
の
た
め
の
出
饗
鮎
で
あ
つ
た
。
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
し
か
し
こ
の
歴
史
的
、

賓
質
的
に
規
定
さ
れ
た
關
係
に
お
い
て
問
題
を
提
出
し
た
の
で
は
な
い
。
ウ
ェ

ル
ツ
ェ
ル
は
こ
の
問
題
を
こ
れ
ま
で
は
宕
過
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
一
見
思
わ
し

め
る
よ
う
な
彼
一
流
の
や
り
方
で
問
題
を
と
ら
え
る
。
そ
し
て
こ
の
夕
看
過
し

た
こ
と
’
は
直
ち
に
叉
ρ
因
果
的
行
爲
論
’
の
峡
融
だ
と
い
う
烙
印
を
押
す
。
即

ち
、
い
う
、
因
果
的
行
爲
論
は
責
任
基
準
の
範
園
と
程
度
を
誤
解
し
て
い
る
。

因
果
的
行
爲
論
に
と
つ
て
は
犯
罪
構
成
の
理
論
的
責
任
概
念
と
量
荊
の
責
任
概

念
と
の
間
に
は
ギ
ャ
ッ
ブ
が
あ
る
。
目
的
的
行
爲
論
が
始
め
て
責
任
の
本
質
と

し
て
の
非
難
可
能
性
を
賞
際
に
（
眞
劒
に
）
取
扱
い
、
又
目
的
的
行
爲
論
が
始

め
て
行
爲
決
意
に
重
要
な
す
べ
て
の
内
部
的
及
び
外
部
的
諸
事
情
を
そ
の
非
難

可
能
性
に
基
づ
い
て
間
題
に
し
た
の
で
あ
る
、
と
。

　
こ
う
い
つ
た
展
開
方
法
は
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
學
問
上
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ

ョ
ン
の
や
り
方
の
特
徴
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
期
待
可
能
性
は
し
ぽ
し
ぱ

箪
に
責
任
阻
却
事
由
と
し
て
の
み
認
め
ら
れ
、
一
般
的
な
標
準
原
則
と
し
て
は

認
め
ら
れ
な
か
つ
た
と
す
る
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
主
張
に
は
同
意
し
て
も
い
い
。
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し
か
し
フ
ラ
ソ
ク
自
身
は
こ
の
誤
り
に
階
ら
ず
、
責
任
の
外
延
及
び
期
待
可
能

性
に
つ
い
て
の
詳
細
な
研
究
を
し
た
。
責
任
の
量
が
刑
の
量
定
の
た
め
本
質
的

で
あ
る
と
い
5
考
慮
の
た
め
に
責
任
論
が
立
脚
黙
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
ず
つ
と
以
前
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。
勿
論
そ

れ
は
す
べ
て
目
的
的
行
爲
論
の
範
園
内
に
は
な
か
つ
た
の
だ
。
目
的
的
行
爲
論

自
身
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
は
全
く
注
意
を
携
わ
な
か
つ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
今
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
彼
の
教
科
書
の
六
版
の
中
で
こ
の
間
題

を
と
り
あ
げ
た
。
そ
し
て
今
そ
れ
は
直
ち
に
。
因
果
的
4
行
爲
論
否
定
の
た
め

の
基
準
と
な
り
爾
後
の
批
剣
に
供
さ
れ
る
。
あ
た
か
も
因
果
的
行
爲
論
は
故
意

及
び
過
失
と
な
ら
ん
で
な
お
そ
の
他
の
責
任
要
素
を
知
ら
ず
、
又
そ
の
責
任
要

素
の
段
階
性
を
役
に
立
て
得
な
か
つ
た
か
の
よ
う
な
口
調
で
批
到
を
す
る
の
で

あ
る
。
た
と
え
自
然
主
義
的
行
爲
論
が
こ
の
こ
と
を
ま
つ
さ
き
に
し
な
か
つ
た

と
し
て
も
ー
ー
こ
れ
は
決
し
て
一
般
的
に
は
適
切
で
は
な
い
ー
し
か
も
そ
の

理
論
と
て
こ
れ
に
つ
い
て
の
可
能
性
は
も
つ
て
い
る
。
當
該
問
題
は
一
つ
の
驚

系
と
他
の
饅
系
の
何
れ
の
燈
系
が
よ
り
多
く
有
用
で
あ
る
か
の
試
金
石
と
し
て

は
完
全
に
不
適
當
で
あ
る
。

　
賞
際
に
責
任
の
段
階
性
を
と
ら
え
る
と
い
う
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
最
初
の
試
み

も
決
し
て
蝕
す
と
こ
ろ
な
く
成
功
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
す
で
に
謬
非
難
可

能
性
の
要
素
と
し
て
の
構
成
要
件
賞
現
の
認
識
な
い
し
認
識
の
可
能
性
4
と
い

う
標
題
の
下
に
、
法
律
上
の
構
成
要
件
に
よ
つ
て
は
規
定
せ
ら
れ
て
い
な
い
行



爲
の
主
親
的
諸
事
情
も
亦
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
盟
系
が
こ
こ
で
も

な
お
十
分
熟
し
て
は
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
“
法
蓮
守
の
期
待
可
能
性
4

と
構
成
要
件
賢
現
の
認
識
の
下
に
分
類
さ
れ
た
諸
事
情
と
の
關
係
は
依
然
と
し

て
検
討
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
つ
て
い
る
。
か
く
し
て
事
態
は
こ
こ
で
も
よ
り
一

層
の
完
成
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
よ
り
一
暦
完
成
さ
せ
る
た

め
に
は
、
實
騰
に
印
し
た
方
法
で
、
傳
統
的
な
髄
系
に
お
い
て
模
範
を
示
さ
れ

た
構
成
と
廣
汎
に
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
凋
立
の
標
準
と
し
て
、
ま
ず
第
一
に
、
す
で
に
構
成
要
件
該
嘗
の
不
法
の
程

