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工
学
に
欠
け
る
も
の
、
政
治
学
に
欠
け
る
も
の

　
　
ー
「
問
題
解
決
の
た
め
の
学
間
」
の
条
件
1

根

岸

毅

工学に欠けるもの，政治学に欠けるもの

は
じ
め
に

　
一
　
学
間
と
実
生
活
の
か
か
わ
り

　
二
　
工
学
と
政
治
学
は
同
種
の
も
の
で
あ
る
こ
と

　
三
　
政
治
学
に
欠
け
る
も
の
、
工
学
に
欠
け
る
も
の

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　
現
代
は
、
未
曽
有
の
物
質
的
な
豊
か
さ
を
、
日
本
も
含
め
た
先
進
諸
国
に
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
と
裏
腹
に
、
精
神
的
な
閉
塞
状
態
が
指

摘
さ
れ
る
の
も
現
代
で
あ
る
．
経
済
成
長
に
と
も
な
う
環
境
汚
染
の
深
刻
化
や
心
身
症
の
多
発
、
あ
り
余
る
物
に
囲
ま
れ
て
育
っ
た
子
供

た
ち
の
間
に
は
び
こ
る
い
じ
め
と
非
行
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
は
現
代
の
問
題
状
況
を
象
徴
的
に
示
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
状
況
は
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
人
間
の
努
力
の
成
功
と
失
敗
の
証
で
あ
る
．
そ
れ
は
ま
た
、
そ
の
努
力
の
重
要
な
部
分
を
占
め
る

1
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知
的
活
動
に
長
所
と
欠
陥
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
．

　
で
は
、
人
が
精
神
的
に
も
物
質
的
に
も
豊
か
な
生
活
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
ぎ
、
そ
れ
を
目
指
し
て
行
な
わ
れ
る
知
的
活
動
は
い
か

に
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
こ
の
問
に
対
す
る
答
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
．
そ
の
た
め
に
は
、
学
問
と
実
生
活
の
か
か
わ
り

の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
．
そ
の
か
か
わ
り
方
を
基
準
に
す
れ
ば
．
工
学
と
政
治
学
は
同
種
の
知
的
活
動
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
．
豊
か
な
生
活
の
実
現
を
目
指
す
知
的
活
動
の
あ
る
べ
き
姿
は
、
両
者
の
違
い
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
種
の
知
的
活
動
と
し

て
持
つ
べ
き
属
性
に
異
な
る
点
で
欠
け
て
い
る
こ
と
の
現
わ
れ
と
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
輪
郭
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

2

一
　
学
問
と
実
生
活
の
か
か
わ
り

　
実
生
活
と
の
か
か
わ
り
方
に
注
目
し
た
学
問
区
分
で
も
っ
と
も
一
般
化
し
て
い
る
の
は
．
学
問
研
究
を
基
礎
と
応
用
に
分
け
る
そ
れ
で

あ
る
．
し
か
し
、
こ
の
分
け
方
に
は
、
学
問
と
実
生
活
の
か
か
わ
り
方
の
実
態
に
合
わ
な
い
理
解
が
含
ま
れ
て
い
る
．
し
た
が
っ
て
、
こ

の
誤
っ
た
理
解
を
正
す
こ
と
が
ま
ず
必
要
で
あ
る
．

　
a
　
基
礎
科
学
と
応
用
科
学
ー
学
問
の
社
会
的
効
用
に
つ
い
て
の
誤
解

　
学
問
研
究
を
基
礎
科
学
と
応
用
科
学
に
分
け
る
考
え
は
、
政
治
学
者
の
間
で
も
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
．
こ
こ
で
は
、
学
問
研
究

に
は
「
社
会
の
役
に
立
た
な
い
基
礎
科
学
」
と
「
役
に
立
つ
応
用
科
学
」
が
あ
り
、
前
者
の
成
果
を
後
者
が
応
用
す
る
こ
と
で
社
会
に
役

立
つ
技
術
が
生
ま
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
．
基
礎
科
学
の
応
用
科
学
に
対
す
る
論
理
的
先
行
性
が
指
摘
さ
れ
る
（
釜
註
・
罫
昌
睾

ぎ
§
帖
§
糟
ぎ
。
遷
9
蕊
、
。
§
帖
§
の
魯
§
恥
（
Z
①
≦
属
。
詩
”
竃
8
昌
一
一
彗
、
一
。
認
）
｝
等
曽
－
N
μ
卜
。
刈
）
。

　
こ
の
考
え
の
前
半
、
す
な
わ
ち
、
種
々
の
学
問
研
究
が
「
実
生
活
の
役
に
立
っ
て
い
る
」
集
合
と
そ
う
で
な
い
集
合
に
分
け
ら
れ
る
と
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い
う
指
摘
は
事
実
と
し
て
正
し
い
．
し
か
し
、
両
者
の
関
係
を
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
つ
ぎ
に
示
す
よ
う
に
論
理
的
に
間
違
っ

て
い
る
。

　
基
礎
科
学
、
基
礎
研
究
の
任
務
は
実
際
問
題
の
解
決
で
は
な
く
、
事
象
の
説
明
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
説
明
の
た
め
に
は
つ
ぎ
の
作

業
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
説
明
さ
れ
る
べ
き
あ
る
具
体
的
な
事
象
を
、
あ
る
変
数
（
従
属
変
数
、
被
説
明
変
数
）
が

あ
る
値
を
と
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
の
変
数
と
他
の
諸
変
数
（
独
立
変
数
、
説
明
変
数
）
と
の
間
の
因
果
の
関
係
を
法
則
と
し
て
解
明

す
る
こ
と
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
事
象
に
つ
い
て
説
明
が
つ
い
た
と
い
う
の
は
、
a
、
そ
の
よ
う
な
「
法
則
」
が
特
定
さ
れ
、
b
、
そ

の
事
象
が
、
そ
の
法
則
の
記
述
す
る
被
説
明
変
数
が
特
定
の
値
を
と
っ
た
事
例
と
し
て
理
解
さ
れ
、
c
、
そ
の
法
則
の
記
述
す
る
説
明
変

数
の
b
に
対
応
す
る
値
の
事
例
を
、
b
を
「
結
果
」
と
し
て
生
起
さ
せ
た
「
原
因
（
条
件
）
」
と
し
て
特
定
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
こ
の
、
法
則
・
条
件
・
結
果
の
間
で
推
論
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
思
考
の
論
理
構
造
に
関
し
て
は
、
説
明
も
予
測
も
問
題
解
決
（
ふ

っ
う
言
う
応
用
を
含
む
）
も
同
じ
で
あ
る
．
つ
ま
り
、
説
明
が
任
務
だ
と
さ
れ
る
基
礎
科
学
も
、
間
題
解
決
が
任
務
だ
と
さ
れ
る
応
用
科
学

も
、
そ
の
任
務
を
全
う
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
論
理
構
造
を
も
っ
た
思
考
の
過
程
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
両
者
の
間
の
相
違
は
、
研

究
者
が
、
こ
の
思
考
の
過
程
に
ど
の
よ
う
に
入
っ
て
い
く
か
、
こ
の
論
理
構
造
の
ど
の
要
素
に
ど
の
よ
う
な
動
機
で
ま
ず
注
目
す
る
か
に

あ
る
．
そ
れ
は
、
研
究
者
が
知
的
活
動
を
開
始
す
る
際
の
動
機
の
問
題
、
つ
ま
り
科
学
の
関
わ
ら
な
い
「
発
見
の
文
脈
」
の
問
題
で
あ
る
。

　
　
日
本
語
の
「
問
題
」
も
英
語
の
、
．
胃
。
乞
Φ
ヨ
．
、
も
多
義
的
で
あ
る
の
で
、
そ
の
言
葉
を
使
う
際
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
．

　
　
こ
こ
で
い
う
「
問
題
」
と
は
、
人
が
欲
求
を
満
足
な
形
で
充
足
さ
せ
な
が
ら
生
き
よ
う
と
す
る
場
面
（
文
脈
）
に
生
ず
る
特
定
の
事
情
の
こ
と
で

　
あ
る
．
人
は
、
自
分
の
生
活
環
境
に
つ
い
て
、
こ
う
あ
っ
て
欲
し
い
と
い
う
考
え
（
構
想
、
階
・
蒔
⇒
）
を
も
つ
。
と
こ
ろ
が
、
生
活
環
境
の
現
実
は
、

　
茅
、
れ
か
ら
隔
た
っ
て
い
た
り
、
そ
の
実
現
を
阻
む
要
素
を
も
っ
て
い
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
場
合
、
私
た
ち
は
、
そ
の
現
実
の
あ
り
様
が
問

　
題
だ
と
い
う
．
こ
の
意
味
の
問
題
は
、
人
が
生
き
て
い
く
上
で
の
「
不
都
合
」
（
ぎ
8
毫
①
巳
豊
8
の
）
と
か
「
障
害
」
（
。
げ
9
霧
誼
）
の
こ
と
で
あ
る
．

　
こ
の
種
の
問
題
に
対
す
る
答
（
解
決
）
は
、
不
都
合
な
現
実
に
手
を
加
え
、
そ
れ
を
、
思
考
の
産
物
で
あ
る
構
想
の
方
に
合
わ
せ
る
こ
と
で
も
た
ら

＊

3
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さ
れ
る
。
答
が
正
解
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
の
基
準
は
評
価
者
が
心
に
抱
く
考
え
で
あ
り
、
現
実
す
な
わ
ち
評
価
者
の
生
活
環
境
は
評
価
の
対
象
で

あ
る
。
こ
れ
が
第
一
の
場
合
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
人
が
、
現
実
と
は
無
関
係
に
、
思
考
の
中
の
み
で
首
尾
一
貫
し
た
論
理
の
体
系
を
作
ろ
う
と
す
る
場
面
で
生
ず
る
特
定
の
事
情
の
こ
と

で
あ
る
．
そ
の
体
系
が
未
だ
に
不
完
全
で
．
そ
の
一
部
が
欠
け
て
い
た
り
、
曖
昧
で
あ
っ
た
り
す
る
と
、
そ
の
部
分
を
補
っ
て
完
全
な
も
の
に
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
．
こ
の
課
題
が
問
題
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
種
の
問
題
に
答
え
る
作
業
は
、
思
考
の
中
の
み
で
首
尾
一
貫
し
た
体
系

を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
答
が
正
解
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
の
基
準
は
体
系
の
首
尾
一
貫
性
で
あ
る
。
考
え
出
さ
れ
た
体
系
は
、
そ

の
基
準
に
照
ら
し
て
評
価
さ
れ
、
修
正
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
第
三
は
、
人
が
、
生
活
環
境
の
成
り
立
ち
を
分
析
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
理
解
（
理
論
、
夢
8
藁
）
を
得
よ
う
と
す
る
場
面
で
生
ず
る
特
定
の
事

情
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
論
が
未
だ
に
不
完
全
で
、
そ
の
一
部
が
欠
け
て
い
た
り
、
曖
昧
で
あ
っ
た
り
す
る
と
、
理
論
の
そ
の
部
分
を
完
全
な
も

の
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
課
題
も
ま
た
問
題
と
呼
ぽ
れ
る
。
こ
の
種
の
問
題
に
答
え
る
作
業
は
、
生
活
環
境
の
現
実
に
合

致
す
る
よ
う
に
理
論
を
考
え
出
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
答
が
正
解
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
の
基
準
は
、
理
論
が
い
か
に
う
ま
く
事
実
に
合
致

す
る
か
で
あ
る
。
考
え
出
さ
れ
た
理
論
は
、
そ
の
基
準
に
照
ら
し
て
評
価
さ
れ
、
修
正
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
、
第
二
、
第
三
の
意
味
の
問
題
は
「
研
究
課
題
」
（
3
器
貰
9
鷺
〇
三
①
霧
）
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
四
は
、
既
存
の
論
理
体
系
や
理
論
や
そ
の
他
の
知
識
の
一
部
が
あ
る
人
に
対
し
て
は
隠
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
人
に
、
そ
の
部
分
を
明
示
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
場
面
で
生
ず
る
．
こ
の
課
題
も
ま
た
問
題
と
呼
ば
れ
る
．
こ
の
課
題
は
「
当
て
物
」
（
β
ε
と
呼
ぽ
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し

い
。
こ
の
種
の
問
題
に
答
え
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
隠
れ
た
部
分
を
明
示
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
わ
ぽ
「
物
当
て
」
の
作
業
と
な
る
．
こ
の

場
合
、
答
が
正
解
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
の
基
準
は
、
答
が
い
か
に
う
ま
く
そ
の
隠
さ
れ
た
部
分
に
合
致
す
る
か
で
あ
る
．
考
え
出
さ
れ
た
答
は
そ

の
基
準
に
照
ら
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
．

　
私
た
ち
が
通
常
は
っ
き
り
と
は
区
別
せ
ず
に
論
じ
て
い
る
「
問
題
」
な
る
も
の
は
、
以
上
の
よ
う
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
本
稿
で
「
問
題

解
決
」
と
い
う
場
合
の
そ
れ
は
、
こ
の
第
一
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
、
問
題
に
対
す
る
答
の
望
ま
し
さ
の
基
準
が
評
価
者
の
思
考
の
産
物

