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渡
辺
京
二
著

『
日
本
コ
ン
、
・
三
ー
ソ
主
義
の
系
譜
』

は
　
じ
　
め
　
に

　
同
時
代
を
生
ぎ
る
人
間
と
し
て
、
社
会
現
象
を
歴
史
現
象
に
読
み
か
え
る
と

き
、
ぞ
れ
を
果
た
そ
う
と
す
る
人
間
の
す
べ
て
が
姿
を
現
わ
さ
な
い
わ
け
は
な

い
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
人
間
が
そ
の
知
識
と
経
験
の
す
べ
て
、
つ
ま
り
ト
ー
タ

ル
な
人
間
を
全
投
入
し
て
、
現
象
の
意
味
を
歴
史
に
問
い
直
し
投
げ
か
え
す
営

為
だ
か
ら
で
あ
る
。
知
識
人
と
は
、
と
り
わ
け
〈
明
日
の
創
造
〉
に
は
り
さ
け

ん
ば
か
り
の
視
線
凝
固
を
要
求
す
る
《
時
代
》
を
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
に

は
、
ま
ち
が
い
な
く
自
己
に
も
同
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
歴
史
の
意
味
連
関
を

同
時
代
に
ぎ
り
ぎ
り
に
ま
で
問
い
詰
め
る
こ
と
に
一
所
懸
命
な
人
間
を
い
う
。

　
こ
の
極
限
的
な
知
的
営
為
の
担
い
手
に
社
会
科
学
者
が
い
る
。
そ
し
て
現

在
、
日
本
は
世
界
共
時
的
に
人
間
の
生
活
空
間
を
保
持
し
う
る
か
否
か
の
時
点

に
立
つ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
知
識
人
と
社
会
科
学
者
と
は
、
一
枚
の
コ
イ
ソ
の

表
裏
関
係
な
の
か
、
そ
れ
と
も
全
一
的
な
統
一
体
な
の
か
。

　
　
　
紹
介
と
批
評

　
私
は
こ
こ
で
知
識
人
論
を
や
ろ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
社
会
科
学

を
、
何
や
ら
こ
の
緊
張
関
係
と
し
て
認
識
し
な
い
か
の
よ
う
な
無
色
無
味
無
臭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

の
客
観
性
に
立
ち
つ
く
す
傾
向
が
、
私
た
ち
の
住
む
世
界
に
定
礎
し
て
し
ま
つ

た
憾
を
私
が
も
つ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
「
歴
史
に

依
存
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
歴
史
の
犠
牲
に
な
る
」
（
p
・
ゲ
ィ
）
こ
と
を
意
識

し
な
い
人
間
の
情
況
で
は
な
い
か
。

　
わ
れ
わ
れ
は
疲
れ
た
の
だ
ろ
う
か
・
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
何
に

疲
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
《
情
勢
》
に
疲
れ
た
と
し
か
い
い
よ
う

が
あ
る
ま
い
。
そ
の
場
合
、
　
「
目
本
浪
漫
派
が
嫌
悪
し
た
情
勢
論
と
か
時
務
論

は
む
ろ
ん
社
会
と
い
う
抽
象
的
な
空
間
に
か
か
わ
る
言
葉
」
で
あ
り
、
　
「
こ
の

個
体
か
ら
い
え
ば
不
可
視
で
あ
る
は
ず
の
抽
象
的
空
間
の
動
向
に
つ
い
て
云
々

　
　
　
　
　
　
　
メ

し
、
そ
こ
か
ら
個
体
で
あ
る
自
分
な
い
し
他
者
に
つ
い
て
の
当
為
を
ひ
き
出
し

て
く
る
よ
う
な
情
勢
論
」
　
（
一
九
七
ぺ
ー
ジ
）
に
疲
れ
た
と
確
認
し
て
も
よ
い
Q

　
だ
が
、
　
「
社
会
と
い
う
客
体
的
で
あ
る
と
同
時
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る

よ
う
な
空
間
を
、
自
分
が
日
々
具
体
的
に
経
験
し
て
い
る
疑
い
よ
う
の
な
い
生

活
空
間
に
た
ぐ
り
よ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
に
成
り
立
つ
の
が
情
況
と
い
う
概
念

