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〔
原
著
者
の
コ
メ
ン
ト
〕

1
　
ま
ず
、
評
者
に
よ
る
拙
著
の
解
釈
方
法
論
に
つ
い
て
の
評
価
及

び
ご
教
示
（
我
田
引
水
的
に
い
え
ば
、
私
見
が
ま
っ
た
く
具
体
的
に

表
現
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
適
切
に
説
明
し
て
い
た
だ
い
た
点
）
を

頂
い
た
こ
と
に
つ
い
て
最
初
に
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
存
じ

ま
す
（
な
お
、
以
下
で
は
、
あ
え
て
「
口
語
体
」
を
用
い
る
こ
と
を

お
許
し
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
本
著
の
出
発
点
は
、

唯
で
さ
え
「
難
解
」
な
「
不
動
産
物
権
変
動
論
」
に
よ
り
「
わ
か
り

易
い
理
論
的
説
明
」
を
示
し
た
い
、
と
い
う
素
朴
な
願
い
の
実
現
に

あ
る
か
ら
で
す
）
。

2
　
さ
て
、
以
下
、
評
者
の
ご
批
判
・
ご
質
問
に
お
応
え
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
第
一
点
【
1
2
二
重
譲
渡
の
法
的
構
成
】
に
つ
い
て
お
答

え
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
私
見
が
、
二
重
譲
渡
の
法
的
構
成
に
つ
い

て
公
信
力
説
的
理
解
に
立
ち
な
が
ら
、
「
対
抗
問
題
限
定
説
」
に
立

脚
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
で
す
。
問
題
は
、
両
理
論
を
並
行
的
に
援

用
す
る
こ
と
の
当
否
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
「
対
抗
問
題
限
定
説
」

（
於
保
・
原
島
説
）
の
対
抗
問
題
で
は
な
い
と
い
う
場
合
に
「
無
権

利
の
法
理
」
を
援
用
す
る
、
と
い
う
前
提
に
は
、
民
法
一
七
七
条
の

「
第
三
者
」
は
「
無
権
利
者
」
か
ら
の
取
得
者
で
は
な
い
、
と
い
う

理
解
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
公
信
力
説
に
立
つ
私
見
は
、
「
第
三

者
」
は
「
無
権
利
者
か
ら
の
取
得
者
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
民
法
九
四
条
二
項
と
民
法
一
七
七
条
の

い
ず
れ
を
適
用
す
る
か
の
問
題
は
重
畳
し
て
存
在
す
る
「
無
権
利
者

か
ら
の
取
得
者
」
保
護
法
理
の
並
行
的
援
用
を
ど
う
考
え
る
の
か
、

と
い
う
「
問
い
」
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
と
り
わ
け
、
鎌
田
教
授
の
「
公
信
力
説
」
は
こ
の
点
に
つ

い
て
、
民
法
一
七
七
条
も
ま
た
「
無
権
利
者
か
ら
の
取
得
者
で
あ

る
」
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
ま
す
。
私
見
は
ど
う
な
の
か
？

と
い
う
質
問
で
あ
ろ
う
と
理
解
し
て
お
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
評
者

の
質
間
の
真
意
は
次
の
点
に
あ
る
も
の
と
考
え
ま
す
。
①
点
　
「
対

抗
問
題
限
定
説
の
前
提
」
と
「
公
信
力
説
」
の
法
律
構
成
は
全
く
異

な
る
。
従
っ
て
田
中
の
立
場
は
、
公
信
力
説
に
立
つ
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、
一
方
で
は
「
対
抗
問
題
限
定
説
」
を
援
用
し
て
い
る
が
、
そ

れ
は
理
論
的
に
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
か
P
　
②
点
　
他
方
、
田

中
の
立
場
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
仮
に
可
能
と
し
て
も
（
【
1
4
】

