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3
よ
り
多
く
情
報
を
含
み
、
計
算
も
逆
行
列
を
一
度
求
め
れ
ば
よ
い
と
い
う
点 

で
比
較
的
简
単
で
あ
る
。
し
か
し
ニ
段
階
に
比
べ
そ
れ
ほ
ど
の
相
違
が
.な
け
れ 

ば
実
用
的
と
い
う
意
味
.で
は
難
点
が
あ
ろ
う
。

.

5
、
完
全
情
報
最
大
法
全
体
系
を
考
慮
し
な
'が
ら
進
む
点
は
三
段
階
と
同 

じ
で
あ
る
が
、
逆
行
列
を
く
り
返
し
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で 

最
も
め
ん
ど
う
で
あ
る
。
ま
た
係
数
の
標
準
誤
差
が
利
用
で
き
な
い
と
い
.う
欠 

点
が
あ
る
。

一

般
に
^
罾
方
定
式
を
使
う
場
合
、
古
典
的
«
+
自
乗
ま
に
ぉ
い 

て
起
っ
た
マ
ル
チ
コ
の
間
題(
主
と
し
て
係
.数
が
.予
想
さ
れ
た
.値
と
違
う
と
い 

っ
た)

を
一
而
に
お
い
て
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
時 

に
全
外
生
変
数
を
考
慮
す
る
と
い
う
意
味
で
の
マ
ル
チ
コ
の
危
険
は
よ
り
増
大 

す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
現
実
に
は 

击
、典
的
最
小
自
乗
法
が
最
も
多
く
使
わ
れ
、

つ
い
で
一
一
段
階
最
小
自
乗
法
が
使

九
八(

一
0

0
八)

わ
.れ
.る
と
い
う
理
由
-が
わ
か
る
。
そ
れ
か
ら
当
然
の
こ
と
と
も
い
え
る
が
、
ど 

の
計
算
方
を
と
っ
て
も
非
常
に
有
意
な
係
数
は
、
計
算
方
式
の
違
い
に
よ
っ 

て
そ
の
値
が
あ
.ま
り
違
わ
な
い
、
安
定
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
有
意
で
な
い
係 

数
ほ
^
計
算
方
式
の
違
い
に
よ
ら
て
値
が
大
き
く
違
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が 

言
え
る
。
ゴ
ー
ル
ド
バ
ー
ガ
I
は
そ
の
著
書
の
中
で
ク
ラ
ィ
ン
の
構
造
方
程
式 

の
^.
で
消
費
関
数
だ
け
を
と
り
あ
げ
■て
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
そ
の 

こ
と
が
言
え
る
よ
^
;で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
逆
に
い
え
ば
古
典
的
最
小
自
乘
法 

を
用
い
て
も
各
係
数
が
非
常
に
有
意
で
あ
る
場
合
は(

マ
ル
チ
コ
の
場
合
は
一 

応
除
外
し
て)

そ
れ
に
つ
づ
く
よ
り
は
ん
ざ
.つ
な
構
造
推
定
を
行
う
利
点
は
少 

な
い
.と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

(

情
報
限
定
法
と
完
全
倩
報
法
に
つ
い
て
若
干
.の 

計
算
上
の
問
題
点
を
含
ん
だ
ま
ま
述
べ
た
の
で
、
こ
の
点
は
他
日
西
述
し
た
い
。)

書 

評

戸
塚秀
夫
著 

『

ィ
ギ
リ
ス
工
場
法
成
立
史
論

——

社
会
政
策
論
の
歴
史
的
再
構
成』

飯

田

.
鼎

社
会
政
策
の
本
質
論
争
に
た
い
す
る
反
省
が
た
か
ま
っ
て
以
来
、
そ
の
理
論 

的
再
構
成
を
め
ぐ
っ
て
新
た
な
問
題
が
提
^
!さ
れ
て
い
る
。
戸
塚
氏
の
今
回
の 

業
樹
は
、
こ
の
理
論
的
問
題
に
真
向
か
ら
取
り
組
ん
だ
も
の
と
し
て
ま
こ
と
に 

注
目
に
値
す
る
労
作
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
読
し
て
明
it
な 

こ
と
は
、
理
論
構
成
が
、
社
会
経
済
史
学
に
お
け
る
研
究
の
成
果
の
充
分
な
評
. 

