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最
終
講
義
「
政
治
学
は
ど
の
よ
う
な
学
問
か
？
」

　
　
を
め
ぐ
る
往
復
書
簡

最終講義「政治学はとのような学問か？」をめぐる往復書簡

根

岸

毅

　
私
の
「
最
終
講
義
」
は
「
政
治
学
は
ど
の
よ
う
な
学
問
か
？
」
の
標
題
で
、
『
法
学
研
究
』
第
八
十
巻
、
第
三
号
に
掲
載
さ
れ
た

（
参
照
、
同
誌
、
六
九
－
一
二
六
ぺ
ー
ジ
）
。

　
こ
の
論
考
は
、
は
じ
め
に
、
科
学
に
つ
い
て
の
新
し
い
理
解
の
仕
方
を
提
示
し
、
つ
い
で
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
問
題
解
決
の
過

程
お
よ
び
問
題
解
決
の
た
め
に
構
成
さ
れ
る
学
問
（
こ
れ
を
私
は
「
工
学
」
と
呼
ぶ
）
の
論
理
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
こ
の
方
法
論
的
基
礎
の
上
に
、
は
じ
め
に
、
政
治
学
を
「
工
学
」
の
一
分
野
と
捉
え
る
必
要
性
と
、
つ
い
で
、
そ
れ
が
問
題
解
決

の
た
め
に
専
門
的
な
手
引
き
を
供
給
す
べ
き
問
題
の
範
囲
が
国
家
と
の
関
わ
り
の
有
無
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
た
。

最
後
に
論
じ
た
の
は
、
そ
の
「
国
家
」
と
は
何
か
で
あ
っ
た
。

　
政
治
学
に
焦
点
を
当
て
た
論
考
と
し
て
、
そ
の
関
心
は
主
と
し
て
政
治
学
の
内
側
に
向
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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こ
の
論
考
が
ま
だ
未
刊
行
の
段
階
で
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
大
学
院
に
政
治
教
育
・
市
民
教
育
の
研
究
の
た
め
に
留
学
中
の
蓮

見
二
郎
氏
か
ら
、
私
の
論
考
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
を
受
け
取
る
機
会
を
得
た
。
そ
れ
を
契
機
と
し
て
、
同
氏
と
私
の
問
で
数
回
の
書

簡
の
交
換
が
あ
っ
た
。

　
そ
れ
は
、
蓮
見
氏
の
第
一
書
簡
の
冒
頭
に
あ
る
よ
う
に
、
私
の
論
考
の
政
治
学
そ
れ
自
体
と
し
て
の
問
題
よ
り
も
、
そ
れ
の
「
外

在
的
な
」
、
つ
ま
り
、
私
が
構
想
す
る
政
治
学
と
社
会
と
の
関
わ
り
や
、
そ
の
政
治
学
と
関
連
す
る
諸
学
問
分
野
と
の
関
わ
り
に
つ

い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
往
復
書
簡
は
、
私
が
構
想
す
る
政
治
学
の
、
「
最
終
講
義
」
が
論
じ
残
し
た
面
を

補
足
す
る
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
書
簡
の
や
り
取
り
が
一
段
落
し
た
い
ま
考
え
る
と
、
私
が
構
想
す
る
政
治
学
の
何
た
る
か
を
よ
り
良
く
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め

に
は
、
こ
の
往
復
書
簡
に
展
開
さ
れ
た
議
論
は
大
い
に
役
立
つ
も
の
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
最
終
講
義
」
が
載
っ
た
本
誌
に
、

こ
の
往
復
書
簡
を
収
録
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
根
岸
　
毅
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［
補
］

『
法
学
研
究
』
第
八
十
巻
、
第
三
号
の
］
〇
五
ぺ
ー
ジ
に
は
、
言
葉
遣
い
の
誤
り
が
あ
る
。
こ
の
機
会
に
、

す
な
わ
ち
、
一
〇
五
ぺ
ー
ジ
終
わ
り
か
ら
三
行
目
の
行
末
の
「
最
大
限
」
は
「
最
小
限
」
と
す
る
。

そ
れ
を
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

根
岸
毅



最終講義「政治学はどのような学問かP」をめぐる往復書簡

【
蓮
見
発
・
第
一
書
簡
】

　
根
岸
毅
先
生

　
先
生
の
「
最
終
講
義
」
を
拝
読
致
し
ま
し
た
。

　
根
岸
ゼ
ミ
に
入
っ
て
以
来
ず
っ
と
慣
れ
親
し
ん
だ
議
論
で
主
旨
に
は
全
く
異
存
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
外
在
的
な
点
ば
か
り
で
す
が

二
つ
思
い
つ
い
た
こ
と
を
記
し
ま
す
。

　
一
つ
は
、
「
政
治
学
と
は
何
か
」
と
問
う
こ
と
に
つ
い
て
で
す
。

　
ま
ず
、
自
分
自
身
の
間
題
に
引
き
付
け
て
申
し
ま
す
と
、
政
治
教
育
・
市
民
教
育
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
根
岸
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る

意
味
で
の
「
工
学
」
と
し
て
の
政
治
学
で
も
あ
り
、
ま
た
、
教
育
学
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
考
え
た
と
き
、
「
社
会
の
期
待
（
要

請
・
付
託
）
」
が
あ
る
の
は
、
政
治
教
育
・
市
民
教
育
に
関
わ
る
不
都
合
の
解
決
に
必
要
な
知
見
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
で

あ
り
、
そ
れ
を
担
当
す
る
の
が
政
治
学
か
そ
れ
と
も
教
育
学
か
に
つ
い
て
「
社
会
」
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
な
考
え
を
持
た
な
い
よ
う
に

感
じ
て
い
ま
す
。

　
別
の
例
と
し
て
、
最
近
流
行
り
の
概
念
で
あ
る
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
も
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
、
ガ
バ
メ
ン
ト
（
政
府
・
国
家
）
だ
け

で
な
く
、
N
G
O
や
市
民
な
ど
ガ
バ
メ
ン
ト
以
外
の
行
為
者
と
も
協
力
・
役
割
分
担
し
な
が
ら
公
共
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る

行
為
を
指
し
ま
す
。
こ
の
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
が
政
治
学
の
研
究
対
象
な
の
か
、
そ
れ
と
も
社
会
学
な
ど
の
別
の
学
問
分
野
の
研
究
対

象
な
の
か
に
つ
い
て
、
「
社
会
」
は
お
そ
ら
く
あ
ま
り
考
え
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
「
社
会
」
は
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
と
い

う
観
点
か
ら
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
専
門
的
な
手
引
き
を
求
め
て
い
ま
す
。

「
社
会
」
に
と
っ
て
は
、
国
家
、
政
治
教
育
・
市
民
教
育
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
間
題
解
決
に
必
要
な
知
見
が

提
供
さ
れ
る
こ
と
が
第
一
義
で
、
そ
れ
が
政
治
学
な
の
か
、
0
0
学
な
の
か
は
二
義
的
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
意
味
で
、
「
政
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治
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
立
て
る
こ
と
は
、
社
会
の
側
か
ら
す
る
と
二
義
的
な
重
要
性
し
か
持
た
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
感

じ
て
い
ま
す
。
（
そ
の
一
方
で
、
政
治
教
育
と
い
う
テ
ー
マ
が
、
政
治
学
に
お
い
て
も
、
教
育
学
に
お
い
て
も
、
互
い
に
他
方
の
担
当
だ
と
考

え
た
結
果
と
し
て
し
ば
ら
く
あ
ま
り
研
究
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
ど
の
学
問
分
野
が
担
当
す
べ
き
か
を
特
定
し
て
お
く
こ
と
に
も
意
義

が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
は
、
以
前
、
『
法
学
政
治
学
論
究
』
に
提
出
し
た
論
文
〔
「
日
本
の
政
治
学
に
お
け
る
政
治
教
育
研
究
の
必
要
性
」
、

同
誌
、
第
四
七
号
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
六
五
ぺ
ー
ジ
以
下
〕
で
述
べ
た
通
り
で
す
。
）

　
も
う
一
つ
は
、
先
生
の
議
論
が
意
味
を
持
つ
社
会
的
文
脈
に
つ
い
て
で
す
。

　
政
治
学
の
中
に
い
ま
だ
問
題
解
決
の
発
想
を
持
た
な
い
研
究
が
多
い
と
は
い
え
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
政
治
学
内
部
で
も
、
規

範
的
政
治
哲
学
が
復
活
し
た
り
、
新
制
度
論
・
政
策
研
究
が
興
隆
し
た
り
す
る
な
ど
、
政
治
学
を
「
工
学
」
型
に
捉
え
る
傾
向
は
強

ま
っ
て
き
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

　
イ
ギ
リ
ス
で
は
さ
ら
に
、
社
会
科
学
に
お
い
て
「
理
学
」
型
の
研
究
が
衰
退
し
て
い
る
こ
と
に
懸
念
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
サ
ッ

チ
ャ
ー
以
降
の
大
学
予
算
の
傾
斜
配
分
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
政
策
に
関
わ
ら
な
い
社
会
科
学
の
研
究
が
研
究
費
を
獲
得
し
に

