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講
の
社
会
的
性
格
に
関
す
る
一
考
察

米

地

実

　
社
会
事
象
は
不
変
で
は
あ
り
得
な
い
。
変
化
し
た
社
会
事
象
は
変
化
以
前
の
社
会
事
象
と
無
関
係
で
あ
る
と
は
云
え
な
い
。
以
前
の
そ
れ
が
以

後
の
展
開
の
基
盤
と
な
つ
て
い
る
と
云
う
意
味
で
の
連
続
が
存
す
る
。
し
か
し
変
化
し
た
社
会
事
象
と
以
前
の
そ
れ
と
の
連
続
性
を
強
調
し
す
ぎ

る
こ
と
も
よ
く
は
な
い
。
ま
た
変
化
以
前
の
社
会
事
象
を
基
本
型
或
い
は
原
型
と
し
て
固
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
場
合
に
依
つ
て
は
許
さ
れ
て

も
、
こ
れ
も
ま
た
望
ま
し
い
こ
と
と
は
云
え
な
い
。
現
在
の
社
会
事
象
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
考
察
の
出
発
点
と
な
る
。
現
在

の
あ
る
が
ま
ま
の
状
態
を
認
知
す
る
た
め
に
、
そ
の
分
析
を
ま
ず
最
初
に
実
施
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
限
り
に
於
い
て
、
過
去

に
遡
る
必
要
も
あ
る
の
は
、
社
会
事
象
は
あ
る
意
味
で
連
続
し
、
現
在
の
事
象
は
先
行
の
事
象
に
条
件
づ
け
ら
れ
る
点
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
は
祖
型
と
か
原
型
と
か
を
求
め
る
こ
と
と
異
な
つ
て
い
る
。

　
か
り
に
現
在
の
社
会
事
象
の
基
本
的
性
格
を
求
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
現
在
の
条
件
の
中
に
求
め
る
べ
ぎ
で
あ
り
、
現
在
の
実
態
を
つ
か
ん

だ
上
で
過
去
の
事
象
の
存
在
し
た
条
件
や
意
味
を
見
出
す
よ
り
外
に
方
法
は
な
い
。
過
去
の
記
録
は
も
ち
ろ
ん
大
切
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
検
討
す



る
た
め
に
は
現
在
の
実
態
や
条
件
を
分
析
し
て
、
こ
れ
を
考
察
の
よ
り
所
と
す
る
こ
と
は
重
要
な
方
法
で
あ
る
と
思
う
。

　
ま
た
い
か
な
る
事
象
を
と
る
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
は
現
在
の
合
理
的
解
釈
を
以
つ
て
せ
ね
ば
、
過
去
も
未
来
も
み
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
こ
と
は

事
実
で
あ
る
。

　
わ
が
国
に
お
け
る
農
村
の
社
会
学
的
研
究
で
は
、
村
落
及
び
家
の
研
究
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
今
さ
ら
述
べ
る
必
要
も
な
い
。
わ
が
国
農
村
社

会
学
の
先
達
の
一
人
で
あ
る
鈴
木
栄
太
郎
は
こ
れ
を
そ
の
主
著
に
お
い
て
「
我
が
国
の
農
村
界
に
於
け
る
社
会
化
の
単
位
は
主
と
し
て
村
と
そ
し

て
家
で
あ
る
。
而
し
て
其
機
能
は
何
れ
も
極
め
て
大
で
あ
る
、
」
「
故
に
我
が
国
に
於
け
る
農
村
の
社
会
研
究
は
、
主
と
し
て
其
家
と
村
と
の
研
究

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

で
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
、
明
確
に
云
つ
て
い
る
。
現
在
に
お
い
て
も
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
充
分
留
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
村
落
に
関
し
て
は
今
こ
こ
で
は
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
家
、
及
び
家
と
家
と
の
相
互
関
係
の
社
会
的
意
義
が
現
在
も
な
お
重
要
で
あ
る

こ
と
は
改
め
て
説
く
ま
で
も
な
い
。
現
在
に
お
い
て
も
農
村
に
お
け
る
社
会
化
の
単
位
の
一
つ
は
家
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
た
と
え
そ
の
意
味
が
薄
れ
た
と
し
て
も
、
現
在
の
事
象
を
理
解
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
る
近
い
過
去
に
お
い
て
は
極
め
て
重
要
な

意
義
を
も
つ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
家
は
村
落
内
部
に
お
い
て
一
定
の
位
置
を
占
め
る
。
そ
れ
は
他
の
家
と
の
一
定
の
関
係
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
共
同

組
織
を
含
む
村
落
に
お
い
て
、
そ
れ
を
構
成
す
る
社
会
的
単
位
と
し
て
各
々
の
家
は
存
在
し
て
い
る
。

　
村
落
と
家
は
相
互
に
規
定
し
て
存
在
す
る
。
そ
れ
故
に
家
及
び
村
の
い
ず
れ
か
に
焦
点
を
合
せ
検
討
す
る
場
合
に
お
い
て
も
家
に
焦
点
を
合
す

場
合
は
村
を
、
村
の
場
合
に
は
家
を
相
互
の
関
係
に
お
い
て
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
主
題
は
村
落
の
内
部
に
あ
る
家
と
家
と
の
共
同
組
織
の
一
部
分
の
考
察
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
然
村
落
論
に
も
展
開
し
得
る

が
、
今
こ
こ
で
は
そ
の
点
に
触
れ
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
村
落
は
あ
る
意
味
で
一
体
性
な
い
し
、
共
同
性
を
持
ち
、
或
い
は
社
会
意
識
と
し
て
も

存
在
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
枠
が
い
か
に
決
定
さ
れ
る
か
、
そ
の
拠
所
は
別
と
し
て
、
そ
の
村
落
の
内
部
に
い
く
つ
か
含
ま
れ
て
い
る
家
と
家
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と
の
共
同
組
織
の
う
ち
で
、
私
は
今
こ
こ
に
講
を
取
り
あ
げ
て
み
る
。

　
家
を
単
位
と
し
て
結
成
す
る
生
活
上
の
各
種
の
共
同
組
織
、
互
助
組
織
i
以
下
本
稿
で
は
便
宜
上
こ
れ
を
「
家
連
合
」
と
い
う
用
語
で
表
現

す
る
ー
の
性
格
は
、
他
の
社
会
現
象
と
相
互
に
規
定
し
あ
つ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
家
と
家
連
合
及
び
村
落
は
相
互
に
規
定
し
つ
つ
変
遷
し
て
き
た
。
特
に
家
連
合
の
社
会
的
性
格
と
そ
の
変
遷
を
把
え
る
た
め
に
、
現
在
一
般
の

研
究
者
に
強
い
関
心
を
持
た
れ
て
は
い
な
い
講
を
対
象
に
す
る
こ
と
が
、
か
え
つ
て
明
治
以
降
に
新
た
に
生
じ
た
家
連
合
の
社
会
的
性
格
を
明
瞭

に
把
え
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
明
治
以
降
に
成
立
し
た
わ
が
国
の
諸
企
業
の
性
格
を
捉
え
る
の
に
、
家
及
び
家
連
合
概
念
を
適
用

し
て
、
そ
の
ま
ま
分
析
で
き
る
と
思
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
と
に
か
く
明
治
以
前
に
お
い
て
は
日
本
社
会
の
種
々
の
部
分
の
構
成
を
、
例
え

ば
企
業
や
政
治
構
造
を
こ
れ
ら
の
概
念
を
以
つ
て
解
釈
で
き
る
点
が
比
較
的
多
か
つ
た
。
日
本
社
会
の
変
化
は
こ
れ
と
関
連
さ
せ
て
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
現
在
進
行
し
つ
つ
あ
る
家
連
合
の
変
化
も
日
本
の
歴
史
的
展
開
の
中
で
間
題
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い

と
云
う
こ
と
を
特
に
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　
家
連
合
の
社
会
的
意
味
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
る
と
、
家
が
他
の
家
と
生
活
の
必
要
上
い
ろ
い
ろ
な
結
び
つ
ぎ
を
す
る
こ
と
は
そ
の
必
要
が
そ

れ
ぞ
れ
の
家
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
家
は
生
活
の
諸
機
能
を
含
ん
で
い
た
。
そ
の
よ
う
な
家
が
他
の
家
と
結
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
は
家
の
存
立
を

強
化
す
る
こ
と
で
あ
り
．
弱
点
を
補
助
し
合
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
家
が
生
活
機
能
を
十
分
に
持
つ
て
完
結
し
て
い
る
自
立
的
な
存
在
で

あ
る
な
ら
ば
他
の
家
と
選
択
的
に
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
は
通
常
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

　
村
落
が
原
型
と
し
て
の
『
共
同
体
』
で
あ
る
場
合
は
そ
の
共
同
体
の
一
単
位
を
な
し
つ
つ
、
共
同
体
そ
の
も
の
の
不
可
欠
の
成
員
で
あ
り
、
共

同
体
内
部
に
お
い
て
選
択
的
に
家
々
が
連
合
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
共
同
体
そ
の
も
の
の
内
部
組
織
と
し
て
、
共
同
体
を
分
割
し
、

共
同
体
の
成
員
を
網
羅
的
に
含
む
下
位
集
団
と
し
て
の
意
味
に
お
け
る
共
同
体
を
分
割
す
る
家
連
合
と
し
て
は
成
立
し
得
る
．
そ
れ
は
共
同
体
そ

の
も
の
の
存
立
を
維
持
し
得
る
も
の
と
し
て
で
あ
り
、
共
同
体
そ
の
も
の
の
一
体
性
に
は
何
等
の
影
響
を
原
理
的
に
は
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。



選
択
的
家
連
合
の
成
立
は
社
会
的
諸
条
件
の
変
化
に
よ
っ
て
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
選
択
的
家
連
合
の
成
立
は
そ
れ
自
体
共
同
体
の

一
体
性
を
分
解
弛
緩
す
る
方
向
に
進
め
る
。
他
方
共
同
体
が
分
解
す
る
こ
と
を
押
し
と
ど
め
ね
ぽ
な
ら
な
い
諸
条
件
が
家
々
の
要
求
と
し
て
も
あ

る
。
そ
の
分
解
す
る
必
然
性
を
押
し
と
ど
め
る
こ
と
を
何
も
の
に
よ
つ
て
求
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
一
概
に
は
説
明
で
き
な
い
が
、
こ
の
こ
と
も

講
の
検
討
に
は
無
縁
で
は
な
い
。

　
講
を
社
会
学
的
に
採
り
あ
げ
問
題
と
す
る
場
合
、
「
何
れ
の
一
つ
の
領
域
に
対
し
て
も
少
々
で
な
い
専
門
的
知
識
や
技
術
が
必
要
で
あ
る
。
私

等
が
例
へ
ぽ
農
村
に
於
け
る
講
の
社
会
性
を
見
よ
う
と
す
る
場
合
、
私
等
は
そ
こ
に
如
何
に
社
会
学
的
に
は
無
駄
な
知
識
を
必
要
と
す
る
事
で
あ
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る
か
。
然
し
そ
れ
等
の
具
体
的
な
も
の
を
通
さ
な
け
れ
ば
私
等
の
求
む
る
社
会
そ
の
も
の
の
姿
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
」
と
、
右
の
如
く
わ
れ
わ

れ
は
講
に
関
し
て
の
「
無
駄
な
知
識
」
に
つ
い
て
も
触
れ
ず
に
済
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
鈴
木
の
説
く
通
り
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
講
は
そ
れ
自
体
と
L
て
社
会
関
係
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
共
同
社
会
と
し
て
の
村
落
に
存
在
す
る
具
体
的
な
「
講
」
と
し
て
観
て
ゆ
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
村
落
の
種
々
の
社
会
関
係
の
交
錯
す
る
場
に
占
め
る
講
の
位
置
付
け
を
村
落
及
び
家
の
性
格
の
変
化
す
る
過
程
に
お
い
て
考

え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
講
の
性
格
は
後
に
触
れ
る
が
、
そ
れ
が
信
仰
と
分
ち
難
い
社
会
関
係
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
村
落
の
信
仰
組
織
の
中
に
講
の
社
会
的
意
味
を
み
る

こ
と
の
必
要
は
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
氏
神
の
祭
杷
組
織
、
寺
院
の
檀
家
組
織
、
そ
の
他
の
諸
信
仰
組
織
と
の
関
聯
に
お
い
て
講
の
社
会
的
意
味
を

み
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
以
上
の
諸
点
を
無
視
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
当
面
焦
点
で
あ
る
講
そ
の
も
の
に
し