価
と
摂
取
の
上
に
立
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
社
会
政
策
の
理
論
を
、
歴
史
的 

な
_
実
の
追
求
の
な
か
か
ら
摑
み
と
ろ
ぅ
と
す
る
熱
情
が
犇
々
と
感
じ
と
ら
れ 

る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ぎ
の
よ
ぅ
な
内
容
か
ら
成
っ
て
い
る
。

第一編主題と方法.

，ノ 

序

章

研

究

の

主

題

、
第
一
章
研
究
の
方
法
、

補
論
㈠

社
会
政
策
沐
質
論
爭
の
一
回
顧——

社
会
政
策
論
の
.再
構
成
の 

た
め
の
前
提一

^

第
二
編
ィ
ギ
リ
ス
綿
工
場
に
お
け
る「

原
生
的
労
働
関
係」

.

書

評

 

'

第
二
章
産
業
革
命
前
夜
の
締
業
労
働
者

第
一一

一
章
ァ
ー
ク
ラ
イ
.ト
X
場
の
出
現
と
教
区
徒
弟

第
四
章
蒸
気
カ
エ
場
の
展
開
と「

自
由
な
兜
萤」

第
五
章
工
場
制
の
発
展
と「

原
生
的
労
働
関
係」

の
克
服 

補
論
㈡

「

原
生
的
労
働
関
係」

の
理
論 

第
三
編
イ
ギ
リ
ス
初
期
工
場
法
と「

原
生
的
労
働
関
係」

第
六
章
問
題
の
設
定 

第
七
章
初
期
工
場
立
法
の
沿
革 

第
八
章
初
期
工
場
、立
法
の
成
立
根
拠 

:
第

九

章

初

期H

場
立
法
の
諸
結
果 

.

補
論
㈢
.

初期工場立法の理論、

補
論
㈣

イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
期
に
お
け
る
労
働
政
策
の
転
回 

.
箸
者
は
す
で
に
、
社
会
政
策
論
を
も
っ
て
、
大
河
内
理
論
に
お
け
る
如
く
、
 

「

政
策
提
案
の
学」

で
は
な
く
、「

政
策
批
判
の
学」

と
し
て
再
構
成
さ
れ
る
べ 

き
で
あ
る
と
い
.う
、
ま
こ
と
に
•ユ
ニ
ー
ク
な
問
題
提
起
'を
も
っ
て
知
ら
れ
て
い 

る
が
、
そ
の
よ
う
な
理
論
的
基
底
の
上
に
立
づ
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
い
わ
れ 

る
。「

戦
後
約
ー
ー
〇
年
間
の
こ
の
分
野
で
の
研
究
史
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
現
在 

わ
れ
わ
れ
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
は
、
社
会
政
策
学
の
伝
統
的
な
枠
か
ら
は
な
れ 

て
進
め
ら
れ
て
き
た
労
働
問
題
プ
ロ
パ
ー
に
つ
い
て
の
近
来
の
理
論
的
、
実
証 

的
研
究
の
成
果
を
前
提
し
た
上
で
、
か
つ
て
提
起
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
の
解 

答
を
、
敗
策
研
究
の
領
域
に
お
い
て
積
極
的
に
提
示
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
と 

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
場
合
、
社
会
改
良
的
諸
施
策
に
つ
い
て
の
歴
史 

的

•

実
証
的
研
究
が
、
従
来
の
社
会
政
策
理
論
の
真
理
性
を
吟
味
す
る
上
で

九
九(

一
〇
〇
九)



も
、
ま
た
新
た
な
研
究
段
階
に
お
け
る
政
策
研
究
の
方
向
を
提
起
し
て
い
く
上 

.
で
も
、
恰
好
な
素
材
を
提
供
す
る
.よ
う
に
思
わ
れ
る」

(

一
一
ー
ー
ニ
頁)