く
く
な
り
、
「
理
学
」
型
の
研
究
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
（
そ
の
た
め
、
例
え
ば
、
8
一
ε
轟
尻
ε
象
霧
発
祥
の

地
で
あ
る
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
大
学
の
社
会
学
部
が
閉
鎖
さ
れ
た
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
哲
学
の
中
心
地
で
あ
っ
た
ロ
ン
ド
ン
の
ぎ
呂
9
8
　
9

国
身
8
試
9
で
教
育
哲
学
の
講
座
が
縮
小
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
）
。
つ
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
「
工
学
」
型
よ
り
も
む
し
ろ
「
理
学
」

型
の
研
究
の
減
っ
て
い
る
現
状
が
よ
り
間
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
（
「
社
会
」
の
側
よ
り
も
、
主
に
大
学
の
研
究
者
の

間
で
、
で
は
あ
り
ま
す
が
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
政
治
学
を
「
工
学
」
型
に
構
成
す
べ
し
と
い
う
根
岸
先
生
の
問
題
意
識
は
、
政
治
学
の
現
状
と
そ
れ
を
取
り
巻
く

社
会
的
な
背
景
次
第
で
、
ω
o
o
凶
巴
お
冨
く
き
8
が
幾
分
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓮
見
二
郎
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二
〇
〇
七
・
四
・
二
〇

最終講義「政治学はとのような学問かP」をめくる往復書簡

【
根
岸
発
・
第
一
書
簡
】

　
蓮
見
二
郎
君

　
私
の
「
最
終
講
義
」
を
さ
っ
そ
く
読
ん
で
、
コ
メ
ン
ト
を
書
い
て
く
れ
て
有
り
難
う
。

　
議
論
の
主
旨
に
異
論
が
な
い
と
い
う
点
は
、
あ
る
程
度
予
期
し
て
い
た
こ
と
で
す
。
君
の
言
う
「
外
在
的
な
」

期
待
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
非
常
に
意
義
の
あ
る
書
簡
を
も
ら
っ
た
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

私
が
「
最
終
講
義
」
で
言
い
た
か
っ
た
の
は
次
の
点
で
す
。

コ
メ
ン
ト
の
類
を

　
㈲
　
方
法
論
レ
ベ
ル
で
の
「
工
学
」
の
理
解
の
必
要
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
私
が
「
工
学
」
と
呼
ぶ
類
の
学
間
の
総
体
に
は
、
一
般
の
人
び
と
が
解
決
を
望
ん
で
い
る
す
べ
て
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
解
決

の
た
め
の
専
門
的
な
手
引
き
を
提
供
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
種
の
学
問
の
担
い
手
に
は
、
そ
れ
を
適
切
に

提
供
す
る
責
任
が
あ
り
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
科
学
に
お
い
て
は
こ
の
種
の
研
究
者
の
多
く
が
、
そ
も
そ
も
自
分
が
そ
の

よ
う
な
責
務
を
負
っ
て
い
る
と
の
自
覚
に
乏
し
く
、
し
た
が
っ
て
、
方
法
論
上
の
問
題
と
し
て
、
こ
の
専
門
的
な
手
引
き
の
提
供
を

適
切
に
行
な
う
た
め
に
は
「
工
学
」
と
呼
ば
れ
る
型
の
学
間
が
必
要
な
こ
と
、
お
よ
び
、
「
工
学
」
は
、
問
題
が
解
決
し
た
状
態

（
目
標
）
に
関
わ
る
「
価
値
」
的
論
議
す
な
わ
ち
「
哲
学
」
と
、
そ
の
状
態
を
「
事
実
」
と
し
て
捉
え
直
し
、
そ
れ
を
生
起
さ
せ
る

条
件
を
探
求
す
る
「
科
学
」
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
も
、
当
然
充
分
に
は
認
識
し
て
い
ま
せ
ん
。
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＊
　
こ
れ
に
は
蓮
見
君
が
列
挙
し
た
問
題
群
の
範
囲
を
は
る
か
に
超
え
て
、
地
球
の
温
暖
化
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
・
ウ
イ
ル
ス
の
出
現
、

人
口
の
減
少
と
高
齢
化
、
年
収
が
生
存
水
準
程
度
の
人
び
と
の
増
加
、
相
手
を
殺
害
す
る
こ
と
で
意
見
の
対
立
に
決
着
を
着
け
よ
う
と
す
る

行
為
、
震
度
7
の
地
震
に
も
耐
え
ら
れ
る
家
の
設
計
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
か
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
製
造
、
高
速
で
の
操
作
性
に
す
ぐ
れ
た

自
動
車
の
生
産
等
々
に
及
び
ま
す
。

　
こ
の
方
法
論
的
認
識
の
欠
如
は
、
学
間
（
科
学
）
に
は
「
理
学
」
し
か
な
い
と
い
う
思
い
込
み
を
生
み
ま
す
。
そ
の
結
果
、
工
学

が
必
要
な
と
こ
ろ
に
理
学
を
も
っ
て
き
た
り
、
不
完
全
な
形
の
工
学
ら
し
き
も
の
し
か
形
成
さ
れ
な
い
状
況
を
生
み
出
し
ま
す
。
つ

ま
り
、
工
学
の
方
法
論
的
レ
ベ
ル
で
の
理
解
が
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
生
じ
る
の
は
、
学
間
の
側
に
間
題
解
決
の
た
め
の
専
門
的
な

手
引
き
の
準
備
が
整
わ
な
い
状
態
で
す
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
な
ん
ら
か
の
理
由
を
つ
け
て
間
題
解
決
そ
の
も
の
を
避
け
て
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
っ
た
り
、
政
策
立
案
に
す
こ
し
で
も
関
わ
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
で
社
会
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
る
責
務
が
果
た
せ
た
と
す
る
姿
勢
な
ど

で
し
ょ
う
。
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＊
　
D
・
イ
ー
ス
ト
ン
や
M
・
ラ
ン
ド
ー
な
ど
の
行
動
論
の
立
場
に
立
つ
研
究
者
が
問
題
解
決
に
対
し
て
み
せ
た
初
期
の
反
応
。

　
両
者
と
も
、
科
学
を
基
礎
（
ま
た
は
純
粋
、
理
論
）
科
学
と
応
用
科
学
に
分
け
て
捉
え
、
後
者
が
存
在
す
る
た
め
に
は
必
ず
前
者
の
存
在

が
必
要
だ
と
す
る
見
解
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
問
題
は
、
社
会
が
緊
急
な
問
題
解
決
を
求
め
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
た
め
に
「
応
用
」
さ
れ

る
べ
き
基
礎
研
究
の
歩
み
が
遅
い
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
認
識
の
も
と
で
、
基
礎
科
学
が
将
来
も
た
ら
す
は
ず
の
豊
か

な
可
能
性
を
信
じ
る
彼
ら
は
、
基
礎
科
学
に
専
心
す
る
道
を
選
び
ま
し
た
。

　
イ
ー
ス
ト
ン
は
、
政
治
学
を
純
粋
科
学
ま
た
は
基
礎
科
学
で
あ
る
と
規
定
し
、
そ
の
特
徴
を
．
．
ω
一
〇
≦
き
α
お
ヨ
o
毎
、
、
で
あ
る
と
し
ま
し

た
。
、
．
ω
一
〇
薯
、
、
と
は
、
研
究
の
歩
み
が
遅
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
基
礎
科
学
が
生
み
出
す
基
礎
的
で
確
実
な
知
識
は
、
将
来
の
応
用
の
場
面

で
は
き
わ
め
て
信
頼
性
が
高
い
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
入
手
に
は
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
ま
た
、
．
．
お
ヨ
o
言
、
．
と
は
、
研
究
が
緊
急
な
社

会
問
題
か
ら
疎
遠
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
科
学
の
方
法
に
則
っ
て
研
究
を
進
め
る
と
、
必
然
的
に
実
践
的
関
心
か
ら
絶
縁

す
る
こ
と
に
な
る
、
と
イ
ー
ス
ト
ン
は
言
い
ま
す
。
問
題
の
解
決
は
、
こ
の
基
礎
科
学
が
入
手
し
た
知
見
を
「
応
用
」
す
る
こ
と
で
可
能
に
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な
る
と
論
じ
ら
れ
ま
し
た
。
（
oo
零
㍊
自
露
餌
ヨ
亘
ρ
O
餌
く
己
国
霧
8
P
．
．
↓
ぽ
Z
9
＜
肉
雰
o
ε
二
〇
コ
ぎ
℃
包
三
∩
巴
ω
含
Φ
昌
8
ゆ
、
、
』
ミ
ミ
惑
ミ
輔

　
、
ミ
ミ
ヘ
ミ
し
り
亀
ミ
軸
R
肉
ミ
暗
N
♪
①
ω
（
O
o
8
ヨ
げ
R
」
8
0
）
曽
O
P
一
8
ω
山
8
㎝
。
）

　
　
ラ
ン
ド
ー
は
、
』
つ
の
応
用
社
会
科
学
が
存
在
す
る
た
め
に
は
必
然
的
に
一
つ
の
理
論
科
学
の
存
在
が
前
提
と
な
る
…
。
問
題
の