度
を
決
定
す
る
す
ぺ
て
の
事
情
が
共
に
あ
ら
わ
れ
る
。
鄙
ち
、
例
え
ば
切
迫
し

た
法
盆
侵
害
の
方
法
、
大
ぎ
さ
、
蓋
然
性
、
あ
る
い
は
豫
期
せ
ら
れ
る
べ
き
行
爲

の
、
積
極
的
な
便
値
あ
る
結
果
及
び
そ
の
蓋
然
性
。
こ
れ
ら
の
結
果
反
便
値
に

固
有
な
マ
ス
フ
ァ
ク
タ
ー
は
、
た
だ
行
爲
者
に
よ
つ
て
認
識
せ
ら
れ
叉
は
認
識

せ
ら
れ
得
た
よ
う
に
賓
任
に
つ
い
て
考
慮
せ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

更
に
は
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
こ
の
結
果
に
封
す
る
心
理
的
な
關
係
の
方
法
（
悪

憲
、
目
的
性
、
輩
な
る
情
緒
的
な
態
度
V
も
亦
責
任
に
島
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。

郎
ち
噂
統
的
な
騰
系
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
こ
れ
ら
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
等
し
く

責任要素とし

て
の
故
意
叉
は
過
失
の
重
要
さ
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
目
的

的
行
爲
論
の
燈
系
に
お
い
て
は
、
す
ぺ
て
の
こ
れ
等
の
フ
ァ
ク
タ
ー
は
ま
ず
第

　
一
に
行
爲
反
債
値
の
重
要
さ
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
ウ
ェ
ル
ツ
ェ

　
ル
の
意
味
で
の
非
難
可
能
性
の
客
饒
を
性
質
づ
け
る
。
我
々
が
責
任
を
、
こ
の

　
　
　
　
　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
愚
失
論
批
剣

客
畿
の
非
難
可
能
性
と
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
確
か
に
．
責
任
非
難
4
の
重

さ
に
影
響
を
及
ぼ
し
は
す
る
が
、
そ
れ
は
責
任
を
決
定
す
る
非
難
可
能
性
の
關

係
に
は
影
響
を
及
ぼ
し
は
し
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
我
々
が
、
責
任
非
難
を

指
う
事
實
關
係
と
し
で
責
任
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
故
意
と
過
失
の
反
償
値
性

は
基
準
と
し
て
二
重
に
、
印
ち
ま
ず
行
爲
反
便
値
の
基
準
と
し
て
、
次
い
で
責

任
の
基
準
と
し
て
、
二
重
に
評
便
ざ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
責
任
問
題
は

結
局
、
必
然
的
に
醒
賓
任
非
難
4
を
目
ざ
す
の
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
場
舎

に
結
局
は
責
任
の
純
然
た
る
段
階
的
要
素
が
重
要
で
あ
る
。

　
間
題
に
な
る
そ
の
他
の
基
準
は
不
法
に
お
い
て
豫
じ
め
明
示
さ
れ
る
の
で
は

な
い
。
そ
れ
ら
は
目
的
的
行
爲
論
の
理
論
に
傳
統
酌
な
理
論
と
は
異
つ
た
間
題

を
提
出
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
實
質
的
に
は
期
待
可
能
性
楓
關
し
て
考

慮
さ
れ
る
。
場
合
に
よ
つ
て
は
過
失
者
の
責
任
を
全
く
阻
却
す
る
こ
と
の
で
き

る
疲
螢
が
比
較
的
少
い
程
度
で
あ
つ
た
場
合
に
は
、
彼
の
責
任
は
減
輕
さ
れ
、

不
可
抗
力
の
場
合
に
は
責
任
を
阻
却
す
る
彊
制
状
態
は
、
ま
さ
に
不
可
抗
力
で

は
な
い
が
抵
抗
し
難
い
力
の
場
合
に
は
責
任
が
減
少
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
ど
れ

に
つ
い
て
も
メ
ッ
ガ
ー
が
す
で
に
教
科
書
に
述
べ
て
い
る
，
3
限
界
債
値
決
定
の

法則4が

愛
當
す
る
。

　
更
に
他
の
基
準
は
、
通
常
の
責
任
瞳
系
は
勿
論
考
え
て
も
い
な
い
固
有
の
所

在
場
所
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
行
爲
決
意
の
人
格
相
當
性
若
し
く
は
動
機
の

原
子
債
、
從
つ
て
そ
れ
に
よ
つ
て
特
徽
づ
け
ら
れ
た
人
格
の
原
子
便
に
關
す
る
。
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ウ
ヱ
ル
ツ
ヱ
ル
の
過
失
諭
批
剣

我
々
は
こ
の
観
貼
1
し
ば
し
ぱ
亦
個
々
の
犯
罪
類
型
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
目

ざ
す
の
だ
が
ー
を
お
よ
そ
『
性
格
學
的
」
責
任
要
素
と
呼
ば
れ
5
る
固
有
の

〃
資
任
要
棄
4
の
中
で
纏
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
資
任
能
力
も
亦
基
準
の
働
き

を
す
る
こ
と
は
こ
れ
以
上
詳
論
す
る
迄
も
な
い
。

　
要
す
る
に
こ
こ
で
極
く
簡
軍
な
指
摘
を
す
れ
ば
充
分
で
あ
る
。
印
ち
問
題
が

賓際にい

か
に
色
々
に
姿
を
藁
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
具
髄
的

な
時
貼
に
具
燈
的
決
意
を
喚
起
し
た
外
部
的
及
内
部
的
全
事
情
を
、
非
難
可
能

性
の
要
素
と
し
て
、
欝
成
要
件
實
現
の
認
識
を
扱
つ
て
い
る
章
へ
組
み
入
れ
る

事
に
よ
つ
て
は
間
題
は
ま
だ
十
分
解
明
さ
れ
は
し
な
い
。
傳
統
的
な
盟
系
は
こ

こ
で
何
と
云
つ
て
も
す
で
に
重
要
な
貼
で
一
歩
先
ん
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、