。

こ
こ
で
著
者
は
、
労
働
問
題
研
究
を
社
会
政
策
学
か
ら
と
き
放
つ
こ
と
を
主 

張
さ
れ
る
隅
谷
教
授
や
氏
原
教
授
を
中
心
と
し
て
お
し
す
す
め
ら
れ
た
と
こ
ろ 

の
、
労
働
問
題
の
実
証
的
個
別
的
研
究
の
成
果
を
-'
充
分
に
吸
収
す
る
こ
と
の 

必
要
性
を
訴
え
な
が
ら
、
し
か
も
社
会
政
策
学
を
無
用
の
も
の
と
し
て
退
け
る 

の
で
は
な
く
、
社
会
政
策
の
歴
史
的
実
証
的
研
究
を
通
じ
て
理
.論
を
確
立
す
る 

と
い
う
視
点
に
立
つ
。
著

者

が「
社
会
政
策
論
の
歴
史
的
再
構
成」

と
よ
ぶ
所 

以
で
あ
る
。
そ
し
て
著
者
は
、
ィ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
期
に
お
け
る
初
期
工
場
立 

法
を
と
り
あ
げ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
0.
場
合
、
い
わ
ゆ
る
原
生
的
労
働
関
係
の 

克
服
と
し
て
労
働
保
護
法
を
把
握
さ
れ
、
そ
れ
を
根
幹
と
し
て
構
築
さ
れ
た
大 

河
内
教
授
の
理
論
を
め
ぐ
っ
て
は
げ
し
い
論
戦
が
闘
わ
さ
れ
た
経
過
を
考
察 

し
、
そ
の
論
争
に
お
い
て
、
と
く
に
鋭
く
対
立
し
た
大
河
内
一
男
、
岸
本
英
太 

郞
両
教
授
の
限
界
の
意
識
の
上
に
立
っ
て
、
自
己
の
問
題
を
提
起
し
よ
う
と
す 

る
。
す
な
わ
ち
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
る
。「

資
本
制
経
済
社
会
の
順
当 

な
再
生
産
に
と
っ
て
、
社
会
政
策
と
い
う
国
家
権
力
の
介
入
が
不
可
欠
で
あ
る 

と
い
う
一
般
的
命
題
が
、
' い
わ
ゆ
る
自
由
主
義
段
階
に
つ
い
て
も
妥
当
す
べ
き 

も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
段
階
に
お
け
る
国
家
が
、
経
済
生 

活
に
対
し
て
権
力
的
に
介
入
す
る
度
合
が
、
そ
れ
以
前
や
以
降
の
段
階
に
対
比
■■ 

し
て
、
極
め
て
微
弱
で
あ
っ
た
と
い
う
_
実
の
重
み
に
、
然
る
べ
き
注
意
が
払 

わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
大
河
内
、
岸
本
両
教
授
の
社
会
政
策
理
論 

と
方
法
的
に
訣
別
す
る
決
定
的
な
分
岐
点
は
、そ
こ
で
前
提
さ
れ
て
き
た
、
か
の 

一
般
的
命
題
を
と
り
払
っ
た
上
で
、
す
ぐ
れ
て
歴
史
的
•
実
証
的
な
研
究
を
こ

一
〇
〇(

一

〇 

一
0)

こ
ろ
ざ
す
点
に
あ
る
。
そ
の
場
合
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
、
両
教
授
の
理
論
に 

お
い
て
、
資
本
制
経
済
社
会
.の
歴
史
的
発
展
：に
と
も
な
う
階
級
的
対
抗
関
係
の 

形
態
変
化
、
そ
れ
に
照
応
す
る
'社
会
政
策
の
形
態
変
化
の
過
程
を
、
歴
史
的
. 