　
解
決
が
も
た
ら
さ
れ
る
際
に
『
応
用
さ
れ
る
』
の
は
理
論
科
学
の
研
究
成
果
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
社
会
問
題
の
緊
急
な
解
決
を
求
め
る
立

　
場
か
ら
の
行
動
論
批
判
を
「
お
門
違
い
」
と
し
て
無
視
す
べ
き
だ
と
し
ま
し
た
。
（
ω
①
。
家
巽
6
言
一
き
量
F
、
ミ
ミ
ら
ミ
ミ
ミ
ミ
愛
ミ
ミ

　
、
ミ
ミ
ら
ミ
o
り
織
§
R
、
し
o
ミ
ミ
塁
き
言
康
ぎ
§
ミ
題
ξ
、
、
ミ
ミ
ら
ミ
』
、
ミ
ミ
遷
（
Z
Φ
≦
K
o
葺
一
匡
四
g
一
一
＝
帥
ロ
O
o
：
一
〇
認
）
も
p
曽
－
謡
）
曽
●
）

　
＊
＊
　
政
策
立
案
に
関
わ
る
こ
と
は
、
そ
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
に
つ
な
が
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
事
足
れ
り
と
し
て
し
ま
う
と

　
こ
ろ
に
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
次
の
個
で
論
ず
る
、
政
治
学
が
分
担
す
べ
き
「
問
題
の
地
図
」
の
内
の
ご
く
一
部
1
そ
の
時
々
の

　
政
策
立
案
に
携
わ
っ
て
い
る
人
び
と
の
関
心
事
1
し
か
研
究
対
象
と
せ
ず
、
よ
り
基
本
的
な
、
よ
り
長
期
的
な
関
心
事
i
こ
れ
に
は
、

　
政
治
哲
学
の
根
本
問
題
や
、
憲
法
に
規
定
さ
れ
る
問
題
な
ど
が
含
ま
れ
る
ー
に
は
手
を
付
け
ず
に
放
置
す
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
か

　
ら
で
す
。

　
は
じ
め
に
、
私
が
言
い
た
い
の
は
、
学
問
の
側
が
問
題
解
決
の
専
門
的
な
手
引
き
を
「
適
切
な
」
形
で
一
般
の
人
び
と
に
提
供
す

る
た
め
に
は
、
研
究
者
が
方
法
論
の
レ
ベ
ル
で
工
学
の
有
り
様
を
充
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
点

は
、
と
く
に
、
社
会
問
題
の
処
理
に
つ
い
て
強
調
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
「
政
治
学
は
ど
の
よ
う
な
学
間
か
？
」
と
間
う
こ
と
の

一
つ
の
意
義
は
、
政
治
の
研
究
者
に
も
、
間
題
解
決
の
た
め
に
は
「
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
知
的
作
業
」
が
必
要
か
に
つ
い
て
自

覚
さ
せ
る
こ
と
で
す
。

　
⑧
　
「
問
題
の
地
図
」
の
役
割

　
私
た
ち
は
、
は
じ
め
、
数
多
く
の
具
体
的
な
問
題
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
、

つ
そ
の
場
限
り
の
形
で
対
処
し
ま
す
。
そ
の
経
験
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
と
、

群
の
全
体
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、

そ
れ
が
発
生
し
た
時
に
必
要
に
迫
ら
れ
て
「
個
別
」
か

私
た
ち
は
、
将
来
私
た
ち
が
遭
遇
す
る
で
あ
ろ
う
問
題

多
様
な
問
題
が
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
把
握
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さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
さ
せ
て
、
そ
の
解
決
の
手
引
き
を
提
供
す
る
役
割
を
担
う
学
問
を
、
ふ
つ

う
一
つ
ず
つ
想
定
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
問
題
の
処
理
の
経
験
を
』
般
的
」
知
識
と
し
て
組
織
的
に
蓄
え
、
ま
た
将
来
起
こ
る
で
あ

ろ
う
問
題
を
予
知
す
る
た
め
に
必
要
な
知
的
準
備
で
す
。

　
こ
の
思
考
の
過
程
で
作
ら
れ
る
の
が
「
間
題
の
地
図
」
で
す
。

　
右
に
い
う
グ
ル
ー
プ
化
は
、
次
の
よ
う
に
し
て
行
な
わ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
「
価
値
あ
り
と
し
て
実
現
が
図
ら
れ

る
状
態
（
目
的
）
の
共
通
性
」
か
ら
、
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
対
処
す
る
の
が
効
果
的
だ
と
考
え
ら
れ
る
諸
問
題
が
、
同
一
グ
ル
ー
プ

を
形
成
し
ま
す
。
こ
れ
が
地
図
に
な
ぞ
ら
え
れ
ば
い
わ
ば
「
町
」
で
す
。
右
に
指
摘
し
た
よ
う
に
そ
れ
に
対
応
さ
せ
て
別
々
の
工
学

が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
い
ち
ば
ん
大
雑
把
な
間
題
の
区
分
が
、
工
学
問
で
の
研
究
分
担
の
見
取
り
図
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
そ
の
「
町
」
の
中
で
は
、
下
位
の
目
的
の
共
通
性
を
基
準
と
し
て
、
問
題
群
の
下
位
の
グ
ル
ー
プ
分
け
が
行
な
わ
れ
ま
す
。

こ
の
下
位
グ
ル
ー
プ
が
い
わ
ば
「
村
落
」
で
す
。
こ
の
作
業
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
地
図
」
は
よ
り
多
層
に
構

造
化
さ
れ
、
よ
り
詳
細
な
も
の
に
な
り
ま
す
。
こ
の
「
町
」
単
位
の
詳
細
図
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
学
内
で
の
下
位
領
域
間
で
の
研
究

分
担
の
見
取
り
図
に
な
り
ま
す
。

　
研
究
者
の
側
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
地
図
に
は
、
あ
る
工
学
分
野
の
研
究
者
に
、
自
分
が
分
担
す
べ
き
研
究
課
題
の
範
囲
を
自

覚
さ
せ
る
働
き
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
地
図
が
あ
れ
ば
、
研
究
者
の
側
で
間
題
解
決
の
手
引
き
の
準
備
に
手
抜
か
り
が

生
じ
る
恐
れ
は
小
さ
く
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
工
学
の
間
で
そ
れ
ぞ
れ
が
研
究
す
べ
き
分
担
の
範
囲
を
明
ら
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
作
業
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
「
政
治
学
は
ど
の
よ
う
な
学
間
か
？
」
と
間
う
こ
と
の
も
う
一
つ
の
意
義
は
、
政
治
学
に
つ
い
て

こ
の
作
業
を
促
す
こ
と
で
す
。
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＊
　
「
問
題
の
地
図
」
が
う
ま
く
働
け
ば
、
政
治
教
育
は
教
育
学
者
が
構
想
す
る
「
あ
る
べ
き
教
育
態
勢
」
に
と
っ
て
不
可
欠
な
要
素
だ
と

位
置
づ
け
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
教
育
学
者
は
、
既
存
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
な
か
に
「
政
治
教
育
」
の
講
座
が
必
要
だ
と
主
張
す
る
こ
と
に

な
る
で
し
ょ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
物
理
」
の
教
科
書
の
中
身
は
教
育
学
者
に
は
書
け
な
い
よ
う
に
、
「
政
治
」
（
そ
の
部
分
と
し
て
の
「
政
治
教
育
」
ま
た
は

「
市
民
教
育
」
を
含
め
て
）
の
教
科
書
の
中
身
を
書
く
専
門
性
を
教
育
学
者
は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
で
き
る
の
は
「
政
治
学
者
」
に

限
ら
れ
ま
す
。
（
そ
れ
が
書
け
る
ほ
ど
に
政
治
の
研
究
を
し
た
教
育
学
者
は
、
そ
の
執
筆
の
際
に
は
「
政
治
学
者
」
と
し
て
行
動
し
て
い
る

と
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
）

　
ま
た
、
政
治
教
育
は
、
例
え
ば
民
主
主
義
を
支
え
る
思
考
方
法
を
と
る
人
を
多
数
生
み
出
し
て
、
そ
の
体
制
を
樹
立
し
か
つ
安
定
化
さ
せ

る
の
に
役
立
つ
と
い
う
意
味
で
、
政
治
学
に
と
っ
て
も
不
可
欠
の
要
素
で
す
。
政
治
学
者
は
そ
の
教
科
書
の
中
身
を
書
く
こ
と
は
で
き
ま
す

が
、
そ
の
教
科
書
を
使
っ
て
行
な
う
授
業
の
や
り
方
に
ま
で
口
出
し
す
る
専
門
性
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
つ
ま
り
、
正
確
に
言
え
ば
、
一
般
人
の
言
う
政
治
教
育
は
丸
ご
と
の
政
治
教
育
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
政
治
学
が
関
心
を
も
つ
「
政
治