傳
続
酌
な
麗
系
に
は
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
與
え
た
鏡
い
掲
判
は
當
ら
な
い
の
で

あ
る
。
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
傳
統
的
な
燈
系
は
理
論
的
な
責
任
概
念
を
構
成
要

件
的
故
意
に
限
定
し
て
い
る
と
非
難
し
て
い
る
こ
と
は
直
ち
に
正
し
い
と
は
云

え
な
い
。
傳
統
的
な
髄
系
は
と
う
に
一
群
の
夕
責
任
要
素
謬
を
獲
展
さ
せ
、
そ

れ
が
構
成
要
件
的
故
意
の
外
に
あ
る
基
準
づ
け
を
し
て
解
明
と
分
類
と
を
可
能

に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
因
果
的
行
爲
論
が
故
意
は
責
任
の
構
成
部
分
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
る
時
で
さ
え
も
、
そ
れ
腺
規
範
的
資
任
概
念
を
眞

創
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

K
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残
る
問
題
は
認
識
な
き
過
失
で
あ
る
。
目
的
的
行
爲
論
に
と
つ
て
認
識
な
き

過
失
の
間
題
は
、
實
の
と
こ
ろ
解
決
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
存
在
論

的
に
判
師
す
る
な
ら
ぱ
、
行
爲
は
、
こ
こ
で
も
目
的
的
で
あ
る
。
が
、
し
か

し
、
目
的
性
は
こ
の
場
合
何
ら
法
的
に
重
要
で
あ
る
こ
と
に
は
及
ば
な
い
の
で

あ
る
。
行
爲
者
の
表
象
も
、
意
欲
も
、
反
便
値
鋼
断
を
基
礎
づ
け
る
結
果
、
危

瞼
、
敢
行
を
包
括
し
は
し
な
い
。
行
爲
方
法
及
び
そ
れ
の
賞
行
を
め
ざ
し
た
と

し
て
も
そ
の
顯
に
別
段
の
奨
り
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
認
識

な
き
過
失
は
、
そ
の
目
的
性
の
貼
で
は
な
く
、
そ
の
有
意
性
の
貼
で
法
に
と
つ

て
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
認
識
な
き
過
失
の
場
合
に
も
創
行
爲
反
便
値
’
が
摘
示
さ
れ
る
。
そ

の
行
爲
反
便
値
は
、
（
正
當
化
さ
れ
な
い
）
法
盆
侵
害
の
可
能
性
を
暗
示
す
る
事

情
の
下
で
行
爲
が
決
意
さ
れ
た
と
い
う
鮎
に
あ
る
。
法
は
、
現
存
の
指
示
に
基

づ
い
て
法
盆
侵
害
の
苛
能
性
が
認
識
せ
ら
れ
、
そ
れ
故
に
決
意
が
中
止
さ
れ
る

こ
と
を
要
求
す
る
が
故
に
、
決
意
を
否
認
す
る
の
で
あ
る
。

　
認
識
な
き
過
失
に
お
い
て
も
、
行
爲
反
便
値
は
禁
止
蓮
反
の
中
に
あ
り
、
命

令
蓮
反
の
中
に
ぱ
な
い
。
こ
こ
で
も
行
爲
決
意
は
、
決
心
さ
れ
た
行
爲
と
結
び

つ
い
て
い
る
危
瞼
の
故
に
中
止
せ
ら
る
べ
き
で
あ
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
過
失
者

に
封
す
る
否
定
的
判
断
は
こ
こ
で
は
勿
論
彼
が
危
瞼
を
引
き
受
け
た
と
い
う
こ

と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
、
彼
が
法
盆
侵
害
の
可
能
性
を
暗
示
す
る
事

情
が
あ
つ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
危
瞼
を
認
識
し
な
か
つ
た
と
い
う
嶺
に
存
す



る
。
こ
こ
で
は
構
成
要
件
嘗
現
の
認
識
の
代
り
に
講
成
要
件
賞
現
の
認
識
可
能

性
が
登
場
す
ぐ
。
行
爲
が
、
そ
れ
に
附
着
す
る
危
瞼
の
故
に
中
止
さ
れ
る
べ
き

だ
と
い
う
こ
と
は
、
結
果
反
便
値
に
つ
い
て
の
み
直
接
の
意
味
を
も
つ
に
す
ぎ

な
い
。
行
爲
の
内
面
に
お
い
て
は
認
識
可
能
性
と
い
う
媒
髄
を
通
じ
て
始
め
て

そ
れ
が
有
効
と
な
る
。
認
識
の
可
能
な
も
の
が
、
行
爲
を
禁
止
に
違
反
す
る
も

の
と
す
る
許
さ
れ
ざ
る
危
陰
で
あ
つ
た
が
故
に
、
そ
れ
は
認
識
さ
れ
る
小
ぎ
塾

ロ
　
ロ
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
ち
　
り
　
ち

あ
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
伊
注
意
義
務
8
が
關
係
し
て
來
る
。
注
意

　
　
　
　
り
　
じ
　
も
　
ヨ
　
リ
　
セ
　
ち
　
セ
　
ち
　
ロ
　
じ
　
い
　
り
　
じ
　
セ
　
も
　
セ
　
ら
　
ち
　
ち
　
ち
　
ら
　
ロ
　
ち
　
い
　
じ