ぼ
つ
て
検
討
し
た
い
。

（
1
）
　
鈴
木
栄
太
郎
『
日
本
農
村
社
会
学
原
理
』
三
三
頁
、
一
九
四
〇
年
。

（
2
）
　
「
人
間
集
団
が
相
互
に
分
離
で
き
ず
、
一
体
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
形
態
を
、
ま
ず
共
同
体
と
い
つ
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
簡
単
に
す

ぎ
る
。
い
ろ
ん
な
事
情
で
、
臨
時
的
に
も
、
そ
う
い
う
形
態
が
と
ら
れ
る
こ
と
は
、
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
生
産
手
段
・
生
活
手
段
の
不
分
割
に
対
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応
す
る
不
分
割
集
団
と
規
定
し
て
よ
か
ろ
う
．
ー
（
中
略
）
ー
共
同
体
は
生
産
手
段
と
離
れ
ぬ
が
、
同
時
に
、
そ
の
構
成
員
が
一
人
で
も
自
由
に
離
れ
る
こ
と
は
、

　
共
同
体
全
体
を
く
ず
す
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
一
人
だ
け
自
由
に
存
在
で
き
る
条
件
が
な
い
か
ら
、
共
同
体
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ぬ
き
さ
し
は
で
ぎ
な
い
。
」

　
（
中
村
吉
治
『
日
本
の
村
落
共
同
体
』
二
二
ー
二
三
頁
）

（
3
）
　
鈴
木
．
前
掲
書
七
三
頁
。

二

　
現
在
村
落
社
会
の
研
究
に
お
い
て
講
を
積
極
的
に
採
り
あ
げ
る
こ
と
は
概
し
て
少
な
い
。
村
落
の
社
会
構
造
に
つ
い
て
論
じ
た
論
文
に
お
い
て

も
講
の
検
討
を
な
し
て
い
る
も
の
は
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
極
め
て
少
な
い
。
し
か
し
講
が
社
会
学
者
に
よ
つ
て
そ
れ
自
体
真
正
面
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
，

採
り
あ
げ
ら
れ
な
か
つ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
鈴
木
栄
太
郎
は
農
村
に
お
け
る
集
団
分
類
に
お
い
て
一
〇
種
類
に
分
け
ら
れ
た
内
の
一
つ
を
講
集
団
と
し
て
お
り
、
他
の
二
つ
を
氏
子
集
団
と

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

檀
徒
集
団
に
あ
て
て
そ
れ
ぞ
れ
の
分
析
を
行
な
つ
て
い
る
。

　
講
を
特
に
採
り
あ
げ
な
い
こ
と
の
意
味
は
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
講
を
過
去
の
も
の
．
現
在
的
な
意
義
の
少
な
い
も
の

と
し
て
存
在
そ
の
も
の
は
認
め
な
が
ら
も
、
単
に
形
骸
化
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
。
そ
れ
は
特
に
各
家
々
の
再
生
産
の
仕
組
と
直
接
に
結

び
つ
か
な
い
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
得
る
こ
と
に
そ
の
根
拠
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
再
生
産
構
造
と
し
て
村
落
構
造
を
把
え
、
そ
れ
を
考
察
の
主

流
に
お
く
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
正
当
で
あ
つ
て
も
な
く
て
も
、
現
在
時
点
に
お
い
て
、
村
落
研
究
に
は
講
は
確
か
に
採
り
あ
げ
ら
れ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

こ
と
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　
他
に
講
が
機
能
的
に
特
殊
な
信
仰
集
団
、
経
済
集
団
、
社
交
集
団
等
で
あ
る
と
い
う
点
に
観
方
を
据
え
て
、
そ
の
機
能
が
家
々
の
存
在
す
る
諸

条
件
の
中
で
積
極
的
な
意
味
を
失
つ
た
と
い
う
事
実
か
ら
、
講
を
地
域
社
会
に
お
い
て
重
要
性
を
持
た
ぬ
も
の
と
し
て
無
視
し
て
き
た
の
で
あ
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。



　
講
が
特
殊
な
機
能
を
持
つ
た
信
仰
集
団
、
経
済
集
団
、
社
交
集
団
で
あ
つ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
つ
た
し
、
そ
れ
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
。
こ
の

点
に
関
し
て
み
れ
ば
現
在
講
を
村
落
研
究
に
お
い
て
積
極
的
に
採
り
あ
げ
る
必
要
も
無
い
と
も
思
わ
れ
る
が
、
講
が
地
域
社
会
に
お
い
て
家
連
合

と
し
て
形
成
さ
れ
た
と
い
う
事
実
こ
そ
、
機
能
的
に
み
た
場
合
、
現
在
積
極
的
な
意
味
を
持
た
な
い
と
い
わ
れ
る
講
を
特
に
採
り
あ
げ
る
理
由
で

あ
る
。
そ
こ
に
講
研
究
の
現
在
的
な
意
味
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　
わ
が
国
に
お
い
て
現
在
講
と
い
う
称
呼
を
付
せ
ら
れ
る
社
会
的
事
実
が
広
範
に
分
布
す
る
こ
と
は
民
俗
学
の
領
域
に
お
け
る
研
究
成
果
に
示
さ

　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

れ
て
い
る
。
ま
た
昭
和
三
〇
年
に
農
林
省
に
よ
つ
て
実
施
さ
れ
た
調
査
報
告
に
よ
つ
て
も
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国

表：講のある農業集落（百分比）

5
1
7
1
3
8
0
4
3
2
5
9
4
4
8
5
2

3
a
ヱ
L
3
8
。
α
6
．
3
＆
5
。
2
9
。
4
8
，
4
7
。

8
9
7
8
8
6
6
4
7
4
4
6
7
6
2
4
6

賀
都
阪
。
庫
良
山
取
根
山
島
口
島
川
媛
知
岡
賀
崎
本
分
崎
島
均
遡

　
　
　
　
　
　
歌

滋
京
大
兵
奈
和
鳥
島
岡
広
山
徳
香
愛
高
福
佐
長
熊
大
宮
鹿
全
像

3
2
6
8
7
9
5
9
9
4
2
6
3
3
4
3
4

7
”
α
　
＆
　
a
　
a
　
厩
　
n
乙
　
a
　
a
　
a
　
a
　
巳
　
q
山
　
臥
　
巳
　
巳
　
4
“

2
5
7
6
8
7
8
7
5
7
8
6
7
6
5
7
6

森
手
城
田
形
島
城
木
馬
玉
葉
京
川
潟
山
川
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奈

青
岩
宮
秋
山
福
茨
栃
群
埼
千
東
神
新
富
石
福佃　　　　　　ア1 駝二　　　　　貝

山　　　梨 62．4 長　　　崎 38．2

長　　　野 73．4 熊　　　本 17．5

岐　　　阜 55．6 大　　　分 59．8

静　　　岡 77．5 宮　　　崎 64．0

愛　　　知 71．3 鹿　児　島 73．7

三　　　重 59．6 全国平均
（除北海道） 65．2

へ
除
北
海
道
）
に
宗
教
的
な
集
団
と
し
て
の
講
の
存
在
す
る
農

業
集
落
の
百
分
比
は
全
集
落
の
約
六
五
・
二
％
で
あ
り
、
普

遍
的
と
い
つ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
存
在
で
あ
る
。

　
分
布
状
態
は
全
国
一
様
で
は
な
く
「
表
」
の
示
す
如
く
京

都
の
九
二
二
％
が
最
高
で
あ
り
、
熊
本
の
一
七
・
五
％
を

最
低
と
し
て
そ
の
分
布
率
に
は
か
な
り
の
差
が
認
め
ら
れ

る
。
な
お
講
の
あ
る
農
業
集
落
の
分
布
率
を
集
落
類
型
に
よ

つ
て
み
る
と
、
平
地
農
村
六
九
・
六
％
、
農
山
村
六
三
・
四

％
、
山
村
六
一
・
二
％
、
漁
村
五
五
・
二
％
、
開
拓
集
落
一

八
・
四
％
と
な
つ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
講
の
分
布
状
態
の
分
析
は
統
計
的
に
検
討
さ
れ
た
も
の
は
殆
ん
ど
な
い
。
今
後
に
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
が
今
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

　
全
国
的
に
講
は
普
遍
的
に
存
在
す
る
、
こ
れ
は
部
落
実
行
組
合
の
約
九
〇
％
に
は
及
ば
な
い
が
、
養
蚕
、
養
鶏
、
酪
農
、
果
実
、
疏
菜
、

　
　
　
講
の
社
会
的
性
格
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
　
　
　
（
六
七
七
）

花



　
　
　
講
の
社
会
的
性
格
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
　
　
　
（
六
七
八
）

卉
、
農
産
加
工
等
の
組
合
の
あ
る
農
業
集
落
は
約
五
三
％
、
農
事
研
究
集
団
の
あ
る
集
落
は
約
三
一
％
と
な
り
こ
れ
ら
と
講
の
そ
れ
を
比
較
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

み
て
も
、
わ
が
国
の
農
業
集
落
す
な
わ
ち
村
落
の
研
究
に
と
つ
て
無
視
し
得
な
い
側
面
を
も
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
わ
が
国
の
農
業
集
落

の
規
模
と
い
う
点
か
ら
み
て
、
一
集
落
当
り
平
均
農
家
戸
数
は
四
〇
戸
、
非
農
家
二
五
戸
、
総
戸
数
は
六
五
戸
平
均
で
あ
る
。
戸
数
別
集
落
を
百

分
比
で
み
る
と
、
二
〇
1
四
九
戸
の
集
落
が
四
七
％
、
五
〇
1
九
五
戸
の
集
落
が
二
五
％
で
あ
り
、
合
計
七
二
％
を
占
め
て
お
り
、
一
〇
〇
戸
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

上
の
も
の
は
一
四
％
を
占
め
る
の
み
で
あ
る
。
右
の
よ
う
な
規
模
の
村
落
に
お
い
て
諸
集
団
が
累
積
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
勿
論
厳
密
に
検
討

せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
通
常
何
ら
か
そ
こ
に
存
在
す
る
集
団
は
相
互
に
関
連
し
合
う
。
し
た
が
つ
て
講
も
そ
の
他
の
諸
集
団
と
相
互
に
規
定
し
あ

つ
て
い
る
と
み
て
差
支
え
な
い
と
思
う
。
む
し
ろ
そ
う
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
講
の
検
討
は
地
域
社
会
に
お
け
る
家
連
合
の
性
格
を
一
般
的
に
把
え
る
た
め
の
一
つ
の
不
可
欠
な
基
礎
的
作
業
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
る
。

　
現
在
の
村
落
に
の
み
講
は
存
在
す
る
も
の
で
も
な
く
、
農
業
集
落
に
の
み
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
都
市
に
も
、
商
人
社
会
に
お
い
て
も
講
は

存
在
し
た
し
、
存
在
す
る
こ
と
は
改
め
て
説
く
ま
で
も
な
い
。

　
（
1
）
　
福
羽
保
州
「
講
社
考
」
社
会
学
雑
誌
六
九
号
、
一
九
三
〇
年
。
鈴
木
栄
太
郎
『
日
本
農
村
社
会
学
原
理
』
一
九
四
〇
年
。
内
藤
莞
爾
「
宗
教
講
の
間
題
i
社
会
学

　
　
的
試
論
」
日
本
教
学
研
究
所
報
告
第
三
輯
、
一
九
四
三
年
．
竹
内
利
美
「
講
集
団
の
組
織
形
態
」
民
族
学
研
究
八
の
三
、
一
九
四
三
年
．
池
田
義
裕
「
講
集
団
の
社
会
的

　
　
性
格
」
哲
学
研
究
四
九
三
号
、
一
九
五
七
年
．
安
藤
慶
一
郎
「
庚
申
・
念
仏
講
集
団
と
村
落
組
織
」
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
二
四
号
、
一
九
六
〇
年
。
山
口
素
光

　
　
「
村
落
と
宗
教
講
」
ソ
シ
オ
・
ジ
八
の
二
、
一
九
六
一
年
。

　
（
2
）
　
他
に
行
政
的
地
域
集
団
、
近
隣
集
団
、
経
済
集
団
、
官
設
的
集
団
、
血
縁
的
集
団
、
特
殊
共
同
利
害
集
団
、
階
級
集
団
を
あ
げ
て
い
る
。
前
掲
書
二
九
九
；
三
〇
〇
頁
。

　
（
3
）
　
．
「
私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
手
が
け
て
ぎ
た
農
村
調
査
の
基
本
的
な
方
針
は
し
ば
し
ば
構
造
分
析
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
経
済
的
指
標
を
主
体