実
，証
的
研
究
を
と
お
じ
て
体
系
的
に
把
え
て
い
く
観
点
が
充
分
に
貫
ぬ
か
れ
て 

い
な
か
っ
た
、
と
い
う
、
両
教
授
の
理
論
の
い
ま
一
つ
の
限
界
に
つ
い
て
ふ
れ 

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い」

(

ニ
ー
丄
三
頁)

。

こ
こ
で
著
者
戸
塚
氏
は
、
社
会
政
策
の
研
究
の
場
合
に
、
歴
史
的
•
実
証
的 

方
法
を
通
じ
て
の
体
系
化
を
強
く
主
張
し
た
上
で
、
さ
ら
に
、
結
論
的
に
つ
ぎ 

の
よ
う
に
の
べ
る
の
で
あ
る
。「

わ
れ
わ
れ
が
こ
の
よ
う
な
弱
点
を
克
服
す
る 

た
め
に
は
、
資
本
制
経
済
の
原
理
的
規
定
が
そ
の
歴
史
的
発
展
段
階
に
応
じ 

て
、
ど
の
よ
う
な
特
殊
歴
史
的
な
形
態
規
定
を
う
け
て
い
る
か
、
そ
れ
と
照
応 

し
て
ど
の
よ
う
な
特
殊
歴
史
的
性
格
を
も
つ
階
級
的
対
抗
関
係
が
必
然
化
し
て 

い
る
か
、
更
に
そ
■の
特
殊
歴
史
的
な
階
級
的
対
抗
関
係
に
媒
介
さ
れ
て
、
ど
の 

よ
う
な
歴
史
的
特
質
を
も
つ
政
策
体
系
が
必
然
化
し
て
い
る
か
、
と
い
う
観
点 

に
い
た
っ
て

、

す
ぐ
れ
て
歴
史
的
•
実
証
的
な
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必 

要
で
あ
ろ
う」

(

ニ
三
頁)

。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
、
著
者
は
、
原
生
的 

労
働
関
係
の
克
服
策
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
初
期
工
場
立
法
の
分
析
に
入
る
の
で 

あ
る
が
、
著
者
の
研
究
の
手
法
が
、
歴
史
的
•
実
証
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ 

れ
を
通
じ
て
、
新
た
な
社
会
政
策
論
の
構
成
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
わ
が
国
の 

社
会
政
策
の
本
質
論
争
の
主
題
と
し
て
の
大
河
内
理
論
と
、
そ
の
基
底
と
も
い 

う
べ
き
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
に
つ
い
て
の
吟
味
が
、
第
一
章
に
含
め
ら
れ
て
い 

る
。
そ
し
て
ほ
と
ん
ど
本
書
全
体
を
通
じ
て
、
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
の
労
働
者 

状
態
の
歴
史
的
記
述
と
分
析
で
あ
る
が
、
と
く
に
賃
労
働
の
創
出
過
程
に
つ
い

て
、
労
働
市
場
的
側
而
か
ら
、
と
く
に
労
働
移
動
の
問
題
、
初
期
ァ
I
ク
ラ
ィ 

ト
工
場
に
お
い
て
雇
用
さ
れ
た
児
童
労
働
者——

教
区
徒
弟——

の
不
熟
練
労 

働
力
と
し
て
の
存
在
と
そ
の
後
に
お
け
る
蒸
気
カ
エ
場
の
本
格
的
展
開
の
も
と 

に
お
け
る
自
由
契
約
に
よ
る
児
童
労
働
者
の
雇
用
の
状
態
が
実
に
克
明
に
描
写 

さ
れ
て
い
る
。.
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
原
生
的
労
働
関
係——

無
保 

護
の
、
そ
し
て
全
く
権
利
を
奪
わ
れ
た
児
童
お
よ
び
婦
人
労
働
者
に
た
い
す
る 

資
本
に
よ
る
、
ま

さ

し

く「

へ
ロ
デ
.'
-、的
な
^
取
と
支
配
の
関
係
ガ
し
力
に
し 

て
存
立
し
え
た
か
、
こ
の
問
題
が
中
心
で
あ
り
、
わ
が
国
に
お
け
る
産
業
革
命 

史
、と
り
わ
け
賃
労
働
史
研
究
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
多
大
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、

つ
ぎ
に
第
五
章
、
工
場
制
の
発
展
と
原
生
的
労
働
関
係
の
克
服
に 

お
い
て
は
、
著
者
の
独
自
の
見
解
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
い
わ
ゆ
る
原
生
的
労 