義
務
は
、
意
圖
せ
ら
れ
た
行
爲
を
禁
ぜ
し
め
る
事
情
を
顧
慮
す
る
こ
と
に
向
け

ロ
　
　
ち
　
　
ち

ら
れ
る
。
7
認
識
で
き
る
こ
と
（
国
詩
o
慧
娼
匡
巨
話
■
）
4
は
實
は
．
認
識
す

べ
き
こ
と
（
国
鼻
o
昌
o
湯
δ
一
一
窪
γ
で
あ
る
。
，
主
親
的
注
意
義
務
’
は
ヲ
認

識
可
能
性
’
の
中
に
入
り
こ
ん
で
い
る
。
そ
の
場
合
法
猛
侵
害
の
可
能
性
の
認

識
に
ど
の
程
度
の
注
意
が
向
け
ら
れ
る
べ
き
か
が
問
題
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
答

は
、
認
識
な
き
過
失
の
存
在
に
つ
い
て
の
間
題
一
般
及
び
注
意
義
務
の
充
足
が

個
々
の
事
件
の
特
殊
な
事
情
の
下
で
期
待
可
能
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
の
問
題
が

殆
ん
ど
解
決
し
得
な
い
歌
態
で
相
互
に
錯
綜
し
て
い
る
が
故
に
、
盤
系
的
に
特

に
困
難
で
あ
る
。

　
目
的
的
行
爲
論
の
蓮
法
論
に
と
つ
て
は
、
こ
の
問
題
は
便
値
違
反
的
行
爲
決

意
の
非
難
可
能
性
に
と
つ
て
決
定
的
な
事
情
か
ら
行
爲
反
債
値
を
匠
別
す
る
間

題
と
結
合
し
て
い
る
。
ウ
ェ
ル
ツ
ヱ
ル
は
、
不
法
構
成
要
件
の
た
め
に
は
、
注

意
力
あ
る
人
間
に
封
し
、
結
果
の
一
般
的
豫
見
可
能
性
を
、
資
任
の
た
め
に
は

　
　
　
　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
廻
失
論
批
剣

行
爲
者
に
封
し
、
個
別
的
な
豫
見
可
能
性
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
れ
は
首
尾
一

貫
し
て
い
る
。
勿
論
軍
に
洞
察
能
力
だ
け
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
認
識
可
能

性
は
規
範
的
に
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
從
つ
て
叉
そ
れ
は
季
均
像
（
蜜
㌣

岳
屋
碗
霞
）
に
よ
る
法
的
に
愛
當
な
注
意
義
務
の
蓮
守
と
い
う
こ
と
を
目
ざ
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
こ
の
注
意
義
務
は
ウ
ェ
ル
ツ
呂
ル
に
よ
つ
て
構
成
要
件
論
の
中
で
も
蓮

　
　
法
論
の
中
で
も
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
彼
は
常
に
た
だ
∬
客
観
的
注
意
’
に

　
　
つ
い
て
論
ず
る
だ
け
で
あ
る
。
）

　
そ
れ
は
、
法
の
要
請
に
感
ず
る
程
洞
察
能
力
が
あ
り
、
叉
法
の
要
請
に
感
ず

る
程
主
観
的
注
意
義
務
の
充
足
を
念
頭
に
お
い
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
よ
う
な
β
標
準
的
な
（
目
呂
的
宵
8
騨
γ
人
に
よ
つ
て
許
さ
れ
ざ
る

危
瞼
を
俘
う
も
の
と
認
識
せ
ら
れ
、
そ
れ
故
に
思
い
止
ま
る
べ
き
決
意
は
、
『
行

爲反

便
値
’
に
闘
し
て
考
え
ら
れ
た
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
反
僚
値
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
決
意
が
非
難
せ
ら
れ
う
る
か
ど
う
か
は
、
行
爲
者
の
人
格
的
、
肉
鰹
的

ー
精
神
的
資
質
、
行
爲
者
の
洞
察
力
に
よ
る
。

　
　
　
（
巡
失
の
中
に
責
任
要
素
を
認
め
る
通
説
に
お
い
て
は
一
般
的
洞
察
能
力

　
　
の
問
題
が
肚
會
相
當
性
夕
許
さ
れ
た
危
瞼
《
に
關
し
て
の
み
意
味
を
も
つ

　
　
の
で
あ
つ
て
、
過
失
の
問
題
に
關
し
て
は
窓
味
を
も
た
な
い
。
資
任
問
題

　
　
に
と
つ
て
準
均
像
は
從
つ
て
始
め
か
ら
行
爲
者
の
肉
髄
的
及
ぴ
精
紳
的
鮨

　
　
力
を
備
え
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
　
　
（
一
二
一
＝
一
一
）



　
　
　
　
か
エ
ル
ツ
ヱ
ル
の
巡
失
論
批
狗

　
こ
こ
で
も
心
理
學
的
、
婁
震
的
フ
ァ
ク
タ
ー
と
並
ん
で
規
範
的
フ
ァ
ク
タ
ー

が
關
係
し
て
く
る
。
ウ
ヱ
ル
ッ
ェ
ル
と
同
檬
に
、
責
任
を
個
人
的
に
可
能
で
あ

つ
た
こ
と
の
無
覗
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
個
人
的
に
豫
見
可
能
で
あ
つ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
認
識
な
く
過
失
を
犯
し
た
者
に
封
し
て
も
法
の
便
値
要
請
に
封
す

る
人
格
的
態
度
並
び
に
こ
の
態
度
へ
と
導
い
た
諸
事
由
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
も
、
注
意
の
鉄
如
を
、
危
瞼
に
封
し
て
不
本

意
に
爲
さ
れ
た
態
度
決
定
（
邑
δ
結
目
密
蒔
β
護
島
ぎ
範
一
〇
ザ
o
寒
8
富
幕

国
騒
言
自
9
彪
P
亀
Φ
o
嘗
3
β
）
と
言
い
か
え
て
い
る
。
こ
れ
と
反
封
に
責

任
を
這
徳
的
な
能
力
と
は
無
關
係
に
個
々
人
に
課
せ
ら
れ
た
β
當
爲
’
に
封
す

る
違
反
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
限
り
で
は
行
爲
反
便
値
の
範
團
で
の
ぴ
注