　
　
と
す
る
階
層
構
造
を
調
べ
て
こ
れ
を
根
抵
に
お
き
、
集
団
や
個
人
の
動
き
を
、
こ
の
階
層
構
造
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
分
析
す
る
と
い
う
手
法
で
あ
る
」
（
福
武
直
「
『
社
会

　
　
学
の
方
法
』
を
め
ぐ
る
自
己
反
省
」
社
ム
、
ム
学
評
論
五
八
号
）

　
（
4
）
　
桜
井
徳
太
郎
『
講
集
団
成
立
過
程
の
研
究
駈
一
九
六
二
年
。



（
5
）
　
農
林
省
、
昭
和
三
〇
年
臨
時
農
業
基
本
調
査
結
果
報
告
第
四
巻
農
業
集
落
調
査
結
果
所
収
、
一
九
五
八
年
。

（
6
）
　
筆
者
が
（
5
）
の
結
果
に
基
つ
き
、
第
四
五
六
回
日
本
民
俗
学
会
談
話
会
に
お
い
て
「
講
の
全
国
分
布
I
i
そ
の
統
計
的
分
析
ー
」
と
題
し
イ
、
発
表
し
た
．
一
九

　
六
三
年
七
月
一
四
日
、
於
上
智
大
学
。

（
7
）
　
『
農
業
集
落
と
は
　
「
農
家
が
農
業
上
相
互
に
最
も
密
接
に
共
同
し
合
つ
て
い
る
農
家
集
団
で
あ
る
」
．
農
業
上
相
互
に
密
接
に
共
同
し
合
つ
て
い
る
と
い
う
の
は
、

　
具
体
的
に
い
う
と
農
道
、
農
業
用
灌
排
水
施
設
、
共
同
林
野
、
農
業
用
の
各
種
建
物
や
農
機
具
な
ど
の
利
用
を
通
じ
て
、
お
互
に
協
同
し
合
つ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、

　
ゆ
い
、
手
伝
い
．
ま
た
は
共
同
作
業
を
通
じ
、
あ
る
い
は
農
産
物
の
供
出
、
共
同
出
荷
な
ど
農
業
経
営
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
わ
た
る
協
力
は
も
ち
ろ
ん
、
冠
婚
葬
祭
、
そ
の

　他

生
活
面
に
ま
で
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
、
い
い
か
え
れ
ば
農
業
共
同
体
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
ま
し
よ
う
。
』
（
農
林
省
、
昭
和
三
〇
年
臨
時
農
業
基
本
調

　
査
結
果
報
告
第
一
巻
九
頁
所
収
）

（
8
）
　
以
上
の
資
料
は
（
5
）
に
依
る
。

三

　
講
と
は
如
何
な
る
事
実
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
換
言
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
事
実
に
付
せ
ら
れ
る
称
呼
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
農
業
集

落
調
査
結
果
」
に
示
さ
れ
た
宗
教
集
団
と
し
て
の
講
を
含
め
て
そ
の
他
講
と
称
呼
さ
れ
る
事
実
の
内
容
ば
多
種
多
様
で
あ
り
．
一
般
に
講
と
い
う

称
呼
で
そ
の
内
容
を
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
や
や
繁
雑
に
な
る
お
そ
れ
も
あ
る
が
、
先
学
の
そ
れ
を
示
す
と
、

　
（
A
）
　
各
地
に
実
在
す
る
組
あ
る
い
は
講
の
名
を
も
つ
集
団
の
態
様
は
、
多
種
多
様
を
き
わ
め
、
そ
れ
ぞ
れ
を
明
確
な
概
念
で
整
理
し
、
区
分

す
る
こ
と
は
、
非
常
に
む
ず
か
し
い
。
単
に
「
組
」
「
講
」
と
い
う
通
称
だ
け
で
処
理
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
同
じ
種
類
の
集
団
が
、
あ
る
地
方

で
は
講
の
名
を
付
し
て
呼
ば
れ
、
他
の
地
方
で
は
組
の
名
を
称
し
て
い
る
と
い
う
事
例
に
し
ば
し
ば
つ
き
あ
た
る
。
（
竹
内
利
美
「
村
の
組
織
」
郷
土
研

究
講
座
2
二
三
六
頁
）

　
（
B
）
　
（
全
国
民
事
慣
例
類
集
の
）
葬
理
の
款
下
に
出
て
く
る
「
組
合
」
「
塔
中
」
「
手
伝
」
「
鍬
組
」
「
斉
仲
間
」
「
講
仲
間
」
「
庚
申
講
」
「
観
音

　
　
　
　
講
の
社
会
的
性
格
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
　
（
六
七
九
）



　
　
　
講
の
社
会
的
性
格
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
　
　
　
（
六
八
○
）

講
」
そ
の
他
の
講
組
と
第
九
章
組
合
の
所
に
出
て
く
る
固
有
の
五
人
組
と
は
、
或
る
場
合
に
は
全
く
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
若
し
く
は
併
存
し
て

お
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
両
者
は
常
に
混
合
し
て
観
念
さ
れ
て
お
る
。
（
風
早
八
＋
二
『
全
国
民
事
慣
例
集
』
「
解
題
」
六
五
頁
）

　
（
C
）
　
関
東
、
東
北
地
方
に
屡
々
み
ら
れ
た
契
約
講
の
よ
う
に
村
組
的
自
治
組
織
そ
の
も
の
を
講
と
呼
ん
だ
も
の
が
多
か
つ
た
。
（
竹
田
聴
州
「
近

世
村
落
の
宮
座
と
講
」
『
日
本
宗
教
史
講
座
』
3
．
一
八
三
頁
）

　
（
D
）
　
民
俗
的
に
講
と
い
う
場
合
に
は
、
宗
教
上
．
あ
る
い
は
経
済
上
の
目
的
を
共
通
に
し
た
人
々
が
組
織
す
る
集
会
、
も
し
く
は
集
団
を
意

味
す
る
。
（
和
歌
森
太
郎
『
日
本
民
俗
学
大
系
』
3
、
二
九
六
頁
）

　
（
E
）
　
講
は
直
接
に
は
部
落
と
関
係
が
な
い
如
く
で
あ
る
。
一
定
の
講
員
が
寄
合
つ
て
親
睦
し
共
同
飲
食
を
す
る
と
い
う
所
に
、
講
の
最
も
中

心
的
な
点
が
存
す
る
と
云
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
守
随
一
「
部
落
と
講
」
『
山
村
生
活
の
研
究
』
八
二
頁
）

　
（
F
）
　
わ
れ
わ
れ
が
、
実
際
に
村
落
社
会
集
団
の
調
査
に
出
か
け
て
み
た
結
果
で
判
断
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
結
合
の
目
的
や
色
合
は
多
種
多
様

で
あ
つ
て
も
、
と
に
か
く
、
ど
こ
か
の
点
で
宗
教
と
の
か
か
わ
り
あ
い
を
必
ず
も
つ
て
い
る
の
が
講
集
団
で
あ
る
と
結
論
し
て
だ
い
た
い
問
違
い

は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
桜
井
徳
太
郎
『
日
本
民
間
信
仰
論
』
一
二
七
頁
）

　
（
G
）
　
元
来
「
講
」
そ
の
も
の
に
は
何
等
氏
姓
的
血
縁
的
、
乃
至
地
域
的
限
界
性
の
あ
る
べ
ぎ
も
の
で
は
な
い
。
講
は
も
と
仏
教
か
ら
出
た
語

で
あ
る
ら
し
い
が
、
民
間
に
転
用
せ
ら
れ
た
場
合
に
も
、
本
来
必
ず
や
同
信
者
の
集
団
の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
一
部
に
宮
座
が

宮
講
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
の
も
そ
れ
で
あ
る
が
、
し
か
し
実
際
に
は
、
多
く
の
場
合
、
講
の
単
位
を
な
す
も
の
は
部
落
的
、
同
族
的
な
集
団
で

あ
る
。
（
堀
一
郎
『
民
間
信
仰
』
一
九
五
頁
）

　
（
H
）
　
宮
座
と
講
は
直
観
的
に
は
全
く
別
個
の
事
象
の
よ
う
で
あ
る
が
、
子
細
に
み
る
と
両
者
の
間
に
は
或
は
名
目
的
に
或
は
実
質
的
に
少
な

か
ら
ぬ
交
流
関
係
が
み
と
め
ら
れ
る
。
先
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
現
行
の
宮
座
組
織
の
全
部
又
は
一
部
が
屡
々
「
講
」
の
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
（
竹
田
、
前
掲
書
二
〇
六
頁
）



　
（
1
）
　
宗
教
的
性
格
を
持
つ
た
特
殊
集
団
と
い
う
べ
き
も
の
に
も
．
も
と
も
と
分
つ
て
こ
れ
を
二
つ
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
う
。
地

域
に
即
し
て
自
然
に
結
成
さ
れ
た
集
団
と
地
域
を
越
え
て
信
仰
さ
れ
ま
た
伝
道
さ
れ
る
宗
教
を
中
心
に
し
て
結
集
さ
れ
る
特
殊
集
団
と
で
あ
る
。

か
り
に
前
者
を
座
ま
た
は
宮
座
と
い
う
語
を
も
つ
て
す
れ
ぽ
、
後
者
は
い
わ
ゆ
る
講
ま
た
は
講
社
に
該
当
す
る
と
い
つ
て
よ
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち

前
者
は
氏
子
の
集
団
で
あ
る
に
対
し
て
、
後
者
は
崇
敬
者
の
団
体
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
座
は
地
域
的
で
あ
る
が
、
講
に
し
て
も
古
く
は
多
く
地
域

的
な
も
の
を
も
つ
て
い
た
。
（
原
田
敏
明
「
氏
子
組
織
」
『
郷
土
研
究
講
座
』
2
、
二
六
四
頁
）

　
（
J
）
　
講
は
近
代
に
は
も
つ
ば
ら
ご
ち
そ
う
を
食
べ
る
機
会
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
、
家
庭
で
さ
え
も
、
と
く
に
は
り
こ
ん
で

夜
食
の
量
を
多
く
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
今
日
は
講
に
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
つ
た
り
す
る
。
（
和
歌
森
、
前
掲
書
二
八
二
頁
）

　
（
K
）
　
講
と
は
殆
ん
ど
漠
然
と
自
然
発
生
的
な
結
社
と
云
う
程
の
意
味
に
解
さ
れ
て
居
る
と
思
わ
れ
る
位
で
あ
る
。
（
鈴
木
栄
太
郎
、
前
掲
書
三
一

七
頁
）

　
（
L
）
　
「
講
」
と
い
う
名
称
を
も
つ
社
会
集
団
を
い
う
。
（
森
岡
清
美
『
社
会
学
辞
典
』
「
講
）

　
右
の
引
用
で
分
か
る
よ
う
に
、
講
と
い
わ
れ
る
も
の
を
明
確
な
概
念
で
把
え
る
こ
と
の
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
一
内
容
を
も

つ
も
の
が
地
方
に
よ
り
異
な
つ
た
称
呼
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
集
団
称
呼
で
は
な
く
単
に
行
事
の
意
味
に
用
い
ら

れ
て
い
る
用
法
も
あ
る
。
し
か
し
講
を
宗
教
・
信
仰
と
少
な
く
と
も
何
等
か
の
関
係
が
あ
る
と
は
桜
井
が
明
言
し
て
い
る
が
、
そ
の
立
場
の
も
の

が
多
い
。
鈴
木
、
森
岡
に
お
い
て
は
た
だ
そ
の
名
称
を
も
つ
集
団
で
あ
る
と
い
う
。

　
右
の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
否
か
と
云
う
間
題
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
講
を
説
明
し
て
お
り
、
貴
重
な
見
解
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。

　
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
諸
見
解
を
綜
合
し
て
講
に
関
し
て
の
一
般
的
定
義
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
一
概
に
は
割
り
切
れ

激
い
、
或
い
は
漢
然
と
し
た
講
の
実
態
を
、
そ
れ
が
割
り
切
れ
な
い
、
又
漢
然
と
し
て
い
る
理
由
を
明
確
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
と
思
つ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
　
　
講
の
社
会
的
性
格
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
　
　
（
六
八
一
）



　
　
　
講
の
社
会
的
性
格
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
　
　
（
六
八
二
）

　
現
在
の
錯
雑
し
た
講
の
現
実
は
現
在
に
始
ま
つ
た
の
で
は
な
く
、
竹
内
に
よ
れ
ば
宗
教
的
講
の
他
に
「
一
方
、
経
済
的
、
社
交
的
な
講
の
発
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