教
育
」
は
、
「
教
科
書
の
中
身
」
と
政
治
教
育
の
現
実
政
治
へ
の
影
響
で
あ
り
、
教
育
学
の
関
心
は
「
政
治
教
育
」
を
受
け
る
人
の
人
格
の

陶
冶
に
対
す
る
貢
献
で
す
。

　
蓮
見
君
の
言
う
「
〔
政
治
教
育
が
、
〕
政
治
学
に
お
い
て
も
、
教
育
学
に
お
い
て
も
、
互
い
に
他
方
の
担
当
だ
と
考
え
た
結
果
と
し
て
し
ば

ら
く
あ
ま
り
研
究
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
」
状
況
は
、
こ
の
二
つ
の
学
問
領
域
の
研
究
者
が
、
互
い
の
関
心
を
右
の
よ
う
に
限
定
的
に
捉
え
な

か
っ
た
と
こ
ろ
に
一
つ
の
原
因
が
あ
り
ま
す
。
「
問
題
の
地
図
」
に
お
い
て
政
治
学
と
教
育
学
の
関
心
が
、
正
確
に
限
定
的
に
理
解
さ
れ
て

い
れ
ば
、
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
た
状
況
は
生
ま
れ
な
く
な
る
は
ず
で
す
。

　
つ
い
で
な
が
ら
指
摘
し
て
お
く
と
、
政
治
学
者
は
「
法
曹
が
行
な
う
法
解
釈
活
動
」
は
、
も
っ
ぱ
ら
法
学
が
検
討
を
加
え
る
べ
き
対
象
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
学
と
し
て
法
曹
の
政
治
的
役
割
を
論
ず
る
議
論
は
、
皆
無
と
言
え
る
状
況
で
す
。

（
参
照
、
根
岸
毅
「
法
解
釈
と
政
治
」
（
『
法
学
研
究
』
第
五
九
巻
第
八
号
）
。
）
こ
れ
は
、
政
治
学
が
も
つ
「
問
題
の
地
図
」
が
ま
だ
完
備
し

て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

一
般
の
人
の
側
に
つ
い
て
言
え
ば
、
も
し
、
こ
の
地
図
（
最
低
最
初
に
作
ら
れ
る
「
大
区
分
」
の
も
の
）
が
一
般
に
知
ら
れ
て
い
れ
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ば
、
特
定
の
問
題
の
解
決
の
必
要
性
を
認
識
し
た
人
が
、
そ
の
た
め
の
専
門
的
な
手
引
き
を
入
手
す
る
た
め
に
「
ど
こ
（
ど
の
学

間
）
」
の
扉
を
叩
け
ば
い
い
か
の
判
断
を
容
易
に
下
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
は
ず
で
す
。
「
問
題
の
地
図
」
は
、
そ
の
際
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
案
内
人
」
の
役
目
を
果
た
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
地
図
」
と
は
「
案
内
人
」
、
「
見
取
り
図
」
の
こ
と
で
す
。
〔
ク
ー
ン
に
倣
え
ば
、
〕

工
学
に
お
い
て
は
、
一
学
問
領
域
に
固
有
の
講
座
設
置
の
要
求
は
、
一
つ
の
「
町
」
の
地
図
の
整
備
が
相
当
程
度
に
進
ん
だ
こ
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
連
し
て
起
こ
っ
て
く
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

＊
　
「
問
題
の
地
図
」
の
働
き
は
、
右
に
「
町
単
位
の
詳
細
図
」
と
記
し
た
部
分
に
当
た
る
次
の
例
を
み
れ
ば
↓
目
瞭
然
で
す
。
そ
れ
は

「
病
院
の
診
療
科
の
区
分
」
で
す
。
二
〇
〇
七
年
五
月
に
開
か
れ
た
医
道
審
議
会
診
療
科
名
標
榜
部
会
に
厚
生
労
働
省
が
提
出
し
た
診
療
科

の
表
記
の
仕
方
の
見
直
し
案
は
、
「
患
者
が
医
療
機
関
を
受
診
す
る
際
、
自
分
の
症
状
に
ど
の
診
療
科
が
当
て
は
ま
る
の
か
が
現
状
で
は
分

か
り
に
く
い
」
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
作
業
で
す
。

　
花
粉
症
を
患
っ
て
い
る
人
の
場
合
、
自
分
の
体
調
の
悪
化
と
い
う
問
題
の
解
決
の
た
め
に
は
、
工
学
聞
の
い
ち
ば
ん
大
き
い
区
分
で
言
え

ば
、
医
学
の
専
門
家
で
あ
る
医
師
と
そ
の
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
る
病
院
の
扉
を
叩
け
ば
よ
い
と
い
う
判
断
は
、
右
に
述
べ
た
問
題
の
地
図

の
「
い
ち
ば
ん
大
雑
把
な
問
題
の
区
分
」
が
示
す
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
誰
に
で
も
で
き
る
こ
と
で
す
。

　
現
状
の
診
療
科
名
の
表
記
の
仕
方
で
は
、
花
粉
症
の
患
者
が
「
ア
レ
ル
ギ
ー
科
」
と
「
耳
鼻
い
ん
こ
う
科
」
の
い
ず
れ
に
行
け
ば
い
い
か

の
判
断
が
し
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
「
ア
レ
ル
ギ
ー
科
」
を
掲
げ
て
い
て
も
、
得
意
分
野
が
花
粉
症
な
の
か
、
食
品
ア
レ
ル
ギ
ー

な
の
か
の
判
断
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対
し
て
、
基
本
診
療
科
と
し
て
「
耳
鼻
い
ん
こ
う
科
」
を
ま
ず
示
し
、
（
　
）
内
に
得
意
分
野

や
専
門
分
野
を
い
く
つ
で
も
表
記
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
厚
生
労
働
省
の
案
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
花
粉
症
の
患
者
が
迷
わ

ず
適
切
な
医
師
な
い
し
診
療
科
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
（
『
読
売
新
聞
』
、
二
〇
〇
七
・
五
・
二
〇
、
朝
刊
、
第

一
面
。
）

　
こ
の
例
に
よ
っ
て
、
「
問
題
の
地
図
」
が
果
た
す
役
割
が
明
確
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
今
回
の
厚
生
労
働
省
の
提
案
は
、
人
の
身
体
に

生
じ
る
問
題
（
病
気
）
に
つ
い
て
、
よ
り
使
い
や
す
い
よ
う
に
「
問
題
の
地
図
」
を
作
り
替
え
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
作
業
が
適
切

に
行
な
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
が
次
に
、
医
学
が
対
処
す
べ
き
す
べ
て
の
病
気
の
確
認
に
役
立
ち
、
問
題
解
決
型
の
学
問
と
し
て
そ
れ
が
準
備
す

べ
き
知
見
に
抜
か
り
が
な
い
よ
う
な
態
勢
の
構
築
の
作
用
を
学
問
と
研
究
者
に
及
ぼ
し
ま
す
。
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＊
＊
　
参
照
。
「
科
学
〔
H
「
理
学
」
〕
に
お
い
て
は
ー
そ
の
主
要
な
存
在
理
由
が
学
問
外
の
社
会
的
必
要
（
き
　
窪
ε
3
巴
　
ω
8
芭

　
器
＆
）
で
あ
る
医
学
、
工
学
（
冨
魯
3
δ
翰
）
お
よ
び
法
学
の
よ
う
な
分
野
は
別
と
し
て
ー
専
門
誌
の
発
刊
、
専
門
学
会
の
創
設
、
カ

　
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
固
有
の
講
座
を
設
置
す
る
こ
と
の
要
求
は
、
ふ
つ
う
、
そ
の
研
究
者
集
団
が
は
じ
め
て
一
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
共
有
す
る
よ

　
う
に
な
る
こ
と
と
関
連
し
て
起
こ
っ
て
く
る
。
」
（
↓
ぎ
ヨ
霧
国
仁
『
P
↓
ミ
o
リ
ミ
ミ
ミ
鳴
ミ
的
気
俺
ミ
ミ
ヘ
閑
ミ
ミ
ミ
ミ
、
象
〇
三
8
蓉
一
↓
箒

　
C
三
＜
R
ω
凶
身
o
h
O
三
8
讐
零
o
ω
ω
鴇
ぎ
α
＆
・
Ψ
Φ
巳
醇
鵬
巴
一
〇
刈
O
）
ゆ
P
お
薗
）

　
　
こ
の
意
味
で
、
理
学
に
お
け
る
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
に
工
学
に
お
け
る
「
問
題
の
地
図
」
は
対
応
し
て
い
る
。

　
私
が
「
政
治
学
は
ど
の
よ
う
な
学
問
か
P
」
と
問
を
設
定
し
た
の
は
、
以
上
の
地
図
作
り
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
す
。
私
の
論
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
直
接
論
じ
た
項
目
一
つ
ひ
と
つ
は
勝
れ
て
研
究
者
の
関
心
事
で
す
が
、
そ
れ
を
論
ず
る
こ
と
は
、
以
上
の
連
関
で
一
般
の
人
び
と