働
関
係
の
克
服
が
、
従
来
の
社
会
政
策
学
者
に
よ
っ
て
把
え
ら
れ
て
い
る
よ
う 

0
国
家
権
力
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
と

い
う
主
張
に
た
い
し
て
強
い
疑
問
を
抱 

き
な
が
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。「

わ
れ
わ
れ
の
研
究
の
主
題
に
即
し
て
や
や 

先
廻
り
し
て
い
う
な
ら
ば
、
国
家
の
社
会
政
策
的
干
渉
の
意
義
を
確
定
す
る
た 

め
に
は
、
工
場
制
自
体
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、『

原
生
的
労
働
関
係』

を
克
服 

す
る
契
機
が
、
そ
の
労
働
関
係
の
い
わ
ば
必
然
的
な
結
果
と
し
て
、
い
か
に
蓄
. 

積
さ
れ
て
く
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
歴
史
的•

具
体
的
考
察
を
お
こ
な
っ
て 

い
く
こ
と
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る」

(

一
八
六—

一
八
七
頁)

。
著
者
に
よ
れ
ば
、
 

原
生
的
労
働
関
係
の
克
服
の
た
め
の
重
要
な
契
機
は
、
■
た
ん
に
国
家
権
力
に
よ 

る
外
か
ら
の
法
的
強
制
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
資
本 

制
社
会
に
お
け
る
生
産
力
の
飛
躍
的
な
発
展
に
よ
っ
て
、

そ
の
内
部
か
ら
生 

ま
れ
た
と
い
う
立
場
を
と
つ
て
お
り
、
労
働
保
護
法
成
立
以
前
に
お
け
る
労

書

評

、

働
者
階
級
の
組
織
的
抵
抗
が
、
と
く
に
綿
業
労
働
者
の
複
雑
な
労
働
力
構
成
を 

背
景
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
一
般
労
働
組
合
へ
の
参
加
の
事
実
さ
え
み
ら
れ
る
こ 

と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
著
者
は
、
初
期
綿
工
場
に
お
け
る
労
働
者
の 

組
織
的
抵
抗
が「

原
生
的
労
働
関
係」

の
支
配
を
ほ
り
く
ず
す
契
機
と
し
て
作 

用
し
発
展
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
、
大
河 

内
教
授
の
社
会
政
策
論
が
、
ひ
た
す
ら
、
社
会
的
総
資
本
の
内
的
必
然
性
と
し 

て
、.
自
律
的
な
資
本
の
合
理
性
に
帰
せ
ら
れ
る
の
に
反
し
、
労
働
者
階
級
の
抵 

抗
と
相
ま
っ
て
、
開
明
的
な
工
場
主
の
原
生
的
労
働
関
係
克
服
へ
の
努
力
を
あ 

げ
、
社
会
政
策
と
し
て
の
初
期
工
場
立
法
は
、
そ
の
よ
う
な
両
者
の
絡
み
合
い 

の
な
か
で
進
展
す
る
と
い
う
の
が、
著
者
の
基
本
的
見
解
で
あ
る
。

補
論
㈡
 

は
、
以
上
.の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
、
大
河
内
理
論
を
は
じ
め
、
従
来
の
社
会 

政
策
論
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
三
編
イ
ギ
リ
ス
初
期
工
場
法
と「

原
生
的
労
働
関
係」

に
お
い
て
は
'

八 

四
七
年
の
い
わ
ゆ
る
十
時
間
法
制
定
に
至
る
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
初
期
工
場
立
法 

の
体
系•

原
理
お
‘よ
び
.構
成
主
体
と
そ
の
結
果
と
を
吟
味
し
た
も
の
で
.あ
る
。
 

そ
し
て
著
者
は
、
㈠
エ
場
立
法
め
歴
史
は
、

「

自
由
放
任」

の
社
会
的
風
潮
の 

な
か
に
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
必
然
性
に
規
定
さ
れ
て
い
た
か。