も
、
す
で
に
中
世
に
は
み
ら
れ
、
か
く
て
講
は
単
に
結
社
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
訟
ほ
ど
、
講
の
実
態
は
い
ろ
い
ろ
に
分
化
し
た
の
で
あ
る
」
と
。

桜
井
も
（
F
）
の
如
く
述
べ
た
に
も
拘
ら
ず
他
に
「
こ
の
よ
う
に
村
落
社
会
に
お
け
る
講
構
成
の
態
様
が
ぎ
わ
め
て
多
彩
な
の
は
講
集
団
結
成
の

動
機
が
複
雑
多
岐
で
一
筋
縄
で
行
か
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
宗
教
的
動
機
の
一
本
で
推
し
通
す
こ
と
は
と
う
て
い
不
可
能
で

　
（
2
）

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
日
本
の
村
落
に
講
が
存
在
す
る
以
上
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
見
過
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
講
を
検
討
す
る
た
め

に
、
竹
内
利
美
は
「
一
般
に
講
の
組
織
を
見
る
に
は
一
村
落
社
会
に
内
在
す
る
す
べ
て
の
講
集
団
を
取
上
げ
、
そ
れ
を
他
集
団
と
の
聯
関
に
於
て

観
察
す
る
方
法
が
必
須
で
あ
り
更
に
そ
れ
を
幾
多
聚
合
し
相
互
に
比
較
す
る
事
に
よ
つ
て
始
め
て
そ
の
性
格
は
決
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
乍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ら
こ
れ
と
並
ん
で
、
同
一
種
類
の
講
の
組
織
形
態
を
相
互
に
広
い
範
囲
に
亘
つ
て
取
上
げ
て
見
る
方
法
も
亦
有
効
で
あ
る
と
思
う
」
と
。
竹
内
の

実
施
し
た
研
究
は
後
者
の
同
一
種
類
の
庚
申
講
を
長
野
県
東
筑
摩
郡
全
域
に
亘
つ
て
踏
査
研
究
し
た
こ
と
で
あ
つ
た
。
竹
内
の
指
摘
の
よ
う
に
．

わ
れ
わ
れ
は
講
の
解
明
の
た
め
に
二
通
り
の
方
法
を
も
つ
が
、
特
に
こ
こ
で
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
竹
内
の
述
べ
た
前
者
の
方
法
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
村
落
内
部
に
お
い
て
講
を
講
以
外
の
家
連
合
や
其
の
他
の
諸
集
団
と
の
関
聯
に
お
い
て
観
察
す
る
こ
と
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
を

検
討
し
、
お
の
お
の
の
内
容
、
形
態
等
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
本
稿
で
は
右
の
作
業
の
準
備
と
し
て
そ
れ
を
目
標
と
し
て
講
を
一
般
的
に
考
察
す
る
。

　
（
1
）
　
竹
内
、
前
掲
善
二
五
三
頁
。

　
（
2
）
　
桜
井
徳
太
郎
『
講
集
団
成
立
過
程
の
研
究
』
五
八
六
頁
、
一
九
六
二
年
。

　
（
3
）
　
竹
内
利
美
「
講
集
団
の
組
織
形
態
」
民
族
学
研
究
八
の
三
、
三
五
頁
、
一
九
四
二
年
。

　
（
4
）
　
本
稿
は
元
来
慶
鷹
義
塾
大
学
村
落
調
査
会
が
実
施
、
継
続
中
で
あ
る
長
野
県
諏
訪
郡
湖
南
村
南
真
志
野
の
共
同
研
究
「
村
落
に
お
け
る
氏
神
祭
杷
組
織
と
政
治
・
経

　
済
構
造
と
の
関
聯
」
の
一
部
を
な
し
、
そ
れ
に
関
聯
す
る
意
味
て
講
集
団
の
研
究
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
特
に
そ
の
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
の
一
般
論
の
検
討
を
試



み
て
い
る
。

四

　
講
と
は
如
何
な
る
事
実
に
対
応
す
る
称
呼
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
村
落
構
造
と
の
関
聯
に
お
い
て
位
置
づ
け
を
試
み
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
特
定
村
落
を
対
象
と
し
、
そ
こ
に
お
い
て
具
体
的
に
そ
れ
を
検
討
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
の
準
備
作
業
と
し
て
、
先

に
述
べ
た
如
く
、
一
般
的
に
講
の
検
討
を
試
み
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

　
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
講
と
称
呼
さ
れ
る
事
実
を
明
確
に
概
念
規
定
し
た
も
の
は
前
掲
諸
家
の
例
に
明
ら
か
な
よ
う
に
現
在
皆
無
で
あ
る
と
い

つ
て
よ
い
。
こ
れ
は
講
の
種
類
の
多
彩
、
多
様
さ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
そ
の
形
態
、
機
能
、
結
成
の
動
機
が
複
雑
、
多
岐

で
あ
り
、
全
く
異
質
と
思
わ
れ
る
事
実
が
講
と
称
呼
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
桜
井
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
機
能
面
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
T
）

「
政
治
、
社
会
、
経
済
、
社
交
、
娯
楽
な
ど
人
間
生
活
の
機
能
す
る
あ
ら
ゆ
る
面
に
触
れ
て
講
の
形
成
が
み
ら
れ
る
。
」
と
。
こ
こ
に
お
い
て
、
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
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団
と
し
て
の
講
を
極
限
的
に
把
握
す
る
と
、
そ
の
共
通
性
は
そ
の
組
織
の
仕
方
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
も
成
立
す
る
か
に
み
え
る

が
、
講
と
称
呼
さ
れ
る
も
の
以
外
の
集
団
の
在
り
方
を
念
頭
に
お
く
な
ら
ば
、
講
も
講
以
外
の
集
団
も
、
そ
の
組
織
の
仕
方
に
基
本
的
と
も
言
え

る
多
く
の
類
似
性
、
或
い
は
共
通
性
を
有
す
る
た
め
、
や
は
り
同
意
し
難
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
「
講
集
団
の
組
織
や
機
能
の
面
を
追
求
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

こ
と
に
よ
つ
て
．
そ
こ
に
反
映
す
る
わ
が
国
地
域
社
会
万
般
の
特
徴
を
遺
憾
な
く
看
取
で
き
た
」
と
桜
井
は
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
右
の
点
を

裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
講
の
組
織
の
仕
方
に
は
、
特
に
講
独
自
の
も
の
は
存
在
し
な
い
。
す
な
わ
ち
講
を
組
織
形
態
と
い
う
観
点
よ
り
み

れ
ば
、
講
に
独
自
の
組
織
形
態
は
一
般
的
に
は
存
在
し
な
い
。

．
講
の
機
能
の
多
方
面
に
亘
つ
た
事
実
の
存
在
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
現
在
生
活
関
係
と
し
て
の
講
は
直
接
的
に
村
落
の
再
生
産
構

造
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
あ
つ
て
も
、
極
め
て
少
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
意
味
で
は
、
そ
の
積
極
的
な
意
義
を
持
つ
も
の
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は
極
め
て
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。
講
を
再
生
産
構
造
の
内
に
位
置
什
げ
る
こ
と
も
困
難
な
状
態
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
故
に
、
講
の
存
在
そ
の

も
の
が
村
落
生
活
に
お
い
て
、
無
意
味
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
講
の
機
能
の
多
種
多
方
面
に
亘
る
多
彩
な
状
態
が

現
在
の
状
態
で
あ
る
の
か
、
過
去
の
そ
れ
で
あ
る
か
は
、
明
確
に
分
け
て
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
社
会
的
諸
条
件
の
変
遷
を
無
視
し
て
、
各
種

の
講
を
そ
の
存
在
し
た
歴
史
的
背
景
か
ら
抜
き
出
し
、
羅
列
し
、
そ
れ
で
多
種
多
彩
で
あ
る
と
云
う
こ
と
で
は
、
あ
ま
り
意
味
の
あ
る
こ
と
と
は

思
わ
れ
ぬ
。
ま
た
或
る
講
は
或
る
地
域
に
求
め
、
他
の
講
は
前
者
と
は
全
く
異
な
つ
た
地
域
に
求
め
．
そ
れ
を
全
国
的
な
規
模
で
拾
い
あ
げ
れ

ば
、
全
体
と
し
て
多
彩
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
講
が
各
時
代
の
種
々
の
社
会
ー
上
層
や
下
層
の
、
又
町
や
村

の
、
さ
ら
に
農
民
や
他
の
庶
民
な
ど
の
集
団
ー
の
中
で
演
じ
た
歴
史
的
社
会
的
役
割
を
理
解
す
る
た
め
に
は
あ
ま
り
寄
与
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
多
種
多
彩
な
講
に
接
近
す
る
こ
と
は
た
だ
目
的
が
そ
の
起
源
を
求
め
る
こ
と
で
は
な
い
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
立
場
で
は
当
然
で
あ

る
が
、
そ
の
設
定
さ
れ
た
祖
型
が
各
時
代
や
各
地
方
の
村
の
社
会
的
条
件
に
伴
つ
て
ど
の
よ
う
に
変
つ
て
来
た
か
の
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
は
も

つ
と
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

　
祖
型
を
成
立
せ
し
め
た
要
因
を
特
定
の
契
機
に
求
め
、
そ
れ
を
本
来
的
な
も
の
、
或
い
は
本
流
と
し
て
そ
れ
以
外
の
も
の
を
派
生
的
で
あ
る
と

す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
と
異
な
る
別
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
意
味
も
あ
る
と
思
う
が
、
現
実
に
存
在
す
る
講
を
地
域
社
会
構
造
に
位
置
付
け
て
把

握
す
る
と
い
う
点
で
は
不
充
分
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
講
の
本
質
を
信
仰
的
要
因
に
求
め
、
そ
の
他
の
経
済
的
、
社
会
的
要
因
等
に
よ
り
成
立
し
継

続
し
て
い
る
講
を
信
仰
的
講
か
ら
の
派
生
分
化
し
た
も
の
、
或
い
は
単
に
二
義
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
と
す
る
こ
と
も
、
そ
の
発
生
史
的
分
析
の

過
程
に
お
い
て
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
そ
こ
に
お
い
て
は
不
可
欠
の
方
法
で
も
あ
ろ
う
。

　
本
来
、
講
は
発
生
的
に
は
信
仰
・
宗
教
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
信
仰
的
講
以
外
の
も
の
は
派
生
的
と
云
え
る
が
、
わ
れ

わ
れ
が
問
題
と
す
る
限
り
で
、
す
な
わ
ち
現
状
を
問
題
と
す
る
限
り
で
は
、
こ
れ
は
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
る
し
、
む
し
ろ
誤
解
を
生
ず
る
お
そ



れ
が
あ
る
。
講
の
本
流
を
発
生
史
的
立
場
に
お
い
て
信
仰
的
要
因
に
お
く
こ
と
は
正
し
い
。
し
か
し
そ
の
他
の
講
が
何
故
二
次
的
、
派
生
的
に
現
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4
）

わ
れ
、
ま
た
転
用
さ
れ
た
称
呼
と
し
て
も
、
そ
の
本
来
的
な
も
の
と
並
存
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
池
田
義
裕
に
よ
れ
ば
両
者
は
「
原
理
的
に
異
質

な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
」
さ
れ
る
に
も
拘
ら
ず
「
し
か
も
両
者
が
と
も
に
長
い
期
間
を
通
じ
て
講
と
呼
ば
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に
、

何
か
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
、
講
の
本
質
に
か
か
わ
る
も
の
が
伏
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
」
こ
と
も
で
ぎ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
点
の
解
明
な
く
し
て
は
、
講
一
般
の
研
究
は
不
十
分
の
諺
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
と
思
う
し
、
講
の
性
格
の
本
質
を
も
理
解
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い

こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
単
に
講
の
み
の
検
討
か
ら
は
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
日
本
の
歴
史
の
展
開
に
お
い
て
、
講
を
一
つ
の
例

と
す
る
諸
々
の
集
団
の
性
格
を
貫
ぬ
く
社
会
的
性
格
と
そ
の
変
遷
を
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
単
に
「
講
の
本
質
に
か
か
わ
る
」
ば
か
り
で
な

く
、
わ
が
国
の
集
団
全
般
に
か
か
わ
る
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

　
「
講
」
と
い
う
語
が
如
何
な
る
内
容
を
も
つ
た
社
会
事
象
に
付
与
さ
れ
た
か
、
そ
の
嗜
矢
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
つ
た
の
か
、
そ
の
噛
矢
た
る