の
質
問
に
も
関
連
す
る
が
）
、
要
件
論
も
効
果
論
も
ほ
ぼ
同
様
に
な

る
の
で
あ
ろ
う
九
四
条
二
項
類
推
適
用
論
（
「
無
権
利
の
法
理
」
適

用
の
結
果
）
と
公
信
力
説
に
よ
る
民
法
一
七
七
条
論
の
援
用
と
い
う

も
の
の
併
存
援
用
と
い
う
理
論
構
成
が
必
要
な
の
か
、
と
い
う
ご
指

摘
と
理
解
し
、
そ
の
上
で
以
下
の
よ
う
に
考
え
ま
す
。
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ま
ず
①
点
に
つ
い
て
、
私
見
は
、
「
公
信
力
説
」
を
支
持
し
ま
す
。

し
か
し
、
評
者
の
指
摘
の
よ
う
に
「
対
抗
問
題
限
定
説
」
を
説
く
有

力
な
見
解
が
、
民
法
一
七
七
条
の
「
第
三
者
」
は
「
無
権
利
者
か
ら

の
取
得
者
で
は
な
い
」
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の

意
味
で
公
信
力
説
を
支
持
す
れ
ば
、
そ
の
前
提
を
容
認
で
き
な
い
は

ず
で
あ
る
、
と
し
て
、
評
者
御
自
身
が
鎌
田
教
授
の
見
解
を
引
用
さ

れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
見
は
、
「
対
抗
問
題
限
定
説
」
に
与
す
る
が
、

民
法
一
七
七
条
の
「
第
三
者
」
は
、
「
無
権
利
者
か
ら
の
取
得
者
で

は
な
い
」
と
い
う
前
提
は
採
用
し
ま
せ
ん
。
端
的
に
い
え
ば
、
民
法

一
七
七
条
の
「
第
三
者
論
」
は
、
「
対
抗
問
題
」
か
ど
う
か
、
を
問

い
、
そ
れ
が
肯
定
さ
れ
た
後
に
問
題
と
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
す
。

例
え
ば
、
「
共
同
相
続
と
登
記
」
の
問
題
を
一
例
と
し
て
取
り
上
げ

て
説
明
し
ま
す
。
共
同
相
続
人
A
・
B
の
う
ち
A
が
単
独
相
続
の
虚

偽
の
登
記
を
し
て
そ
れ
を
第
三
者
C
に
譲
渡
し
た
場
合
、
B
と
C
と

の
関
係
は
「
対
抗
問
題
」
で
は
な
い
、
と
最
高
裁
昭
和
三
八
年
判
決

と
同
様
に
考
え
ま
す
。
そ
の
結
果
、
C
は
B
の
持
分
権
を
取
得
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
「
無
権
利
の
法
理
」
を
援
用
し

ま
す
。
も
し
、
C
の
「
要
保
護
性
」
が
高
い
場
合
で
あ
れ
ば
、
民
法

九
四
条
二
項
類
推
適
用
論
が
登
場
し
て
く
る
と
考
え
ま
す
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
第
一
段
階
で
は
民
法
一
七
七
条
の
「
第
三
者
」
論
に
つ

い
て
議
論
は
致
し
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
、
結
果
と
し
て
両
理
論
を

並
行
的
に
援
用
さ
れ
る
、
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
に
過
ぎ
な
い

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
「
対
抗
問
題
」
で
は
な
い
、
と
い
う
議

論
が
先
行
す
る
と
い
う
の
が
田
中
の
考
え
方
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
【
1
4
】
の
ご
質
問
と
関
連
し
ま
す
が
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
考
え
る
か
ら
で
す
。

　
①
「
対
抗
問
題
限
定
説
」
と
い
う
有
力
な
見
解
が
現
在
ま
で
主
張

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
応
接
す
る
必
要
性
が
あ
る
、

と
考
え
た
こ
と
、
②
具
体
的
に
は
、
「
対
抗
問
題
限
定
説
」
の
主
張

に
耳
を
傾
け
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
論
者
が
、
明
治
四
一
年
大
審
院