の
問
題
解
決
行
動
と
深
い
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
＊
　
そ
の
意
味
で
は
、
一
般
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
い
い
テ
ー
マ
で
す
が
、
学
問
の
内
部
で
は
そ
の
種
の
テ
ー
マ
を
論
じ
る
必
要

　
が
あ
り
ま
す
。

　
⑥
　
問
題
解
決
の
「
態
勢
」
の
出
来
具
合
い

　
私
が
「
最
終
講
義
」
を
こ
の
テ
ー
マ
で
書
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
明
示
し
た
か
っ
た
の
は
、
一
般
の
人
び
と
が
も
つ
雑
多
な
間
題
解

決
の
要
求
に
組
織
立
っ
た
形
で
応
え
得
る
学
間
の
態
勢
と
そ
こ
に
お
け
る
政
治
学
の
位
置
で
し
た
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
方
法
論
の

問
題
と
し
て
、
社
会
科
学
に
お
い
て
も
意
識
し
て
「
工
学
」
を
構
築
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
工
学
の
一
つ
と
し
て
、
研
究
の
分
担
の

範
囲
が
国
家
と
関
連
す
る
事
物
で
あ
る
よ
う
な
分
野
を
政
治
学
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
、
の
二
つ
で
す
。

で
は
、
こ
の
「
態
勢
」
は
充
分
に
整
っ
た
で
し
ょ
う
か
P

蓮
見
君
の
言
う
よ
う
に
、
「
政
治
学
の
中
に
い
ま
だ
問
題
解
決
の
発
想
を
持
た
な
い
研
究
が
多
い
」

よ
う
で
す
し
、
「
政
治
学
を
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『
工
学
』
型
に
捉
え
る
傾
向
は
強
ま
っ
て
き
て
い
る
」
と
は
言
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
方
の
研
究
者
は
方
法
論
的
に
充
分
に
自
覚
的
で
し
ょ
う
か
P

＊
　
受
け
取
っ
た
文
面
か
ら
は
、
蓮
見
君
が
「
理
学
／
工
学
」
の
区
別
を
「
政
策
に
関
わ
ら
な
い
／
関
わ
る
」
を
基
準
と
し
て
つ
け
て
い
る

と
読
め
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
理
学
型
の
例
と
し
て
「
教
育
哲
学
」
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
私
の
考
え
方
と
違
い
ま
す
。
少

な
く
と
も
教
育
哲
学
の
教
育
の
目
的
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
私
は
そ
れ
を
工
学
に
含
め
ま
す
。
そ
れ
は
、
そ
こ
で
は
研
究
対
象
の
状

態
の
変
化
に
価
値
の
高
低
が
対
応
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
蓮
見
君
の
情
報
に
基
づ
け
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
現
状
は
、
政

策
形
成
に
直
接
関
わ
り
の
な
い
研
究
が
憂
き
目
に
会
っ
て
い
る
と
は
言
え
て
も
、
「
工
学
」
型
の
研
究
が
冷
遇
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ

ん
。

　
私
が
こ
の
論
題
に
関
心
を
も
ち
始
め
た
一
九
七
〇
年
前
後
と
比
べ
る
と
、
た
し
か
に
、
政
治
学
の
有
り
様
も
、
社
会
の
状
況
も
変

わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
の
論
考
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
基
本
的
な
変
化
は
な
い
、
つ
ま
り
、
大
方
の
研
究
者
は
充
分
な

方
法
論
的
認
識
に
欠
け
て
い
る
、
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　
学
問
上
の
主
張
は
、
私
の
そ
れ
も
含
め
て
、
そ
の
時
々
の
学
問
の
有
り
様
や
社
会
情
勢
と
の
関
連
で
、
そ
の
役
割
の
重
要
性
が
決

ま
り
ま
す
。
個
々
の
研
究
が
実
際
に
取
り
上
げ
る
研
究
課
題
の
実
体
か
ら
見
れ
ば
、
私
の
主
張
の
重
要
性
は
以
前
よ
り
減
じ
て
い
る

で
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
望
ま
し
い
の
は
、
私
の
主
張
が
す
べ
て
の
研
究
者
に
受
け
容
れ
ら
れ
、
そ
れ
を
声
高
に
主
張
す
る
必
要
が
な

く
な
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
、
い
ま
だ
、
方
法
論
の
レ
ベ
ル
で
の
私
の
主
張
は
、
一
般
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
は
い

ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
、
ま
だ
私
の
主
張
を
繰
り
返
す
必
要
は
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
根
岸
　
毅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇
七
・
四
・
二
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
“
五
〇
　
J
S
T
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根
岸
毅
先
生

　
拙
い
疑
問
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
正
面
か
ら
お
答
え
下
さ
い
ま
し
て
、
と
て
も
あ
り
が
た
く
存
じ
ま
す
。

　
先
生
の
お
書
き
に
な
っ
た
⑥
⑥
に
つ
い
て
は
お
お
よ
そ
納
得
で
き
ま
し
た
の
で
、
◎
に
関
わ
る
点
に
つ
い
て
も
う
少
し
だ
け
補
足

さ
せ
て
下
さ
い
。

　
ま
ず
、
政
策
に
関
わ
る
学
問
が
全
て
「
工
学
」
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
「
工
学
」
が
全
て
政
策
に
関
わ
る
と
も
限
ら
な
い
、
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
教
育
哲
学
を
含
め
、
哲
学
が
「
工
学
」
型
の
学
問
の
一
部
（
第
｝
象
限
）
に
あ
た
る

研
究
を
行
う
こ
と
が
あ
る
の
も
理
解
し
て
い
ま
す
。

　
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
哲
学
の
場
合
、
社
会
か
ら
役
に
立
つ
知
見
を
提
供
し
て
い
な
い
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
が
、
講
座
縮
小
の
大
き
な

原
因
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
哲
学
は
「
工
学
」
型
の
学
問
を
し
て
欲
し
い
と
い
う
社
会
か

ら
の
期
待
に
応
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
、
「
理
学
」
型
と
見
な
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
二
〇
年
ほ
ど
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
哲
学
は
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
最
近
の
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
哲
学
会
で
は
、

提
出
す
る
論
文
や
報
告
に
、
政
策
・
学
校
運
営
・
教
育
方
法
な
ど
、
教
育
実
践
に
対
す
る
何
ら
か
の
含
意
（
ど
う
す
べ
き
か
）
に
つ

い
て
必
ず
述
べ
る
よ
う
要
求
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
学
会
全
体
で
意
識
し
て
、
学
問
を
「
工
学
」
型
へ
組
み
換
え
、

研
究
者
全
て
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
る
珍
し
い
事
例
だ
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
変
化
が
起
こ
っ
た
の
は
、
根
岸
先
生
の
よ
う
な
方
法
論
の
精
緻
な
議
論
に
基
づ
い
て
「
工
学
」
型
の
学
問
の
論
理
と
意
義
と

が
理
解
さ
れ
た
結
果
と
い
う
よ
り
、
残
念
な
が
ら
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
以
降
の
行
財
政
改
革
に
よ
る
研
究
予
算
の
傾
斜
配
分
の
成
果
の
よ

う
で
す
。
研
究
費
が
減
り
、
講
座
が
統
廃
合
さ
れ
、
教
員
が
削
減
さ
れ
た
た
め
に
、
不
承
不
承
変
わ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
よ
う
な
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の
で
す
。
そ
の
た
め
か
、
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
の
先
生
方
に
は
こ
の
状
況
に
対
す
る
少
な
か
ら
ざ
る
不
満
が
懐
っ
て
い
る
様
子
で
す
し
、

個
人
的
に
も
、
学
間
外
的
な
事
情
（
予
算
）
で
研
究
テ
ー
マ
が
決
ま
り
が
ち
な
イ
ギ
リ
ス
の
現
状
は
あ
ま
り
健
全
と
思
え
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
社
会
科
学
を
「
工
学
」
と
し
て
理
解
す
る
よ
う
今
以
上
に
強
く
求
め
る
と
、
「
理
学
」
型
の
研
究
を
し
た

い
研
究
者
か
ら
は
大
き
な
反
発
を
受
け
、
逆
に
既
に
「
工
学
」
型
の
研
究
を
し
て
い
る
研
究
者
か
ら
は
も
う
や
っ
て
い
る
と
言
わ
れ

て
し
ま
い
、
ど
ち
ら
か
ら
も
あ
ま
り
納
得
し
て
も
ら
え
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
致
し
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
ま
ず
「
理
学
」
型
の
研
究
者
の
言
い
分
に
、
少
し
耳
を
傾
け
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
く
あ
る
理
屈
と
し
て
聞
い
た

こ
と
が
あ
る
の
は
、
「
工
学
」
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
近
視
眼
的
な
研
究
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
い
、
今
は
役
に
立
つ
か
ど
う

か
分
か
ら
な
く
と
も
、
将
来
役
に
立
つ
可
能
性
の
あ
る
研
究
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
根
岸
先
生
の
論

理
で
は
（
イ
ギ
リ
ス
政
府
と
は
違
っ
て
）
、
必
ず
し
も
近
視
眼
的
な
間
題
（
研
究
課
題
）
の
み
を
念
頭
に
は
置
い
て
い
な
い
の
で
、
先