（
生
活
の
構
想
、
自
鐘
曽
）
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
．
こ
れ
に
対
し
て
、
他
の
問
題
に
あ
っ
て
は
、
人
間
の
思
考
の
産
物
は
、
別
の
基
準
に
基
づ
い
て
評

価
さ
れ
る
対
象
で
し
か
な
い
。

4

問
題
解
決
と
は
無
関
係
に
行
な
わ
れ
る
「
説
明
』

は
　　、

す
で
に
生
起
し
た
あ
る
具
体
的
な
事
象
に
注
目
し
，
「
こ
れ
は
な
ぜ
生
起
し
た
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の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
間
を
発
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
．
説
明
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
作
業
は
上
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
こ

で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
「
結
果
と
し
て
の
事
象
」
で
あ
り
、
研
究
者
の
知
的
好
奇
心
の
満
足
が
こ
の
種
の
問
い
か
け
の
動
機
と
な
っ
て

い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
「
問
題
解
決
」
は
、
あ
る
事
象
の
現
在
の
状
態
が
、
不
都
合
な
も
の
し
た
が
っ
て
努
力
し
て
改
変
す
べ
き
も
の
と
評
価
さ

れ
、
注
目
さ
れ
た
と
き
に
始
ま
る
。
こ
こ
で
発
せ
ら
れ
る
問
は
、
「
こ
れ
は
ど
う
す
れ
ば
良
く
な
る
の
だ
ろ
う
か
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
事
象
は
、
条
件
の
変
化
の
結
果
そ
の
状
態
が
変
化
す
る
変
数
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
に
答
を
出
す
た
め
に
は
、

ま
ず
、
問
題
の
事
象
の
、
現
状
と
は
異
な
る
状
態
を
、
望
ま
し
い
も
の
し
た
が
っ
て
努
力
し
て
実
現
す
べ
き
も
の
と
し
て
特
定
す
る
必
要

が
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
事
象
を
被
説
明
変
数
と
し
て
記
述
す
る
法
則
、
お
よ
び
、
そ
の
法
則
が
記
述
す
る
説
明
変
数
の
、
問
題
の
事
象

の
良
し
と
さ
れ
た
状
態
に
対
応
す
る
具
体
的
な
状
態
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
特
定
に
よ
っ
て
、
「
問
題
の
事
象
は
こ
う
い
う
状

態
に
な
れ
ば
良
い
．
そ
の
状
態
は
、
こ
の
条
件
（
原
因
）
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
法
則
が
作
用
す
る
結
果
生
ず
る
も
の
だ
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

こ
れ
か
ら
手
を
打
っ
て
そ
の
条
件
を
整
え
て
や
れ
ば
良
い
」
と
い
う
答
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
．

　
こ
こ
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
も
「
結
果
と
し
て
の
事
象
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
注
目
す
る
動
機
は
、
現
実
生
活
に
現
わ
れ
る
不
都
合
（
問

題
）
を
除
去
（
解
決
）
し
よ
う
と
す
る
実
際
的
関
心
で
あ
る
．
問
題
解
決
の
独
自
性
は
こ
こ
に
あ
る
．
し
か
し
、
同
時
に
指
摘
す
べ
き
こ

と
は
、
動
機
に
違
い
が
あ
る
と
は
い
え
、
提
起
し
た
問
に
対
し
て
答
を
見
出
だ
す
思
考
の
論
理
構
造
に
関
し
て
は
、
問
題
解
決
と
説
明
の

間
に
違
い
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
科
学
哲
学
で
は
、
こ
の
点
を
「
説
明
・
予
測
・
応
用
の
論
理
的
対
称
性
」
と
表
現
し
て
、
注
目

し
て
い
る
（
参
照
、
リ
チ
ャ
！
ド
・
S
・
ラ
ド
ナ
ー
（
塩
原
勉
訳
）
『
社
会
科
学
の
哲
学
』
（
培
風
館
・
昭
和
四
三
年
）
、
九
六
頁
、
カ
！
ル
・
R
・
ポ
バ

i
（
久
野
・
市
井
訳
）
『
歴
史
主
義
の
貧
困
』
（
中
央
公
論
社
・
一
九
六
一
年
）
、
二
〇
一
頁
）
。

　
こ
れ
は
つ
ぎ
の
こ
と
を
意
味
す
る
．
す
な
わ
ち
、
あ
る
事
象
に
つ
い
て
の
説
明
が
つ
け
ば
、
そ
の
事
象
の
現
状
が
不
都
合
だ
と
考
え
ら

れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
除
去
の
た
め
に
ど
ん
な
手
を
打
て
ば
良
い
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
（
問
題
解
決
）
も
可
能
に
な
る
、
と
い
う
こ
と

5
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で
あ
る
。
こ
の
説
明
と
問
題
解
決
を
可
能
に
す
る
の
は
一
つ
の
同
じ
法
則
で
あ
る
。
説
明
の
働
き
し
か
せ
ず
、
そ
れ
が
記
述
す
る
被
説
明

変
数
に
当
た
る
事
象
の
現
状
が
不
都
合
だ
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
、
そ
の
問
題
の
解
決
に
役
立
ち
得
な
い
法
則
な
ど
は
論
理
的
に
存
在
し

な
い
．
し
た
が
っ
て
、
「
学
問
研
究
に
は
『
社
会
の
役
に
立
た
な
い
基
礎
科
学
』
と
『
役
に
立
つ
応
用
科
学
』
が
あ
り
、
前
者
の
成
果
を

後
者
が
応
用
す
る
こ
と
で
社
会
に
役
立
つ
技
術
が
生
ま
れ
る
」
と
考
え
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
．

　
法
則
は
す
べ
て
、
人
間
生
活
に
な
ん
ら
か
の
形
で
役
立
つ
可
能
性
を
潜
在
的
に
も
っ
て
い
る
。
そ
の
可
能
性
が
い
わ
ば
顕
在
化
し
た
法

則
を
取
り
扱
う
の
が
、
「
実
生
活
の
役
に
立
っ
て
い
る
」
学
問
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
そ
う
で
な
い
学
問
研
究
が
取
り
扱
う
法
則
は

そ
れ
が
顕
在
化
し
て
い
な
い
だ
け
で
、
そ
れ
に
そ
の
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
顕
在
化
は
、
あ
る
学
問
研
究
の
取
り
扱
う
法

則
が
記
述
す
る
被
説
明
変
数
に
当
た
る
事
象
の
現
状
が
、
研
究
を
行
な
う
者
に
よ
っ
て
不
都
合
（
問
題
）
だ
と
考
え
ら
れ
た
場
合
に
生
じ

る
．
顕
在
化
と
は
、
法
則
の
潜
在
的
な
可
能
性
が
ひ
と
り
で
に
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
で
は
な
く
、
人
が
意
図
し
て
そ
れ
を
顕
在
化
さ
せ
る

こ
と
で
あ
る
．
い
い
か
え
れ
ば
、
研
究
者
が
間
題
解
決
の
意
図
を
も
っ
て
研
究
を
行
な
う
場
合
そ
の
研
究
は
「
実
生
活
の
役
に
立
っ
て
い

る
」
集
合
に
属
し
、
そ
の
意
図
が
な
い
場
合
そ
れ
は
そ
う
で
な
い
集
合
に
属
す
こ
と
に
な
る
．

　
私
た
ち
が
基
礎
科
学
と
応
用
科
学
の
区
分
を
設
け
る
こ
と
で
注
目
し
て
い
る
の
は
、
学
間
研
究
に
「
実
生
活
の
役
に
立
っ
て
い
る
」
集

合
と
そ
う
で
な
い
集
合
が
分
け
ら
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
．
こ
の
区
別
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
合
に
お
け
る
研
究
対
象
の
特
徴
が
生
み
出

す
も
の
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
合
で
、
研
究
者
が
提
起
し
た
問
に
答
を
見
出
だ
す
際
の
思
考
の
論
理
構
造
に
特
殊
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
生

ま
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
後
者
の
成
果
が
前
者
で
応
用
さ
れ
る
と
い
う
両
者
の
関
係
が
作
り
出
す
も
の
で
も
な
い
。
そ

れ
は
、
研
究
者
が
そ
の
研
究
を
行
な
う
に
際
し
て
、
実
生
活
に
生
じ
て
く
る
不
都
合
（
問
題
）
の
除
去
（
解
決
）
を
目
的
と
し
て
い
る
か
否

か
と
い
う
、
研
究
の
動
機
の
違
い
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
厳
密
な
意
味
で
の
「
応
用
」
は
、
こ
こ
で
述
べ
た
知
的
過
程
に
お
い
て
特
定
さ
れ
る
法
則
が
既
知
の
場
合
の
「
問
題
解
決
」
で
あ
る
．
厳
密
な

　
　
意
味
で
既
知
の
法
則
が
応
用
さ
れ
る
問
題
解
決
が
い
わ
ゆ
る
「
応
用
科
学
」
の
す
べ
て
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
事
例
は
限
ら
れ
て
い
る
。

6



　
b
　
問
題
解
決
の
意
図
の
有
無
に
基
づ
く
学
問
の
区
分
－
理
学
と
工
学

　
で
は
、
あ
る
学
問
研
究
に
問
題
解
決
の
意
図
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

そ
の
知
的
過
程
を
構
成
す
る
基
本
的
な
問
が
、
つ
ぎ
の
い
ず
れ
の
型
に
属
す
か
を
知
る
こ
と
で
可
能
に
な
る
。

そ
れ
は
、

　
　
間
A
　
「
こ
れ
は
こ
う
な
っ
て
い
る
が
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
？
」

　
　
　
　
　
象
譲
ザ
網
§
9
亀
”
9
器
昌
亀
魯
憶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
A
1

　
　
　
　
　
　
こ
の
英
文
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
い
足
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
、
、
ミ
げ
層
山
O
些
串
帥
9
器
些
①
矯
儀
O
“
導
暮
置
妻
げ
暮
暮
嘗
8
呂
ヨ
驚
帥
昌
審
一
一
①
o
言
巴
営
8
3
¢
亀
．
．
　
　
…
…
A
2

セ
ミ
コ
・
ン
以
下
の
部
分
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
型
の
問
を
発
す
る
動
機
は
「
知
的
好
奇
心
」
ー
K
・
ポ
パ
ー
の
い
う
、
知
ろ
う

と
す
る
純
粋
に
理
論
的
な
興
味
（
ポ
パ
ー
『
歴
史
主
義
の
貧
困
』
、
九
〇
頁
）
、
＞
’
国
巷
一
導
の
い
う
．
即
些
富
θ
鴎
8
貯
ぎ
琶
＄
鴨
9
斜
一
〇
＜
Φ

協
9
ヰ
暮
プ
．
、
（
＞
げ
影
富
言
国
碧
蜀
P
↓
ぎ
q
＆
§
躰
。
、
㌧
言
＆
遷
（
留
周
導
ε
P
℃
貌
O
訂
且
一
零
℃
9
冴
岳
凝
Q
9
這
象
）
’
り
ω
c
。
N
）
ー
で
あ
る
。

工学に欠けるもの，政治学に欠けるもの

　
　
間
B
　
「
本
来
こ
れ
は
こ
う
あ
る
べ
ぎ
な
の
に
、
な
ぜ
そ
う
な
ら
な
い
の
か
？
」

　
　
　
　
　
、
．
譲
ヶ
図
＆
§
．
肺
些
Φ
》
”
9
器
些
畠
簿
§
ミ
ゆ
達
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
B
1

　
　
　
　
　
　
こ
の
英
文
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
い
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
帆
甑
妻
げ
網
q
O
些
亀
即
9
器
爵
亀
α
O
剴
夢
暮
冒
≦
げ
暮
H
富
一
一
Φ
〈
Φ
爵
Φ
図
号
O
巨
伍
β
9
α
O
ゆ
、
．
　
　
　
　
…
…
B
2

セ
ミ
コ
・
ン
以
下
の
部
分
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
型
の
間
を
発
す
る
動
機
は
「
実
生
活
の
場
で
生
じ
る
問
題
解
決
へ
の
関
心
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ポ
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
生
活
の
な
か
に
生
ず
る
実
際
問
題
の
解
決
へ
の
関
心
（
ポ
パ
ー
『
歴
史
主
義
の
貧
困
』
、
九
〇
頁
）
1
で
あ
る
．

7
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こ
の
A
2
と
B
2
を
比
べ
れ
ば
、
両
者
の
違
い
が
セ
ミ
コ
・
ソ
以
下
の
部
分
、
す
な
わ
ち
、
説
明
を
加
え
よ
う
と
す
る
事
実
に
着
目
す

る
に
い
た
っ
た
「
動
機
」
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
動
機
に
「
問
題
解
決
の
意
図
」
が
あ
る
の
は
問
B
の
型
で
あ
り
、
問
A
の
型
に

は
そ
れ
が
な
い
。
こ
の
点
を
基
準
と
す
る
学
問
区
分
に
も
っ
と
も
近
い
従
来
の
分
け
方
は
理
学
・
工
学
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
た
が