で
あ
つ
て
、
す
な
わ
ち
そ
れ
は
社
会
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
で
も
な
く
生
活
と

い
う
具
体
で
も
な
い
よ
う
な
ひ
と
つ
の
思
想
的
な
空
間
を
指
示
す
る
と
い
う
ほ

か
」
（
｝
九
八
ぺ
ー
ジ
）
の
な
い
と
こ
ろ
に
ま
で
ゆ
き
つ
い
た
上
で
の
悪
戦
苦
闘

の
果
て
の
そ
れ
は
疲
れ
だ
つ
た
の
か
。
そ
し
て
、
　
「
そ
の
よ
う
な
思
想
的
空
間

は
、
’
そ
れ
ま
で
可
視
的
と
意
識
さ
れ
て
い
た
生
活
空
間
が
実
は
不
可
視
的
な
も

の
に
見
え
て
く
る
よ
う
な
逆
転
を
契
機
と
し
て
成
立
す
る
も
の
の
よ
う
」
だ
と

指
摘
さ
れ
れ
ば
、
私
が
今
お
ぼ
え
て
い
る
手
足
の
指
先
か
ら
体
内
の
す
べ
て
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
二
　
　
　
（
二
八
一
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

ほ
と
ば
し
り
流
れ
で
て
い
つ
て
し
ま
う
よ
う
な
脱
力
感
は
、
私
の
怠
惰
と
無
能

力
に
よ
る
も
の
だ
と
し
か
い
つ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
著
者
が
自
分
の
　
〃
情
況
論
へ
の
嫌
悪
〃
を
語
り
明
し
た
と
こ
ろ

で
、
　
「
何
ら
か
の
集
団
の
共
同
性
が
存
在
し
う
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
沈
黙
に
お

い
て
で
は
な
い
か
と
い
う
偏
執
的
な
思
い
こ
み
」
に
、
私
は
共
感
す
る
ま
で

に
疲
れ
こ
ん
で
い
て
、
　
「
い
わ
ゆ
る
運
動
論
的
な
議
論
に
よ
つ
て
深
化
す
る
よ

う
な
共
同
性
な
る
も
の
が
私
に
は
ま
つ
た
く
信
じ
ら
れ
な
い
」
（
二
〇
ニ
ペ
ー

ジ
）
点
に
同
調
す
る
ほ
ど
、
山
賊
夜
盗
風
の
人
的
結
合
に
へ
た
り
こ
ん
で
い
る

こ
と
を
私
は
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
独
り
で
立
つ
て
い
よ
う
と
し
て
立
て
な
く
な
り
そ
う
な
予
感
に
お
び
え
る
も

の
と
、
〃
独
り
立
つ
〃
こ
と
を
同
時
代
の
中
で
想
い
も
よ
ら
な
い
ひ
と
と
が
、

い
つ
し
よ
に
い
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
怪
し
い
こ
と
な
の
だ
。
そ
れ
す
ら
も
情
況

な
の
だ
か
ら
、
「
社
会
と
い
う
抽
象
空
問
と
具
体
的
な
個
の
所
有
す
る
実
存
空

間
と
を
貫
通
的
に
と
ら
え
た
い
」
欲
求
を
遮
断
で
き
る
は
ず
も
な
く
、
そ
の
欲

求
を
激
し
い
身
悶
え
を
媒
介
と
し
て
「
情
況
」
と
し
て
成
立
さ
せ
る
疲
れ
と
、

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

透
過
不
能
な
霧
の
よ
う
な
形
で
の
み
存
在
す
る
情
況
空
間
を
な
お
凝
視
し
よ
う

と
す
る
こ
と
の
疲
れ
と
が
な
お
さ
ら
に
重
合
し
な
い
で
は
す
ま
ぬ
。

　
だ
か
ら
と
い
つ
て
、
　
「
い
つ
た
ん
思
想
的
言
辞
を
吐
い
た
以
上
、
自
然
過
程

　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

を
ふ
ん
で
た
だ
の
お
と
な
と
し
て
老
い
る
と
い
う
ま
つ
と
う
な
途
は
、
永
遠
に

閉
さ
れ
た
」
（
二
六
八
ぺ
ー
ジ
）
と
「
あ
と
が
き
」
に
書
い
た
著
者
に
、
私
も
左

祖
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
み
ず
か
ら
知
識
人
と
し
て
同
一
化
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
つ
た
こ
と
へ
の
、
ぎ
り
ぎ
り
の
覚
悟
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。