意
義
務
躍
に
關
す
る
と
同
じ
夕
客
観
的
4
普
逓
的
に
要
當
す
る
程
度
が
考
え
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
だ
が
こ
こ
で
は
そ
の
問
題
は
こ
れ
以
上
追
及
す
べ
き

で
は
な
い
）
。

　
残
る
の
は
行
爲
反
債
値
と
期
待
可
能
性
と
の
匠
別
の
間
題
で
あ
る
。
ウ
ェ
ル

ツ
ェ
ル
は
個
別
的
な
事
件
の
具
髄
的
な
歌
態
が
危
瞼
、
法
盆
侵
害
の
可
能
性
及

ぴ
そ
れ
の
反
便
値
に
關
す
る
限
り
、
こ
れ
を
行
爲
反
債
値
の
中
で
老
慮
し
、
行

爲
肌
況
の
そ
の
他
の
（
人
的
）
諸
事
情
（
例
え
ば
疲
勢
）
の
す
べ
て
を
期
待
可

能
性
で
考
慮
し
て
い
る
。
こ
れ
も
納
得
で
き
る
。
こ
れ
は
通
読
に
お
け
る
”
心

理
學
的
責
任
要
素
4
と
グ
規
範
的
責
任
要
素
6
の
間
の
分
配
に
相
鷹
す
る
。
．
行

爲
反
便
値
’
を
不
法
に
入
れ
る
違
法
論
は
從
つ
て
認
識
な
き
過
失
に
お
い
て
も

七
八

（
一
ニ
ニ
四
）

何
ら
困
難
を
生
じ
な
い
。

　
勿
論
、
認
識
な
き
過
失
で
は
．
現
實
4
の
、
リ
ア
ル
に
存
在
す
る
目
的
性
は

法
的
に
重
要
で
な
い
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
法
的
評
便
を
目
的
的
行
爲
の
存
在

論
的
構
造
で
貫
徹
す
る
こ
と
が
出
來
る
と
す
る
者
を
悲
し
ま
せ
る
だ
け
で
あ

る
。
存
在
論
的
・
目
的
的
行
爲
論
的
観
貼
に
身
費
り
し
な
く
と
も
、
現
實
の
意

思
活
動
を
．
行
爲
反
債
値
4
及
び
蓮
法
性
の
基
礎
に
す
る
こ
と
は
出
來
る
。
ウ

ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
不
法
論
と
責
任
論
は
そ
の
行
爲
論
か
ら
猫
立
し
て
も
存
在
し
う

る
。
刑
法
理
論
に
固
有
な
、
規
範
的
に
構
成
さ
れ
た
領
域
で
新
し
い
可
能
性
を

示
し
た
こ
と
が
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
根
本
的
功
績
で
あ
る
。

x

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
セ
　
　
む

　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
過
失
論
で
最
大
の
ウ
ェ
イ
ト
を
置
い
た
融
、
帥
ち
客
観
的

セ
　
　
リ
　
　
う
　
　
じ

注
意
義
務
な
る
概
念
を
本
硯
究
が
こ
れ
迄
扱
わ
な
か
つ
た
の
は
奇
異
の
感
を
與

え
た
か
も
知
れ
な
い
。
彼
は
く
り
返
し
、
過
失
と
は
日
常
生
活
に
於
て
必
要
な

注
意
、
客
観
的
に
命
ぜ
ら
れ
た
注
意
の
侵
害
で
あ
る
、
と
彊
調
し
て
い
る
。
そ

し
て
客
観
的
注
意
義
務
を
、
法
盆
侵
害
を
同
邊
す
る
た
め
肚
會
生
活
に
於
て
命

ぜ
ら
れ
た
程
度
の
目
的
的
操
縦
の
蓮
守
、
又
は
法
盆
の
危
瞼
化
を
肚
會
的
に
相

當
な
限
度
に
止
め
る
こ
と
と
い
い
か
え
て
い
る
。
法
は
、
“
構
成
要
件
に
該
當

す
る
法
盆
侵
害
の
護
生
に
つ
き
客
観
的
に
認
識
し
う
る
危
瞼
を
招
來
す
る
’
す

べ
て
の
行
爲
を
禁
ず
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
帥
ち
日
常
生
活
上
必
要
な
、
（
命
ぜ



ら
れ
た
）
注
意
の
侵
害
の
み
が
過
失
で
あ
る
、
と
。

　
か
く
て
本
質
的
要
素
が
と
り
出
さ
れ
た
。
だ
が
こ
れ
は
鹸
り
に
も
一
面
的
に

張
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
過
失
が
籐
り
に
．
客
観
化
さ
れ
4
た
。
認

識
な
き
過
失
に
於
て
、
構
成
要
件
に
該
當
す
る
法
盆
侵
害
の
可
能
性
を
注
意
す

る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
主
観
的
注
意
義
務
が
覗
界
に
入
ら
ず
、
更
に
は
認
識
あ

る
過
失
者
が
、
可
能
と
認
め
た
反
債
値
を
意
味
す
る
結
果
の
不
震
生
を
信
じ
、

從
つ
て
行
爲
に
決
意
し
た
と
い
う
こ
と
に
よ
つ
て
優
害
し
た
他
の
主
観
的
注
意

義
務
も
考
慮
さ
れ
な
い
。
こ
の
．
注
意
義
務
4
は
行
爲
反
偵
値
に
と
つ
て
も
、

叉
責
任
に
と
つ
て
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
詳
細
に
論
じ
た
。
ウ

ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
表
現
で
は
少
く
と
も
完
全
に
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

　
だ
か
ら
と
い
つ
て
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
彫
客
観
的
注
意
4
の
侵
害
が
本
質
的

で
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
行
爲
反
便
値
及
び
主
窺
的
構
成
要

件
と
關
係
せ
ず
、
結
果
反
便
値
に
開
す
る
も
の
で
あ
る
。
從
つ
て
こ
の
必
要
性

へ
の
洞
察
が
通
説
に
よ
り
久
し
く
解
明
さ
れ
て
き
た
。
す
べ
て
の
法
盆
侵
害
が

蓮
法
で
は
な
く
、
特
に
過
失
犯
で
は
多
く
の
行
爲
は
、
そ
れ
と
結
合
し
た
危
瞼

に
も
拘
ら
ず
、
適
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
と
う
に
知
ら
れ
て
い
る
。
通
説
で

は
こ
の
蓮
法
性
の
問
題
は
資
任
の
間
題
に
先
行
す
る
。
す
で
に
一
九
一
〇
年
に

呂
ク
ス
ナ
ー
が
認
め
、
以
來
、
い
ろ
い
ろ
確
謹
さ
れ
た
。

　
　
　
（
ウ
ヱ
ル
ッ
ェ
ル
は
こ
の
不
法
の
認
識
の
問
題
は
目
的
的
行
爲
論
以
前
は

　
　
萌
芽
が
誌
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
ご
器
蔭
O
β
O
国
昌
画
るロ
・
q
o
的
と
い
つ
て

　
　
　
　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
過
失
論
批
到

　
　
い
る
が
、
す
で
に
昔
か
ら
完
全
に
理
解
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
）

　
通
説
に
よ
れ
ば
、
有
意
行
爲
に
よ
つ
て
生
じ
た
あ
ら
ゆ
る
法
猛
侵
害
は
違
法
“

に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
因
果
的
行
爲
論
に
よ
れ
ぱ
、
邉
失
犯
は
二
つ
の
部
分
、

鄙
ち
有
意
行
爲
に
よ
つ
て
惹
起
さ
れ
た
法
盆
侵
害
と
責
任
要
素
と
し
て
の
過
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

か
ら
成
る
に
す
ぎ
な
い
。
目
的
的
行
爲
論
が
は
じ
め
て
、
日
常
生
活
上
命
ぜ
ら

れ
た
注
意
の
侵
害
を
違
法
要
素
と
し
て
と
り
あ
げ
た
の
だ
、
と
ウ
ェ
ル
ッ
ェ
ル

が
揚
言
し
て
い
る
の
は
驚
く
べ
き
話
で
あ
る
。
こ
の
伊
客
観
的
4
注
意
が
結
果

反
償
値
を
限
界
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
目
的
的
行
爲
論
と
關
係
な
く
純
粋
な

伽
因
果
的
4
行
爲
論
、
因
果
的
不
法
概
念
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、
事
實
こ
れ

迄
久
し
く
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
翠
に
過
失
犯
の
み
で
な
く
、
故
意
犯
に
も

い
え
る
。

　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
客
観
的
注
意
と
し
て
過
失
犯
に
つ
い
て
と
り
出
し
た
も
の

は
、
故
意
犯
に
つ
い
て
も
考
察
さ
れ
る
。
被
相
績
人
の
叔
父
が
飛
行
機
事
故
で

死
ぬ
だ
ろ
う
と
希
望
し
て
、
彼
に
切
符
を
贈
つ
た
甥
は
肚
會
相
當
性
の
範
園
内

で
行
爲
し
た
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
現
賓
に
叔
父
が
墜
落
で
死
ん
で
も
違
法
性

が
な
い
か
ら
可
罰
性
が
な
い
。
甥
の
目
的
的
に
支
配
し
え
な
か
つ
た
経
過
を
へ

て
、
結
果
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
は
、
威
罰
の
適
用
を
排
除
す
る
観
貼
で
あ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
、
肚
會
相
當
性
を
揚
棄
す
る
も
の
で
は
な
い
。
客
観
的
注
意
義
務
は
賞
質
的

に
は
、
故
意
犯
に
於
て
も
、
正
當
化
の
事
由
と
し
て
の
杜
會
相
當
性
及
び
許
さ

れ
た
危
瞼
と
は
異
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
　
　
（
一
二
二
五
）



　
　
　
　
ウ
ユ
ル
ツ
ヱ
ル
の
邊
失
論
批
剣

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
過
失
犯
の
構
成
要
件
に
つ
い
て
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
な
し
た

主
張
が
疑
わ
し
く
な
る
。
彼
ぱ
F
閉
ざ
さ
れ
た
4
構
成
要
件
と
ダ
開
か
れ
た
4

構成

要
件
を
匿
別
し
て
い
る
が
、
ヒ
れ
は
げ
禁
止
の
素
材
4
が
講
成
要
件
の
中

で
全
面
的
か
つ
す
べ
て
事
物
封
象
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
規
定
さ
れ
つ
く
し
、
禁

止
の
構
成
要
件
的
具
臓
化
が
法
規
の
中
に
完
全
に
賞
現
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か

と
い
う
鮎
、
或
は
こ
う
で
は
な
く
て
行
爲
の
法
的
な
反
贋
値
に
つ
き
濁
立
の
、

裁
剣
官
に
よ
る
到
断
を
必
要
と
す
る
蓮
法
性
の
メ
ル
ク
マ
f
ル
が
と
り
あ
げ
ら

る
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
貼
に
よ
り
匠
別
さ
れ
る
。
後
者
で
は
違
法
性
は
構
成

要
件
の
規
定
の
み
で
は
徽
表
さ
れ
ず
、
特
殊
な
蓮
法
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
指