え
ば
、
問
A
の
型
（
U
＆
匙
型
）
の
問
を
基
本
的
な
問
と
す
る
学
問
研
究
は
「
理
学
」
、
問
B
の
型
（
U
8
、
σ
－
警
。
三
亀
型
）
の
そ
れ
は
「
工
学
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
呼
ぶ
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

　
一
般
に
こ
れ
ら
の
呼
称
は
、
自
然
科
学
の
諸
分
野
に
限
っ
て
使
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
．
い
ま
間
題
と
し
て
い
る
学
問
区
分
の

基
準
は
研
究
の
動
機
に
問
題
解
決
の
意
図
が
あ
る
か
な
い
か
で
あ
り
、
そ
の
区
分
に
よ
る
学
問
類
型
の
名
称
で
あ
る
限
り
、
理
学
・
工
学

の
従
来
の
用
語
法
が
も
つ
自
然
科
学
的
色
彩
に
拘
泥
す
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
．
政
治
学
も
含
め
て
社
会
科
学
の
諸
分
野
に
お
い
て
も
、

研
究
の
動
機
に
問
題
解
決
の
意
図
が
あ
る
か
な
い
か
の
区
別
は
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
し
、
事
実
そ
の
区
別
は
存
在
す
る
．
し
た
が
っ
て
、

学
問
と
実
生
活
の
か
か
わ
り
を
論
じ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
自
然
科
学
以
外
の
領
域
で
も
理
学
・
工
学
の
区
別
を
考
え
る
こ
と
が
必
要

　
　
（
5
）

で
あ
る
。

　
（
2
）
　
研
究
の
動
機
に
見
ら
れ
る
問
題
解
決
の
意
図
は
、
直
接
的
に
は
個
々
の
研
究
者
の
意
識
の
問
題
で
あ
る
．
し
か
し
．
そ
れ
が
あ
る
学
問
に
特
有

　
　
の
も
の
と
し
て
社
会
的
に
認
知
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
学
問
に
固
有
の
研
究
の
動
機
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
．

　
（
3
）
　
問
B
の
、
．
¢
ぎ
巳
α
．
．
は
、
日
本
語
で
い
え
ば
「
べ
き
」
（
そ
う
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
）
の
意
味
で
あ
っ
て
、
「
は
ず
」
（
そ
り
で
あ
る
の
が

　
　
当
然
）
の
意
味
で
は
な
い
。

　
　
　
あ
る
学
問
研
究
の
基
本
的
な
問
が
こ
の
い
ず
れ
の
型
に
属
す
か
を
判
断
す
る
際
に
は
、
以
下
に
留
意
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
．
具
体
的
な
一
個
の

　
　
研
究
を
取
り
上
げ
た
場
合
、
そ
の
研
究
の
過
程
で
発
せ
ら
れ
る
問
の
中
に
は
、
か
な
ら
ず
と
い
っ
て
よ
い
程
A
1
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
A

　
　
1
は
問
B
の
型
の
研
究
に
お
い
て
も
発
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
ー
B
2
の
セ
ミ
コ
・
ン
よ
り
前
の
部
分
に
注
目
ー
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
な
い
．
こ
れ
に
対
し
て
、
B
1
は
問
A
の
型
の
研
究
に
お
い
て
は
発
せ
ら
れ
な
い
。
重
要
な
の
は
、
セ
、
・
・
コ
・
ン
以
下
の
部
分
も
含
め
た
A
2
、
B

　
　
2
の
形
で
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
（
4
）
　
理
学
（
U
。
ム
。
ゆ
型
）
は
、
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
「
自
然
科
学
的
認
識
」
、
す
な
わ
ち
対
象
の
「
因
果
規
定
性
」
に
注
目
し
た
見
方
に
対
応

8
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す
る
（
参
照
、
安
藤
英
治
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
i
研
究
』
（
未
来
社
・
一
九
六
五
年
）
、
一
四
三
－
一
四
四
、
一
七
四
、
一
七
七
頁
）
。
こ
れ
は
ま

た
、
T
・
ク
ー
ン
の
言
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
成
立
す
る
学
問
研
究
に
対
応
す
る
（
掌
。
ヨ
器
幹
国
昌
P
ミ
ミ
o
Q
へ
§
9
ミ
恥
。
、
q
っ
＆
ミ
慧
。
寒
ミ
§
。
糞

ぎ
α
a
、
（
Q
毎
S
α
q
o
”
q
邑
語
議
一
蔓
9
0
ま
。
轟
o
℃
冨
聲
お
ぎ
）
）
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
D
・
ウ
ォ
ル
ド
ウ
の
言
う
「
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
」
す
な
わ
ち
単

　
一
の
理
論
に
よ
っ
て
一
体
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
学
問
（
U
≦
碍
算
≦
巴
3
．
．
ω
8
冨
9
昌
Φ
誤
8
q
9
℃
呂
一
一
。
》
q
邑
巳
暮
蚕
ぎ
P
．
．
汐
鼠
ヨ
窃

O
■
9
包
㊦
馨
。
旨
F
。
創
」
§
s
遷
Q
蕊
ミ
§
帖
嘗
。
『
、
さ
§
詮
ミ
獣
。
。
讐
ミ
ざ
詳
竃
。
ぎ
α
q
寅
嘗
誹
o
。
。
h
些
①
＞
馨
旨
導
》
。
＆
§
図
。
隔
℃
。
一
三
。
巴

導
自
ω
o
鼠
巴
ω
。
帥
雪
8
（
0
9
3
9
一
8
0
。
y
b
●
さ
）
に
当
た
る
。

　
　
工
学
（
U
8
ず
。
・
ぎ
三
急
型
）
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
「
歴
史
的
認
識
」
す
な
わ
ち
対
象
の
「
歴
史
的
意
味
」
（
対
象
が
人
々
の
価
値
意
識
に
対

　
し
て
持
つ
価
値
関
係
）
に
注
目
し
て
の
見
方
に
対
応
す
る
（
参
照
、
安
藤
同
上
）
．
こ
れ
は
ま
た
、
ク
ー
ン
が
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
成
立
す
る
学
問
研
究

　
か
ら
除
外
し
た
「
学
問
外
的
な
社
会
的
必
要
を
主
た
る
存
在
理
由
と
す
る
、
医
学
、
工
学
（
言
9
ぎ
一
。
鶏
）
、
法
律
学
な
ど
の
分
野
」
（
国
昌
P
§

＆
‘
サ
お
）
に
対
応
す
る
．
さ
ら
に
そ
れ
は
、
ウ
ォ
ル
ド
ウ
の
言
う
「
プ
・
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
」
、
単
一
の
社
会
的
目
的
に
よ
っ
て
一
体
性
を
与
え
ら

　れている

学
問
（
≦
巴
＆
一
＆
§
）
に
当
た
る
。

（
5
）
　
学
問
と
実
生
活
の
か
か
わ
り
方
の
実
態
に
注
目
し
、
そ
の
類
型
化
を
試
み
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
自
然
科
学
と
社
会
科
学
の
区
分
に
こ
だ
わ

　
る
必
要
は
な
い
．

　
　
こ
の
区
分
は
考
察
の
対
象
が
社
会
に
現
わ
れ
る
現
象
か
否
か
の
区
別
（
参
照
、
『
哲
学
事
典
』
（
平
凡
社
・
昭
和
四
六
年
）
、
五
八
一
頁
右
）
に
基

．
つ
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
区
分
の
基
礎
と
な
る
も
の
ー
同
一
類
型
内
の
も
の
の
間
に
は
共
通
に
見
ら
れ
、
異
な
る
類
型
の
間
で
は
そ
の
共

通
性
が
見
ら
れ
な
い
特
徴
ー
は
、
研
究
対
象
そ
れ
自
体
の
特
徴
で
も
、
研
究
方
法
の
特
徴
で
も
あ
り
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
社
会
科
学
の
特

徴
は
研
究
対
象
と
な
る
現
象
の
一
回
起
性
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
自
然
科
学
で
も
気
象
学
、
地
球
物
理
学
な
ど
の
対
象
は
明
ら
か
に

　
一
回
起
性
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
社
会
科
学
の
特
徴
と
し
て
実
験
の
難
し
さ
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
点
で
も
気

象
学
、
地
球
物
理
学
な
ど
は
社
会
科
学
の
同
類
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
に
関
し
て
は
，
自
然
科
学
と
社
会
科
学
の
違
い
は
程
度
の
問
題
と
理
解
す

　
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
　
で
は
、
な
に
が
こ
の
区
別
の
基
礎
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
両
者
の
研
究
対
象
に
対
す
る
人
々
の
意
味
づ
け
の
違
い
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
端
的
に

　
い
え
ば
、
人
間
を
神
が
作
り
た
も
う
た
特
別
の
被
造
物
だ
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
影
響
が
な
け
れ
ば
あ
り
得
な
い
区
別
で
は
な
か
ろ
う
か
．

　
（
ω
8
霊
且
窪
．
§
＆
登
b
や
ま
山
8
）
仏
教
思
想
の
影
響
が
濃
い
日
本
文
化
の
下
で
は
む
し
ろ
馴
染
み
の
薄
い
発
想
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
（
参
照
、
鈴
木
孝
夫
『
こ
と
ぽ
と
文
化
』
（
岩
波
書
店
・
一
九
七
三
年
）
．
第
二
章
．
）

9
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c
　
問
題
解
決
の
意
図
を
も
つ
知
的
活
動
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
か

　
問
題
解
決
の
た
め
の
議
論
は
、
人
が
そ
の
生
活
環
境
と
か
か
わ
り
を
も
つ
中
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
て
く
る
。

　
人
は
生
活
す
る
中
で
環
境
と
の
接
触
を
も
ち
、
環
境
に
つ
い
て
の
「
眺
め
」
（
参
照
、
沢
田
允
茂
『
認
識
の
風
景
』
（
岩
波
書
店
・
一
九
七
五

年
）
）
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
人
間
の
知
識
・
学
問
は
、
こ
の
眺
め
を
な
ん
ら
か
の
動
機
に
基
づ
い
て
組
織
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
環
境
の

眺
め
は
ち
ょ
う
ど
観
光
地
図
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
こ
に
は
二
種
類
の
異
な
っ
た
「
書
き
込
み
」
が
し
て
あ
る
（
参
照
、
沢
田
同
上
、
一
四

七
頁
の
地
図
の
比
喩
）
．
そ
れ
は
つ
ぎ
の
二
つ
で
あ
る
。

10

①
環
境
の
モ
ノ
（
事
実
）
と
し
て
の
情
報
”
眺
め
て
い
る
モ
ノ
は
既
知
の
ど
の
範
疇
に
属
す
る
モ
ノ
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
特
定
の
時
点
に
お
い
て
ど
の

　
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
か
、
そ
の
状
態
の
変
化
は
ど
の
よ
う
な
原
因
に
よ
っ
て
生
じ
る
か
．
な
ど
の
問
に
対
す
る
答
と
し
て
の
知
識
ー
「
原

　
因
↓
結
果
」
の
関
係
に
つ
い
て
の
知
識
ー
の
素
材
と
な
る
．
観
光
地
図
の
比
喩
で
い
え
ば
、
湖
の
位
置
や
山
の
高
さ
、
村
落
と
村
落
の
間
の
距
離

　
な
ど
の
情
報
が
そ
れ
で
あ
る
。

②
環
境
に
対
す
る
人
の
生
活
反
応
に
眺
め
て
い
る
モ
ノ
は
「
生
き
る
」
上
で
の
障
害
（
不
都
合
）
に
な
っ
て
は
い
な
い
か
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で

　
障
害
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
は
放
置
で
き
な
い
（
行
動
を
起
こ
し
事
態
を
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
）
ほ
ど
深
刻
な
障
害
か
、
な
ど
の
問
に
対
す

　
る
答
ー
モ
ノ
に
対
し
て
「
目
的
↑
手
段
」
の
関
係
か
ら
付
与
さ
れ
る
「
価
値
の
色
づ
け
」
i
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。
観
光
地
図
の
比
喩
で
い
え

　
ぽ
、
路
面
の
状
況
に
基
づ
く
運
転
上
の
注
意
事
項
、
新
緑
・
紅
葉
が
美
し
い
な
ど
の
観
光
案
内
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

環
境
の
風
景
に
は
、
こ
の
二
つ
の
要
素
が
、
つ
ね
に
「
重
ね
合
わ
せ
（
二
重
写
し
）
」
に
な
っ
て
存
在
し
て
い
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
人
が
「
生
き
る
」
こ
と
に
は
、
か
な
ら
ず
、
環
境
に
対
す
る
こ
の
「
価
値
の
色
づ
け
」
の
行
為
が
と
も
な
う
．
逆
の
い
い
方
を
す
れ
ば
．

こ
の
色
づ
け
を
行
な
わ
ず
し
て
人
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
．
私
た
ち
の
知
識
の
中
に
は
、
こ
の
②
の
要
素
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
環
境