※

＝
一
三

（
二
八
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
学
術
書
や
学
術
論
文
な
る
も
の
か
ら
知
的
け
わ
し
さ
が
な
く
な
つ
て
き
た
の

は
、
い
つ
た
い
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
私
が
い
つ
と
は
な
し
に
そ
う

い
つ
た
も
の
に
か
き
立
て
ら
れ
た
記
憶
を
失
つ
た
の
は
い
つ
ご
ろ
だ
つ
た
の
だ

ろ
う
。
ウ
ェ
！
バ
ー
、
マ
ル
ク
ス
、
マ
ン
ハ
イ
ム
、
あ
る
い
は
A
・
シ
ュ
ツ
ツ

や
P
・
バ
ー
ガ
i
、
丸
山
真
男
、
安
藤
英
治
、
藤
田
省
三
、
吉
本
隆
明
、
そ
し

て
最
近
で
は
石
牟
礼
道
子
や
土
本
典
昭
に
う
つ
つ
を
抜
か
す
こ
と
が
あ
つ
て

も
、
今
時
の
政
治
学
に
は
〃
政
治
は
上
部
構
造
〃
と
し
か
思
わ
せ
ぬ
何
も
の
か

が
揺
曳
し
て
い
る
。

　
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
　
「
は
じ
め
に
」
で
力
ん
で
〃
疲
れ
〃
を
告
白
し
て
し
ま

つ
た
に
し
ろ
、
《
現
実
》
を
現
象
か
ら
き
り
と
る
私
の
認
識
の
貧
困
に
よ
る
の

だ
ろ
う
し
、
そ
の
貧
困
を
す
ら
問
題
に
し
え
ぬ
私
の
希
薄
な
意
識
に
も
よ
つ
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
私
が
す
ぐ
れ
た
評
論
を
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
痛

苦
に
も
似
た
認
識
と
意
識
の
鮮
烈
さ
に
よ
つ
て
、
私
の
〃
貧
困
と
希
薄
〃
を
少

し
で
も
解
除
し
た
い
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
本
書
が
あ
る
。

※

※

　
著
者
は
日
本
を
見
る
。
い
や
日
本
だ
け
を
見
よ
う
と
す
る
、
と
い
つ
た
方
が

良
い
か
も
し
れ
ぬ
。
だ
が
、
目
本
に
埋
没
す
る
気
配
を
著
者
は
ま
つ
た
く
も
た

な
い
。
皇
国
少
年
で
あ
り
、
焼
跡
で
青
年
に
な
つ
た
身
が
〃
日
本
的
知
の
後
進

性
”
を
し
み
入
る
よ
う
に
感
得
し
な
か
つ
た
は
ず
も
な
け
れ
ば
、
左
翼
の
線
列

に
参
加
す
る
こ
と
で
の
挫
折
を
何
度
も
味
得
し
な
い
わ
け
も
な
い
。
む
し
ろ
、



そ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
著
者
は
突
き
ぬ
け
る
意
思
を
次
の
よ
う
に
論
理
と
し
て

立
て
る
。

　
　
日
本
的
知
と
い
う
井
戸
が
だ
め
な
の
は
、
そ
れ
が
井
戸
で
あ
る
か
ら
、
つ
ま
り
西
欧

　
　
的
知
と
は
と
も
す
れ
ば
遮
断
さ
れ
が
ち
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま

　
　
、
o
　
。
：
：
●

　
　
レ

　
　
問
題
は
井
戸
の
中
に
あ
つ
て
井
戸
を
越
え
る
方
法
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え

　
　
れ
ば
、
井
戸
を
深
い
ほ
う
に
た
ど
つ
て
世
界
の
水
面
に
通
底
す
る
回
路
を
設
定
す
る

　
　
こ
と
で
あ
る
。
…
…
…
規
準
を
す
べ
て
井
戸
の
外
に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
意
識
こ
そ
井