そ
し
て
さ
ら 

に
、
㈡
産
業
革
命
の
進
展
に
つ
れ
て
次
第
に
体
系
的
に
整
備
さ
れ
て
き
た
工
場 

法
は
、
当
時
の
資
本
..賃
労
働
関
係
の
展
開
に
い
か
な
る
影
響
を
も
た
ら
し 

た
か
、
以
上
、
二
つ
の
問
題
：の
追
求
を
通
じ
て
、
工
場
法
の
資
本
制
経
済
の
発 

展
に
た
い
す
る
意
義
を
明
ら
か
に
'し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
も
っ
と 

も
重
要
な
の
は
、
補
論
㈢
初
期
工
場
立
法
の
理
論
お
よ
び
補
論
㈣
イ
ギ
リ
ス
産 

業
革
命
期
に
お
け
る
労
働
政
策
の
転
回
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
結
論
的
に
こ
の
章

一
〇

一(

一
◦

ニ

)



を
中
心
と
し
て
検
討
す
る
，こ
と
.に
し
よ
う
。

著
者
は
、
.初
期
工
場
立
法
の
必
然
性
に
つ
.い
て
、

産

業

に

お

い

.て
主
導
的
な 

地
位
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
大
資
本
に
み
ら
れ
る
相
対
的
剰
余
価
値
の
生
産
'に 

主
な
強
調
を
お
く
経
営
政
策
と
、
.多
数
の
非
開
明
的
な
工
場
主
お
よ
び
雇
用
主 

の
不
公
正
競
争
と
の
対
立
の
必
然
的
結
果
と
し
て
把
握
す
る
。
す
な
わ
ち
、

つ 

ぎ
の
よ
う
に
い
う
の
で
あ
る
。「

短
期
間
労
働
は
確
か
.に
，
長

期
的
視
野
に
た
つ 

と
き
経
済
的
た
り
う
る
が
、主
導
的
資
本
が
安
ん
じ
：て
長
期
的
視
野
に
た
ち
.、生 

産
機
構
を
高
度
化
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、
た
え
ず
必
然
的
に
非
主
導
的
資
本 

が
と
り
、
そ
の
進
行
に
妨
害
的
に
作
用
し
て
い
る
彼
等
の
非
開
明
的
態
度
を
、
 

主
導
的
資
本
の
立
.場
か
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
自 

由
主
義
段
階
に
お
け
る
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
有
力
な
形
態
が
初
期
工
場
法
で 

あ
っ
た」

(

三
五
ニ
頁)

。

こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
の
ち
、
著
者
は
、
㈠
工
場 

法
の
体
系
が
い
か
に
尨
大
に
見
え
よ
う
と
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
家
が
介
入
し 

た
の
は
、
当
時
に
お
け
る
労
働
関
係
の
ほ
ん
の
一
部
に
つ
い
て
の
み
で
あ
っ
た 

と
し
、
工
場
法
は
、
当
時
の
労
働
関
係
に
お
け
る
主
要
な
創
造
者
で
あ
る
よ
り 

は
そ
の
過
程
を
援
助
し
そ
れ
に
促
進
的
影
響
を
与
え
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
. 

う
の
.
で

あっ
て
、
.そ
の
意
味
で
は
、
大
河
内
教
授
の
理
論
を
支
持
さ
れ
る
の
で 

あ
る
。

す
な
わ
ち
、
初
期
工
場
立
法
を
も
っ
て
、
自
由
主
義
的
政
策
体
系
に
対
す
る 

否
定
的
な
異
質
物
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
自
由
主
義
的
政
策
体 

系

の

「

一.分
肢」

と
し
て
、
そ
れ
を
補
完
す
る
特
殊
な
立
法
と
し
て
把
握
す
ベ 

き
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
初
期
工
場
立
法
、が
、
自
由
主
義
的
政
策
と
相
対
立
し 

矛
盾
す
る

関
係
で
は
な
い
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
、
小
川
喜
一

ー
〇
ニ(

一

〇

三)

氏
も
、
す
ぐ
れ
た
理
論
を
展
開
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
 

そ
れ
か
ら
著
^
は
、
労
働
者
保
護
法
は
、
本
質
的
に
は
、
主
導
的
資
本
の
利
益 

を
こ
そ
第
一
義
的
に
保
護
し
ょ
う
と
し
て
い
た
'
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い 

