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前
稿
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
一
般
に
「
解
釈
学
論
争
」
と
し
て
知
ら
れ
る
ハ
バ
ー
マ
ス
Ⅱ
ガ
ダ
マ
ー
論
争
の
基
本
的
論
点
に

３

つ
い
て
考
察
し
、
解
釈
学
的
契
機
が
ハ
バ
ー
マ
ス
社
会
理
論
体
系
に
お
い
て
占
め
る
地
位
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
際
、
わ
れ
わ

れ
が
依
拠
し
た
主
た
る
著
作
は
、
前
記
の
時
期
区
分
に
言
う
前
期
を
代
表
す
る
著
作
『
社
会
科
学
の
論
理
に
よ
せ
て
』
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
一
九
七
○
年
の
序
文
に
お
い
て
、
す
で
に
ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
こ
の
時
期
の
哲
学
的
解
釈
学
（
お
よ
び
シ
ス
テ
ム
理
論
）
と
の
対

決
や
精
神
分
析
学
を
言
語
分
析
と
し
て
把
握
せ
ん
と
す
る
試
み
が
「
意
思
疎
通
的
行
為
の
理
論
」
に
至
る
た
め
の
前
梯
作
業
で
あ
る

４

旨
を
表
明
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
意
図
に
そ
っ
て
そ
れ
以
降
七
○
年
代
の
ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
「
社
会
科
学
の
一
一
一
一
口
語
論
的
基
礎
づ
せ

と
い
う
観
点
か
ら
意
思
疎
通
論
上
の
諸
研
究
に
取
り
組
み
、
さ
ら
に
は
そ
の
成
果
を
組
み
込
み
つ
つ
社
会
的
進
化
の
理
論
や
現
代
社

会
の
分
析
を
発
展
さ
せ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
成
果
を
さ
し
あ
た
り
体
系
化
し
た
の
が
、
近
著
『
意
思
疎
通
的
行
為
の
理
論
」
な
の
で

あ
る
。 ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
一
九
二
九
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、
年
齢
的
に
は
現
在
五
十
代
半
ば
の
円
熟
期
に
あ
る
現
役
の

社
会
科
学
者
で
あ
り
、
今
後
と
も
多
産
な
著
作
活
動
と
理
論
的
深
化
が
予
期
さ
れ
る
が
、
現
在
の
時
点
か
ら
彼
の
こ
れ
ま
で
の
約
三

○
年
に
わ
た
る
理
論
的
営
為
を
顧
み
れ
ば
、
彼
の
社
会
理
論
の
形
成
史
は
、
大
ま
か
に
言
っ
て
、
ほ
ぼ
一
九
七
○
年
頃
の
い
わ
ゆ

る
「
言
語
論
的
転
回
」
を
は
さ
ん
で
、
そ
れ
以
前
と
以
後
の
二
つ
の
時
期
に
区
別
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
劉
。
そ
し
て
こ
の
時
期
区

分
に
お
け
る
前
期
を
総
括
す
る
形
で
書
か
れ
た
の
が
『
社
会
科
学
の
論
理
に
よ
せ
て
』
（
一
九
六
七
）
と
『
認
識
と
関
心
』
（
一
九
六
八
）

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
著
作
に
こ
の
時
期
の
彼
の
認
識
論
上
、
方
法
論
上
の
立
場
の
体
系
的
表
現
を
見
出
し
う
る
と
す
れ
ば
、
い
わ

ｚ

ゆ
る
「
一
一
一
口
語
論
的
転
回
」
以
後
の
時
期
の
理
論
的
営
為
の
結
晶
が
、
最
近
公
刊
さ
れ
た
大
著
『
意
思
疎
通
的
行
為
の
理
論
『
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。

は
じ
め
に
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本
稿
の
課
題
は
、
以
上
の
よ
う
な
発
展
経
緯
を
持
つ
ハ
バ
ー
マ
ス
の
社
会
理
論
の
最
近
の
展
開
を
、
前
記
近
著
を
中
心
に
考
察
す

る
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
同
書
は
実
体
的
部
分
を
成
す
第
一
・
二
巻
で
計
一
二
○
○
頁
、
補
論
の
一
巻
を
加
え
る
と
一
八
○
○

頁
に
も
及
ぶ
大
著
で
あ
り
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
テ
ー
マ
に
も
れ
な
く
立
ち
入
っ
た
検
討
を
加
え
る
こ
と
は
最
初
か
ら
断
念
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
課
題
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
す
と
し
て
、
本
稿
で
は
む
し
ろ
、
前
稿
を
承
け
て
解
釈
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
限
界