　
　
戸
の
本
質
を
表
わ
し
て
い
る
の
だ
…
…
…
。

　
　
日
本
的
知
の
後
進
性
は
む
ろ
ん
、
ア
ジ
ア
的
デ
ィ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
に
よ
つ
て
そ
の
根

　
　
本
を
規
定
さ
れ
て
い
る
。
広
く
世
界
に
窓
を
開
い
て
い
る
つ
も
り
、
近
代
の
先
端
を

　
　
走
つ
て
い
る
つ
も
り
の
学
芸
界
が
、
近
年
ま
す
ま
す
批
評
の
相
互
排
除
の
方
向
、
派

　
　
閥
的
な
相
互
保
身
の
方
向
へ
進
ん
で
い
る
の
は
、
む
ろ
ん
そ
の
ア
ジ
ア
的
後
進
性
の

　
　
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
ア
ジ
ア
的
後
進
性
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
、
い
つ

　
　
そ
う
深
く
そ
れ
に
は
ま
り
こ
む
の
で
あ
る
。
私
は
そ
う
い
う
方
法
は
と
ら
な
い
。
か

　
　
つ
て
の
私
の
無
知
が
、
す
べ
て
を
疑
え
と
い
う
徹
底
的
批
判
の
方
法
を
欠
い
て
い
た

　
　
と
こ
ろ
に
胎
ま
れ
た
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
…
…
…
私
は
逆
に
、
ア
ジ
ア
的
共
同
性

　
　
と
い
う
井
戸
の
底
へ
向
う
こ
と
に
よ
つ
て
世
界
的
思
想
と
通
底
す
る
と
い
う
、
私
た

　
　
ち
に
固
有
な
思
想
の
独
立
独
行
の
途
を
選
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
。
　
（
二
五
六
－
七

　
　
ぺ
ー
ジ
）

　
日
本
の
底
を
掘
り
抜
い
て
世
界
に
通
底
す
る
思
想
的
営
為
、
こ
れ
は
特
殊
か

ら
普
遍
へ
と
突
き
抜
け
る
こ
と
に
成
功
す
る
べ
く
努
力
し
た
、
わ
れ
わ
れ
の
数

少
な
い
創
造
的
先
人
た
ち
の
途
で
あ
つ
た
。
だ
が
そ
の
場
合
で
も
、
井
戸
か
ら

は
い
あ
が
り
脱
出
す
る
意
向
こ
そ
が
多
か
つ
た
し
、
あ
る
い
は
自
然
科
学
の
普

遍
性
に
購
着
さ
れ
て
、
特
殊
日
本
に
落
ち
こ
ん
で
自
覚
し
な
い
た
ぐ
い
が
多
か

　
　
　
紹
介
と
批
評

つ
た
Q
し
か
し
、
突
ぎ
抜
い
て
、
世
界
に
通
底
す
る
に
は
掘
り
抜
く
こ
と
し
か

な
い
。
こ
の
掘
り
抜
き
は
孤
絶
の
作
業
で
あ
る
。
そ
の
作
業
の
一
端
こ
そ
が
第

一
部
「
日
本
コ
ン
、
・
三
ー
ン
主
義
の
系
譜
」
に
お
さ
め
ら
れ
た
八
篇
の
論
文
な

の
で
あ
る
。

※
　
　
※
　
　
※

　
日
本
を
掘
り
抜
い
て
世
界
に
通
底
す
る
の
を
著
者
の
方
法
論
の
一
方
と
す
る

な
ら
ば
、
他
方
は
日
本
を
つ
く
つ
て
い
る
基
層
民
を
掘
り
抜
く
こ
と
に
あ
る
。

そ
の
場
合
、
つ
ね
に
わ
れ
わ
れ
に
か
ぶ
さ
つ
て
く
る
の
は
天
皇
制
国
家
の
問
題

で
あ
る
・
こ
れ
を
貫
通
し
な
け
れ
ば
、
基
層
民
に
は
ゆ
き
当
ら
な
い
。
「
戦
後

天
皇
制
は
可
能
か
」
が
こ
の
こ
と
が
ら
を
語
つ
て
い
る
。

　
著
者
の
天
皇
国
家
論
は
天
皇
制
国
家
も
徹
底
的
に
人
為
的
国
民
国
家
形
成
と

す
る
点
で
、
私
を
満
足
さ
せ
る
。
そ
れ
は
北
一
輝
が
『
国
体
論
及
び
純
正
社
会

主
義
』
で
見
抜
い
た
、
「
近
代
日
本
国
家
の
天
皇
は
、
そ
れ
ま
で
存
在
し
て
い

た
中
世
的
天
皇
（
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
古
代
的
天
皇
）
と
は
、
少
な
く
と
も
論
理