の
眺
め
の
組
織
化
を
行
な
う
知
識
が
あ
る
．
こ
れ
が
、
研
究
の
動
機
と
し
て
「
問
題
解
決
の
意
図
」
を
も
つ
学
間
つ
ま
り
「
工
学
」
で
あ

る
．
こ
れ
に
対
し
て
、
①
の
要
素
に
つ
い
て
の
関
心
が
動
機
と
な
っ
て
環
境
の
眺
め
の
組
織
化
が
行
な
わ
れ
る
と
、
研
究
の
動
機
に
問
題
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解
決
の
意
図
が
な
い
「
理
学
」
が
生
ま
れ
る
．

　
＊
　
一
般
的
に
い
え
ば
、
「
価
値
」
と
は
、
あ
る
対
象
が
持
つ
「
特
定
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
な
り
う
る
か
否
か
」
の
観
点
か
ら
判
断
さ

　
　
れ
る
性
質
の
こ
と
で
あ
る
．
「
良
い
（
価
値
が
高
い
）
」
と
い
う
の
は
そ
の
目
的
の
実
現
に
役
立
つ
こ
と
で
あ
る
．
「
悪
い
（
価
値
が
低
い
）
」
と
い
う

　
　
の
は
そ
の
目
的
の
実
現
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
価
値
は
特
定
の
目
的
の
関
数
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
参
照
、

　
　
沢
田
『
認
識
の
風
景
』
、
一
四
四
ー
一
四
七
頁
。
）

　
　
　
も
し
、
目
的
の
実
現
が
問
題
に
対
し
て
答
を
出
す
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
価
値
は
、
す
で
に
詳
し
く
論
じ
た
問
題
の
種
別
に
対
応
し
て
、
い
く

　
　
つ
か
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
の
問
題
に
対
応
す
る
答
と
そ
れ
を
求
め
る
努
力
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面

　
　
（
文
脈
）
で
の
目
的
に
対
す
る
、
そ
れ
な
り
の
価
値
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
．
D
N
A
の
成
り
立
ち
を
解
明
し
、
生
物
再
生
産
の
仕
組
み
を
理
論

　
　
化
す
る
こ
と
は
、
科
学
的
探
求
の
目
的
か
ら
「
価
値
あ
る
」
も
の
と
言
え
る
。
ま
た
、
ク
イ
ズ
に
正
解
を
出
す
こ
と
は
、
物
当
て
の
観
点
か
ら
「
良

　
　
し
」
と
評
価
さ
れ
る
。

　
　
　
し
か
し
、
本
稿
で
い
う
価
値
は
「
人
が
欲
求
を
満
足
な
形
で
充
足
さ
せ
な
が
ら
生
き
よ
う
と
す
る
場
面
」
で
心
に
抱
く
目
的
の
関
数
で
あ
る
価
値

　
　
に
限
定
し
て
い
る
。
本
節
b
問
B
の
、
、
¢
ぎ
仁
崔
．
．
は
、
当
然
こ
の
意
味
で
の
価
値
す
な
わ
ち
「
好
都
合
」
（
8
薯
Φ
艮
Φ
暮
）
、
「
生
き
る
と
い
う
文
脈
で

　
　
の
特
定
の
目
的
の
実
現
に
適
っ
た
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
．

　
d
　
問
題
解
決
を
意
図
す
る
学
問
の
構
成

　
問
題
解
決
を
意
図
す
る
学
間
（
工
学
、
U
9
、
訂
ぎ
巨
亀
型
）
で
は
価
値
の
議
論
と
事
実
の
分
析
と
が
密
接
に
関
連
し
て
研
究
活
動
を
構
成

し
て
い
る
．
そ
こ
で
は
、
社
会
科
学
者
が
よ
く
言
う
「
価
値
と
事
実
の
峻
別
」
や
「
価
値
判
断
排
除
」
の
要
請
（
参
照
、
『
哲
学
事
典
』
、
二

四
三
ー
二
四
四
頁
、
『
政
治
学
事
典
』
（
平
凡
社
・
昭
和
二
九
年
）
、
一
六
六
ー
一
六
七
頁
）
が
存
在
す
る
余
地
は
な
い
。

イ
　
価
値
論
と
事
実
分
析
の
結
び
つ
き

問
題
解
決
を
意
図
す
る
学
問
は
、
究
極
的
に
は
、

障
害
（
不
都
合
）
な
く
「
生
き
る
」
こ
と
、
障
害
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
除
去
す
る
こ
と

11
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を
目
指
し
て
い
る
。

ば
な
ら
な
い
。

そ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
こ
こ
で
の
研
究
活
動
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
間
の
い
ず
れ
に
も
答
を
出
さ
な
け
れ

①
「
価
値
」
に
関
す
る
問
H
「
目
標
」
の
設
定

　
　
〃
環
境
（
モ
ノ
）
は
ど
う
い
う
状
態
で
あ
れ
ば
望
ま
し
い
の
か
。
”

　
　
厚
そ
の
状
態
が
望
ま
し
い
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
根
拠
に
よ
る
の
か
。
”

②
「
事
実
」
に
関
す
る
問
”
目
標
を
実
現
す
る
「
手
立
て
」
の
解
明

　
κ
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
状
態
（
モ
ノ
）
が
生
起
す
る
因
果
の
条
件
は
な
に
か
。
κ

－
Q
恥

－
Q
㎏

・
Q
2

12

　
こ
の
双
方
に
満
足
の
い
く
答
を
出
さ
な
け
れ
ば
、
人
は
「
う
ま
く
」
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
①
を
欠
け
ば
、
な
に

が
生
ぎ
る
上
で
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
か
、
障
害
の
克
服
の
た
め
に
ど
の
方
向
に
向
か
っ
て
行
動
を
起
こ
せ
ば
よ
い
か
が
分
ら
な
く
、
②

を
欠
け
ば
、
行
動
の
方
向
は
分
っ
て
も
、
そ
の
方
向
に
行
く
た
め
に
環
境
（
モ
ノ
）
に
ど
う
働
き
掛
け
た
ら
よ
い
か
が
分
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
．
し
た
が
っ
て
、
「
生
ぎ
る
」
す
な
わ
ち
問
題
解
決
の
観
点
か
ら
は
、
こ
の
双
方
1
①
の
価
値
論
と
②
の
事
実
分
析
ー
が
組
織
、

的
に
関
連
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
充
分
に
解
明
さ
れ
て
は
じ
め
て
知
識
と
し
て
完
全
な
も
の
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
ロ
　
事
実
分
析
の
手
順

　
問
題
解
決
を
意
図
す
る
学
問
で
は
研
究
活
動
は
U
9
．
房
ぎ
巳
亀
型
の
問
か
ら
始
ま
る
．
こ
れ
に
よ
り
、
考
察
の
対
象
と
な
る
事
実
は
，

特
定
の
「
生
き
る
」
文
脈
で
価
値
の
色
づ
け
が
な
さ
れ
た
モ
ノ
、
そ
の
文
脈
で
「
評
価
の
対
象
、
行
動
の
目
標
」
と
な
っ
た
モ
ノ
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
．
価
値
論
と
事
実
分
析
の
組
織
的
な
結
び
つ
き
を
可
能
に
す
る
の
は
、
事
実
の
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
で
あ
る
。

考
察
の
対
象
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
は
、
環
境
を
モ
ノ
と
し
て
論
じ
な
が
ら
、
同
時
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
生
き
る
」
上
で
の
「
望
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ま
し
さ
・
望
ま
し
く
な
さ
」
、
事
態
の
改
善
の
方
途
を
論
ず
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
．

　
以
上
に
述
べ
た
こ
と
は
、
実
際
の
研
究
の
過
程
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
て
実
現
さ
れ
る
。
研
究
が
、
実
生
活
の
場
で
生
じ
る
障
害
や
不

都
合
の
除
去
、
問
題
の
解
決
へ
の
関
心
を
動
機
と
し
て
始
ま
っ
た
場
合
、
研
究
者
が
あ
る
「
事
実
」
に
着
目
す
る
、
い
い
か
え
れ
ば
そ
の

事
実
を
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
、
彼
が
特
定
の
「
価
値
」
の
実
現
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
は
じ
め
に
彼
が
関
心
を
持
つ
の
は
あ
る
価
値
の
高
低
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
そ
の
事
実
に
関
心
を
示
す
の
は
、
そ
の
価
値
の
高
低
が

そ
の
事
実
の
状
態
の
変
化
に
対
応
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
低
い
価
値
に
対
応
す
る
状
態
は
「
不
都
合
な
（
問
題
を
は

ら
ん
だ
）
」
状
態
、
高
い
価
値
に
対
応
す
る
状
態
は
「
不
都
合
が
除
去
さ
れ
た
（
問
題
が
解
決
し
た
）
」
状
態
と
考
え
ら
れ
て
い
る
．

　
こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
実
生
活
の
場
で
は
価
値
と
事
実
は
「
二
重
写
し
」
に
な
っ
て
お
り
、
そ
も
そ
も
価
値
と
事
実
を
峻
別
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
。
生
活
の
場
面
か
ら
価
値
判
断
を
排
除
し
て
は
、
人
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
科
学
的
研
究
と

い
え
ど
も
、
研
究
対
象
と
す
る
事
実
へ
の
着
目
（
発
見
の
文
脈
の
問
題
）
は
か
な
ら
ず
な
ん
ら
か
の
価
値
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
お
り
、

決
し
て
価
値
中
立
的
で
は
あ
り
え
な
い
。
（
参
照
、
A
2
と
B
2
の
セ
、
・
・
コ
・
ン
以
下
．
）

　
問
題
解
決
を
意
図
す
る
学
間
（
工
学
、
∪
8
．
房
ぎ
三
亀
型
）
に
お
い
て
は
、
研
究
者
は
、
事
実
の
分
析
に
入
る
前
に
、
自
分
の
関
心
事

で
あ
る
特
定
の
価
値
の
高
低
が
ど
の
よ
う
な
状
態
の
変
化
（
事
実
）
に
対
応
す
る
の
か
を
検
討
し
、
そ
の
よ
う
な
事
実
を
研
究
対
象
－
正

確
に
い
え
ば
被
説
明
変
数
1
に
据
え
る
と
い
う
手
順
を
と
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
着
目
さ
れ
た
事
実
を
分
析
し
、
そ
れ
に
関
す
る
法
則

的
知
識
を
入
手
す
る
過
程
（
妥
当
化
の
文
脈
の
問
題
）
に
つ
い
て
は
，
工
学
と
、
問
題
解
決
の
意
図
を
も
た
な
い
理
学
の
間
に
違
い
は
な
い
。

　
e
　
問
題
解
決
の
過
程
に
お
け
る
研
究
と
実
務

　
工
学
は
、
問
題
を
解
決
し
「
う
ま
く
」
生
ぎ
よ
う
と
す
る
私
た
ち
の
意
欲
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
意
欲
を
最
終
的
に
満
足
さ

せ
る
も
の
は
、
人
が
障
害
（
不
都
合
）
な
く
「
生
き
る
」
こ
と
が
で
き
る
状
態
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
生
活
の
場

13
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面
か
ら
実
際
に
障
害
が
除
去
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
．
こ
の
実
際
に
障
害
を
除
去
す
る
作
業
は
い
わ
ぽ
「
実
務
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で

き
る
．
こ
れ
に
対
し
て
、
実
務
に
活
用
さ
れ
る
知
識
を
準
備
す
る
過
程
は
「
研
究
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　
実
務
と
研
究
は
、
こ
の
よ
う
に
、
一
つ
の
社
会
的
な
文
脈
の
中
で
相
互
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
が
別
々
の
過
程
と
し
て
、
別
個
の
人
々
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、
実
際
そ
の
よ
う
な
仕
事
の
分
担
が
行
な
わ

れ
て
い
る
。
私
が
本
稿
で
「
工
学
」
と
呼
ぶ
の
は
、
こ
の
意
味
で
の
「
研
究
」
の
過
程
で
あ
る
。

　
実
際
に
障
害
を
除
去
す
る
作
業
も
含
め
た
問
題
解
決
の
全
過
程
は
、
a
．
望
ま
し
い
と
評
価
さ
れ
し
た
が
っ
て
そ
の
実
現
が
望
ま
れ
る

状
態
ー
障
害
が
除
去
さ
れ
た
状
態
1
の
特
定
、
b
、
そ
の
状
態
を
被
説
明
変
数
が
一
定
の
値
を
と
っ
た
も
の
と
し
て
記
述
し
得
る
法

則
の
特
定
、
c
、
被
説
明
変
数
が
そ
の
値
を
と
る
場
合
の
説
明
変
数
の
値
に
対
応
す
る
具
体
的
な
事
実
（
条
件
）
の
特
定
、
d
、
そ
の
条

件
を
実
際
に
造
り
出
す
た
め
の
施
策
の
実
行
、
の
一
連
の
仕
事
か
ら
な
る
。
以
上
で
「
研
究
」
と
呼
ん
だ
過
程
は
、
〔
菖
目
標
の
設
定

（
Q
h
、
Q
b
）
、
〔
b
〕
間
題
解
決
を
目
指
し
て
の
法
則
的
知
識
の
入
手
（
Q
2
）
、
〔
c
、
d
〕
実
際
に
障
害
を
除
去
す
る
作
業
の
実
験
的