摘
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
積
極
的
に
探
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
ウ
ェ
ル
ッ
ェ
ル
は
過
失
犯
を
命
令
侵
害
と
し
、
客
観
的
注
意
義
務
の
傷
怠

と
解
す
る
ー
こ
の
義
務
は
肚
會
的
相
當
行
爲
の
多
檬
な
現
象
に
依
撮
し
樗
成

要
件
中
に
封
象
的
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
ー
か
ら
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
過

失
犯
の
構
成
嬰
件
を
常
に
σ
開
か
れ
て
い
る
4
と
す
る
の
は
首
尾
一
貫
し
て
い

る
。
こ
れ
に
封
し
て
過
失
に
よ
る
作
爲
犯
が
故
意
の
そ
れ
と
同
檬
禁
止
蓮
反
と

し
て
現
わ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
嚢
す
れ
ば
、
構
成
要
件
は
故
意
、
過
失

い
ず
れ
で
も
等
し
く
『
閉
ざ
さ
れ
て
’
い
る
。
吐
會
相
當
性
と
許
さ
れ
た
危
瞼

は
故
意
犯
で
、
客
観
的
注
意
の
保
持
は
過
失
犯
で
、
實
質
的
に
は
同
じ
意
味
を

も
つ
正
嘗
化
事
由
で
あ
り
、
こ
れ
は
構
成
要
件
中
に
賓
質
封
象
的
に
規
定
さ
れ

て
い
る
禁
止
の
索
材
と
の
關
係
で
こ
う
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○
　
　
　
　
　
（
一
二
二
晶
ハ
）

　
ウ
ヱ
ル
ツ
ェ
ル
は
因
果
的
行
爲
論
が
客
観
的
注
意
の
意
義
を
正
し
く
評
便
し

え
な
い
と
非
難
し
て
い
る
が
、
全
く
當
ら
な
い
。
意
思
内
容
が
（
自
己
の
活
動

を
含
め
て
）
行
爲
手
段
を
豫
じ
め
選
揮
し
、
現
實
の
出
來
事
を
方
向
づ
け
る
行

爲
の
み
が
法
的
に
命
ぜ
ら
れ
た
行
爲
と
比
較
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
封

し
て
、
若
し
、
意
思
活
動
と
身
盟
蓮
動
（
行
爲
蓮
鎮
の
分
節
）
と
の
間
の
結
合

が
專
ら
盲
目
的
な
因
果
性
の
結
合
で
あ
る
な
ら
、
つ
ま
り
、
そ
の
繕
合
が
．
有

意
行
爲
’
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
身
髄
蓮
動
を
開
始
す
る
の
み
で
あ
つ
て
、

制
御
や
指
導
を
し
な
い
な
ら
ば
、
過
失
行
爲
の
思
想
は
貫
徹
し
え
な
い
で
あ
ろ

う
と
し
て
、
通
読
は
過
失
を
そ
も
そ
も
把
握
し
え
な
い
の
だ
と
い
う
第
二
の
非

難
も
當
ら
な
い
。
右
の
非
難
は
、
通
説
、
特
に
メ
ッ
ガ
ー
の
読
明
を
殆
ん
ど
理

解
し
え
な
い
ま
で
に
間
蓮
つ
た
色
づ
け
を
し
て
い
る
。
存
在
論
的
に
み
れ
ば
、

目
的
性
が
人
間
行
爲
の
本
質
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
紬
に
雫
い
は
な

い
。
こ
の
洞
察
は
．
有
意
性
”
の
摘
示
の
根
本
に
あ
る
。
有
意
性
は
そ
の
具
髄

的
内
容
を
拍
象
化
し
た
目
的
性
で
あ
る
。
一
定
の
、
意
欲
さ
れ
た
結
果
と
の
關

係
が
目
的
性
に
と
つ
て
本
質
的
で
あ
る
。
こ
の
關
係
が
な
い
と
、
有
意
性
が
残

る
。
∬
有
意
行
爲
4
は
身
盟
蓮
動
を
起
す
こ
と
さ
え
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
は
因
果
的
行
爲
概
念
の
主
張
者
も
論
じ
な
い
。
有
意
性
を
指
摘
す
る

こ
と
で
言
え
る
の
は
、
行
爲
が
意
思
に
よ
つ
て
指
導
さ
れ
、
制
御
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
指
導
の
目
的
認
識
は
度
外
覗
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、

さ
し
當
つ
て
そ
う
い
え
る
の
で
あ
つ
て
、
後
に
な
つ
て
賓
任
の
個
所
で
、
そ
れ



淋
法
的
に
重
要
な
限
り
、
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
分
類
し

た
と
こ
ろ
で
西
ウ
ェ
ル
ッ
ェ
ル
の
表
現
を
か
り
れ
ば
、
“
目
的
的
行
爲
論
が
行

爲
概
念
と
結
果
反
便
値
の
中
で
定
立
し
た
諸
要
素
の
如
何
な
る
も
の
も
失
わ
れ

は
し
な
い
。
4
通
説
は
ρ
過
失
行
爲
、
の
思
想
を
貫
徹
す
る
た
め
に
必
要
な
す

べ
て
の
も
の
を
用
意
し
て
い
る
。
し
か
も
、
現
箕
的
事
態
の
も
つ
法
的
に
重
要

な
目
的
性
の
読
明
を
目
的
的
行
爲
論
に
義
務
．
つ
け
る
圓
の
求
積
法
を
通
読
は
し

な
い
で
す
む
の
で
あ
る
。

湿

如
何
な
る
事
態
要
素
が
不
法
に
麗
し
、
如
何
な
る
も
の
が
賓
任
に
割
り
當
て

ら
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
の
意
義
は
過
重
評
便
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
全
盟
と

し
て
の
犯
罪
に
適
合
す
る
賓
質
的
不
法
内
容
は
い
ろ
い
ろ
と
分
類
せ
ら
れ
う

る
。
通
常
そ
れ
は
不
法
と
責
任
と
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
部
分
反
便
値
は
内
容