的
に
は
何
の
関
係
も
な
い
『
国
家
』
の
被
造
物
」
（
一
七
九
ぺ
ー
ジ
）
と
す
る
主

張
で
あ
る
Q
言
い
か
え
れ
ば
、
由
天
皇
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
国
民
の
意

識
に
定
位
す
る
た
め
の
条
件
は
、
歴
史
的
に
ぎ
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
い
た
と
み

る
べ
ぎ
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
治
か
ら
昭
和
に
い
た
る
日
本
の
戦
前
社
会
に
お
い

て
の
み
成
り
立
ち
う
る
、
特
殊
な
条
件
で
あ
つ
た
。
つ
ま
り
天
皇
を
国
民
の
潜

在
意
識
の
な
か
に
深
く
根
を
も
つ
よ
う
な
存
在
と
思
い
こ
ま
せ
る
よ
う
な
作
業

は
、
わ
ず
か
八
十
年
間
の
日
本
戦
前
社
会
に
お
い
て
の
み
か
ろ
う
じ
て
可
能
な

作
業
だ
つ
た
」
（
一
八
O
ぺ
ー
ジ
）
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
三
二
　
　
（
二
八
三
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

　
だ
い
た
い
明
治
維
新
は
、
帝
国
主
義
時
代
に
あ
つ
て
、
　
「
西
欧
列
強
の
武
装

包
囲
に
対
抗
し
う
る
富
国
強
兵
の
国
家
を
創
設
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
動
機

を
根
底
と
し
た
明
治
指
導
者
た
ち
が
、
「
封
建
領
主
の
家
臣
と
し
て
の
三
百
年

に
近
い
記
憶
に
縛
ら
れ
て
お
り
、
高
貴
で
よ
り
正
統
な
君
主
を
探
し
出
さ
ず
に

は
、
そ
れ
ま
で
臣
属
し
て
き
た
君
侯
の
支
配
を
廃
絶
す
る
こ
と
は
不
可
能
」

（
一
八
三
ぺ
ー
ジ
）
な
事
態
を
ふ
ま
え
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
明
治
指
導
者
た
ち
は
、
資
本
制
に
も
と
づ
く
国
民
国
家
旺
軍
事
的
強

国
の
等
式
を
見
抜
い
て
い
た
。
こ
こ
に
は
天
皇
に
よ
る
資
本
制
国
家
な
ぞ
は
あ

り
え
な
い
◎
　
「
明
治
国
家
は
ど
う
あ
つ
て
も
…
…
…
彼
ら
が
す
み
ず
み
ま
で
指

導
し
つ
く
し
支
配
し
つ
く
す
国
家
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

　
封
建
的
家
臣
と
し
て
の
彼
ら
に
は
、
こ
の
天
皇
は
手
段
に
ち
が
い
な
か
つ
た

か
ら
こ
そ
、
国
政
指
導
上
無
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
方
で
、
国
民
は
臣
属

す
る
対
象
を
も
つ
べ
し
、
と
い
う
意
味
で
神
聖
君
主
の
相
貌
を
も
た
せ
る
必
要

が
あ
つ
た
。
さ
ら
に
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
創
出
さ
れ
て
い
つ
た
。
つ
ま

り
、
「
天
皇
は
親
で
あ
り
国
民
は
子
で
あ
る
と
い
う
家
族
国
家
原
理
と
、
天
皇

は
思
想
・
学
問
・
信
仰
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
価
値
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
個
人
の
内
面
を

規
定
し
う
る
と
い
う
教
育
勅
語
原
理
と
を
二
大
支
柱
と
す
る
」
そ
れ
で
あ
る
。

か
く
て
、
　
「
天
皇
は
、
一
面
で
は
き
わ
め
て
西
欧
的
な
立
憲
君
主
で
あ
り
、
一

面
で
は
き
わ
め
て
東
洋
的
な
家
父
長
で
あ
る
と
い
う
、
ヤ
ヌ
ス
的
存
在
で
あ
ら

ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
」
　
（
一
八
六
ぺ
ー
ジ
）

　
こ
の
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
明
治
指
導
者
の
民
衆
支
配
の
統
治
の
秘
薬