試
み
の
過
程
の
こ
と
で
あ
る
．
「
実
務
」
と
は
、
b
の
作
業
に
よ
り
必
要
な
法
則
的
知
識
が
す
で
に
入
手
済
み
の
場
合
の
、
a
、
c
、
d
の

作
業
の
こ
と
で
あ
る
。

　
実
際
の
問
題
解
決
の
過
程
で
は
、
研
究
と
実
務
と
を
戴
然
と
分
け
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
も
あ
る
。
実
務
の
途
中
で
、
必
要
な
法
則

的
知
識
が
欠
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
b
の
作
業
を
そ
こ
で
開
始
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
多
い
。
研
究
が
引
き
続
い
て
実
際

の
障
害
の
除
去
に
移
っ
て
行
く
こ
と
も
，
お
お
い
に
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
．
し
か
し
、
実
務
と
研
究
は
、
つ
ぎ
の
点
に
お
い
て
明
確
に

区
別
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
研
究
”
研
究
の
過
程
で
は
、
問
題
解
決
の
た
め
の
法
則
的
知
識
の
入
手
が
行
な
わ
れ
る
．
法
則
的
知
識
と
は
、
諸
変
数
間
に
見
ら
れ
る

一
般
的
な
関
係
に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
り
、
変
数
が
特
定
の
値
を
と
っ
た
も
の
に
当
た
る
個
々
の
事
例
を
直
接
記
述
す
る
も
の
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
研
究
者
が
関
心
を
も
つ
の
は
、
あ
る
価
値
の
高
低
、
あ
る
障
害
の
発
生
と
消
滅
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
と
考

14



え
ら
れ
る
事
象
の
状
態
の
変
化
の
型
で
あ
る
．
い
い
か
え
れ
ば
、
研
究
者
は
、
こ
こ
で
は
、
被
説
明
変
数
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
特
定
の
事

象
と
他
の
諸
事
象
（
説
明
変
数
）
と
の
間
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
二
般
的
な
関
数
関
係
」
を
、
そ
の
変
域
の
全
体
に
わ
た
っ
て
解
明

し
よ
う
と
す
る
．
問
題
解
決
を
目
指
し
て
法
則
的
知
識
を
入
手
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
問
題
の
障
害
の
発
生
と
消
滅
に
対
応
す
る
と

考
え
ら
れ
る
事
象
を
被
説
明
変
数
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
被
説
明
変
数
が
ど
の
値
を
と
る
こ
と
が
望
ま
し
い

か
に
つ
い
て
の
判
断
つ
ま
り
「
価
値
判
断
」
を
す
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
。

　
実
務
“
実
務
の
過
程
で
は
、
実
際
に
障
害
を
除
去
す
る
作
業
が
行
な
わ
れ
る
．
そ
の
た
め
に
は
、
実
現
す
べ
き
特
定
の
状
態
、
障
害
が

除
去
さ
れ
た
望
ま
し
い
状
態
が
、
行
動
の
目
標
と
し
て
確
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
研
究
の
法
則
的
知
識
入
手
の
過
程
で
は
不

必
要
と
さ
れ
た
「
価
値
判
断
」
が
、
こ
こ
で
は
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
過
程
で
実
務
家
が
関
心
を
も
つ
の
は
、
「
被
説
明

変
数
が
特
定
の
値
を
と
っ
た
も
の
に
当
た
る
具
体
的
な
状
態
と
、
被
説
明
変
数
が
そ
の
値
を
と
る
た
め
の
具
体
的
な
条
件
（
事
実
）
」
で
あ

る
．
し
た
が
っ
て
、
実
務
家
の
関
心
は
、
基
本
的
に
は
、
被
説
明
変
数
の
，
そ
の
値
を
含
ん
だ
狭
い
変
域
だ
け
に
限
ら
れ
る
．

工学に欠けるもの，政治学に欠けるもの

二
　
工
学
と
政
治
学
は
同
種
の
も
の
で
あ
る
こ
と

　
研
究
活
動
を
開
始
す
る
動
機
が
、
実
生
活
に
生
じ
て
く
る
不
都
合
（
問
題
）
の
除
去
（
解
決
）
に
あ
る
か
否
か
に
注
目
し
て
学
問
を
類
型

化
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
工
学
と
伝
統
的
な
政
治
学
は
同
じ
類
型
に
属
す
る
同
種
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
．
機
械
工
学

を
は
じ
め
、
大
学
の
工
学
部
・
理
工
学
部
で
研
究
・
教
育
が
行
な
わ
れ
て
い
る
各
種
の
工
学
が
、
本
稿
で
い
う
「
工
学
」
ー
U
8
．
↑

菩
。
巳
黛
型
の
問
を
発
し
、
問
題
解
決
を
意
図
す
る
学
問
　
　
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
以
下
本
節
で
は
、
伝
統
的
な
政
治
学
が
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
「
工
学
」
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
、
い
わ
ゆ
る
工
学
と
政
治

学
が
基
本
的
に
は
同
種
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
み
る
。

15



法学研究58巻8号（’85；8）

　
a
　
政
治
学
の
歴
史

　
政
治
学
は
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
始
ま
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
二
〇
〇
〇
年
を
越
す
学
問
の
歴
史
の

中
に
、
大
別
す
る
と
三
種
類
の
政
治
学
が
存
在
し
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
早
く
現
わ
れ
、
今
日
も
そ
の
命
脈
を
保
っ
て
い
る
の
は
、
「
政
治
哲
学
」
と
呼
ば
れ
る
型
の
政
治
学
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、

ヨ
ー
・
ッ
パ
近
世
の
市
民
社
会
の
成
立
後
、
「
政
治
制
度
論
」
と
呼
ば
れ
る
型
の
政
治
学
が
現
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
世
紀
後
半
以
降

の
大
衆
社
会
の
出
現
に
刺
激
さ
れ
て
、
政
治
現
象
を
科
学
的
に
分
析
し
よ
う
と
す
る
「
政
治
（
の
）
科
学
」
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
．

　
第
二
次
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
で
、
い
わ
ゆ
る
科
学
哲
学
の
影
響
を
強
く
受
け
て
発
達
し
、
一
九
六
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
政
治
学
の
主
流

に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
「
行
動
論
的
政
治
学
」
は
、
政
治
の
科
学
の
典
型
で
あ
る
．
こ
れ
は
一
節
で
明
ら
か
に
し
た
学
間
の
区
分
に
従
え

ば
、
永
い
政
治
学
の
伝
統
の
中
で
は
例
外
で
あ
り
、
理
学
型
の
学
問
だ
と
い
う
の
が
当
た
っ
て
い
る
。
ど
う
い
う
点
で
そ
れ
が
理
学
だ
と

い
え
る
の
か
、
な
ぜ
そ
れ
が
例
外
の
形
で
発
達
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
別
の
機
会
に
譲
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
理
由
で
一

九
六
〇
年
代
の
後
半
に
、
「
こ
の
型
の
政
治
学
は
今
日
社
会
が
悩
ん
で
い
る
実
際
問
題
の
解
決
に
何
の
役
に
も
立
た
な
い
」
と
の
批
判
が

激
し
く
噴
出
し
た
事
実
は
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
．
（
参
照
、
根
岸
毅
「
政
治
学
の
社
会
的
関
連
性
と
学
問
的
一
体
性
」
（
『
法
学
研
究
』
第
四

七
巻
第
二
号
）
．
）

　
こ
こ
で
私
が
い
わ
ゆ
る
工
学
と
同
種
だ
と
す
る
政
治
学
は
、
永
い
政
治
学
の
歴
史
の
大
部
分
を
占
め
る
政
治
哲
学
と
政
治
制
度
論
の
こ

と
で
あ
る
。

16

　
b
　
政
治
哲
学

　
本
稿
で
は
、
「
工
学
」
の
特
色
を
そ
の
研
究
の
動
機
に
問
題
解
決
の
意
図
が
あ
る
点
に
求
め
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
研
究
が
問
題

解
決
の
意
図
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
れ
ぽ
、
そ
の
研
究
は
「
工
学
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
哲
学
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
政
治
学



工学に欠けるもの，政治学に欠けるもの

は
、
ま
さ
に
、
そ
の
よ
う
な
動
機
か
ら
出
発
し
た
知
的
作
業
で
あ
っ
た
．

　
政
治
学
の
歴
史
を
ひ
も
と
き
、
政
治
哲
学
の
著
作
が
著
わ
さ
れ
た
動
機
に
光
を
あ
て
て
見
る
と
、
そ
れ
が
政
治
の
実
践
と
深
く
関
わ
っ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
．
そ
の
典
型
的
な
例
は
、
J
・
・
ッ
ク
が
一
六
九
〇
年
に
発
表
し
た
『
国
政
二
論
』
で
あ
る
．

　
こ
の
著
書
が
著
わ
さ
れ
た
背
景
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
政
治
上
の
一
大
変
事
が
あ
っ
た
。
一
七
世
紀
の
ヨ
ー
・
ッ
パ
は
、
王
権
神
授
説

に
基
づ
く
絶
対
王
政
が
政
治
の
形
態
と
し
て
通
例
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
中
の
一
六
八
八
年
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
は
み
ず
か
ら
の
手
で

国
王
の
首
の
す
げ
換
え
を
行
な
っ
た
．
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
名
誉
革
命
で
あ
る
。
・
ッ
ク
は
、
名
誉
革
命
以
前
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
ニ
世
の
治
世

を
「
困
っ
た
（
不
都
合
な
）
状
態
」
、
革
命
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
新
た
な
政
治
状
況
を
「
望
ま
し
い
（
不
都
合
が
除
去
さ
れ
た
）
状
態
」

と
し
て
捉
え
て
い
た
．
彼
の
著
作
の
意
図
（
動
機
）
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
、
不
都
合
を
除
去
し
、
望
ま
し
い
状
態
を
作
り
出
そ
う
と
す

る
、
こ
の
「
問
題
解
決
」
の
努
力
を
正
当
化
し
、
擁
護
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
．
（
」
・
・
ッ
ク
（
鵜
飼
信
成
訳
）
『
市
民
政
府
論
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

（
岩
波
書
店
・
昭
和
四
三
年
）
、
二
四
五
－
二
四
六
頁
。
こ
れ
は
『
国
政
二
論
』
の
第
二
論
文
で
あ
る
．
）

　
こ
れ
が
動
機
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
著
書
で
は
つ
ぎ
の
点
の
論
証
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
論
証
点
①
《
国
家
の
必
要
性
と
目
的
V
結
論
“
国
家
す
な
わ
ち
政
府
は
、
特
定
の
目
的
の
実
現
の
た
め
に
、
一
定
の
役
割
を
果
た
す

（
仕
事
を
実
行
す
る
）
よ
う
に
作
ら
れ
た
道
具
で
あ
る
．
そ
の
目
的
の
実
現
が
人
間
生
活
に
不
可
欠
だ
と
い
う
意
味
で
、
国
家
は
人
間
生
活

に
不
可
欠
で
あ
る
．
↑
論
証
”
各
人
が
自
分
の
事
件
に
関
す
る
審
判
者
で
あ
る
状
態
（
自
然
状
態
）
で
は
、
各
人
の
「
生
命
自
由
お
よ
び

資
産
」
が
充
分
に
保
全
さ
れ
る
か
ど
う
か
心
も
と
な
い
．
そ
れ
を
確
実
に
す
る
の
に
は
、
公
知
で
実
効
性
の
あ
る
共
通
の
審
判
者
が
必
要

に
な
る
．
国
家
は
こ
の
共
通
の
審
判
者
の
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
作
ら
れ
た
。
（
・
ッ
ク
『
市
民
政
府
論
』
、
一
九
、
九
一
－
九
二
、
二
二
九
、

一
〇
〇
．
一
二
七
頁
。
）

　
論
証
点
②
《
国
家
の
形
態
V
結
論
日
道
具
と
し
て
の
国
家
は
様
々
な
形
に
作
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
は

一
定
の
形
に
作
る
こ
と
が
望
ま
し
い
．
↑
論
証
目
国
家
す
な
わ
ち
政
府
の
形
態
の
善
し
悪
し
は
、
そ
の
目
的
に
対
す
る
適
合
性
（
合
目
的

17



法学研究58巻8号（785：8）

性
）
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
。
（
・
ッ
ク
同
上
．
一
四
〇
1
一
四
一
、
一
五
一
頁
．
）
た
と
え
ば
、
絶
対
君
主
政
は
国
家
の
形
態
と
し
て
は
好
ま
し
い

も
の
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
君
主
と
人
民
の
間
で
生
ず
る
争
い
に
関
し
て
訴
え
る
べ
き
共
通
の
審
判
者
が
い
な
い
状

態
（
・
ッ
ク
同
上
、
九
一
ー
九
二
頁
）
、
人
民
に
と
っ
て
は
私
的
救
済
も
で
き
な
い
状
態
（
・
ッ
ク
同
上
、
九
三
頁
）
、
つ
ま
り
通
常
の
自
然
状