連
合
部
判
決
に
お
け
る
正
当
な
利
益
を
有
す
る
「
第
三
者
」
の
範
囲

制
限
説
の
判
決
に
お
け
る
具
体
的
説
示
の
内
容
が
「
不
法
占
拠
者
、

不
法
行
為
者
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
「
第
三
者
」
論
の

対
象
に
は
な
ら
な
い
と
し
た
点
を
評
価
す
べ
き
だ
、
と
い
う
点
に
あ

る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
③
そ
れ
ゆ
え
、
「
対
抗
問
題
制
限

説
」
が
極
め
て
有
力
な
見
解
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
す
が
、

問
題
は
、
そ
の
余
波
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
「
意
思
表
示
に
基

づ
く
物
権
変
動
」
は
、
争
い
な
く
「
対
抗
問
題
」
と
な
り
「
第
三

者
」
論
が
登
場
し
ま
す
。
④
と
こ
ろ
が
、
そ
の
結
果
、
「
相
続
」
に

関
す
る
諸
問
題
の
中
で
、
例
え
ば
「
遺
産
分
割
」
や
「
遺
贈
」
は

「
意
思
表
示
に
基
づ
く
物
権
変
動
」
だ
か
ら
「
対
抗
問
題
」
と
な
り
、

「
第
三
者
」
論
を
議
論
す
る
と
い
う
立
場
と
こ
れ
に
反
対
す
る
立
場
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と
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
⑤
問
題

は
、
具
体
的
結
論
の
妥
当
性
を
求
め
る
た
め
に
「
意
思
表
示
に
基
づ

く
物
権
変
動
」
か
ど
う
か
と
い
う
評
価
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
難
解

な
議
論
の
対
立
と
な
っ
て
教
科
書
的
レ
ベ
ル
の
議
論
に
な
っ
て
現
れ

て
き
ま
す
。
そ
こ
に
、
ま
ず
、
物
権
変
動
論
を
難
解
に
し
た
理
由
が

あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
民
法
一
七
七
条
論
に
持
ち
込
む
以
前
に
「
相

続
と
い
う
権
利
の
帰
属
秩
序
」
に
よ
っ
て
基
本
的
な
問
題
解
決
に
ア

プ
ロ
ー
チ
し
て
「
論
者
に
よ
っ
て
『
意
思
表
示
に
よ
る
物
権
変
動
』

か
ど
う
か
が
異
な
る
」
と
い
う
議
論
の
錯
綜
状
態
に
終
止
符
を
打
ち

た
い
と
考
え
た
か
ら
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
私
見
は
、
二
重
譲

渡
の
法
的
構
成
に
つ
い
て
は
、
二
重
売
買
と
二
重
譲
渡
と
を
峻
別
し

て
考
え
ま
す
の
で
、
第
一
譲
受
人
の
権
利
取
得
状
況
が
債
権
段
階
に

あ
る
場
合
と
物
権
段
階
に
あ
る
場
合
と
に
分
け
、
物
権
段
階
に
至
っ

て
い
た
と
き
だ
け
、
二
重
譲
渡
が
成
立
す
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

私
は
、
そ
の
意
味
で
、
い
わ
ゆ
る
公
信
力
説
を
採
用
し
て
お
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
民
法
一
七
六
条
の
「
意
思
主
義
」
に
つ
い
て
そ
の
歴

史
的
意
義
を
極
め
て
重
要
な
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
鎌
田
説
と
は

種
々
の
点
で
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
生
ず
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
具

体
的
な
相
違
に
つ
い
て
は
現
在
検
討
中
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し

て
お
り
ま
す
。

3
　
つ
ぎ
に
、
【
1
3
　
一
七
七
条
の
要
件
論
】
に
つ
い
て
の
ご
教
示

に
お
答
え
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
私
見
は
、
民
法
一
七
七
条
の
「
第

三
者
」
を
、
民
法
一
七
六
条
と
の
関
係
に
お
い
て
議
論
す
る
こ
と
は
、

「
概
念
法
学
的
な
形
式
論
理
に
依
拠
し
て
い
る
」
と
の
ご
批
判
に
ま

ず
、
率
直
に
お
答
え
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
存
じ
ま
す
。
そ
の
場