で
あ
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
資
本
主
義
が
富
国
強
兵
と
共
に
発
達
す
る

こ
と
は
、
市
民
社
会
的
現
実
の
伸
展
で
も
あ
つ
た
。
つ
ま
り
「
安
全
弁
的
回
路
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
四
　
　
（
二
八
四
）

と
し
て
の
天
皇
制
イ
デ
オ
β
ギ
ー
は
、
右
翼
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
形
態
を
と
つ

た
大
正
中
期
の
逆
流
と
衝
突
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
し
か
し
、
そ
の
実

体
は
、
〈
共
同
性
へ
の
飢
渇
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
著
者
は
い
弘
。
　
「
こ
の

共
同
性
へ
の
飢
え
は
直
接
わ
が
国
の
共
同
体
民
の
伝
統
的
心
性
か
ら
発
す
る
と

い
う
よ
り
、
市
民
社
会
的
現
実
の
進
展
の
た
だ
な
か
に
、
共
同
体
か
ら
馳
り
立

て
ら
れ
漂
流
す
る
個
の
、
特
殊
に
昂
進
し
た
欲
求
と
み
る
ほ
う
が
正
確
で
あ

る
Q
…
…
…
こ
の
よ
う
な
病
的
に
近
い
飢
渇
感
は
、
か
つ
て
こ
の
国
の
伝
統
に

は
な
か
つ
た
も
の
と
さ
え
い
う
こ
と
が
で
き
る
Q
こ
の
飢
渇
は
天
皇
性
共
同
体

神
話
と
の
あ
い
だ
に
、
お
そ
る
べ
き
共
鳴
を
ひ
き
起
し
た
。
昂
進
は
相
互
的
で

あ
つ
た
。
そ
の
共
鳴
か
ら
相
互
昂
進
に
い
た
る
過
程
の
結
果
に
つ
い
て
多
く
を

い
う
必
要
は
な
い
。
そ
れ
は
周
知
の
昭
和
前
期
の
騒
乱
へ
行
き
着
い
た
の
で
あ

る
。
」
（
一
八
七
ぺ
ー
ジ
）

　
こ
こ
で
ど
う
し
て
も
、
著
者
の
次
の
指
摘
だ
け
は
引
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
Q
　
「
昭
和
期
の
い
わ
ゆ
る
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
、
け
つ
し
て
明
治
期
の
天

皇
制
専
制
支
配
の
昂
進
し
た
姿
な
の
で
は
な
い
。
…
…
…
両
者
の
あ
い
だ
に
一

貫
し
て
い
る
過
程
は
た
だ
、
資
本
制
市
民
社
会
が
基
層
民
を
把
握
す
る
広
さ
と

強
度
が
増
大
す
る
過
程
で
あ
る
。
天
皇
制
神
話
が
国
民
統
合
の
手
段
と
し
て
順

調
に
機
能
し
え
た
後
者
の
段
階
は
、
資
本
制
市
民
社
会
の
原
理
が
基
層
民
を
把

握
す
る
一
定
の
弱
さ
に
あ
い
応
じ
て
お
り
、
前
者
の
段
階
に
お
い
て
天
皇
制
支

配
む
お
び
や
か
す
逆
流
の
流
源
と
な
つ
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
基
層
民
を
一
定
の

強
度
で
把
握
し
う
る
よ
う
に
な
つ
た
こ
と
の
指
標
で
あ
る
。
そ
し
て
戦
後
社
会

に
お
い
て
、
天
皇
制
神
話
が
正
逆
い
ず
れ
の
方
向
に
も
機
能
し
え
な
く
な
つ
た

と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
市
民
社
会
的
原
理
が
全
基
層
民
を
完
全
に
把
握
し
つ