も
の
を
も
つ
て
講
の
祖
型
で
あ
り
起
源
で
あ
る
と
す
る
こ
と
も
、
そ
の
後
の
展
開
の
様
相
を
検
討
す
る
た
め
に
大
切
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
研
究

を
補
強
す
る
も
の
と
考
え
る
。
わ
れ
わ
れ
の
基
本
的
立
場
は
村
落
構
造
に
お
け
る
講
の
位
置
付
け
で
あ
り
、
社
会
的
性
格
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
そ
れ
の
歴
史
的
展
開
を
村
落
の
場
で
村
落
の
構
造
変
化
と
関
聯
さ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
け

る
講
の
組
織
形
態
を
検
討
し
、
そ
れ
を
村
落
の
歴
史
過
程
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。

　
現
在
多
種
多
様
な
形
態
、
内
容
を
持
ち
存
在
す
る
講
を
考
察
の
出
発
点
と
す
る
限
り
、
「
講
」
と
い
う
語
の
用
法
の
変
遷
を
み
る
の
で
は
な
く

（
勿
論
語
の
意
味
の
変
遷
を
導
く
も
の
は
生
活
で
あ
り
、
語
の
意
味
の
変
遷
は
極
め
て
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
講
と
講
以
外
の
集
団
を
識
別

す
る
に
は
、
現
在
一
般
的
に
は
、
講
と
い
う
称
呼
以
外
に
求
め
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
従
つ
て
講
と
い
う
称
呼
・
語
に
と
ら
わ
れ
な
い
訳
に
は

ゆ
か
な
い
V
、
そ
の
組
織
形
態
・
社
会
的
性
格
を
問
題
に
す
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
内
の
一
種
類
を
本
来
的
、
他
を
派
生
的
な
も
の
と
決
め

て
か
か
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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こ
の
立
場
で
み
る
か
ぎ
り
は
、
本
来
的
な
も
の
、
派
生
的
な
も
の
の
両
者
を
区
分
す
る
こ
と
ば
で
ぎ
な
い
、
共
に
両
老
が
併
存
し
た
と
い
う
事

実
か
ら
出
発
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
い
か
な
る
も
の
が
発
生
史
的
に
み
て
本
来
的
な
講
で
あ
つ
た
か
を
、
前
述
し
た
如
く
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
仮
り
に
講
と
い
う
称
呼
が
用

い
ら
れ
た
初
見
を
祖
型
と
し
．
そ
れ
に
最
も
類
似
し
て
い
る
も
の
が
本
来
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
れ
に
も
間
題
は
あ
る
。
現
在
一
般
的
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な
見
解
と
な
つ
て
い
る
「
元
来
は
仏
教
的
意
義
を
も
つ
寺
院
行
事
、
ま
た
は
そ
れ
に
参
与
す
る
僧
衆
集
団
を
指
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
」
と
い
う

こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
本
来
的
な
も
の
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
宗
教
講
、
信
仰
講
と
し
て
仏
教
的
な
講
と
一
括
さ
れ
る
土
着
信
仰
的
・
神
道
的
な

講
は
派
生
的
な
も
の
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
そ
れ
が
本
来
的
な
も
の
に
一
括
さ
れ
る
の
か
明
確
で
は
な
い
。
現
在
こ
の
種
の
講
を
、

発
生
史
的
立
場
を
と
る
場
合
で
も
、
派
生
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
は
無
い
の
が
一
般
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
講
と
い
う
点
で
み
た
場
合
、
大
半
の
村

落
に
お
け
る
講
は
派
生
的
な
も
の
に
な
つ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
。
右
の
よ
う
に
本
来
的
な
も
の
と
さ
れ
る
宗
教
講
、
信
仰
講
に
お
い
て
も
、

「
元
来
」
と
さ
れ
る
も
の
と
は
異
な
つ
た
も
の
が
多
く
摘
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
現
在
村
落
に
お
い
て
講
と
称
呼
さ
れ
る
も
の
の
分
析
か
ら
始
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
し
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
そ
れ
以
外
に
方
法
は
な
い
。

　
普
通
、
派
生
的
な
講
の
代
表
と
さ
れ
る
頼
母
子
講
、
無
尽
講
は
、
明
ら
か
に
信
仰
的
講
と
は
、
そ
の
集
団
の
結
成
契
機
に
お
い
て
も
、
そ
の
内

容
に
お
い
て
も
基
本
的
に
異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
無
尽
講
、
頼
母
子
講
の
存
在
は
、
講
を
一
般
的
に
規
定
す
る
場
合
、
研
究
者

に
と
つ
て
極
め
て
取
扱
い
難
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
頼
母
子
講
、
無
尽
講
の
発
生
は
、
宗
教
的
講
と
は
別
の
起
源
を
有
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
諸
家
の
見
解
は
ほ
ぼ
一
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6
）
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
。

致
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
細
部
に
於
い
て
見
解
の
異
な
る
点
も
あ
る
。
頼
母
子
講
、
無
尽
講
と
特
に
頼
母
子
、
無
尽
に
「
講
」
と
連
字
符
の
附

せ
ら
れ
た
の
は
、
た
だ
頼
母
子
、
無
尽
と
記
さ
れ
た
も
の
よ
り
も
新
し
い
用
語
法
で
あ
る
こ
と
は
、
現
在
諸
家
の
提
示
さ
れ
る
史
料
に
み
る
限
り



　
　
　
（
6
）

確
実
で
あ
る
。
頼
母
子
、
無
尽
が
そ
れ
ぞ
れ
講
と
連
字
符
を
附
せ
ら
れ
た
理
由
と
し
て
は
①
山
の
神
、
日
待
、
庚
申
等
に
講
の
称
呼
が
与
え
ら
れ

た
理
由
と
同
じ
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
時
期
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
つ
た
所
も
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
他
の
理
由
と
し
て
は
②
頼
母
子

ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

講
、
無
尽
講
と
そ
れ
ぞ
れ
講
の
称
呼
が
付
せ
ら
れ
現
在
通
用
し
て
い
る
、
こ
の
こ
と
は
事
実
で
あ
る
し
、
否
定
す
べ
く
も
な
い
。
こ
れ
は
講
の
一

般
論
を
述
べ
る
時
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
初
見
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
講
と
連
字
符
は
付
せ
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

い
な
い
。
頼
母
子
講
－
無
尽
講
と
い
う
表
現
は
常
民
用
語
と
し
て
何
時
頃
通
用
し
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
例
え
ば
桜
井
は
経
済
的
機
能
を
も
つ
講
と
し
て
の
　
「
頼
母
子
講
・
無
尽
講
」
に
つ
い
て
、
文
政
期
の
信
州
佐
久
の
史
料
、
三
点
を
掲
げ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

る
。
そ
れ
に
は
無
尽
講
と
云
う
表
現
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
単
に
無
尽
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
簡
単
に
見
逃
せ
な
い
事
実
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

る
。
勿
論
、
一
般
に
講
と
付
せ
ら
れ
た
記
録
が
存
在
し
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
．
た
と
え
特
に
意
識
し
な
か
つ
た
と
し
て
も
、
桜
井
が
「
無
尽

ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

講
・
頼
母
子
講
」
と
い
う
項
で
引
用
し
た
な
ま
の
史
料
に
講
の
文
字
が
見
出
せ
な
い
と
い
う
事
実
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
京
都
府
令
（
明
治
四
三
年
一
｝
月
、
第
六
二
号
）
に
は
「
第
一
条
頼
母
子
講
、
無
尽
講
～
」
と
講
と
明
確
に
示
さ
れ
て
お
り
、
他
の
県
の
例
も
ほ
ぽ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

同
様
で
あ
る
。
頼
母
子
講
と
い
う
表
現
は
明
治
一
五
年
二
月
二
二
日
の
東
京
控
訴
裁
判
所
判
決
に
も
み
え
る
。
勿
論
こ
れ
が
最
初
の
も
の
と
云
う

訳
で
は
な
い
。
庶
民
用
語
と
法
令
或
い
は
公
用
語
と
い
う
広
範
囲
に
わ
た
る
、
一
般
性
を
も
つ
も
の
の
表
現
と
の
関
聯
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
或
る
特
定
の
地
域
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
公
の
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
と
、
そ
れ
が
広
範
囲
に
通
用
語
と
し

て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
庶
民
の
間
で
も
文
書
に
は
公
の
用
語
を
用
い
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
と
考

え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
文
字
で
表
わ
さ
れ
た
も
の
と
口
述
と
は
異
な
る
場
合
も
多
い
か
ら
で
あ
る
。
文
書
で
は
無
尽
講
で
も
、
口

述
で
は
無
尽
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。

　
こ
れ
は
一
応
の
考
え
方
を
示
す
に
止
め
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
述
べ
る
予
定
で
あ
る
。
た
だ
無
尽
と
頼
母
子
は
そ
の
機
能
で
み
る

と
き
は
同
一
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
地
方
に
ょ
つ
て
の
称
呼
法
の
ち
が
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
「
講
」
の
研
究
に
お
い
て

　
　
　
講
の
社
会
的
性
格
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
　
　
（
六
八
七
）



　
　
　
講
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社
会
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性
格
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
　
　
　
（
六
八
八
）

は
．
そ
れ
だ
け
で
両
者
を
同
列
に
お
き
、
又
は
異
な
つ
た
も
の
で
あ
る
と
論
ず
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
無
尽
と
頼
母
子

が
講
と
連
字
符
を
附
け
て
称
呼
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
点
も
あ
る
。
極
く
大
雑
把
に
云
え

ば
、
頼
母
子
の
場
合
は
山
の
神
、
日
待
、
庚
申
等
と
同
じ
。
無
尽
の
場
合
は
後
者
②
、
あ
る
い
は
頼
母
子
よ
り
の
転
移
と
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と

は
な
い
が
、
何
と
も
今
こ
こ
で
は
論
じ
ら
れ
な
い
。
た
だ
簡
単
に
結
論
は
出
せ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

ヘ　ハ　パ　ハ　ハ　パ　ハ　ハ　ハ

987654321）　）　）　）　）　）　）　）　V
桜
井
『
講
集
団
成
立
過
程
の
研
究
』
五
八
六
頁
。

岸
本
英
夫
の
見
解
（
東
京
大
学
宗
教
学
研
究
室
主
催
．
桜
井
徳
太
郎
『
講
集
団
成
立
過
程
の
研
究
』
合
評
会
に
於
て
、
一
九
六
三
年
一
月
一
九
日
、

桜
井
．
前
掲
書
五
九
二
頁
。

池
田
義
裕
「
書
評
・
桜
井
徳
太
郎
著
講
集
団
成
立
過
程
の
研
究
」
社
会
学
評
論
五
二
号
一
四
二
頁
。

桜
井
、
前
掲
書
一
四
頁
。

池
田
龍
蔵
『
稿
本
無
尽
の
実
際
と
学
説
』
一
九
一
八
年
。
由
井
健
之
助
『
頼
母
子
講
と
そ
の
法
律
関
係
』
一
九
三
五
年
。

桜
井
、
前
掲
書
三
九
六
－
四
〇
二
頁
．

桜
井
は
前
掲
書
『
講
集
団
成
立
過
程
の
研
究
』
に
よ
つ
て
第
一
回
柳
田
賞
を
受
け
た
。
わ
が
国
講
研
究
の
第
一
人
者
と
認
め
ら
れ
る
．

大
橋
多
計
三
『
無
尽
判
例
集
』
三
八
一
頁
、
一
九
三
四
年
。

於
東
京
大
学
）

五

　
講
を
信
仰
集
団
と
し
て
把
え
る
こ
と
に
躊
躇
し
な
が
ら
、
あ
え
て
講
を
信
仰
集
団
と
し
て
把
え
る
こ
と
が
一
般
で
あ
り
、
信
仰
と
無
縁
と
み
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
講
を
一
応
派
生
的
な
も
の
と
し
て
別
個
に
取
扱
つ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。

　
一
般
に
あ
る
種
の
社
会
現
象
に
お
い
て
は
そ
の
派
生
的
な
形
態
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
種
の
社
会
現
象
が
生
ず
る
可
能
性
の
一
つ
の
限
界
と
し
て

把
え
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
派
生
的
な
形
態
で
あ
る
と
い
つ
て
、
こ
れ
を
除
外
し
て
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
派
生
的
、
二
義
的
と
云
わ
れ
る
講
と

本
来
的
な
講
の
伺
時
存
在
と
云
う
こ
と
か
ら
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
轍
わ
が
国
に
お
け
る
家
連
合
の
形
成
に
伴
う
人
々
の
関
心
、
社