合
、
旧
有
力
的
見
解
で
あ
っ
た
「
対
抗
間
題
限
定
説
」
の
主
張
す
る

点
を
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
申

し
上
げ
た
よ
う
に
、
「
そ
の
よ
う
な
理
解
」
、
あ
る
い
は
「
そ
の
よ
う

な
曖
昧
さ
」
を
切
り
捨
て
、
す
で
に
拙
著
で
展
開
し
た
よ
う
に
、
ま

ず
、
「
相
続
法
原
理
に
基
づ
く
権
利
帰
属
秩
序
と
し
て
対
抗
間
題
で

は
な
い
」
、
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
解
決
す
べ
き
で
あ
る
と

考
え
ま
す
（
「
遺
贈
に
基
づ
く
物
権
変
動
」
）
。

　
そ
こ
で
、
民
法
一
七
六
条
と
一
七
七
条
を
ワ
ン
セ
ッ
ト
と
し
て
考

え
て
い
く
こ
と
が
「
形
式
論
理
的
で
あ
る
」
と
い
う
評
者
か
ら
の
ご

批
判
に
つ
い
て
は
、
私
見
は
、
こ
の
条
文
を
極
め
て
「
率
直
」
に
読

ん
で
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
考
え
て
お
り
ま
す
（
な
お
、
そ
れ
に
続

く
、
滝
沢
教
授
・
鎌
田
教
授
、
横
山
助
教
授
の
見
解
に
関
連
す
る
ご

教
示
に
つ
い
て
は
、
私
見
の
形
成
に
生
か
す
こ
と
を
今
後
の
課
題
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
）
。

4
　
さ
て
、
つ
ぎ
に
、
最
も
重
要
な
ご
批
判
に
お
答
え
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
「
『
民
法
一
七
七
条
は
意
思
表
示
に
よ
る
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物
権
変
動
に
制
限
さ
れ
る
』
と
い
う
命
題
と
並
ん
で
、
著
者
は
、

『
一
七
七
条
は
取
引
原
理
に
基
づ
く
規
定
で
あ
る
』
と
い
う
命
題
を

掲
げ
て
『
相
続
に
関
連
す
る
紛
争
に
つ
い
て
は
一
七
七
条
が
適
用
さ

れ
な
い
』
と
の
結
論
を
導
く
」
と
私
見
を
紹
介
さ
れ
た
上
、
次
の
二

点
の
ご
質
問
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
第
一
の
質
問
に
つ
い
て
お

答
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
松
岡
教
授
の
準
当
事
者
類
型
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
私
見
に
立
っ
て
も
、
結
論
と
し
て
は
、
同
様
の
判
断

が
導
け
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
密
か
に
考
え
て
お
り
、

現
在
の
段
階
で
は
、
確
答
せ
ず
、
保
留
と
い
う
こ
と
に
し
た
い
と
存

じ
ま
す
（
松
岡
説
の
「
準
当
事
者
類
型
」
は
取
引
法
原
理
で
あ
る
と

は
必
ず
し
も
い
え
な
い
た
め
、
取
引
法
原
理
に
服
せ
し
め
る
べ
き
紛

争
類
型
で
は
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
私
見
と
松

岡
説
と
の
理
論
的
な
「
距
離
」
を
含
め
て
再
度
考
え
る
こ
と
も
今
後

の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
）
。

　
つ
ぎ
に
、
第
二
の
ご
批
判
に
つ
い
て
お
答
え
し
ま
す
。
当
事
者
に

登
記
解
怠
の
「
帰
責
性
」
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
一
七
七
条
が
適

用
さ
れ
る
と
い
う
考
え
は
、
こ
れ
か
ら
も
大
切
に
考
え
て
行
き
た
い

と
存
じ
ま
す
。
し
か
し
、
現
時
点
で
は
私
見
を
貫
き
、
公
信
力
説
的

理
解
を
前
提
と
し
、
民
法
一
七
七
条
は
、
「
目
的
」
、
「
手
段
」
も
第

三
者
保
護
の
規
定
と
考
え
て
、
評
者
の
ご
指
摘
に
つ
い
て
「
全
く
ご

教
示
の
通
り
」
で
す
、
と
は
お
答
え
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
詳