く
し
た
こ
と
の
指
標
な
の
で
あ
る
。
」
（
一
八
八
ぺ
ー
ジ
）

※
　
※
　
※
　
※

　
基
層
民
が
市
民
社
会
化
の
論
理
と
現
実
の
中
で
個
化
さ
れ
、
し
た
が
つ
て
人

間
と
し
て
の
共
同
性
に
飢
え
た
と
き
、
天
皇
制
神
話
は
支
配
エ
リ
ー
ト
の
市
民

社
会
移
行
へ
の
意
思
の
安
全
弁
で
は
な
く
な
り
、
支
配
エ
リ
ー
ト
の
存
立
を
脅

か
す
に
い
た
る
倒
立
の
思
考
過
程
、
そ
れ
を
著
者
は
思
想
的
史
的
営
為
と
し
て

確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
西
郷
に
し
て
も
岡
倉
天
心
に
し
て

も
、
あ
る
い
は
石
光
真
清
や
権
藤
成
卿
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
位
相
が
、
こ
の

論
脈
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
抱
懐
し
て
い
た
は
ず
の
ナ
シ
召
ナ

リ
ズ
ム
が
、
ど
こ
か
で
砕
け
散
つ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
精
神
の
地
点
を
さ
ぐ

り
当
て
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
　
「
彼
は
、
国
家
と
か
国
際
政
治
と
か
政
治

的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
か
い
う
も
の
は
、
歴
史
の
谷
間
に
あ
る
生
活
大
衆
を
危
難

か
ら
救
済
す
る
も
の
で
は
な
く
、
か
え
つ
て
彼
ら
を
谷
間
に
蹴
落
す
も
の
で
は

な
い
の
か
、
と
い
う
認
識
に
達
し
た
わ
け
で
あ
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
石

光
真
清
に
お
け
る
〃
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
〃
が
そ
の
核
心
に
お
い
て
解
体
さ
れ
た

こ
と
を
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
」
　
（
七
六
ー
七
ぺ
ー
ジ
）
の
指
摘
を
例
示
し
て
お

こ
う
o

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
安
全
弁
を
突
破
す
る
逆
流
の
も
つ
と
も
顕
示
的
な
例

は
、
や
は
り
北
一
輝
で
あ
り
、
二
・
二
六
に
お
け
る
叛
乱
将
校
で
あ
ろ
う
。
著

者
が
、
　
「
北
は
、
西
欧
型
市
民
社
会
は
人
間
の
棲
む
社
会
で
は
な
い
と
い
う
日

本
基
層
民
の
感
性
を
土
台
に
、
自
己
の
共
同
社
会
主
義
を
樹
立
し
よ
う
と
し

た
。
つ
ま
り
ア
ジ
ア
的
共
同
性
の
思
想
を
、
〈
近
代
〉
と
い
う
批
判
的
る
つ
ぽ

　
　
　
紹
介
と
批
評

を
く
ぐ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
現
代
に
甦
え
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
彼
の

思
惟
の
骨
格
を
か
た
ち
づ
く
つ
た
東
洋
的
観
念
弁
証
法
の
た
め
に
、
共
同
社
会

イ
ク
オ
ー
ル
民
族
共
同
体
と
い
う
呪
縛
の
圏
外
か
ら
つ
い
に
脱
出
す
る
こ
と
が

で
ぎ
な
か
つ
た
」
　
（
一
一
五
ー
六
ぺ
ー
ジ
）
ど
見
透
し
、
　
「
北
が
倒
れ
た
と
こ
ろ

は
、
わ
れ
わ
れ
が
歩
み
出
す
地
点
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
的
共
同
体
に
か
く
れ
て
い

る
〈
個
〉
の
根
つ
こ
を
掘
り
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
か
◎
そ
し
て
そ
れ

を
西
欧
的
個
と
等
距
離
に
置
い
て
、
そ
の
う
え
に
世
界
史
的
な
共
同
社
会
の
展

望
を
ひ
と
つ
の
思
想
性
と
し
て
確
立
で
き
る
も
の
か
」
　
（
二
六
ー
七
ぺ
ー
ジ
）

と
提
起
す
る
の
は
、
ま
さ
し
く
見
る
べ
き
も
の
を
見
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。

　
二
・
二
六
に
つ
い
て
は
、
著
者
の
行
論
は
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
だ
が
「
復