会
意
識
の
変
遷
に
目
を
向
け
る
必
要
が
生
ず
る
。

　
講
の
成
立
す
る
可
能
性
の
限
界
を
通
じ
て
、
家
連
合
の
性
格
の
一
端
を
探
る
手
が
か
り
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
桜
井
は
講
は
現
時
点
に
於
い
て
は
、
何
ら
か
の
点
に
於
い
て
信
仰
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
全
国
的
踏
査
を
経
た
後
、
　
一
応
結
論
付
け

た
（
F
）
。
し
か
し
宗
教
的
・
信
仰
的
契
機
の
み
で
講
集
団
の
形
成
を
割
り
切
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
。
桜
井
の
相
反

す
る
か
の
如
ぎ
所
論
の
持
つ
意
味
は
極
め
て
大
き
い
。
前
者
は
桜
井
の
採
訪
に
お
け
る
実
感
で
あ
り
、
後
者
は
研
究
室
に
お
け
る
思
索
の
結
果
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
前
者
は
現
在
時
点
に
お
け
る
村
落
の
具
体
的
な
講
の
状
態
を
観
察
し
た
結
果
で
あ
り
、
後
者
は
現
在
と
限
る
こ

と
な
く
歴
史
的
に
、
ま
た
文
献
的
に
検
討
を
加
え
た
後
に
生
れ
た
考
え
方
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
両
老
と
も
正
し
く
事
実
を
反
映
し
て
い
る

し
、
桜
井
の
所
論
は
正
し
い
、
次
元
の
異
な
つ
た
場
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
結
論
で
あ
る
。
こ
の
事
の
意
味
を
深
く
考
え
る
こ
と
な
く
し
て
は
講

の
問
題
は
考
え
ら
れ
な
い
。
後
に
触
れ
る
。

　
桜
井
は
講
の
機
能
に
関
し
て
の
説
明
に
お
い
て
、
各
々
の
講
が
結
成
さ
れ
た
当
初
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
信
仰
的
機
能
を
発
揮
し
て
い
た
も
の

が
、
実
際
の
活
動
面
を
み
る
時
、
そ
れ
は
単
一
の
信
仰
的
機
能
に
の
み
局
限
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
．
こ
れ
は
講
が
地
域
社
会

に
お
い
て
家
連
合
と
し
て
結
成
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
講
が
家
連
合
と
し
て
の
性
格
に
規
定
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。　

講
は
特
定
の
機
能
を
も
ち
、
そ
の
機
能
を
契
機
と
し
て
存
続
し
、
集
団
と
し
て
そ
の
団
結
を
長
期
間
維
持
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
講
で
あ
つ
た

集
団
が
た
だ
連
続
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
講
が
継
続
し
て
い
る
と
判
断
は
で
き
な
い
。
そ
の
集
団
が
村
落
に
お
い
て
特
定
の
機
能
を
持
ち
、
そ

の
機
能
が
連
続
し
て
い
て
も
、
そ
れ
が
各
時
点
に
お
い
て
常
に
講
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
「
会
」
「
組
合
」
「
団
」
と
改
称
さ
れ
て
し
ま

い
、
か
つ
他
の
講
と
称
呼
せ
ら
れ
る
集
団
が
同
一
村
落
に
お
い
て
存
す
る
場
合
、
そ
の
集
団
の
起
源
は
講
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
現
在
に
お
い
て

は
そ
れ
を
講
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
称
呼
の
変
更
が
何
を
意
味
す
る
か
。
そ
の
変
更
は
単
に
称
呼
の
変
更
に
止
ま
る
の
み
で
あ
ろ
う

　
　
　
講
の
社
会
的
性
格
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
　
　
（
六
八
九
〉
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察
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か
。
内
容
の
、
た
と
え
一
部
で
あ
つ
て
も
、
変
化
が
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
ひ
人
々
の
当
該
集
団
に
関
し
て
の
考
え
方
が
変
つ
た
の
で
は
な
い
の

か
。
こ
の
点
を
よ
く
吟
味
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
若
し
内
容
に
お
い
て
変
化
が
あ
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
そ
の
点
こ
そ
講
の
講
と
し
て
の
特
質
と
し

て
人
々
に
理
解
さ
れ
て
い
た
点
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

　
講
が
そ
の
称
呼
を
捨
て
て
も
、
そ
の
集
団
を
継
続
す
る
と
云
う
こ
と
は
、
講
が
新
し
い
そ
の
存
在
の
諸
条
件
の
変
化
に
伴
う
適
応
の
形
態
を
と

り
、
そ
れ
が
地
域
社
会
の
家
々
の
新
た
な
る
展
開
の
基
盤
、
踏
み
台
に
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
講
が
村
落
に
お
い
て
家
連
合
と

し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
と
云
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
講
と
い
う
称
呼
は
家
連
合
と
し
て
の
講
の
み
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
年
齢
階
梯
集
団
を
母
体
と
す
る
講
も
存
在
す
る
。
し
か
し
こ
の

場
合
表
面
的
に
は
家
連
合
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
基
本
的
に
家
を
基
盤
と
し
て
お
り
、
特
定
時
点
に
お
い
て
の
形
態
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
こ
の
点
問
題
は
無
い
。
先
に
示
し
た
和
歌
森
（
」
）
の
如
く
講
の
内
容
と
の
類
似
に
基
く
称
呼
転
用
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
場

合
も
講
の
内
容
と
の
類
似
と
い
う
点
は
多
く
は
講
独
自
、
す
な
わ
ち
講
を
他
の
そ
れ
と
区
別
す
る
と
い
う
要
因
に
基
く
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ

家
と
家
の
相
互
の
社
会
関
係
の
生
ず
る
場
に
お
け
る
そ
の
一
部
分
を
把
え
て
の
転
移
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
こ

れ
以
上
触
れ
ず
、
言
語
社
会
学
の
問
題
と
し
て
他
の
機
会
に
ゆ
ず
る
。

　
講
と
称
呼
さ
れ
る
集
団
は
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
生
活
を
営
ん
で
ゆ
く
に
必
要
な
諸
々
の
機
能
を
契
機
と
し
て
結
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
が

示
す
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
生
活
が
複
雑
と
な
り
．
そ
の
社
会
的
機
能
が
細
分
化
さ
れ
て
、
そ
れ
に
伴
つ
て
講
の
機
能
も
細
分
化
さ
れ
て
来

（
2
）た

と
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
何
故
こ
の
様
な
現
象
と
し
て
現
れ
た
か
を
問
題
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
生
活
が
複
雑
と
な
れ

ば
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
上
の
諸
契
機
毎
に
新
し
い
機
能
集
団
が
成
立
す
る
こ
と
は
今
さ
ら
説
く
必
要
も
な
い
。
そ
れ
ら
の
新
し
い
機
能
集
団
の
分
化

が
何
故
「
講
」
の
分
化
と
結
合
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
重
な
り
合
う
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
が
、
わ
が
国
の
あ
る
一
定

の
時
期
を
通
じ
て
の
集
団
の
社
会
的
性
格
を
理
解
す
る
に
重
要
な
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
内
容
の
類
似
に
よ
る
称
呼
だ
け
の
転
位
と
い



う
言
語
の
間
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
講
と
い
う
称
呼
が
幅
広
く
集
団
称
呼
と
し
て
通
用
す
る
に
至
つ
た
の
が
ど
の
よ
う
な
理
田
に

基
く
か
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
当
初
わ
が
国
に
お
い
て
講
と
云
う
語
が
ど
の
よ
う
な
社
会
事
象
と
結
び
つ
い
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
と
同
時

に
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
称
呼
と
し
て
地
域
社
会
に
滲
透
し
て
い
つ
た
か
、
そ
の
過
程
を
検
討
す
る
必
要
も
あ
る
。

　
講
の
発
生
、
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
講
と
云
う
称
呼
の
用
い
ら
れ
た
初
見
に
関
し
て
の
諸
家
の
見
解
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
も

触
れ
た
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
講
は
仏
教
的
意
義
を
持
つ
寺
院
行
事
、
ま
た
は
そ
れ
に
参
与
す
る
僧
衆
集
団
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
そ
れ
は
宗
教
・
信
仰
と
分
ち
難
い
意
味
を
有
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
つ
い
で
講
が
地
域
社
会
に
伝
播
さ
れ
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
「
原
始
信
仰
型
・
氏
神
型
」
の
信
仰
集
団
は
最
も
早
く
地
域
社
会
に
現
わ
れ
た
も
の

で
あ
つ
た
が
．
そ
れ
に
「
講
」
と
い
う
称
呼
が
与
え
ら
れ
た
か
否
か
は
す
こ
ぶ
る
疑
間
で
あ
つ
て
．
そ
う
し
た
信
仰
上
の
諸
集
団
に
「
講
」
と
い

う
称
呼
が
与
え
ら
れ
た
の
は
時
問
的
に
は
か
え
つ
て
遅
く
、
代
参
講
な
ど
が
出
現
し
た
後
の
こ
と
で
は
な
か
つ
た
か
。
勿
論
信
仰
集
団
と
し
て
は

講
よ
り
遙
か
に
早
く
成
立
し
て
い
た
が
、
一
般
に
神
道
的
講
は
仏
教
的
講
に
お
く
れ
て
出
現
し
て
く
る
。
こ
の
仏
教
的
講
に
刺
激
さ
れ
た
そ
の
神

道
的
講
が
、
さ
ら
に
地
域
社
会
に
滲
透
し
て
行
つ
て
、
そ
こ
に
定
立
さ
れ
た
既
成
の
在
地
信
仰
集
団
に
接
触
す
る
。
す
る
と
そ
れ
に
影
響
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

在
来
の
田
の
神
・
山
の
神
な
ど
の
信
仰
集
団
に
も
講
と
い
う
称
呼
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
神
道
・
仏
教
等
の
宗
教
伝

播
者
を
媒
介
と
し
て
講
と
い
う
称
呼
を
も
つ
た
結
社
が
地
域
社
会
に
形
成
さ
れ
、
講
は
信
仰
・
宗
教
結
社
の
称
呼
で
あ
る
と
一
般
の
人
々
に
認
知

さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
在
来
の
信
仰
・
宗
教
集
団
に
も
講
と
い
う
称
呼
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。　

そ
の
後
さ
ら
に
変
容
し
つ
つ
も
、
桜
井
（
F
）
の
指
摘
し
た
よ
う
に
、
現
在
に
お
い
て
も
、
い
ず
れ
か
の
点
に
お
い
て
、
宗
教
と
か
か
わ
り
合

い
を
も
つ
も
の
と
し
て
地
域
社
会
に
存
在
す
る
。
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講
が
地
域
社
会
に
滲
透
し
た
時
期
は
地
域
に
よ
つ
て
異
な
る
が
、
桜
井
に
よ
れ
ぽ
戦
国
時
代
以
来
江
戸
時
代
を
通
じ
て
で
あ
つ
た
と
説
明
さ
れ

（
4
）

る
。　

と
に
か
く
講
と
い
う
称
呼
は
民
間
に
在
来
的
に
在
つ
た
語
で
は
な
く
、
寺
院
、
神
社
等
よ
り
民
間
へ
或
る
特
定
の
意
味
を
持
つ
も
の
こ
し
て
伝

播
さ
れ
、
受
容
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
と
思
わ
れ
る
。

　
（
1
）
　
竹
田
聴
州
、
前
掲
論
文
。

　
（
2
）
　
桜
井
、
前
掲
書
二
三
－
二
四
頁
。

　
（
3
）
　
桜
井
、
前
掲
書
五
三
一
－
五
三
二
頁
。

　
（
4
）
　
桜
井
、
前
掲
書
二
五
六
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
に
お
け
る
講
の
存
在
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
当
該
時
点
に
お
い
て
講
と
い
う
称
呼
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も

の
と
し
て
地
域
社
会
の
人
々
に
認
知
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
と
、
他
に
家
連
合
結
成
に
伴
う
そ
れ
ぞ
れ
の
成
員
の
集
団
に
つ
い
て
の
関
心
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

意
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
つ
た
か
と
云
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
事
は
直
接
的
に
は
勿
論
検
証
し
難
い
。

ま
た
そ
れ
が
過
去
の
こ
と
に
属
す
る
場
合
は
全
く
と
云
つ
て
よ
い
程
困
難
で
あ
る
。

　
講
の
形
態
、
機
能
は
定
ま
つ
た
も
の
と
し
て
は
存
し
な
い
。
講
と
称
呼
さ
れ
る
も
の
が
す
べ
て
信
仰
、
宗
教
と
関
係
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
な