的
に
異
つ
て
決
定
さ
れ
、
從
つ
て
相
互
に
異
つ
て
限
界
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
可
能
な
違
法
概
念
、
責
任
概
念
の
い
ず
れ
も
が
意
味
を
も
ち
え
、
す

べ
て
の
盤
系
は
、
全
臓
的
反
贋
値
を
完
全
に
招
握
し
、
概
念
的
に
明
ら
か
に
す

る
に
適
し
う
る
。
從
つ
て
多
く
の
髄
系
が
併
存
し
う
る
。
故
に
、
正
し
い
か
間

蓮
つ
て
い
る
か
で
は
な
く
て
、
適
し
て
い
る
か
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
重
要

な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
多
様
な
意
見
が
あ
り
う
る
。
從
つ
て

ま
ず
、
何
を
狙
つ
て
い
る
か
、
如
何
な
る
關
係
が
第
一
に
關
心
を
よ
ぶ
か
が
間

　
　
　
　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
過
失
論
批
判

題
な
の
で
あ
る
。

　
ウ
ェ
ル
ッ
ェ
ル
が
そ
の
行
爲
論
、
そ
の
髄
系
に
選
ん
だ
存
在
論
的
孚
が
か
り

は
意
義
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
問
題
性
は
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
置
實
騰
論

理
的
構
造
躍
の
援
用
は
シ
ュ
ト
ラ
ー
テ
ン
ウ
ェ
ル
ト
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
さ
れ

た
。
事
物
の
本
性
は
ま
ず
は
じ
め
に
下
さ
れ
る
便
値
鋼
断
か
ら
推
論
さ
れ
る
。

か
く
し
て
規
範
的
な
も
の
の
優
位
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
た
と
え
基
本

的
な
贋
値
主
張
に
於
て
一
致
が
み
ら
れ
て
も
、
”
有
用
便
値
4
の
髄
系
は
多
様
に

分
類
さ
れ
う
る
。
し
か
し
法
に
と
つ
て
は
個
々
の
問
題
が
到
断
さ
れ
る
べ
き
唯

一
の
債
値
と
い
う
も
の
は
な
い
。
大
て
い
は
多
く
の
鶴
貼
が
封
立
し
て
い
る
。

そ
れ
故
に
こ
そ
、
矛
盾
す
る
贋
億
要
求
を
．
事
物
に
印
し
て
ご
結
合
す
る
こ
と

が
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
標
語
的
に
、
正
義
、
法
的
安
定
性
、
實

用
性
と
い
う
諸
嵩
を
指
摘
す
る
こ
と
で
充
分
で
あ
る
。
獄
實
饅
論
理
的
構
造
4

を
援
用
し
て
も
こ
れ
で
も
つ
て
一
定
の
髄
系
が
他
の
膿
系
を
排
斥
す
る
要
求
権

を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
刑
法
學
の
根
本
問
題
に
つ
い
て
の
現
代
の
論
議
に
つ
い
て
は
、
一
つ
の
解
決

の
み
で
な
く
、
教
個
の
解
決
が
主
張
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
科
學
的
に
正
確
な

も
の
と
認
め
ら
れ
う
る
の
だ
と
い
う
可
能
性
を
意
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
そ
う
な
れ
ば
、
根
本
的
な
も
の
で
も
、
個
別
問
題
で
も
相
互
に
正
し
く
欝

便
す
る
こ
と
は
、
よ
り
簡
翠
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

八
一

（
一
二
二
七
）



ウ
ヱ
ル
ツ
ェ
ル
の
渦
失
論
批
剣

八
二

（
一
二
二
八
）

刈

終
り
に
の
ぞ
ん
で
、
著
者
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
は
、
論
雫
を
す
る
場
合
の
態

慶
に
つ
い
て
ウ
ェ
ル
ッ
ェ
ル
に
次
の
如
く
希
望
を
提
出
し
て
稿
を
と
じ
る
。

今
日
の
理
論
的
な
封
決
は
相
互
に
理
解
し
合
い
、
反
封
意
見
の
場
合
に
も
肯

定
を
見
出
す
た
め
の
眞
面
目
な
努
力
に
よ
つ
て
支
え
ら
れ
て
い
て
ほ
し
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
目
的
的
行
爲
論
は
今
日
も
は
や
無
親
せ
ら
れ
得
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘

ら
ず
目
的
的
行
爲
論
が
唯
一
の
可
能
な
刑
法
の
盟
系
で
は
な
い
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
人
は
あ
く
ま
で
も
賓
髄
關
係
を
明
瞭
に
し
、
明
ら
か
に
解
明

さ
れ
た
概
念
を
も
つ
て
も
つ
と
も
確
賓
な
研
究
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
目
的

的
行
爲
論
と
は
ち
が
つ
た
髄
系
が
適
し
て
い
る
と
い
う
意
見
も
と
り
う
る
。
そ

の
場
合
に
も
我
々
は
、
目
的
的
行
爲
論
の
主
張
者
蓬
が
か
ち
得
た
も
の
か
ら
多

く
の
も
の
を
借
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
從
つ
て
”
實
務
上
の
諸
理

由
』
で
満
足
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
又
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
考
え
た
よ
う
に
げ
理

論
的
に
推
諭
す
る
こ
と
躍
を
藝
芯
し
て
は
な
ら
な
い
。
目
的
的
行
爲
論
の
観
鮎

は
理
論
的
に
眞
劒
に
考
え
ら
れ
得
る
唯
一
の
観
鮎
で
は
な
く
、
又
實
騰
の
解
明

は
一
般
に
盤
系
の
畢
い
と
は
し
ば
し
ば
無
關
係
で
あ
る
。