述
す
れ
ば
、
評
者
の
基
本
的
な
立
場
は
「
第
三
者
保
護
」
を
い
わ
ゆ

る
「
第
一
譲
受
人
」
側
の
権
利
取
得
態
様
を
重
視
す
る
公
信
力
説
に

立
ち
ま
す
の
で
、
上
記
の
よ
う
に
お
答
え
す
る
し
か
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

5
　
さ
ら
に
、
「
フ
ラ
ン
ス
法
の
沿
革
論
」
か
ら
の
ご
教
示
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
も
特
に
、
評
者
の
見
解
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
た
だ
、
本
著
で
は
、
具
体
的
に
「
沿
革
論
」
を
十
分
に

論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ゆ
え
の
ご
質
問
だ
と
理
解
し
て
お
り

ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
評
者
の
ご
指
摘
に
対
応
す
べ

く
、
原
稿
化
し
て
い
る
最
中
で
あ
り
、
具
体
的
な
解
答
に
つ
い
て
は

そ
れ
に
譲
り
責
め
を
果
し
た
い
と
存
じ
ま
す
（
中
部
大
学
経
営
情
報

学
部
紀
要
掲
載
予
定
）
。

6
　
な
お
、
』
七
七
条
の
『
物
権
変
動
』
は
、
意
思
表
示
に
よ
る

物
権
変
動
に
限
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
、
取
引
法
的
物
権
変
動
に
限
ら

れ
る
と
す
る
定
式
的
な
立
論
は
、
著
者
が
批
判
す
る
従
前
の
学
説
の

形
式
論
理
に
、
著
者
自
身
も
拘
束
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」
と

の
ご
批
判
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
述

べ
た
こ
と
と
重
複
し
ま
す
が
、
お
答
え
い
た
し
ま
す
。
た
し
か
に
、

こ
の
ご
批
判
は
、
「
当
た
ら
な
い
」
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
対
抗
問

題
限
定
説
と
い
う
有
力
な
見
解
を
基
礎
に
、
現
在
の
物
権
変
動
論
全

体
に
議
論
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
現
状
に
応
接
し
、
妥
当
な
結
論
を

導
こ
う
と
思
っ
た
見
解
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
私
見
を
受
け
止
め
て
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い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
り
ま
す
。

7
　
【
1
4
　
一
七
七
条
と
九
四
条
二
項
類
推
適
用
法
理
の
関
係
】
に

つ
い
て
の
ご
批
判
に
お
答
え
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
「
『
民
法
一
七
七
条
は
取
引
法
原
理
に
基
づ
く
規
定
で
あ
る

か
』
か
ら
『
相
続
関
係
に
つ
い
て
は
一
七
七
条
は
適
用
さ
れ
な
い
』

と
す
る
著
者
の
理
解
は
、
更
に
、
『
こ
の
場
合
の
第
三
者
の
保
護
は

九
四
条
二
項
類
推
適
用
法
理
に
よ
っ
て
図
ら
れ
る
』
と
す
る
」
著
者

の
理
解
は
、
民
法
九
四
条
二
項
類
推
適
用
法
理
も
取
引
法
的
分
野
を

規
律
す
る
第
三
者
保
護
法
理
で
あ
る
と
の
点
を
説
明
し
き
れ
て
い
な

い
、
と
い
う
基
本
的
な
批
判
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
見

は
、
相
続
関
係
に
つ
い
て
の
解
決
法
理
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に

「
無
権
利
の
法
理
」
と
し
て
対
抗
問
題
か
ら
は
ず
す
、
と
い
う
こ
と

に
力
点
を
置
い
て
い
る
。
民
法
一
七
七
条
と
民
法
九
四
条
二
項
類
推

適
用
を
併
存
し
て
置
い
て
い
る
、
と
い
う
見
解
で
は
な
い
。
い
わ
ば
、

「
無
権
利
の
法
理
」
と
』
七
七
条
論
」
と
を
併
存
さ
せ
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
と
存
じ
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
相
続
関
係
に
お
け