古
的
天
皇
の
神
聖
支
配
下
に
あ
る
臣
民
国
家
な
ど
と
い
う
、
か
わ
い
気
の
あ
る

夢
想
な
ど
で
は
な
く
、
ま
さ
に
機
関
説
的
状
況
（
す
な
わ
ち
市
民
社
会
へ
の
過
渡

段
階
）
の
『
一
段
高
ぎ
進
化
』
へ
向
け
て
の
変
革
」
（
一
四
〇
1
四
一
ぺ
ー
ヅ
）
を

叛
乱
将
校
が
意
図
し
た
か
ら
こ
そ
、
支
配
者
た
ち
は
彼
ら
を
抹
殺
し
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ

な
ら
な
か
つ
た
の
だ
、
と
す
る
分
析
的
発
見
は
、
私
に
は
、
著
者
の
方
法
論
に

定
礎
さ
れ
て
い
る
最
重
大
な
と
こ
ろ
だ
け
に
、
考
え
こ
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
こ

れ
は
間
違
い
な
く
、
H
I
U
・
ヴ
ェ
ー
ラ
ー
な
ど
の
テ
ー
ゼ
と
共
に
、
わ
れ
わ
れ

が
共
闘
す
べ
き
〈
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
近
代
化
〉
の
問
題
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
私
が
日
本
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
ナ
シ
ョ
ナ
ゾ
ズ
ム
に
決
定
的
な
《
政
治
的
現

実
》
を
見
た
の
は
、
石
光
真
清
の
四
冊
の
手
記
に
、
藤
田
省
三
さ
ん
と
の
二
〇

年
後
の
選
遁
に
よ
つ
て
ぶ
つ
か
つ
た
、
そ
の
と
き
で
あ
つ
た
。
　
「
く
に
の
運
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
五
　
　
（
二
八
五
）
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と
ひ
と
の
行
末
と
が
こ
ま
や
か
に
結
ば
れ
て
い
た
時
代
で
あ
つ
た
」
と
い
う
一

文
に
で
あ
つ
た
と
き
の
息
づ
ま
る
よ
う
な
衝
迫
を
私
は
忘
れ
か
ね
て
い
る
。

　
そ
こ
か
ら
私
は
、
で
ぎ
る
だ
け
こ
の
ひ
と
と
く
に
の
む
す
び
の
と
こ
ろ
を
見

た
い
と
思
つ
て
き
た
、
そ
れ
は
書
く
こ
と
も
書
け
る
こ
と
も
願
わ
な
い
、
私
の

日
本
人
の
道
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
気
の
お
も
む
く
ま
ま
の

私
の
遍
歴
の
な
か
で
、
実
は
渡
辺
京
二
氏
に
は
な
ん
ど
も
ぶ
つ
か
つ
て
き
た
。

だ
が
、
私
に
は
ど
う
も
分
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
。
　
『
小
さ
き
も
の
の
死
』

と
『
神
風
連
と
そ
の
時
代
』
そ
し
て
『
評
伝
宮
崎
稲
天
』
が
う
ま
く
結
び
つ
い

て
く
れ
な
い
の
で
あ
つ
た
。

　
本
書
の
二
度
目
を
読
み
お
え
た
と
き
、
私
に
は
よ
う
や
く
分
か
る
も
の
が
あ

つ
た
。
石
牟
礼
道
子
氏
の
も
の
を
読
ん
で
い
た
と
き
に
ゆ
き
当
つ
た
、
地
の
底

を
流
れ
、
世
界
の
地
に
通
底
す
る
暗
河
（
く
ら
・
ご
う
）
の
思
想
に
立
つ
こ
と
の

意
味
が
で
あ
る
。

　
目
本
人
の
思
想
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
騎
分
け
を
す
る
こ
と

以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
し
た
が
つ
て
、
限
り
な
い
い
と
お
し
み
と
限
り
な
い

冷
徹
さ
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
れ
を
現
実
化
す
る
明
晰
さ
が
必

須
で
あ
る
。
私
に
は
、
著
者
の
営
為
が
、
学
問
以
前
と
以
後
を
見
事
に
兼
摂
し

た
も
の
に
見
え
る
。
そ
し
て
学
問
の
現
在
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
る

は
ず
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
六
版
、
二
六
八
ぺ
ー
ジ
、
葦
書
房
、
一
八
O
O
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
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二
八
六
）