生
の
議
論
へ
の
反
論
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
実
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
歴
史
学
部
の
博
士
課
程
に
、
同
じ
く
塾
の
政
治
学
科
出
身
の
学
生
が
い
て
、
彼
は
、
純
粋
な
知
的
好
奇
心

か
ら
学
問
を
追
及
で
き
る
場
は
大
学
く
ら
い
し
か
な
い
の
だ
か
ら
、
大
学
く
ら
い
は
、
社
会
的
な
必
要
性
を
考
え
ず
に
真
理
を
追
究

で
き
る
場
で
あ
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
、
と
言
い
ま
す
。
彼
の
場
合
、
社
会
科
学
と
い
う
よ
り
人
文
系
な
の
で
余
計
そ
う
考
え

て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
個
人
的
に
は
こ
の
論
理
な
ら
納
得
で
き
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
全
て
の
研
究
者
が
「
理
学
」
型

で
は
困
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
確
か
に
、
「
理
学
」
型
の
研
究
者
と
い
う
だ
け
で
．
居
場
所
”
を
与
え
ら
れ
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、

大
学
と
し
て
心
寂
し
い
気
が
致
し
ま
す
。

　
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
科
学
・
政
治
学
に
限
っ
て
も
、
全
て
の
研
究
者
が
「
工
学
」
型
の
学
間
を
行
う
必
要
は
な
く
、
自
然
科
学

で
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
一
部
に
は
「
理
学
」
型
の
発
想
で
研
究
を
行
う
研
究
者
が
存
在
し
て
も
良
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。
根
岸
先
生
も
お
そ
ら
く
そ
れ
は
否
定
な
さ
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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そ
う
す
る
と
、
「
工
学
」
型
・
「
理
学
」
型
の
研
究
者
が
各
々
ど
の
く
ら
い
い
れ
ば
よ
い
の
か
が
問
題
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の

答
え
は
、
社
会
や
時
代
の
状
況
に
よ
っ
て
も
変
わ
る
と
思
い
ま
す
が
、
結
局
、
社
会
の
求
め
る
問
題
解
決
の
手
引
き
の
提
供
に
手
抜

か
り
が
生
じ
る
恐
れ
が
さ
ほ
ど
な
い
程
度
に
「
工
学
」
型
の
研
究
者
は
必
要
で
、
そ
れ
を
超
え
た
部
分
の
研
究
者
が
「
理
学
」
で
も

「
工
学
」
で
も
社
会
に
と
っ
て
は
構
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
行
動
論
の
時
代
の
政
治
学
に
は
「
工
学
」
型
の
研
究
者
が
あ
ま
り
に
少
な
す
ぎ
た
（
そ
の
た
め
、
政
治

学
を
「
工
学
」
型
に
す
べ
し
と
い
う
根
岸
先
生
の
議
論
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
）
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
か
ら
大
分
増

え
て
き
た
と
は
言
え
、
今
の
政
治
学
で
も
こ
の
基
準
か
ら
す
る
と
ま
だ
ま
だ
「
工
学
」
型
の
研
究
者
が
足
り
て
い
な
い
と
言
え
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
今
の
イ
ギ
リ
ス
の
状
況
は
、
も
し
か
す
る
と
そ
の
必
要
な
程
度
を
超
え
て
「
工
学
」
型
の
研
究
者
を
要

求
し
て
い
る
と
い
う
面
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
研
究
者
の
不
満
に
も
正
当
な
部
分
が
あ

ろ
う
と
感
じ
ま
す
。
（
た
だ
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
政
治
に
し
ろ
、
教
育
に
し
ろ
、
解
決
に
専
門
的
な
手
引
き
を
必
要
と
す
る
問
題
が
依
然
山
積

み
な
の
も
、
ま
た
事
実
で
す
が
。
）

　
以
上
の
よ
う
に
、
学
問
の
状
況
も
そ
れ
を
取
り
巻
く
社
会
的
な
環
境
も
変
化
し
て
き
て
い
ま
す
の
で
、
政
治
学
を
「
工
学
」
型
に

す
べ
し
と
主
張
す
る
こ
と
に
加
え
、
「
工
学
」
と
「
理
学
」
と
の
適
切
な
あ
り
様
と
い
う
観
点
か
ら
現
状
の
政
治
学
を
批
判
し
た
方

が
、
根
岸
先
生
の
論
旨
に
対
す
る
両
側
か
ら
の
感
情
的
な
反
発
が
緩
和
さ
れ
、
建
設
的
な
方
向
に
議
論
の
進
む
可
能
性
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
「
理
学
」
型
の
研
究
者
の
言
い
分
の
う
ち
も
っ
と
も
な
部
分
に
は
積
極
的
に
理
解
を

示
し
、
「
理
学
」
型
の
研
究
者
に
も
何
ら
か
の
．
居
場
所
”
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓮
見
二
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇
七
・
四
・
二
七
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【
根
岸
発
・
第
二
書
簡
】

　
蓮
見
二
郎
君

　
再
度
の
コ
メ
ン
ト
有
り
難
う
。

　
再
度
答
え
ま
す
。
以
下
で
は
、
君
の
二
〇
〇
七
・
四
・
二
七
の
書
簡
の
「
ま
ず
、
政
策
に
関
わ
る
学
問
が
」
で
始
ま
る
パ
ラ
グ
ラ

フ
を
第
ー
パ
ラ
グ
ラ
フ
と
数
え
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　
ω
　
第
ー
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
つ
い
て
。

　
私
の
言
う
「
工
学
」
の
特
徴
は
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
る
被
説
明
変
数
の
値
の
取
り
方
が
な
ん
ら
か
の
価
値
の
高
低
に
対
応
づ
け
ら
れ

て
い
る
点
に
あ
り
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
「
政
策
に
関
わ
る
」
が
「
被
説
明
変
数
の
特
定
の
値
が
、
形
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
政
策
の
目
標
に
な
っ
て
い

る
」
の
意
味
で
あ
れ
ば
、
そ
の
研
究
は
す
べ
て
「
工
学
」
で
す
。
し
か
し
、
「
政
策
形
成
の
過
程
を
分
析
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ

れ
ば
、
す
べ
て
の
研
究
が
工
学
と
は
か
な
ら
ず
し
も
言
え
な
く
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
政
策
以
外
で
も
、
「
そ
の
状
態
の
変
化
が
価
値
の
高
低
に
対
応
づ
け
ら
れ
た
」
も
の
を
被
説
明
変
数
と
す
る
研
究
は
「
工

学
」
に
含
ま
れ
ま
す
。

　
②
　
第
2
～
3
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
つ
い
て
。

　
社
会
が
「
工
学
」
に
求
め
る
「
問
題
解
決
に
役
立
つ
知
見
」
は
、
時
と
場
所
に
よ
っ
て
変
化
し
ま
す
。
工
学
に
は
、
そ
の
「
時
々

の
要
求
ま
た
は
期
待
」
（
こ
れ
を
A
と
し
ま
す
。
例
え
ば
、
「
政
策
・
学
校
運
営
・
教
育
方
法
な
ど
、
教
育
実
践
」
な
ど
）
に
応
え
る
だ
け
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で
は
な
く
、
学
間
の
側
で
作
り
上
げ
た
「
間
題
の
地
図
」
に
し
た
が
っ
て
の
「
知
見
」
（
こ
れ
を
B
と
し
ま
す
）
の
準
備
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
哲
学
の
場
合
、
A
を
研
究
の
課
題
と
せ
ず
に
、
B
マ
イ
ナ
ス
A
し
か
研
究
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
社
会
の
側

に
不
満
を
持
た
せ
た
、
そ
の
結
果
B
マ
イ
ナ
ス
A
も
含
め
て
そ
の
研
究
が
「
理
学
」
と
見
倣
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
サ
ッ
チ
ャ
ー
に
よ
る
研
究
費
の
傾
斜
配
分
に
不
承
不
承
従
っ
て
の
こ
と
だ
と
は
い
え
、
工
学
か
ら
B
マ
イ
ナ
ス
A
を
排
除
す
る
の

が
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
教
育
哲
学
流
の
「
工
学
」
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
社
会
が
求
め
る
も
の
（
A
）
の
内
容
に
変
化
が
生
じ
た
場
合

に
、
ま
た
か
な
ら
ず
社
会
か
ら
「
不
適
切
（
8
畠
ξ
日
巴
①
茜
算
）
」
と
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
種
の
批
判
を
終

わ
ら
せ
る
た
め
に
は
、
学
間
の
側
で
「
間
題
の
地
図
」
の
整
備
を
十
分
に
行
な
い
、
か
つ
、
前
回
の
書
簡
に
書
い
た
コ
般
の
人
び

と
が
も
つ
雑
多
な
間
題
解
決
の
要
求
に
組
織
立
っ
た
形
で
応
え
得
る
学
間
の
態
勢
」
を
作
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
③
　
第
4
～
7
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
つ
い
て
。

　
私
の
議
論
は
、
「
理
学
」
の
存
在
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
そ
の
他
に
、
そ
の
論
理
構
造
が
は
っ
き
り
し
な
い
「
工
学
」
を
、
方