る
権
利
の
帰
属
秩
序
を
原
則
的
に
守
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
考
え

方
を
一
貫
せ
し
め
、
「
遺
贈
と
登
記
」
の
問
題
に
お
け
る
よ
う
に
遺

贈
も
意
思
表
示
に
基
づ
く
物
権
変
動
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
錯
綜

し
た
従
来
の
議
論
を
整
理
し
た
い
と
考
え
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
と

は
い
え
、
例
外
的
に
第
三
者
側
の
「
要
保
護
性
」
が
生
ず
る
場
合
が

あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
民
法
九
四
条
二
項
類
推
適
用
論
の
援
用
も
、

理
論
的
に
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
、
と
考
え
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

8
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
一
七
七
条
の
「
第
三
者

論
」
、
特
に
、
「
悪
意
・
無
重
過
失
者
排
除
」
説
を
採
用
す
る
、
い
わ

ゆ
る
「
公
信
力
説
」
（
私
見
）
の
要
件
論
・
効
果
論
と
少
な
く
と
も

文
言
の
上
で
は
同
様
の
理
論
構
成
と
な
る
こ
と
は
ご
指
摘
の
如
く
で

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
実
質
的
な
適
用
の
側
面
で
は
、
極
め
て
異
な

る
も
の
と
判
断
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
不
当
な
取
引
を
防
止
す
る
、

と
い
う
意
味
で
九
四
条
二
項
類
推
適
用
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま

す
。
つ
ま
り
、
私
見
は
、
相
続
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
に
関
与
す
る
第

三
者
に
対
し
て
、
正
確
な
相
続
関
係
に
つ
い
て
の
「
調
査
義
務
」
を

課
す
根
拠
と
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
す
（
具
体
的
に
は
、
相
続
関
係

者
に
全
て
問
い
合
わ
せ
を
す
べ
き
義
務
が
発
生
す
る
と
構
成
で
き
る

か
ら
で
す
）
。
民
法
一
七
七
条
に
お
け
る
「
第
三
者
」
の
「
要
保
護

性
」
と
は
、
質
的
に
は
異
な
る
加
重
な
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
単
に
相
続
人
の
虚
偽
の
登
記
外
観
を
信
頼

す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
特
別
な
事
情
が
な
い
限
り
、
第
三
者

の
権
利
取
得
態
様
に
「
要
保
護
性
」
の
要
件
を
満
た
す
と
い
う
こ
と

に
は
な
ら
な
い
と
存
じ
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
意
味
で
考
え
ま
す
と
、
公
信
力
説
に
立
っ
た
と
し
て

も
、
少
な
く
と
も
相
続
に
関
す
る
「
第
三
者
」
の
保
護
は
、
「
第
三
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者
論
」
よ
り
は
、
民
法
九
四
条
二
項
類
推
適
用
論
の
方
が
厳
し
い
保

護
要
件
を
要
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
ま
す
（
山
本
敬

三
教
授
に
賛
成
の
意
を
表
す
る
の
も
こ
の
た
め
で
す
）
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
公
信
力
説
に
立
っ
て
も
、
「
相
続
に
お
け
る
権

利
帰
属
秩
序
」
に
よ
っ
て
、
「
無
権
利
の
法
理
」
を
適
用
し
、
「
九
四

条
二
項
類
推
適
用
論
」
を
例
外
的
に
援
用
す
る
場
合
、
「
第
三
者
論
」

の
適
用
要
件
と
文
言
と
し
て
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
「
相
続
を
め
ぐ
る

問
題
」
で
は
、
第
三
者
の
要
保
護
性
の
認
容
は
厳
し
く
な
る
と
い
う

法
律
関
係
と
し
て
理
解
し
た
い
、
と
い
う
の
が
私
見
の
立
場
で
す
。

そ
の
意
昧
で
の
「
振
り
分
け
論
」
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え

る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
現
時
点
で
は
私
見
を
維
持

し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

9
　
さ
て
、
そ
の
意
味
で
、
十
分
に
考
え
尽
く
し
て
い
な
か
っ
た

「
死
因
贈
与
」
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、
と
い
う
点
に

つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
に
し
た
い
、
と
思
い
ま
す
。
右
に
述
べ
た