態
よ
り
「
一
層
悪
い
状
態
」
（
・
ッ
ク
同
上
、
一
四
q
九
三
頁
）
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
政
治
哲
学
は
、
政
治
思
想
家
が
、
自
分
の
生
活
し
て
い
た
国
家
そ
し
て
国
家
一
般
に
つ
い
て
、
こ
う
な

れ
ば
よ
い
、
こ
う
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
．
結
局
こ
れ
は
、
人
が
自
分
の
生
活
環
境
の
一
部
に
つ
い
て
、

「
そ
れ
に
は
現
在
こ
う
い
う
不
都
合
が
あ
る
、
そ
れ
は
こ
う
な
れ
ば
『
よ
い
』
、
そ
れ
を
こ
う
『
し
た
い
』
」
と
考
え
る
思
考
の
一
種
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
種
の
思
考
が
国
家
を
対
象
に
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
が
政
治
哲
学
で
あ
る
。
こ
う
捉
え
る
と
、
政
治

の
「
哲
学
」
は
、
そ
の
名
称
の
堅
苦
し
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
き
わ
め
て
身
近
な
、
だ
れ
も
が
行
な
っ
て
い
る
日
常
的
な
議
論
の
ひ
と
つ

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
．

　
つ
ま
り
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
“
a
、
考
察
対
象
の
モ
ノ
を
保
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
，
b
、
ど
う
せ
保

有
す
る
の
な
ら
ば
そ
の
モ
ノ
を
可
能
な
限
り
望
ま
し
い
状
態
に
維
持
し
た
い
と
い
う
立
場
か
ら
、
ど
う
い
う
状
態
が
望
ま
し
い
か
を
、
ま

た
な
ぜ
そ
れ
が
望
ま
し
い
か
を
指
摘
し
、
c
、
そ
の
状
態
を
行
動
を
起
こ
し
て
実
現
す
べ
き
こ
と
を
呼
び
か
け
る
議
論
”
で
あ
る
。
政
治

哲
学
で
は
、
こ
の
種
の
議
論
が
政
府
の
意
味
で
の
国
家
を
め
ぐ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
そ
こ
で
は
、
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

家
は
、
人
間
が
あ
る
目
的
の
達
成
の
た
め
に
作
っ
た
道
具
、
い
い
か
え
れ
ば
装
置
・
仕
組
み
・
仕
掛
け
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
人
間

の
働
き
掛
け
で
そ
の
出
来
具
合
い
を
変
え
得
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
（
た
と
え
ば
、
」
．
」
．
ル
ソ
ー
『
社
会
契
約
論
』
（
岩
波
書

店
・
昭
和
二
九
年
）
、
一
二
五
頁
．
）
つ
ま
り
、
日
頃
私
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
装
置
を
対
象
と
し
て
思
考
を
巡
ら
し
、
生
活
の
向
上
に
努
め
て

い
る
が
、
政
治
哲
学
で
は
そ
れ
が
国
家
と
い
う
装
置
を
対
象
に
な
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
は
ま
さ
に
問
題
解
決
の
た
め
の
議
論
で
あ
る
。
政
治
哲
学
は
ま
さ
し
く
一
個
の
「
工
学
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
政
治
哲
学
は
、

18



同
じ
問
題
解
決
の
た
め
の
諸
学
問
（
工
学
）
の
間
に
見
ら
れ
る
分
業
に
よ
っ
て
、
「
国
家
（
－
政
府
）
と
い
う
社
会
的
な
装
置
に
関
わ
る
不

都
合
」
の
研
究
を
そ
の
分
担
の
範
囲
に
し
て
い
る
「
工
学
」
で
あ
る
、
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
1
）
　
そ
の
他
の
例
。
プ
ラ
ト
ン
”
シ
ラ
キ
ュ
サ
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
一
世
の
力
を
借
り
て
、
み
ず
か
ら
の
理
想
と
す
る
国
家
を
実
現
し
よ
う
と
し

　
　
た
．
マ
キ
ャ
ベ
リ
『
君
主
論
』
“
イ
タ
リ
ア
の
政
治
的
混
乱
を
救
う
に
は
賢
く
強
い
君
主
の
出
現
が
不
可
欠
だ
と
し
て
、
そ
の
君
主
の
条
件
を
論
じ

　
　
た
。
T
・
ホ
ッ
ブ
ス
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
”
こ
の
著
書
の
内
容
が
い
つ
の
日
に
か
「
主
権
者
」
の
手
に
入
り
、
そ
の
人
の
手
で
「
じ
っ
さ
い
に
お

　
　
け
る
効
用
に
転
じ
る
」
こ
と
を
願
っ
て
い
た
。

　
（
2
）
英
語
で
は
、
装
置
（
鱒
階
丘
8
）
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
．
．
［
と
幕
8
亀
①
名
甘
幕
暮
霧
”
窮
。
3
導
一
弩
号
臥
讐
8
ε
器
署
Φ
g

　
　
聲
o
o
一
巴
℃
霞
b
8
Φ
o
吋
需
鳶
o
吋
ヨ
鎖
呂
o
o
一
亀
》
5
9
一
8
．
．
（
§
＆
無
ミ
、
G
。
硫
ミ
恥
蕊
ぴ
＞
愈
ミ
9
§
鷺
a
恥
b
貼
9
賊
s
§
遷
、
や
ト
o
卜
0
8
）

工学に欠けるもの，政治学に欠けるもの

　
c
　
政
治
制
度
論

　
政
治
制
度
論
は
、
政
治
哲
学
が
行
な
っ
て
い
た
価
値
に
つ
い
て
の
議
論
か
ら
離
れ
、
国
家
の
機
構
や
制
度
を
事
実
と
し
て
記
述
し
始
め

た
も
の
、
そ
の
意
味
で
政
治
の
哲
学
と
科
学
の
橋
渡
し
を
し
た
も
の
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
．
し
か
し
、
こ
の
理
解
は
、
事
実
を
正
し
く

捉
え
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
、
政
治
制
度
論
の
特
徴
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
し
て
み
れ
ば
分
か
る
．
（
以
下
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
根
岸
毅
「
行
政

学
と
比
較
の
方
法
」
（
辻
清
明
他
編
『
行
政
学
講
座
　
1
　
行
政
の
理
論
』
（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
七
六
年
）
．
二
六
八
ー
二
七
一
頁
．
）

　
制
度
論
の
研
究
対
象
の
特
徴
と
し
て
は
局
地
性
と
形
式
性
が
あ
げ
ら
れ
る
．
①
局
地
性
と
は
、
制
度
論
が
取
り
上
げ
て
記
述
し
よ
う
と

し
た
も
の
（
研
究
対
象
）
が
、
主
と
し
て
欧
米
の
民
主
主
義
国
の
制
度
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
②
形
式
性
と
は
、
制
度

論
が
文
書
の
形
で
残
る
法
制
度
の
分
析
は
し
て
も
、
政
治
過
程
の
実
態
の
分
析
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．

　
制
度
論
の
研
究
方
法
の
特
徴
と
し
て
は
個
別
性
と
規
範
性
が
あ
げ
ら
れ
る
。
③
個
別
性
と
は
、
研
究
が
事
例
研
究
の
形
で
行
な
わ
れ
．

二
つ
以
上
の
事
例
を
扱
う
場
合
で
も
、
個
別
の
事
例
研
究
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
一
般
化
は
試
み
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
．
④
規
範
注
と
は
、
研
究
の
目
的
が
理
想
的
な
政
治
制
度
の
提
示
や
、
現
在
の
政
治
制
度
の
改
善
方
法
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
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う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
特
徴
の
う
ち
①
③
④
は
政
治
制
度
論
を
生
み
出
し
た
動
機
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

　
制
度
論
は
、
現
状
に
不
都
合
が
あ
り
、
そ
れ
を
ど
う
に
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
動
機
か
ら
生
ま
れ
た
研
究
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
、
現
状
の
改
善
の
指
針
や
ヒ
ソ
ト
に
な
る
と
思
わ
れ
る
手
本
を
外
国
に
探
し
、
そ
れ
を
「
見
本
例
（
ま
た
は
反
面
教
師
）
」
と
し
て
紹
介

し
た
も
の
で
あ
る
．
い
い
か
え
れ
ば
そ
れ
は
、
政
治
の
「
組
織
と
活
動
に
関
し
て
『
理
想
』
も
し
く
は
『
改
善
』
を
示
す
こ
と
を
目
的
と

す
る
」
も
の
で
、
「
研
究
の
基
本
的
な
姿
勢
は
、
理
想
的
な
見
本
例
の
探
求
と
、
克
服
す
べ
き
困
難
・
障
害
や
解
決
す
べ
き
問
題
の
確
認
」

に
あ
っ
た
。
（
参
照
、
根
岸
「
行
政
学
と
比
較
の
方
法
」
、
二
七
〇
頁
．
）

　
見
本
例
の
記
述
で
あ
っ
た
か
ら
そ
れ
は
事
例
研
究
的
・
個
別
的
で
あ
っ
た
。
見
本
例
を
探
し
た
結
果
、
好
ま
し
い
と
さ
れ
た
も
の
（
民

主
制
）
が
西
欧
世
界
に
し
か
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
研
究
対
象
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
、
局
地
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
制
度
論
は
、
た
し
か
に
、
積
極
的
な
価
値
の
主
張
を
し
な
か
っ
た
．
し
か
し
、
こ
れ
が
手
本
だ
と
し
て
見
本
例
を
示
す
こ
と
は
、
消
極

的
で
は
あ
る
が
立
派
に
価
値
の
主
張
で
あ
る
。
ま
た
、
制
度
論
が
た
ん
に
「
事
実
の
記
述
」
を
し
て
い
た
－
価
値
論
か
ら
離
れ
て
事
実

と
し
て
の
政
治
制
度
を
客
観
的
に
記
述
す
る
こ
と
に
専
心
し
た
ー
と
す
る
の
は
正
し
く
な
い
。
価
値
の
議
論
は
か
な
ら
ず
な
ん
ら
か
の

事
実
に
言
及
（
轟
8
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
価
値
」
論
は
、
間
題
と
す
る
価
値
の
高
低
に
対
応
す
る
「
事
実
」
に
言
及
す
る
こ
と
で
、
間

主
観
的
な
伝
達
の
可
能
性
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
制
度
論
は
、
「
価
値
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
事
実
」
を
記
述
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

事
実
に
言
及
す
る
こ
と
を
通
し
て
価
値
を
論
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
政
治
制
度
論
の
特
徴
は
、
②
を
除
く
他
の
す
べ
て
が
問
題
解
決
の
意
図
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
．
研
究
の

動
機
に
問
題
解
決
の
意
図
が
あ
る
か
な
い
か
に
注
目
す
れ
ぽ
、
政
治
制
度
論
は
、
政
治
哲
学
と
同
じ
立
派
な
「
工
学
」
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
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三
　
政
治
学
に
欠
け
る
も
の
、
工
学
に
欠
け
る
も
の

　
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
伝
統
的
な
政
治
学
－
政
治
哲
学
と
政
治
制
度
論
ー
も
、
そ
の
研
究
活
動
を
開
始
す
る
動
機
が

「
実
生
活
に
生
じ
て
く
る
不
都
合
（
問
題
）
の
除
去
（
解
決
）
」
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
本
稿
で
い
う
「
工
学
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
常
識

的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
工
学
と
政
治
学
と
が
同
種
の
も
の
だ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
．
そ
れ
は
、
第
一
に
、
本
稿
の
よ
う
に
自
然
科
学
・

社
会
科
学
の
区
別
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
問
題
解
決
の
意
図
の
有
無
に
基
づ
い
て
学
問
区
分
を
行
な
う
こ
と
が
一
般
的
で
は
な
い
こ
と
、
第

二
に
、
両
者
が
一
見
あ
ま
り
に
も
違
い
過
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
二
節
で
そ
の
区
分
の
意
味
す
る
も
の
、
そ
の
区
分
を
行
な
う
こ
と
の
必
要
性
、
そ
れ
に
基
づ
く

両
者
の
同
種
性
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
の
で
、
こ
れ
以
上
論
ず
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
．
本
節
で
は
、
第
二
の
点
す
な
わ
ち
両
者
の
相

違
を
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
ょ
う
．
結
論
か
ら
先
に
い
え
ぽ
、
両
者
の
違
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
．
本
稿
で
い
う

「
工
学
」
と
し
て
持
つ
べ
き
属
性
ー
「
望
ま
し
い
工
学
」
の
条
件
1
に
異
な
る
点
で
欠
け
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
、
と
考
え
る

こ
と
が
で
ぎ
る
。

　
い
わ
ゆ
る
工
学
も
、
伝
統
的
な
政
治
学
も
、
そ
の
研
究
を
開
始
す
る
動
機
は
明
ら
か
に
問
題
解
決
に
あ
る
．
こ
れ
は
、
そ
の
い
ず
れ
も

が
「
工
学
」
の
定
義
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
点
に
疑
い
は
な
い
。
両
者
の
相
違
は
、
両
者
の
、
「
工
学
」
の
定
義
と