法
論
的
に
確
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
過
程
で
、
蓮
見
君
が
指
摘
す
る
研
究
者
の
「
不
満
」
も
「
反
発
」
も
む
し
ろ
解
消

す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
蓮
見
君
の
書
簡
の
第
5
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
い
う
「
『
理
学
』
型
の
研
究
」
が
B
マ
イ
ナ
ス
A
の
意
味
な
の
か
、
私
の
い
う
意
味
で
の

そ
れ
な
の
か
が
不
明
で
す
。

　
も
し
そ
れ
が
B
マ
イ
ナ
ス
A
の
意
味
で
あ
れ
ば
、
そ
の
研
究
者
に
方
法
論
レ
ベ
ル
で
「
工
学
」
を
正
し
く
理
解
し
て
も
ら
い
、
彼

の
研
究
を
工
学
と
し
て
位
置
づ
け
れ
ば
、
彼
か
ら
は
不
満
も
反
発
も
な
く
な
る
は
ず
で
す
。
も
し
そ
れ
が
、
B
マ
イ
ナ
ス
A
で
は
な
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く
、
右
の
意
味
の
「
理
学
」

　
　
　
　
　
　
　
う
　

い
の
で
し
ょ
う
か
？

で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
の
研
究
者
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
不
満
や
反
発
に
は
、
ど
う
対
処
し
た
ら
い

　
私
の
論
考
は
、
私
の
言
う
意
味
で
の
「
工
学
」
の
研
究
者
に
、
自
分
が
行
な
っ
て
い
る
研
究
の
方
法
論
的
な
自
己
主
張
と
自
己
確

立
の
た
め
の
確
固
た
る
基
礎
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
点
が
理
解
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
研
究
者
た
ち
か
ら
反
発
を
受
け
る
こ

と
は
な
い
は
ず
で
す
。

　
第
6
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
、
「
近
視
眼
的
な
研
究
」
と
「
将
来
役
に
立
つ
可
能
性
の
あ
る
研
究
」
が
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
通
常
こ
の

よ
う
に
表
現
さ
れ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、
「
工
学
」
は
「
近
視
眼
的
な
研
究
」
（
い
い
か
え
れ
ば
、
「
人
び
と
が
現
に
求
め
る
も
の
に
応
え
よ
う
と
す
る
研
究
（
A
）
」
）

と
同
一
視
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
「
工
学
」
だ
け
に
な
る
と
「
近
視
眼
的
な
研
究
」
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
懸
念
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
議
論
に
は
つ
ぎ
の
説
得
が
可
能
で
す
。

　
工
学
に
は
B
マ
イ
ナ
ス
A
の
部
分
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
中
に
は
哲
学
的
な
間
も
入
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
工
学
は

「
近
視
眼
的
な
研
究
」
だ
け
に
限
ら
れ
な
い
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
工
学
に
哲
学
が
含
ま
れ
る
意
義
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に

ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
間
題
が
含
ま
れ
る
か
は
、
「
間
題
の
地
図
」
が
そ
の
案
内
人
の
役
を
果
た
し
ま
す
。

　
ま
た
、
科
学
的
知
見
は
、
特
定
の
被
説
明
変
数
と
特
定
の
説
明
変
数
の
間
の
関
係
を
記
述
し
て
い
ま
す
。
あ
る
知
見
が
y
と
x
の

間
の
関
係
を
記
述
し
て
い
る
と
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
知
見
が
「
将
来
役
に
立
つ
可
能
性
」
と
は
、
つ
ぎ
の
三
点
を
意
味
し
ま
す
。

－
．

そ
の
知
見
は
、
現
時
点
に
お
い
て
す
で
に
確
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
将
来
の
3
．
の
時
点
ま
で
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
保
持
さ
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こ
れ
は
、
知
見
自
体
に
は
な
ん
ら
変
化
が
生
じ
て
い
な
い
の
に
、
そ
の
被
説
明
変
数
の
値
の
取
り
方
に
対
す
る
人
び
と
の
評
価
が

変
わ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
現
在
、
被
説
明
変
数
の
値
の
取
り
方
が
な
ん
ら
価
値
の
増
減
を
意
味
し
な
い
と
い
う
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

味
で
「
理
学
」
に
属
す
る
知
見
が
、
将
来
に
お
い
て
「
工
学
」
の
働
き
を
す
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

「
理
学
」
が
存
在
す
る
限
り
「
将
来
役
に
立
つ
可
能
性
」
の
あ
る
研
究
が
な
く
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
「
将
来
役
に
立
つ
こ
と
が

現
在
分
か
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
「
現
在
役
に
立
つ
」
こ
と
で
す
。
）

＊
　
例
え
ば
「
み
み
ず
の
研
究
」
は
そ
の
よ
う
な
研
究
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
得
ら
れ
る
知
見
の
ひ
と
つ
に
、
』
定
の
性
質
を
も

っ
た
土
壌
一
㎡
に
棲
息
す
る
み
み
ず
の
個
体
数
と
そ
の
土
壌
の
湿
度
の
関
係
」
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
が
あ
り
得
ま
す
。
こ
の
個
体
数
の
増

減
は
、
現
在
、
大
多
数
の
一
般
人
に
と
っ
て
は
「
ど
う
で
も
い
い
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
の
値
の
変
化
は
な
ん
ら
の
価
値
の
高
低
と
も
結
び
つ

け
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
（
た
だ
し
、
農
業
関
係
者
の
中
に
は
、
現
在
、
そ
の
増
減
を
価
値
の
高
低
に
対
応
づ
け
て
い
る
人
が
若
干
い
る
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
）
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
は
理
学
に
属
す
る
研
究
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
将
来
の
あ
る
時
点
て
、
世
界
の
人
口
が
爆
発
的
に
増
え
、
人
に
と
っ
て
の
た
ん
ぱ
く
質
源
が
極
め
て
乏
し
い
状
況
が
出
現
す

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
変
化
に
よ
っ
て
、
現
在
一
般
人
か
「
ど
う
て
も
い
い
こ
と
」
と
し
て
見
向
き
も
し
な
い
み
み
ず
が
、
に
わ
か

に
豊
か
な
た
ん
ぱ
く
質
源
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。
こ
の
時
（
現
在
か
ら
み
れ
ば
「
将
来
」
）
、
現
在
の
研
究
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
さ
れ
た
』
定
の
性
質
を
も
っ
た
土
壌
］
㎡
に
棲
息
す
る
み
み
ず
の
個
体
数
と
そ
の
土
壌
の
湿
度
の
関
係
」
に
つ
い
て
の
知
見
は
、

利
用
可
能
な
た
ん
ぱ
く
質
源
を
増
や
す
と
い
う
点
で
、
に
わ
か
に
社
会
の
役
に
立
つ
知
見
と
な
り
ま
す
。
み
み
ず
の
個
体
数
は
多
け
れ
ば
多

い
ほ
ど
望
ま
し
い
と
の
評
価
を
受
け
る
が
た
め
に
、
こ
の
知
見
は
工
学
の
文
脈
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
基
礎
研
究
が
将
来
役
に
立
つ
よ
う
に
な
る
」
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
す
。
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＊
＊
　
い
ま
こ
こ
で
論
じ
て
い
る
の
は
、
a
．
問
題
解
決
に
役
立
つ
た
め
に
は
複
数
の
知
見
が
相
互
に
ど
う
関
係
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る

か
と
い
う
、
学
問
の
論
理
構
造
の
問
題
で
す
。
こ
れ
と
、
b
．
一
人
の
研
究
者
が
「
工
学
者
か
、
理
学
者
か
」
の
「
身
分
」
を
確
定
す
る
問

題
は
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
知
見
は
、
大
別
す
れ
ば
工
学
と
理
学
に
分
か
れ
、
工
学
の
中
で
も
哲
学
と
科
学
に
分
か
れ
ま
す
。
こ
れ
は
a
．
の
問
題
で
す
。
こ
の
知
見

群
の
分
化
の
枝
分
か
れ
の
中
の
、
ど
の
部
分
を
自
分
の
研
究
活
動
の
場
に
す
る
か
が
b
．
の
問
題
で
す
。
こ
の
両
者
の
間
に
は
、
片
方
が
他

方
を
規
定
す
る
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
b
．
は
個
々
の
研
究
者
が
任
意
に
決
め
て
構
わ
な
い
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
一
研
究

者
は
、
時
と
場
所
に
よ
っ
て
、
工
学
者
で
も
理
学
者
で
も
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
社
会
お
よ
び
人
文
系
の
分
野
で
も
、
「
純
粋
な
知
的
好
奇
心
か
ら
学
間
を
追
及
」
す
る
研
究
i
こ
れ
は
私
の
い
う
「
理
学
」
に

外
な
り
ま
せ
ん
ー
に
従
事
す
る
人
の
「
居
場
所
」
を
確
保
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。

　
そ
れ
ら
の
分
野
に
だ
け
、
私
が
い
う
意
味
で
の
「
理
学
」
が
存
在
し
な
い
と
論
証
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
し
ょ
う
。
そ
の
理
学
の