い
。
現
実
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
知
り
得
た
結
果
で
は
信
仰
に
関
係
あ
り
と
思
わ
れ
る
も
の
と
、
無
関
係
と
思
わ
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
。
こ
の
こ

と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
の
講
は
何
ら
か
の
点
に
お
い
て
信
仰
と
関
係
が
あ
る
と
桜
井
は
指
摘
し
た
。
現
在
に
お
い
て
、
そ
の

よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
桜
井
も
わ
れ
わ
れ
も
文
書
等
に
よ
つ
て
知
る
限
り
に
お
い
て
、
一
見
信
仰
と
無
関
係
な
家
連
合
に
も
講
と
い
わ

れ
る
称
呼
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
認
め
る
。



　
講
と
称
呼
さ
れ
る
家
連
合
の
社
会
的
性
格
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
つ
た
0
か
。

　
発
生
的
に
は
講
は
宗
教
・
信
仰
と
切
り
離
し
得
な
い
も
の
で
あ
つ
た
し
、
地
域
社
会
へ
の
伝
播
も
宗
教
的
伝
播
者
に
よ
つ
て
宗
教
・
信
仰
的
称

呼
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
。
宗
教
的
・
信
仰
的
な
家
連
合
と
し
て
地
域
社
会
に
定
着
し
た
の
で
あ
つ
た
（
そ
の
家
連
合
と
し
て
の
内
容
や
性
格
は
外
か
ら
入

り
来
た
つ
た
講
の
そ
れ
と
受
入
れ
側
の
家
連
合
の
性
格
、
そ
の
家
々
が
も
つ
て
い
た
信
仰
の
性
格
と
の
相
互
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
）
。
そ
れ
が
何
故
後

に
な
つ
て
信
仰
を
直
接
の
契
機
と
し
な
い
と
み
ら
れ
る
家
連
合
が
講
と
称
呼
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
か
（
そ
れ
が
現
在
に
於
い
て
信
仰
．
宗
教
と
何
ら

か
の
関
係
あ
る
称
呼
と
云
わ
れ
て
い
る
）
、
ま
た
何
故
信
仰
を
直
接
契
機
と
す
る
講
と
の
併
存
を
あ
ら
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
講
を
定
着
せ
し

め
た
地
域
社
会
の
社
会
的
性
格
に
つ
い
て
論
及
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
わ
が
国
の
歴
史
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
事
柄

で
あ
つ
て
．
早
急
に
結
論
が
出
る
問
題
で
は
な
い
。
講
が
地
域
社
会
に
受
容
れ
ら
れ
、
そ
れ
が
信
仰
・
宗
教
集
団
の
称
呼
で
あ
る
故
に
、
在
来
の

あ
る
種
の
信
仰
集
団
に
講
と
云
う
称
呼
が
与
え
ら
れ
た
と
み
る
こ
と
は
、
仮
り
に
結
果
的
に
は
正
し
い
と
し
て
も
、
簡
単
に
済
ま
し
て
よ
い
問
題

で
は
な
い
。
講
が
仏
教
起
源
の
称
呼
で
あ
る
こ
と
は
触
れ
た
が
、
そ
れ
が
在
来
の
非
仏
教
系
統
の
信
仰
に
も
結
び
つ
い
た
こ
と
は
、
わ
が
国
に
お

け
る
神
仏
習
合
の
大
き
な
流
れ
を
踏
え
て
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ
ら
の
信
仰
の
内
容
と
し
て
は
何
を
指
す
も
の
で
あ
る
か
を
解
明
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
単
に
仏
教
が
氏
神
信
仰
の
地
盤
の
中
で
守
護
神
信
仰
と
し
て
展
開
し
て
来
て
、
在
来
の
非
仏
教
的
信
仰
集
団
と
仏
教

的
な
そ
れ
が
交
錯
、
重
積
し
て
も
必
ず
し
も
異
質
の
も
の
と
は
云
え
な
い
こ
と
を
認
め
る
に
と
ど
め
た
い
。
村
山
修
一
に
よ
れ
ば
「
つ
ま
り
新
た

な
思
想
が
入
つ
て
も
、
前
の
考
え
方
は
斥
け
ら
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
残
存
せ
し
め
て
何
等
不
都
合
を
感
じ
な
い
と
こ
ろ
に
、
習
合
思
想
が
理
論
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

割
り
切
れ
ぬ
も
の
を
も
つ
て
い
る
の
で
、
之
は
矢
張
り
汎
神
的
な
神
祇
信
仰
の
融
通
性
か
ら
も
く
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
な
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

こ
の
問
題
に
つ
い
て
有
賀
喜
左
衛
門
が
極
め
て
示
唆
に
富
む
論
及
を
し
て
い
る
。

　
家
と
家
が
連
合
す
る
と
き
、
そ
の
契
機
が
そ
の
過
程
に
お
い
て
幾
つ
か
に
わ
た
る
こ
と
は
普
通
で
あ
り
、
そ
れ
が
社
会
集
団
で
あ
る
限
り
、
一

つ
の
機
能
を
持
つ
だ
け
と
云
う
ζ
と
は
殆
ん
ど
な
い
。
或
る
信
仰
を
契
機
と
し
て
形
成
さ
れ
た
家
連
合
を
信
仰
集
団
と
規
定
し
て
も
、
そ
れ
は
信

　
　
　
講
の
社
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一
　
　
　
（
六
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三
）
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四
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仰
的
機
能
を
重
要
な
一
つ
の
機
能
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
あ
つ
て
、
他
の
諸
々
の
機
能
的
側
面
の
存
在
を
無
視
で
き
る
も
の
で
な
い
。

　
講
の
機
能
分
化
が
生
じ
、
講
集
団
の
性
格
が
多
様
多
彩
と
な
る
と
説
い
て
も
、
信
仰
を
契
機
と
し
て
の
講
は
機
能
分
化
し
て
他
の
信
仰
以
外
の

そ
れ
に
転
化
す
る
と
い
う
根
拠
は
「
講
」
そ
の
も
の
の
中
に
は
な
い
。
講
集
団
が
信
仰
面
に
局
限
さ
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
こ
と
は
、
当
該
講

集
団
が
信
仰
面
を
喪
失
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
信
仰
を
主
契
機
と
し
な
い
講
の
存
在
を
、
講
の
機
能
分
化
の
繕
果
成
立
し
た

と
み
る
こ
と
は
、
講
が
家
連
合
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
時
に
の
み
理
解
で
き
る
。

　
家
は
現
在
に
於
い
て
も
信
仰
を
全
く
欠
除
し
た
存
在
で
は
な
い
。
或
る
条
件
の
も
と
に
お
い
て
は
、
直
接
に
は
信
仰
的
契
機
に
よ
ら
な
い
家
連

合
で
あ
つ
て
も
、
連
合
す
る
個
々
の
家
々
は
神
仏
を
守
護
神
と
し
て
い
る
し
、
さ
ら
に
他
の
信
仰
を
持
つ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

家
連
合
が
信
仰
を
全
然
欠
除
し
た
存
在
で
あ
る
と
見
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。

　
講
が
地
域
社
会
に
伝
播
さ
れ
、
定
着
し
た
と
き
、
既
存
の
家
連
合
に
結
合
し
た
か
、
ま
た
は
そ
の
伝
播
さ
れ
た
講
を
媒
介
に
新
た
な
家
連
合
が

結
成
さ
れ
た
か
の
区
別
は
あ
つ
て
も
、
共
に
講
が
家
連
合
と
し
て
実
現
し
た
こ
と
に
意
味
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
講
が
家
連
合
と
結
び
つ
く
の
は
、
講
の
信
仰
が
家
連
合
の
守
護
神
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
家
が
何
か
の
神
仏
を
迎
え
る
こ
と

と
基
本
的
な
意
味
は
同
じ
で
あ
つ
て
、
家
を
守
る
た
め
の
、
集
団
と
し
て
の
家
連
合
の
守
護
神
が
、
家
の
守
護
神
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

こ
う
い
う
守
護
神
が
何
故
必
要
な
の
か
は
そ
れ
ら
の
も
の
（
家
、
家
連
合
、
村
が
聯
関
し
て
）
が
全
体
社
会
の
政
治
的
、
経
済
的
社
会
的
条
件
に
規
制

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
桜
井
の
云
う
人
間
生
活
が
複
雑
と
な
り
そ
の
機
能
が
分
化
す
る
に
つ
れ
て
講
の
持
つ
機
能
も
細
分
化
さ
れ
て
ぎ
た
と
云
う
こ
と
は
「
講
」
の
機

能
が
分
化
さ
れ
た
と
云
う
よ
り
も
．
む
し
ろ
家
連
合
が
分
化
し
て
新
た
な
家
連
合
が
結
成
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
中
の
あ
る
も
の
は
以
前
の
講
と
内

容
は
異
な
る
が
別
の
講
と
し
て
成
立
し
た
と
云
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
講
の
村
落
生
活
の
内
に
取
容
れ
ら
れ
た
時
、
既
に
村
落
生
活
は
あ
つ
た
の
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で
あ
る
か
ら
如
何
な
る
集
団
と
そ
れ
が
結
び
つ
い
た
か
が
重
要
で
あ
る
し
と
有
賀
は
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
講
が
村
落
に
定
着
し
た
と
き
、
す
で



に
村
落
は
先
行
し
て
存
在
し
た
。
そ
の
先
行
し
た
諸
生
活
関
係
に
規
定
さ
れ
つ
つ
も
、
新
し
い
も
の
と
し
て
講
は
何
ら
か
の
緊
張
関
係
を
生
じ
た

後
、
村
落
に
受
容
れ
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
す
な
わ
ち
家
連
合
と
し
て
村
落
に
新
し
い
位
置
を
占
め
る
に
至
つ
た
。

　
講
と
結
び
つ
い
た
家
連
合
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
有
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
講
と
称
呼
さ
れ
る
家
連
合
が
単
に
信
仰
を
主
契
機
と
し
て
結
成

さ
れ
た
家
連
合
に
の
み
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
他
の
も
の
に
も
広
く
適
用
さ
れ
た
と
云
う
事
実
は
、
そ
れ
ら
の
家
連
合
の
社
会
的
性
格
に

共
通
し
、
か
つ
講
と
称
呼
さ
れ
る
こ
と
が
成
員
に
矛
盾
と
感
ぜ
し
め
な
い
何
も
の
か
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
共
通
の
も
の
を
機
能
、
形
態
等
に

は
求
め
得
な
い
こ
と
は
前
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
組
織
、
運
営
に
つ
い
て
求
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
講
を
受
容
れ
る
母
体
と
な
つ
た
家
連
合
は
講
の
母
体
と
な
る
こ
と
を
地
域
社
会
の
人
々
に
矛
盾
と
し
て
感
じ
さ
せ
る
こ
と
は
無
か
つ
た
。
講
の

祭
神
（
仏
）
は
従
来
の
家
連
合
の
そ
れ
に
反
擾
す
る
こ
と
な
く
こ
の
家
連
合
の
守
護
神
と
し
て
受
容
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
以
上
に
お
い
て
講

の
称
呼
は
把
え
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
ま
ず
地
域
社
会
に
存
在
し
た
在
来
の
信
仰
を
契
機
と
す
る
何
ら
か
の
家
連
合
を
講
と
称

呼
し
た
と
考
え
得
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
信
仰
を
主
契
機
と
す
る
家
連
合
以
外
の
も
の
が
講
を
結
成
し
あ
る
い
は
称
呼
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
。

　
講
は
信
仰
を
主
契
機
と
し
た
家
連
合
以
外
に
も
成
立
し
、
ま
た
講
と
称
呼
さ
れ
得
る
こ
と
の
意
味
は
次
の
点
を
承
認
す
れ
ば
可
能
と
な
る
ば
か

り
で
は
な
く
、
講
の
時
代
的
変
遷
、
多
彩
で
あ
つ
た
こ
と
の
理
解
が
可
能
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
一
般
に
特
定
の
時
点
あ
る
い
は
地
域
社
会
に
お
い
て
家
連
合
を
形
成
し
、
そ
れ
を
継
続
せ
し
め
て
ゆ
く
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
成
員
が
ど
の
よ

う
な
社
会
意
識
を
家
連
合
形
成
の
一
要
素
と
し
て
共
有
し
て
い
た
か
と
い
う
点
に
注
意
を
む
け
た
い
。
信
仰
を
主
契
機
と
し
な
い
家
連
合
に
も
講