.と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
.こ
れ
は
い
わ
ゆ
る「

資
本
間
競
争」

の
理
論
と
、
結
論 

的
に
は
一
致
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

初
期
工
場
法
を
自
由
主
義
的
政
策
体
系
と
異
質
的
な
原
理
の
上
に
成
立
し
た 

政
策
で
あ
る
か
の
如
く
把
え
る
見
解
に
た
い
し
て
、
著
者
は
批
判
を
加
え
な
が 

ら
、
い
わ
ゆ
る
自
由
競
争
段
階
'に
お
け
る
社
会
政
策
研
究
は
、
資

本

•
賃
労
働 

の
実
存
形
態
と
そ
の
相
互
の
.連
関
が
.ま
さ
に
こ
の
段
階
に
お
け
る
資
本
制
的
労 

使
関
係
の
展
開
の
た
め
に
、
国
'家
の
権
力
的
介
入
を
要
請
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ 

た
歴
史
的
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
て
い 

る
。こ

の
研
究
は
非
常
に
実
証
的
で
あ
り
、
社
会
政
策
研
究
で
あ
る
と
と
も
に
、
 

ィ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
史
に
つ
い
て
の
す
ぐ
れ
た
研
究
で
あ
る
。
し
か
し
理
論
的 

に
は
、
か
つ
て
の
社
会
政
策
の
本
質
論
争
に
た
い
す
る
批
判
と
し
て
出
発
し
た 

に
も
か
.か
わ
.ら
ず
、
大
河
内
教
授
の
生
産
力
説
の
自
由
競
争
段
階
に
お
け
る
妥 

当
性
を
実
証
し
た
に
と
'ど
ま
る
の
で
は
な
か
，ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
著
者
は
、
大 

河
内
教
授
の
如
く
、
社
会
政
策
を
も
っ
て
、
社
会
的
総
資
本
の
自
然
律
か
ら
発 

す
る
も
の
と
し
て
把
握
し
て
は
い
な
い
し
、
労
働
者
階
級
の
組
織
的
抵
抗
が
エ 

場
法
制
定
に
た
い
す
る
圧
力
と
な
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、「

保 

護
法
は
、
本
質
的
に
は
、
主
導
的
資
本
の
利
益
を
こ
そ
第
一
義
的
に
保
護
し
ょ 

う
と
し
て
い
た」
と

し

て

、

や

は

り「

労
働
力
保
全
説」

の
立
場
に
立
つ
と
い 

つ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
自
山

競
爭
段
階
に
お
け
る
大
河
内
理
論
の
妥
当
性
か
ら
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も 

し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、—

独
占
段
階
に
お
い
て
、
社
会
.政
.策
は
ど
の
よ
う
な 

形
で
あ
ら
わ
れ
る
の
か
、
や
は
り
保
護
：法
に
お
け
る
と
同
じ
よ
う
に
、
主
導
的 

資
本
の
刺
益
の
第
一
義
的
擁
護
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
か
ど
，う
か
、
こ
う
し
た
•問 

題
.に
つ
い
て
の
，著
者
の
，見

解

が

披

游

さ

れ

て

い

る

.な

ら

ぼ

、
吏.に
■説

得

的

•で
あ 

っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
 

•

.'

.

し
か
し
本
_
は
、
：ィ
ギ
リ
ス
逋
業
革
命
期
忆
お
时
る
主
と
し
て
綿
工
業
を
中 

し
と
す
る
労
働
カ
構
成
に
つ
い
て
、
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
分
析
を
展
開
し
て
お 

り

、

教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
実
に
多
い
。
著
者
の
精
力
的
な
勉
強
.に
敬
意
を
一
表 

わ
す
も
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
独
占
段
階
の
ド
ィ
ッ
に
お
け
る
社
会
政
策
研 

究
.に
志
そ
う
と
し
て
い
る
筆
者
は
、
著
者
の
問
題
提
起
か
ら
刺
激
を
う
け
る
こ 

と
多
く
、今
後
と
も
御
教
示
を
賜
わ
る
こ
と
を
切
に
お
.願
い
す
る
も
の
で
あ
る
" 

(

未
来
社
•一

九
六
六
年
四
月
刊• 
A
5 

.
三
■八
一
5
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六
〇
〇
円

)

M 

•
ガ
ロ

『

十
八
世
紀
ガ
テ
ィ
ヌ
に
お
け
る

.