研
究
者
の
「
居
場
所
」
の
確
保
の
た
め
に
は
、
そ
の
方
法
論
的
な
基
礎
が
確
認
で
き
れ
ば
よ
い
は
ず
で
す
。
こ
の
仕
事
は
、
ま
ず
は

そ
の
研
究
者
自
身
が
行
な
う
べ
き
こ
と
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
仕
事
が
成
功
裡
に
終
わ
り
、
社
会
お
よ
び
人
文
系
の
分
野
で
の
「
理
学
」
の
存
在
が
方
法
論
上
は
確
立
し
た
と

し
て
も
、
そ
の
存
在
を
社
会
が
認
め
る
か
否
か
は
別
問
題
で
す
。
そ
れ
が
認
め
ら
れ
、
研
究
に
必
要
な
資
源
が
社
会
か
ら
供
給
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
の
は
、
ひ
と
え
に
、
そ
の
研
究
者
が
行
な
う
社
会
の
説
得
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
一
学
間
分
野
が
「
理
学
か
、
工
学
か
」
を
決
め
る
の
は
原
則
と
し
て
社
会
の
側
で
あ
り
、
そ
の
分
野
で
研
究
に
従
事
す

る
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
社
会
の
意
向
を
無
視
し
て
研
究
者
が
そ
れ
と
異
な
る
研
究
を
行
な
う
か
ら
混
乱
が
起
き
る
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
政
治
学
の
場
合
は
、
「
政
治
学
」
の
名
称
の
下
で
行
な
わ
れ
る
研
究
活
動
は
「
工
学
」
と
し
て
確
立
し
、
別
の
名
称

の
下
に
い
わ
ば
「
政
治
の
理
学
」
を
作
れ
ば
い
い
の
で
す
。
（
た
だ
し
、
私
に
は
、
「
政
治
の
理
学
」
な
る
も
の
が
ど
の
よ
う
な
実
体
を
も

つ
こ
と
に
な
る
か
は
、
想
像
す
る
こ
と
が
難
し
い
で
す
が
。
）
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こ
れ
が
右
に
◎
印
を
つ
け
た
問
へ
の
答
で
す
。

最終講義「政治学はどのような学間か？」をめくる往復書簡

　
㈲
　
第
8
パ
ラ
グ
ラ
フ
以
降
に
つ
い
て
。

　
以
上
に
私
が
論
じ
た
の
は
、
方
法
論
の
間
題
と
し
て
、
社
会
お
よ
び
人
文
系
の
分
野
に
お
い
て
も
、
自
然
科
学
の
よ
う
に
、
工
学

と
理
学
の
双
方
が
存
在
し
得
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
蓮
見
君
が
書
簡
の
こ
の
部
分
で
論
じ
て
い
る
の
は
、
私
の
議

論
が
作
っ
た
い
わ
ば
「
枠
」
の
大
き
さ
、
す
な
わ
ち
研
究
者
の
数
的
配
分
の
間
題
で
す
。

　
そ
れ
に
対
す
る
蓮
見
君
の
答
は
、
「
社
会
の
求
め
る
間
題
解
決
の
手
引
き
の
提
供
に
手
抜
か
り
が
生
じ
る
恐
れ
が
さ
ほ
ど
な
い
程

度
に
『
工
学
』
型
の
研
究
者
は
必
要
で
、
そ
れ
を
超
え
た
部
分
の
研
究
者
が
『
理
学
』
で
も
『
工
学
』
で
も
社
会
に
と
っ
て
は
構
わ

な
い
」
で
す
。
こ
の
答
に
、
私
も
基
本
的
に
は
賛
成
で
す
。
た
だ
、
特
定
の
時
と
場
所
で
の
研
究
者
の
分
布
状
況
が
、
こ
の
答
を
基

準
と
し
て
「
妥
当
」
と
言
え
る
か
否
か
の
判
断
は
、
現
実
に
は
相
当
に
難
し
い
作
業
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
⑥
の
冒
頭
に
、
「
私
の
議
論
は
、
『
理
学
』
の
存
在
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
そ
の
他
に
、
そ
の
論
理
構
造
が
は
っ
き
り
し
な
い

『
工
学
』
を
、
方
法
論
的
に
確
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
」
と
書
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
最
終
講
義
で
の
』
般
の
人
び
と
が
も

つ
雑
多
な
問
題
解
決
の
要
求
に
組
織
立
っ
た
形
で
応
え
得
る
学
問
の
態
勢
と
そ
こ
に
お
け
る
政
治
学
の
位
置
」
は
何
か
の
間
題
提
起

に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　
蓮
見
君
の
最
後
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
注
文
に
は
す
で
に
答
を
示
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
注
文
に
応
え
る
た
め
に
こ
そ
、
「
工
学
は

い
か
な
る
学
問
か
P
」
の
方
法
論
的
に
正
確
な
理
解
が
必
要
で
す
。

51



法学研究80巻9号（2007：9）

　
㈲
　
「
理
学
」
の
特
徴
と
存
在
意
義

　
㈹
で
、
社
会
お
よ
び
人
文
系
の
分
野
で
の
理
学
の
「
方
法
論
的
な
基
礎
〔
の
〕
確
認
…
は
そ
の
研
究
者
自
身
が
行
な
う
べ

き
」
こ
と
だ
と
記
し
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
、
「
理
学
」
に
つ
い
て
言
っ
て
お
く
べ
き
最
低
の
こ
と
を
記
し
ま
す
。

　
〈
定
義
〉

　
こ
こ
で
い
う
「
理
学
」
は
、
ク
ー
ン
の
い
う
「
通
常
科
学
」
と
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
に
対
応
す
る
も
の
で
、
そ
の
存
在
は
「
学
間
外

の
社
会
的
必
要
（
霞
§
箒
訂
。
9
；
8
琶
」
に
ま
っ
た
く
依
存
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
被
説
明
変
数
の
値
の
変
化
が
、
い
か
な

る
意
味
に
お
い
て
も
、
価
値
の
高
低
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
は
研
究
対
象
の
事
物
が
知
的
好
奇

心
の
対
象
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
被
説
明
変
数
の
値
の
変
化
に
よ
っ
て
研
究
者
が
そ
の
値
に
対
応
す
る
状
態
を
実
現
し
よ
う
と
し
た

り
、
排
除
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
研
究
対
象
は
、
自
然
現
象
で
も
社
会
現
象
で
も
あ
り
得
ま
す
。

　
〈
存
在
の
意
義
〉

　
工
学
の
知
見
の
基
礎
の
基
礎
に
は
理
学
の
理
論
が
あ
り
、
そ
れ
を
欠
い
て
は
工
学
に
よ
る
間
題
解
決
の
た
め
の
事
実
分
析
が
成
立

し
な
く
な
り
ま
す
。

　
理
学
の
研
究
対
象
た
る
事
物
の
特
定
の
状
態
－
被
説
明
変
数
が
取
る
特
定
の
値
に
対
応
す
る
ー
を
、
将
来
、
人
が
そ
の
実
現

を
望
む
よ
う
に
な
ら
な
い
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
ら
が
「
理
学
」
の
存
在
意
義
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
根
岸
　
毅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇
七
・
四
・
二
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
”
三
〇
J
S
T
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【
蓮
見
発
・
第
三
書
簡
】

根
岸
毅
先
生

再
度
ご
丁
寧
に
ご
回
答
下
さ
い
ま
し
て
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

先
生
が
ご
指
摘
の
通
り
、
「
理
学
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
で
混
乱
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

ま
る
で
先
生
の
通
信
添
削
を
受
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
蓮
見
二
郎

二
〇
〇
七
・
四
・
三
〇

　
【
追
記
】

　
こ
こ
で
収
録
し
た
書
簡
は
、
蓮
見
二
郎
氏
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
も
つ
電
子
メ
ー
ル
・
ア
ド
レ
ス
と
、
本
塾
法
学
部
に
あ
る
私

の
電
子
メ
ー
ル
・
ア
ド
レ
ス
の
問
で
、
二
〇
〇
七
年
四
月
二
〇
日
か
ら
同
月
三
〇
日
の
間
に
や
り
取
り
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
蓮
見
二
郎
氏
は
、
現
在
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
教
育
学
の
大
学
院
に
て
、
市
民
教
育
・
政
治
教
育
に
つ
い
て
の
研
究
を
行
な
っ

て
い
る
若
手
の
研
究
者
で
あ
る
。
同
氏
は
、
本
塾
大
学
法
学
部
に
お
い
て
は
私
の
研
究
会
に
属
し
、
本
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科

で
は
課
程
の
修
了
に
必
要
な
単
位
を
取
得
済
み
で
あ
る
。
同
氏
は
政
治
学
の
観
点
か
ら
政
治
教
育
に
関
心
を
も
ち
、
そ
の
研
究
が
日

本
に
お
け
る
よ
り
も
活
発
に
行
な
わ
れ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
に
研
究
の
拠
点
を
求
め
た
。
現
在
同
国
に
滞
在
中
で
あ
る
。
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