と
い
う
称
呼
を
与
え
講
と
云
う
家
連
合
を
結
成
し
た
こ
と
は
地
域
社
会
の
人
々
に
と
つ
て
は
彼
等
の
生
活
は
絶
え
ず
守
護
神
（
仏
）
に
よ
つ
て
守

ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
し
、
そ
の
考
え
方
を
成
り
立
た
し
め
て
い
た
彼
等
の
存
在
し
た
諸
条
件
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
家
も
家
連
合
も
村
も
日
本
の
政
治
構
造
の
中
で
は
彼
等
自
身
の
生
活
を
守
る
自
衛
集
団
と
し
て
非
常
に
深
い
結
び
つ
き
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を
持
つ
た
の
で
、
そ
れ
を
守
ら
ね
ば
生
き
て
ゆ
か
れ
な
い
、
も
し
く
は
生
き
る
た
め
の
精
神
的
な
支
え
と
し
て
も
そ
う
い
う
信
仰
を
考
え
ざ
る
を

得
な
か
つ
た
と
い
う
背
後
の
条
件
が
存
し
た
。
そ
の
上
に
あ
つ
て
彼
等
の
守
護
神
信
仰
は
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
日
本
の
歴
史
が
示
す
よ
う
に
家
は
神
棚
と
仏
壇
を
家
の
守
護
神
と
し
て
持
つ
、
同
様
に
家
連
合
も
各
々
の
家
の
そ
れ
と
は
別
個
に
家
連
合
と
し

て
の
守
護
神
を
持
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
村
落
も
そ
れ
自
体
の
鎮
守
を
持
ち
、
統
一
国
家
が
成
立
し
た
場
合
も
全
体
の
総
鎮
守
は
成
立
し
た
。
こ
れ

と
表
裏
し
て
仏
教
諸
派
の
諸
講
も
個
々
の
家
や
家
連
合
の
守
護
を
目
標
と
し
て
成
立
し
た
。
こ
れ
ら
の
諸
信
仰
は
特
定
の
時
点
に
お
い
て
、
現
実
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に
は
極
め
て
複
雑
な
係
り
合
い
を
持
ち
且
つ
累
積
し
て
各
家
や
家
連
合
、
村
落
、
町
場
な
ど
の
守
護
の
役
割
を
果
す
も
の
と
し
て
期
待
さ
れ
た
。

そ
う
い
う
条
件
に
支
え
ら
れ
各
種
の
集
団
は
各
種
の
職
業
集
団
す
ら
守
護
神
を
求
め
よ
う
と
す
る
一
般
的
な
社
会
意
識
を
有
し
て
い
た
と
み
る
べ

き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
新
た
に
講
と
し
て
成
立
し
た
家
連
合
が
特
定
の
信
仰
を
主
契
機
と
し
て
成
立
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
其
他
の
家
連
合

と
云
え
ど
も
他
の
種
類
の
守
護
神
信
仰
、
或
い
は
「
カ
ミ
ガ
ミ
」
と
分
離
で
き
る
も
の
で
な
か
つ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
地
域
社
会
で
講
と
し
て
実
現
し
た
家
連
合
は
そ
の
先
行
し
た
家
連
合
の
持
つ
性
格
と
内
面
的
に
連
続
性
を
持
つ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
家
連
合

と
し
て
の
集
団
は
信
仰
と
分
ち
難
い
面
を
持
つ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
家
連
合
に
は
カ
ミ
ガ
ミ
の
守
護
が
当
然
必
要
な
も
の
と
成
員

に
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
．
そ
れ
故
に
こ
そ
新
し
く
講
と
い
う
結
社
形
式
が
地
域
社
会
へ
伝
播
さ
れ
る
や
そ
れ
に
強
烈
に
対
応
す
る
状
態
に

迄
展
開
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
場
合
そ
の
対
応
の
仕
方
は
大
別
し
て
二
種
類
あ
り
、
一
は
在
来
の
家
連
合
（
同
族
団
、
日
待
、

月
待
仲
間
等
）
を
母
体
と
し
た
も
の
、
他
は
新
た
に
講
と
し
て
の
家
連
合
を
結
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
講
の
成
立
の
仕
方
の
相
違
は
そ
れ
を
受

容
れ
た
際
の
地
域
社
会
の
持
つ
内
部
の
諸
条
件
の
差
異
に
よ
つ
て
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
家
連
合
の
地
域
社
会
に
お
け
る
意
味
に
つ
い
て
は
前
に
触
れ
た
が
、
家
連
合
の
成
立
が
特
定
の
時
点
に
お
い
て
は
そ
れ
を
守
護
す
る
カ
ミ
が
必

要
で
あ
る
と
い
う
各
成
員
に
共
通
の
関
心
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
ま
た
一
面
家
連
合
の
性
格
を
も
規
定
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
故
特
定

時
点
に
お
い
て
地
域
社
会
の
持
つ
諸
条
件
に
規
定
さ
れ
つ
つ
家
連
合
は
基
本
的
に
信
仰
と
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
し
．
従
つ
て
そ
れ
は
講
と
し
て



実
現
さ
れ
得
る
可
能
性
を
も
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
講
と
い
う
称
呼
は
仏
教
よ
り
出
た
語
で
あ
り
且
つ
簡
潔
て
あ
り
．
外
来
的
語
感
も

あ
り
、
彼
等
を
引
き
つ
け
る
力
を
も
つ
て
い
た
と
も
思
わ
れ
、
講
の
盛
行
の
理
由
と
も
な
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
家
連
合
や
そ
の
他
の
集

団
と
講
と
が
同
義
的
に
用
い
ら
れ
た
場
合
も
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
場
合
講
が
宗
教
・
信
仰
的
な
も
の
よ
り
来
た
と
い
う
語
感
は
失
わ
れ

る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
あ
つ
た
が
故
に
こ
そ
同
義
的
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
す
べ
て
の
家
連
合
が
講
と
称
呼

さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
事
実
が
示
す
通
り
で
あ
る
。
あ
え
て
云
う
な
ら
ば
そ
の
可
能
性
を
潜
在
せ
し
め
る
性
格
が
家
連
合

に
は
あ
つ
た
。
氏
神
信
仰
に
対
し
て
は
講
の
進
出
は
さ
え
ぎ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
つ
た
。
む
し
ろ
講
は
地
域
社
会
に
お
い
て
は
氏
神
信
仰
に
対
し

て
補
足
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
位
置
を
与
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
宮
座
す
な
わ
ち
氏
神
の
祭
杷
組
織
で
あ
つ
て
も
講
と

称
呼
さ
れ
た
場
合
も
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
当
然
「
座
」
と
講
の
関
係
の
吟
味
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
ま
た
僧
侶
等
に
よ
る
講
の
伝
播
の
仕
方

も
こ
れ
に
密
接
に
関
係
し
て
く
る
と
思
わ
れ
る
が
本
稿
で
は
触
れ
な
い
。

　
家
連
合
に
講
と
云
う
称
呼
を
与
え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
家
連
合
が
講
と
し
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
云
つ
て
も
、
そ
れ
は
家
連
合
の
社
会

的
性
格
が
特
定
の
歴
史
的
段
階
に
お
い
て
そ
う
で
あ
つ
た
の
で
あ
り
、
家
連
合
を
規
定
す
る
社
会
の
諸
条
件
の
変
化
は
当
然
家
連
合
の
社
会
的
性

格
を
変
え
か
つ
人
々
の
意
識
を
も
変
え
て
し
ま
う
こ
と
は
云
う
を
ま
た
な
い
。
わ
が
国
に
お
け
る
資
本
主
義
の
展
開
は
家
連
合
を
規
定
し
て
い
た

社
会
の
諸
条
件
を
変
化
せ
し
め
た
。
そ
の
過
程
の
内
で
守
護
神
を
必
要
と
す
る
考
え
方
と
必
要
と
し
な
い
考
え
方
が
混
り
合
い
な
が
ら
後
者
に
向

つ
て
変
遷
し
て
来
た
も
の
と
思
わ
れ
る
し
、
或
い
は
家
連
合
と
し
て
信
仰
は
必
要
で
な
か
つ
た
と
い
う
の
で
な
く
家
の
神
が
そ
れ
を
代
用
し
た
と

も
い
え
る
。

　
な
お
、
家
連
合
の
称
呼
と
し
て
は
、
「
組
」
「
仲
間
」
「
連
中
」
「
座
」
等
多
く
の
称
呼
が
あ
つ
た
こ
と
は
あ
え
て
断
る
ま
で
も
な
い
と
思
う
が
過

去
の
家
連
合
が
守
護
神
を
求
め
た
段
階
に
お
い
て
は
称
呼
の
如
何
を
問
わ
ず
、
そ
れ
は
信
仰
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
と
思
わ

れ
る
。
現
在
に
お
い
て
も
家
は
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
信
仰
と
係
り
合
い
を
持
つ
て
い
る
。
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一
般
的
に
表
現
す
れ
ば
歴
史
的
時
点
の
異
な
る
場
合
、
機
能
、
内
容
よ
り
み
て
同
種
の
家
連
合
に
講
称
呼
を
与
え
る
か
否
か
は
そ
の
成
員
の
信

仰
と
家
連
合
に
対
し
て
の
関
心
の
在
り
方
の
相
違
そ
の
も
の
に
求
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
逆
に
、
把
握
す
る
こ
と
の
困
難
な
人
々
の

意
識
の
変
遷
を
講
の
変
遷
と
い
う
事
実
か
ら
推
察
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　
講
を
考
え
る
場
合
に
講
は
二
段
階
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
一
応
別
個
に
取
扱
い
理
解
す
る
こ
と
の
方
が
一
般
的
に
理
解
す
る
た
め
に
は
紛
れ
が
少

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
家
連
合
の
性
格
の
変
化
と
講
に
関
し
て
の
関
心
の
変
化
は
一
方
に
お
い
て
相
変
ら
ず
講
を
信
仰
と
結
び
つ
け
て
把
え
、
他
方
家
連
合
と
し
て
実

現
し
て
い
た
講
の
内
容
の
一
部
を
と
ら
え
て
講
の
意
味
を
転
化
し
た
場
合
も
あ
つ
た
こ
と
は
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
後
者
で
は
講
の
意
味
が
変

つ
て
い
る
、
講
と
い
う
語
は
残
つ
た
が
信
仰
と
離
れ
た
ば
か
り
で
な
く
家
連
合
で
あ
る
こ
と
も
必
要
と
し
な
い
新
し
い
意
味
に
遷
つ
て
し
ま
つ
て

い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
講
に
関
係
し
て
い
た
諸
条
件
の
変
化
が
あ
る
。
こ
れ
は
言
語
社
会
学
の
問
題
と
し
て
触
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
信
仰
と
無
縁
の
講
が
現
存
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
現
在
信
仰
と
関
係
の
無
い
講
と
し
て

報
告
さ
れ
る
も
の
の
中
に
は
か
つ
て
講
と
称
呼
さ
れ
た
集
団
の
継
続
し
て
現
存
す
る
故
に
講
で
あ
る
と
扱
わ
れ
て
い
る
場
合
、
他
の
同
種
の
集
団

が
講
と
称
呼
さ
れ
て
い
る
た
め
に
講
と
し
て
報
告
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

　
講
と
い
う
称
呼
が
信
仰
と
か
つ
て
結
び
つ
い
た
称
呼
で
あ
つ
た
こ
と
の
認
知
が
全
く
無
く
な
つ
た
場
合
、
信
仰
集
団
以
外
の
も
の
に
講
と
い
う

称
呼
を
与
え
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
在
新
た
に
形
成
さ
れ
る
集
団
で
信
仰
と
無
縁
で
あ
る
に
拘
ら
ず
講
と
称
呼
さ
れ
る
も
の
は
無
い
よ

う
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
村
山
修
一
『
神
仏
習
合
思
潮
』
三
六
・
七
頁
。

　
（
2
）
有
賀
喜
左
衛
門
「
日
本
に
お
け
る
先
祖
の
観
念
」
岡
田
謙
・
喜
多
野
清
一
編
『
家
1
そ
の
構
造
分
析
ー
』
所
収
。

　
（
3
）
　
有
賀
喜
左
衛
門
「
不
幸
音
信
帳
か
ら
見
た
村
の
生
活
」
『
村
落
生
活
』
二
三
三
頁
。

　
（
4
）
　
有
賀
喜
左
衛
門
「
義
理
と
人
情
ー
公
と
私
！
」
『
現
代
道
徳
講
座
』
3
、
一
三
〇
頁
。