土地制度と農民

』

渡
辺
國
廣

■

T

地
主
•
小
作
関
係
の
一
つ
に
、
メ
タ
ャ
ー
ジ
ュ
が
あ
る
。
今
日
と
り
わ 

け
フ
ラ
ン
ス
西
部
に
.集
中
的
に
み
ら
れ
る
。
メ
テ
リ
を
軸
と
サ
る
賃
貸
借
.の
関

書

評

係
で
あ
る
が
、
そ
の
成
立
は
十
六
世
紀
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
こ
れ
が
革
命
の
勃 

.発

.に
ど
う
関
係
し
、
ま
た
革
命
の
経
過
の
な
か
で
い
か
に
自
己
を
貫
徹
し
て
い 

っ
た
か
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
う
し
.た
問
，題

意

識

の

下

、

ガ
ロ
教
授
の
論
述
を 

整
理
し
た
の
が
、
以
下
の
.記
述
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
を
ど
の
面
で
捕
捉
す 

，る
か
に
.つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
，.と
立
場
が
あ
ろ
う
。.
と
こ
で
は
地
主
制
と
の
■関 

連
で
み
ょ
う
と
す
る
.わ
け
だ
が
、

一
脅
ど
う
か
。

問
題
は
、
か
か
.る
革
命
理
解
の
持
つ
意
味
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
関
連
し
、
地 

主
制
が
革
命
前
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
な
か
で
ど
れ
ほ
ど
の 

比
1£
を
占
め
て
い
た
か
は
1£
要
で
あ
ろ
う
。

一
般
に
地
主
制
は
、
耕
作
者
が
同 

時
に
土
地
の
所
有
者
で
あ
る
.と
い
う
体
制
を
粉
碎
し
な
が
ら
成
立
す
る
わ
け
だ 

が
、
.フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
そ
の
徹
底
は
避
け
ら
れ
た
。
こ
こ
に
フ
ラ
ン
ス
は 

地
主
制
と
農
民
的
土
地
所
有
の
ニ
つ
を
持
つ
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
な
お
前 

者
の
；発
辑
の
前
に
後
者
の
存
続
は
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
お 

け
.る
^
主
制
は
、
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
把
握
で
き
る
が
$
M-
Br
-
ブ
の
介
1T 

は
そ
0-
,自
由
な
展
開
を
妨
害
し
た
。
.革
命
で
地
主
制
は
封
連
諸
力
を
排
除
す
る 

こ
と
に
ょ
り
飛
躍
の
契
機
を
得
た
。
ガ

P
教
授
も
ま
た
革
命
の
意
味
を
そ
こ
に 

み
る
の
；で
あ
っ
た
。

.

\

^
 

土
地
は
賃
貸
借
.の
関
係
に
組
込
ま
れ
た
。
そ
の
場
合
、
賃
贷
借
の
単
位 

と
い
え
ば
、
メ
テ
リ
で
あ
っ
た
。
集
積
財
産
を
、
メ
テ
リ
に
一
括
、
こ
れ
を
取 

位
に
、
土
地
を
め
ぐ
る
賃
貸
借
の
関
係
が
成
立
し
て
い
っ
た
。
単
に
土
地
が
賃 

.
货
借
の
対
象
と
い
う
の
と
違
う
。
貸
付
地
は
、

メ
テ
リ
と
し
て
現
象
し
た
。

メ
テ
リ
は
、
土
地
と
付
属
施
設
か
ら
な
り
、

一
括
し
て
貨
貸
に
出
さ
れ
た
。
 

次
表
は
、
.そ
の
構
成
を
示
す
。
ガ
口
教
授
の
記
述
を
整
理
し
て
得
た
。
雄
に
土

一
〇
三(

一
〇

一
三

)