し
て
の
属
性
以
外
の
属
性
に
あ
る
。
こ
の
種
の
属
性
は
、
「
工
学
」
の
下
位
類
型
i
「
工
学
」
間
の
分
業
－
を
確
定
す
る
定
義
と
し

て
の
属
性
で
あ
っ
た
り
、
「
工
学
」
の
好
ま
し
さ
を
表
現
す
る
属
性
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
他
の
属
性
で
あ
っ
た
り
す
る
。
（
参
照
、
藤
本
隆

志
「
価
値
の
認
識
と
論
理
」
（
岩
崎
・
沢
田
・
永
井
編
『
講
座
　
現
代
哲
学
入
門
　
4
　
現
代
の
価
値
論
と
倫
理
』
（
有
信
堂
・
昭
和
四
四
年
）
）
、
六
六
－

七
八
頁
．
）
私
は
、
問
題
の
相
違
は
、
こ
の
第
二
の
も
の
に
関
わ
る
違
い
か
ら
生
じ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

　
一
節
d
の
イ
で
論
じ
た
よ
う
に
、
「
工
学
」
に
は
、
そ
れ
が
人
が
「
う
ま
く
」
生
き
る
た
め
の
”
良
い
”
道
具
で
あ
る
た
め
に
は
欠
か
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せ
な
い
基
本
的
な
条
件
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
価
値
論
－
目
標
の
設
定
；
と
事
実
分
析
－
目
標
を
実
現
す
る
手
立
て
の
解
明
ー
と

が
組
織
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
、
と
も
に
満
足
な
形
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
工
学
も
、
伝
統
的
な
政
治
学
も
、
こ
の
基
本

的
な
条
件
す
な
わ
ち
「
望
ま
し
い
工
学
」
の
条
件
を
満
足
に
備
え
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
備
え
方
、
い
い
か
え
れ
ぽ
そ
の
備
わ

っ
て
い
な
い
部
分
が
、
両
者
の
間
で
異
な
る
の
で
あ
る
。

　
a
　
問
題
解
決
の
道
具
と
し
て
の
政
治
学
の
欠
陥

　
上
に
述
べ
た
価
値
論
と
は
、
ま
ず
そ
れ
に
つ
い
て
価
値
の
高
低
－
障
害
（
不
都
合
）
の
存
在
と
不
存
在
ー
を
論
じ
よ
う
と
す
る
対

象
を
確
定
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
価
値
に
関
わ
る
問
ー
「
対
象
は
ど
う
い
う
状
態
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
か
（
Q
b
）
」
、
「
な
ぜ
そ
の
状

態
が
望
ま
し
い
の
か
（
Q
h
）
」
ー
を
発
し
、
答
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
．
伝
統
的
な
政
治
学
の
場
合
、
こ
の
対
象
は
国
家
（
“
政
府
）

　
　
（
1
）

で
あ
っ
た
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
、
伝
統
的
な
政
治
学
は
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
時
代
か
ら
継
続
し
て
真
剣
な
努
力
を
払
っ
て
来
て
い
る
。
（
得
ら
れ
た
答

が
充
分
に
満
足
の
い
く
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
こ
こ
で
問
う
必
要
は
な
い
．
）

　
こ
れ
に
対
し
て
、
「
工
学
」
が
備
え
る
べ
き
も
う
一
つ
の
条
件
l
Q
h
と
Q
恥
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
目
標
を
実
現
す
る
手
立
て
を

解
明
す
る
た
め
の
事
実
の
分
析
ー
に
関
し
て
は
、
伝
統
的
な
政
治
学
は
ま
っ
た
く
不
満
足
な
も
の
で
あ
っ
た
．
す
な
わ
ち
、
「
そ
の
望

ま
し
い
状
態
は
ど
う
い
う
条
件
を
整
え
て
や
れ
ば
生
起
さ
せ
う
る
か
（
Q
2
）
」
の
解
明
を
、
伝
統
的
な
政
治
学
は
ほ
ぽ
完
全
に
怠
っ
て
来

た
。　

伝
統
的
な
政
治
学
は
、
そ
の
も
と
も
と
の
意
図
、
「
問
題
解
決
を
意
図
す
る
学
間
」
と
し
て
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
、
不
完
全
な
も
の
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
政
治
哲
学
が
関
心
を
払
っ
た
の
は
Q
h
と
Q
b
で
あ
り
、
Q
2
に
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
関
心
を
払
わ

な
か
っ
た
。
政
治
哲
学
が
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
点
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
政
治
制
度
論
の
特
徴
の
一
つ
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が
形
式
性
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
、
法
制
度
に
言
及
す
る
こ
と
で
Q
比
に
答
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
．
し
か
し

一
方
で
、
そ
の
特
徴
は
、
制
度
論
が
現
実
の
政
治
過
程
の
分
析
を
怠
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
制
度
論
は
、
問
題
解
決
の
た
め
の

議
論
と
し
て
答
え
る
べ
き
問
の
Q
恥
に
し
か
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
政
治
哲
学
以
上
に
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
．

　
（
1
）
　
政
治
学
に
お
け
る
国
家
の
定
義
は
、
も
と
も
と
、
こ
の
意
味
で
の
対
象
i
な
に
に
つ
い
て
価
値
を
論
じ
た
い
か
ー
を
確
定
す
る
働
ぎ
を
す

　
　
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
問
題
解
決
の
動
機
を
失
っ
た
「
行
動
論
的
政
治
学
」
で
は
、
国
家
の
定
義
が
こ
の
働
き
を
失
い
、
国
家
の
定
義
自

　
　
体
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
る
。

工学に欠けるもの，政治学に欠けるもの

　
b
　
い
わ
ゆ
る
工
学
に
欠
け
る
も
の

　
機
械
工
学
を
は
じ
め
い
わ
ゆ
る
工
学
は
、
本
稿
で
い
う
「
工
学
」
と
し
て
備
え
る
べ
き
条
件
に
、
伝
統
的
な
政
治
学
と
は
逆
の
形
で
欠

け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
工
学
の
真
骨
頂
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
の
は
、
設
定
さ
れ
た
目
標
を
い
か
に
し
て
実
現
す
る
か
の
手
立
て
を
解
明
す
る
局
面
で
あ
る
．
こ

の
事
実
分
析
の
素
晴
ら
し
さ
に
つ
い
て
は
、
本
稿
と
の
関
係
で
は
こ
れ
以
上
な
に
も
述
べ
る
必
要
は
な
い
。
問
題
は
価
値
論
の
局
面
に
あ

る
と
思
わ
れ
る
．
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
工
学
は
、
伝
統
的
な
政
治
学
か
ら
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
．
（
ち
ょ
う

ど
、
政
治
学
が
逆
の
意
味
で
い
わ
ゆ
る
工
学
か
ら
学
ぶ
べ
き
点
が
多
々
あ
る
よ
う
に
。
）

　
事
実
分
析
に
よ
っ
て
対
象
が
生
起
す
る
因
果
の
条
件
を
解
明
し
、
法
則
的
知
識
を
入
手
す
る
こ
と
は
、
人
が
、
分
析
対
象
と
な
っ
た
事

象
を
操
作
す
る
能
力
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
た
と
え
ば
、
物
理
学
で
さ
え
も
、
そ
れ
を
「
物
質
の
世
界
を
記
述
す
る
た
め

の
学
問
だ
と
考
え
る
〔
の
は
〕
誤
り
で
あ
る
．
・
…
〔
そ
の
〕
方
程
式
は
…
運
動
一
般
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設

け
ら
れ
た
諸
概
念
を
適
切
に
数
学
的
に
位
置
づ
け
関
連
を
し
め
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
運
動
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
る
原
則
を
し

め
し
て
い
る
」
、
と
考
え
ら
れ
る
（
沢
田
『
認
識
の
風
景
』
、
一
五
一
－
一
五
二
頁
）
．
科
学
的
な
事
実
分
析
の
発
展
は
、
人
に
、
欲
す
れ
ば
開
け
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る
可
能
性
の
世
界
（
選
択
肢
”
巴
言
昌
註
く
邑
を
広
げ
て
く
れ
る
。
人
が
環
境
に
操
作
を
加
え
．
作
り
出
す
こ
と
が
理
論
上
可
能
な
物
や
状

態
の
範
囲
を
拡
大
し
て
く
れ
る
．
し
か
も
、
そ
の
拡
大
に
比
例
し
て
、
人
の
操
作
、
人
の
作
り
出
す
も
の
が
も
た
ら
す
影
響
は
広
範
か
つ

重
大
に
な
っ
て
い
る
．
し
か
し
、
事
実
分
析
そ
れ
自
体
は
、
人
に
、
そ
の
可
能
性
の
ど
れ
を
取
る
ぺ
き
か
、
ど
れ
を
避
け
る
べ
き
か
は
、

ど
ん
な
物
や
状
態
を
作
り
出
し
た
ら
よ
い
か
、
ど
れ
は
止
め
た
方
が
よ
い
か
は
教
え
て
く
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
科
学
的
研
究
が
進
展

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
開
け
た
可
能
性
の
「
好
ま
し
い
」
選
択
に
つ
い
て
の
緻
密
な
考
察
が
必
要
に
な
る
．
い
わ
ゆ
る
工
学
に
欠
け
る
も
の

が
顕
に
な
る
の
は
、
こ
こ
に
お
い
て
で
あ
る
。

「
工
学
」
と
し
て
の
政
治
学
の
課
題
は
、
政
治
学
が
“
そ
の
価
値
の
高
低
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
社
会
的
な
装

置
と
し
て
の
国
家
（
”
政
府
）
の
必
要
性
を
確
認
す
る
”
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
政
府
が
、
人
間
の
作
り
出
し
た
も
の
（
装
置
）
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
保
有
す
る
か
し
な
い
か
は
、
私
た
ち
に
開
か
れ
た
選
択
肢
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
し
、
政
府
が
人
間
生
活
に
必
要
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
ら
ば
．
私
た
ち
は
政
府
を
保
有
し
な
け
れ
ば
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
政
府

が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
一
切
の
不
都
合
は
、
は
じ
め
か
ら
発
生
し
な
い
か
ら
で
あ
る
．
ま
た
、
も
し
、
政
府
の
存
在
に
な
に
が
し

か
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
政
府
が
人
間
生
活
に
不
可
欠
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
存
在
か
ら
得
ら
れ
る
利
便
以
上
に
、

そ
の
存
在
か
ら
生
じ
る
不
都
合
が
大
き
け
れ
ば
、
政
府
を
保
有
し
な
い
こ
と
が
私
た
ち
の
利
益
に
な
る
．

　
こ
の
観
点
か
ら
政
府
の
存
在
に
疑
問
を
呈
す
る
議
論
は
、
政
治
学
に
お
い
て
「
無
政
府
主
義
」
と
い
う
名
称
で
展
開
さ
れ
て
来
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
政
府
の
不
可
欠
性
を
認
め
、
よ
り
好
ま
し
い
政
府
の
あ
り
方
を
論
じ
よ
う
と
す
る
者
は
、
ち
ょ
う
ど
ロ
ッ
ク
が
や
っ
た
よ

う
に
、
あ
る
目
的
の
実
現
が
人
間
生
活
に
不
可
欠
で
あ
る
と
と
も
に
妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
．
そ
の
実
現
の
た
め
に
は
あ
る
仕
事
の
実

行
が
必
要
な
こ
と
、
そ
の
仕
事
は
政
府
の
み
が
実
行
す
る
こ
と
を
、
ま
ず
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
の
種
の
議
論
は
、
い
わ
ゆ
る
工
学
の
中
で
は
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
原
子
力
発
電
所
建
設
の
可

否
の
問
題
は
こ
の
一
例
で
あ
る
．
そ
れ
を
論
ず
る
こ
と
は
工
学
の
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
答
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
発
想
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（
2
）

自
体
が
、
い
わ
ゆ
る
工
学
の
「
工
学
」
と
し
て
の
間
題
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
政
治
学
の
つ
ぎ
の
課
題
は
．
μ
そ
の
必
要
性
が
確
認
さ
れ
た
政
府
に
実
行
さ
せ
る
べ
き
仕
事
の
範
囲
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
う
あ
る
べ

き
か
を
示
し
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
が
い
か
な
る
根
拠
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
か
を
論
証
す
る
”
こ
と
で
あ
る
。
政
府
が
、
人
間
の
作
り
出
し

た
も
の
（
装
置
）
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
ど
の
範
囲
の
仕
事
を
実
行
さ
せ
る
か
は
、
私
た
ち
に
開
か
れ
た
選
択
肢
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。「

福
祉
国
家
論
」
や
「
最
小
国
家
論
」
な
ど
政
府
の
守
備
範
囲
に
関
す
る
議
論
は
、
こ
の
間
題
の
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
第
一
の
課
題
の
検
討
の
中
で
正
当
化
さ
れ
る
、
政
府
の
特
定
の
目
的
を
前
提
に
し
て
、
政
府
の
守
備
範
囲
が
特
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
．
政
府
の
役
割
に
関
す
る
、
社
会
主
義
的
国
家
観
と
レ
！
ガ
ン
や
サ
ッ
チ
ャ
ー
の
政
府
観
の
対
立
は
、
こ
の
問
題
の