よ
う
に
、
第
三
者
側
に
典
型
的
な
「
二
重
譲
渡
」
の
第
三
者
よ
り
も

「
死
因
贈
与
」
の
第
三
者
に
、
当
事
者
に
関
す
る
情
報
収
集
の
義
務

を
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
、
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と

「
相
続
に
よ
る
権
利
帰
属
秩
序
」
の
原
則
の
適
用
は
不
適
当
と
考
え

る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
戸
籍
謄
本

等
で
相
続
人
の
存
在
等
を
調
査
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い
こ
れ
ら
の
者
が
、

遺
留
分
権
利
者
が
ど
の
よ
う
な
遺
留
分
を
有
し
て
い
る
か
は
解
る
に

し
て
も
、
そ
れ
以
外
に
被
贈
与
者
の
点
に
つ
い
て
は
知
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
が
原
則
だ
と
い
う
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
べ
き
だ
と
考
え

ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
理
論
的
構
成
と
し
て
は
「
死
因
贈
与
」
は
原

則
と
し
て
法
定
相
続
人
等
が
受
贈
者
で
は
な
い
の
だ
か
ら
条
件
付
法

律
行
為
と
し
て
贈
与
契
約
の
問
題
と
し
て
「
第
三
者
」
と
し
て
対
応

す
べ
き
だ
と
現
時
点
で
は
考
え
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
考
え
ま
す
と
、
評
者
の
ご
指
摘
の
「
民
法
一
七

七
条
と
九
四
条
二
項
類
推
適
用
」
の
「
割
り
付
け
」
な
い
し
は
「
振

り
分
け
」
に
つ
い
て
の
不
信
も
解
消
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
石
田
公
信
力
説
が
つ
と
に
主
張
す

る
よ
う
に
、
さ
ら
に
評
者
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
民
法
九
四
条
二

項
類
推
適
用
法
理
が
不
動
産
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
紛
争
の
「
吹
き
溜

ま
り
」
と
化
す
危
険
性
が
あ
る
、
と
い
う
ご
指
摘
に
は
、
率
直
に
い

っ
て
私
も
同
調
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
気
持
ち
に
襲
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
上
述
の
よ
う
に
少
な
く
と
も
相
続
に
関
す
る
問
題
に
つ
い

て
は
、
九
四
条
二
項
類
推
適
用
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
場
面
は
、
山

本
敬
三
教
授
の
ご
指
摘
の
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
よ
う
に
感
じ
て
い

ま
す
。

10

　
最
後
に
、
気
に
な
る
点
と
し
て
、
以
下
の
評
者
の
ご
指
摘
が
あ

り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
「
す
で
に
解
決
し
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
新
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た
な
理
論
を
立
て
る
必
要
は
な
い
」
と
の
提
言
は
、
重
く
受
け
止
め

た
い
と
存
じ
ま
す
。
こ
れ
以
上
複
雑
な
物
権
変
動
論
は
展
開
す
べ
き

で
は
な
い
、
と
い
う
持
論
は
評
者
と
同
じ
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
評

者
の
ご
批
判
に
は
十
分
応
接
し
き
れ
て
い
な
い
点
も
合
わ
せ
て
、
今

後
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
以
上
、
評
者
の
問
題
提
起
は
、
小
論
文
の
範
囲
を
越
え
た
極
め
て

客
観
的
か
つ
卓
見
的
な
指
摘
で
あ
り
、
田
中
自
身
が
論
じ
き
れ
な
か

っ
た
諸
点
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
好
意
的
に
明
ら
か
に
し
て
下
さ
る
た
め

の
ご
「
批
判
」
と
し
て
受
け
止
め
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
こ
こ
に

改
め
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
中
　
淳
子

182