具
体
的
な
現
わ
れ
で
あ
る
．

　
い
わ
ゆ
る
工
学
自
体
は
、
た
と
え
ば
時
速
五
〇
〇
㎞
で
の
走
行
が
可
能
な
リ
ニ
ア
・
モ
ー
タ
ー
・
カ
ー
の
開
発
と
関
連
し
て
、
乗
物
一

般
の
速
度
の
あ
る
べ
き
上
限
に
つ
い
て
考
察
を
め
ぐ
ら
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
．
そ
も
そ
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
実
行
さ
せ
る
べ

き
で
は
な
い
仕
事
の
種
類
を
検
討
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
種
の
問
題
の
検
討
が
、
社
会
の
ど
こ
に
お
い
て
も
ま
っ
た
く

行
な
わ
れ
て
い
な
い
と
は
言
わ
な
い
．
た
と
え
ば
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
『
一
九
八
四
年
』
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

れ
が
、
い
わ
ゆ
る
工
学
と
は
組
織
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
し
か
行
な
わ
れ
な
い
点
に
あ
る
．

　
政
治
学
の
価
値
論
の
残
さ
れ
た
課
題
は
、
”
第
二
の
課
題
の
検
討
の
中
で
確
定
さ
れ
る
範
囲
の
仕
事
を
実
行
す
る
装
置
と
し
て
の
具
体

的
な
個
々
の
政
府
に
、
い
か
な
る
仕
様
を
与
え
る
の
が
望
ま
し
い
か
、
そ
の
根
拠
は
な
に
か
を
論
証
す
る
“
問
題
で
あ
る
。
（
仕
様
と
は
、

実
行
す
る
仕
事
の
内
容
、
そ
の
仕
事
を
実
行
す
る
た
め
の
造
り
、
装
置
の
使
い
方
等
の
詳
細
の
こ
と
で
あ
る
．
）
政
府
が
、
人
間
の
作
り
出
し
た
も
の

（
装
置
）
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
仕
様
を
ど
う
す
る
か
は
、
私
た
ち
に
開
か
れ
た
選
択
肢
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
．

　
こ
れ
は
、
「
理
想
国
家
論
」
や
政
治
制
度
論
と
い
う
形
で
、
政
治
学
に
お
い
て
も
っ
と
も
広
範
に
議
論
さ
れ
て
ぎ
た
問
題
で
あ
る
。
政
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府
の
仕
事
は
さ
ま
ざ
ま
な
造
り
（
形
態
）
の
政
府
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
．
そ
の
中
の
特
定
の
形
態
1
た
と
え
ば
、

政
治
的
意
思
決
定
に
関
す
る
民
主
政
と
か
専
制
政
、
公
務
員
の
任
用
に
関
す
る
情
実
主
義
と
か
成
績
主
義
ー
は
、
一
定
の
状
況
に
お
い

て
は
、
他
の
形
態
よ
り
も
相
対
的
に
好
ま
し
い
結
果
を
人
間
の
生
活
に
も
た
ら
す
は
ず
で
あ
る
．
ロ
ッ
ク
に
よ
る
民
主
政
の
擁
護
は
、
こ

の
観
点
か
ら
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
．

　
こ
の
種
の
間
題
の
検
討
は
、
企
業
内
の
商
品
生
産
の
現
場
で
市
場
の
動
向
を
見
な
が
ら
行
な
わ
れ
る
、
特
定
商
品
の
仕
様
の
決
定
と
似

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
決
定
は
、
政
治
学
に
お
け
る
国
家
を
め
ぐ
る
論
議
と
同
列
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
そ
れ
は
，
第
一
に
、
特
定
商
品
の
仕
様
の
決
定
が
，
多
く
の
場
合
、
企
業
活
動
の
採
算
性
の
観
点
か
ら
の
み
行
な
わ
れ
，
上
に
述
べ
た

第
一
と
第
二
の
課
題
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
、
同
種
の
も
の
一
般
に
関
わ
る
価
値
の
検
討
1
そ
も
そ
も
そ
の
種
の
装
置
は
人
間
の
生
活
に

必
要
で
あ
る
の
か
、
必
要
だ
と
す
れ
ば
な
に
が
そ
の
存
在
を
許
容
す
る
条
件
か
に
つ
い
て
の
考
察
！
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
採

算
性
は
、
人
が
生
き
て
い
く
上
で
満
足
さ
せ
る
べ
ぎ
条
件
（
価
値
）
の
一
つ
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
す
べ
て
で
は
な
い
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
種
の
価
値
の
検
討
は
全
人
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

　
さ
ら
に
、
こ
の
決
定
は
企
業
活
動
の
一
環
と
し
て
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
工
学
自
体
に
は
、
可
能
な
複
数
の
仕
様
の
中

か
ら
ど
れ
を
選
択
す
る
か
、
選
択
す
べ
き
か
、
そ
の
根
拠
は
な
に
か
に
つ
い
て
の
組
織
だ
っ
た
研
究
が
欠
け
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
．

　
以
上
を
一
般
的
に
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
工
学
そ
れ
自
体
に
は
、
そ
れ
が
本
稿
で
い
う
「
工
学
」
で
あ
る
た
め
に
は
実
行
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
作
業
、
「
人
間
が
そ
の
環
境
に
働
き
掛
け
を
行
な
い
、
特
定
の
装
置
を
作
り
出
し
た
り
、
特
定
の
状
態
を
確
保
す
る
こ
と
の
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

性
と
妥
当
性
の
確
認
」
が
多
く
の
場
合
欠
け
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
（
2
）
　
い
わ
ゆ
る
工
学
の
範
囲
に
こ
の
種
の
議
論
が
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
ぽ
原
子
力
発
電
の
研
究
者
の
す
べ
て
が
、
原
子
力
発
電
所
建

　
　
設
の
可
否
に
つ
い
て
の
学
術
論
文
を
書
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
工
学
」
の
間
で
対
象
領
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域
の
分
担
1
た
と
え
ば
機
械
工
学
と
政
治
学
の
間
で
の
分
業
ー
が
あ
る
よ
う
に
、
同
一
対
象
を
研
究
す
る
者
の
問
に
も
分
業
1
た
と
え
ば
価

値
論
と
事
実
分
析
1
が
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
分
業
で
あ
る
以
上
、
価
値
論
を
行
な
う
者
は
事
実
分
析
の
成
果
を
踏
ま
え
て

　
論
を
展
開
し
、
事
実
分
析
は
価
値
論
の
成
果
を
熟
知
し
て
行
な
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

（
3
）
　
い
わ
ゆ
る
工
学
の
研
究
者
が
こ
の
種
の
問
題
の
検
討
を
ま
っ
た
く
行
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
ジ
ョ
セ
フ
・
ワ
イ
ゼ

　
ン
バ
ゥ
ム
（
秋
葉
忠
利
訳
）
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
パ
ワ
ー
』
（
サ
イ
マ
ル
出
版
会
・
一
九
七
九
年
）
は
、
そ
の
好
例
で
あ
る
．
問
題
は
、
こ
の
種
の
議

論
が
い
わ
ゆ
る
工
学
の
不
可
欠
の
一
部
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
．
（
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
慶
鷹
義
塾
大
学
理
工
学
部
専
任
講

　
師
永
田
守
男
氏
か
ら
お
教
え
を
い
た
だ
い
た
。
）

（
4
）
　
い
わ
ゆ
る
工
学
に
価
値
論
を
持
ち
込
む
こ
と
は
収
拾
の
つ
か
な
い
意
見
の
対
立
を
工
学
内
に
も
た
ら
す
と
し
て
、
本
稿
の
趣
旨
に
懸
念
を
表
明

す
る
向
き
も
あ
ろ
う
．
現
に
政
治
哲
学
は
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
。

　
　
し
か
し
、
人
が
「
う
ま
く
」
生
き
る
た
め
に
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
の
価
値
論
が
そ
も
そ
も
不
可
欠
で
あ
る
．
私
た
ち
の
生
活
に
不
可
欠
な
も
の

　
は
、
た
と
え
そ
れ
が
「
収
拾
の
つ
か
な
い
意
見
の
対
立
」
と
い
う
厄
介
な
も
の
を
伴
っ
て
も
、
放
置
し
て
お
く
こ
と
は
出
来
な
い
。

　
　
い
く
つ
か
の
選
択
肢
の
間
で
の
選
択
が
個
々
人
の
判
断
に
ま
か
さ
れ
、
そ
の
や
り
直
し
が
容
易
に
行
な
え
る
場
面
で
は
、
工
学
と
し
て
の
組
織
だ

　
っ
た
価
値
論
は
か
な
ら
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
試
行
錯
誤
に
基
づ
く
生
活
の
知
恵
が
そ
の
役
を
果
た
す
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
選
択
が
個
人
の
意
思
で
は
容
易
に
や
り
直
せ
な
い
場
面
や
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
結
果
を
生
む
可
能
性
の
あ
る
選
択
の
場
面
で
は
、
工
学
と

し
て
の
組
織
だ
っ
た
価
値
論
の
展
開
が
不
可
欠
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
装
置
と
し
て
の
政
府
や
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
中
枢
に
据
え
ら
れ
た
コ

　
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
問
題
は
、
個
人
の
意
思
で
は
容
易
に
や
り
直
す
こ
と
の
で
ぎ
な
い
選
択
の
典
型
で
あ
る
．
ま
た
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
結
果
を
生

む
可
能
性
の
あ
る
選
択
の
例
と
し
て
は
、
原
子
力
発
電
所
建
設
の
問
題
が
あ
る
．
し
か
も
こ
の
よ
う
な
選
択
の
場
面
は
し
だ
い
に
増
加
し
て
い
る
。

取
り
扱
い
が
厄
介
で
も
放
置
で
き
な
い
価
値
論
の
必
要
性
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
対
立
（
論
争
）
は
事
実
分
析
に
も
つ
き
も
の
で
あ
る
．
そ
こ
で
の
意
見
の
対
立
が
厭
わ
れ
な
い
の
は
、
そ
の
整
序
の
方
法
が
確
立
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
．
価
値
論
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
に
適
し
た
対
立
整
序
の
方
法
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
方
法
に
よ
っ
て
整
序

　
で
き
る
対
立
の
範
囲
が
ど
こ
ま
で
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
．
こ
れ
は
、
政
治
哲
学
に
も
等
し
く
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　
問
題
解
決
の
意
図
を
も
つ
知
的
活
動
す
な
わ
ち
「
工
学
」
が
、
そ
も
そ
も
い
か
に
「
う
ま
く
」
生
き
る
か
と
い
う
基
本
的
な
生
活
関
心

か
ら
生
ま
れ
た
と
す
れ
ば
、
「
工
学
」
が
そ
の
観
点
か
ら
十
全
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
、
人
が
生
ぎ
て
い
く
上
で
決
定
的
に
重
要
で
あ

る
。
以
上
に
お
い
て
本
稿
は
、
「
工
学
」
の
特
徴
と
構
造
を
論
理
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
工
学
と
伝
統
的
な
政
治
学

と
い
う
、
と
も
に
「
工
学
」
で
あ
り
な
が
ら
、
「
望
ま
し
い
工
学
」
と
し
て
の
属
性
に
異
な
る
点
で
欠
け
る
も
の
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
「
工
学
」
の
あ
る
べ
き
姿
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
。

　
問
題
解
決
の
観
点
か
ら
伝
統
的
な
政
治
学
に
つ
い
て
評
価
で
ぎ
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
価
値
論
で
あ
る
。
そ
の
間
題
点
は
、
価
値
論
に
よ

り
設
定
し
た
行
動
の
目
標
を
、
現
実
社
会
の
条
件
の
下
で
実
際
に
実
現
す
る
際
の
具
体
的
な
手
立
て
に
つ
い
て
は
、
実
効
性
の
あ
る
考
察

（
事
実
分
析
）
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
工
学
は
、
こ
の
後
者
に
関
し
て
は
充
分
な
努
力
を
払
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、

事
実
と
し
て
人
間
に
開
か
れ
た
可
能
性
、
選
択
肢
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
条
件
を
作
っ
て
や
れ
ば
実
現

可
能
か
の
問
題
は
、
お
ど
ろ
く
程
の
速
さ
、
深
さ
、
広
さ
で
解
明
し
て
来
た
．
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
工
学
の
問
題
点
は
、
逆
に
、
政
治
学

が
優
れ
る
価
値
の
検
証
で
あ
る
。

「
工
学
」
が
十
全
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
こ
の
両
者
の
優
れ
て
い
る
部
分
が
組
織
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
伝
統

的
な
政
治
学
は
い
わ
ゆ
る
工
学
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
工
学
は
伝
統
的
な
政
治
学
か
ら
、
互
い
に
多
く
を
学
び
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
本
稿
は
、
昭
和
六
〇
年
四
月
皿
日
に
行
な
っ
た
．

も
の
で
あ
る
。
）

日
本
機
械
学
会
第
六
二
期
通
常
総
会
で
の
特
別
講
演
の
内
容
に
．
若
干
の
加
筆
訂
正
を
加
え
た