に
つ
い
て
の
ハ
バ
ー
マ
ス
の
現
在
の
評
価
に
つ
い
て
も
論
及
し
つ
つ
、
主
と
し
て
批
判
的
社
会
理
論
の
規
範
的
基
礎
づ
け
の
問
題
、

す
な
わ
ち
意
思
疎
通
的
合
理
性
の
理
論
を
中
心
に
、
彼
の
理
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
構
造
を
素
描
し
、
若
干
の
検
討
を
加
え
た

い
。１
。
【
・
缶
］
す
円
の
ロ
ロ
ー
ヨ
「
の
二
日
の
曰
Ｏ
Ｃ
Ｂ
日
巨
目
－
０
口
ご
Ｃ
ｐ
ｍ
ｐ
Ｑ
団
自
画
ｐ
ｏ
ｓ
⑤
註
。
貝
両
の
色
の
。
ご
ｏ
ｐ
ｏ
ｐ
島
①
ロ
ロ
巴
閂
一
○

円
ロ
『
ロ
冒
○
向
日
：
一
目
月
。
９
．
日
］
◎
す
ｐ
Ｑ
ｚ
の
一
二
（
８
．
）
・
ｏ
ｐ
Ｏ
『
旨
８
］
、
厚
の
。
『
］
》
Ｆ
◎
。
。
◎
口
唇
召
守
門
ロ
。
Ｂ
四
ｍ

言
○
○
回
『
佇
瞠
．
○
同
百
一
Ｏ
巴
自
苣
①
。
Ｈ
］
。
【
］
ば
『
ぬ
の
ロ
田
圃
丘
の
『
目
關
亨
ら
『
、
。
□
・
ち
Ｐ
・

回
】
回
【
ぬ
①
目
出
：
①
【
日
：
』
司
昏
①
ｃ
口
①
□
の
③
尻
。
日
日
ロ
ロ
房
賀
冒
の
ロ
題
画
ロ
ロ
①
一
口
、
（
句
『
四
コ
丙
【
Ｅ
『
Ｒ
』
①
巴
）
一
国
ロ
目
房

国
凹
目
、
一
ｐ
ｐ
ｍ
③
『
凹
且
○
コ
色
一
一
威
芹
ロ
ｐ
Ｑ
ｍ
①
の
①
一
一
ｍ
◎
す
四
［
二
】
◎
す
の
幻
凹
匡
。
ｐ
四
二
ｍ
】
の
ｎ
口
目
、
》
、
四
目
□
目
妙
Ｎ
Ｐ
Ｈ
尻
旦
一
房
□
の
『

【
ロ
ロ
丙
ご
◎
目
四
二
②
骨
防
◎
宮
の
ロ
ぐ
の
円
己
巨
曰
宮
》
ご
◎
【
印
芦
巨
□
】
の
ロ
ロ
自
口
向
【
、
叫
自
酌
巨
ｐ
ｍ
ｍ
巨
俎
ロ
『
円
百
の
。
『
一
の
。
①
切
涛
◎
日
日
自
国
房
凹
Ｉ

臣
『
の
口
出
：
：
一
口
？
』
①
震
（
以
下
、
前
二
巻
を
曰
【
国
と
略
記
し
、
後
者
を
ご
◎
『
の
【
且
耐
ロ
ロ
ロ
○
回
『
ぬ
凹
目
園
ｐ
ｐ
ｍ
①
回
と
略
記

4）（３ す
る
）
。

拙
稿
「
批
判
的
社
会
理
論
と
哲
学
的
解
釈
学
ｌ
ハ
パ
ー
夏
に
お
け
る
支
配
と
解
放
の
理
論
Ｈ
１
」
（
「
琉
大
法
学
』
第
三
○
号
）
。

」
・
出
回
す
の
同
日
：
。
Ｎ
巨
円
Ｆ
◎
ぬ
房
曰
の
局
の
：
』
口
］
君
扇
：
己
、
◎
ず
色
津
の
貝
冨
凹
扇
員
四
二
の
目
・
旬
日
ロ
丙
冒
且
」
召
Ｐ
の
．
『
．
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ハ
バ
ー
マ
ス
と
ガ
ダ
マ
ー
と
の
間
で
争
わ
れ
た
「
解
釈
学
論
争
」
は
、
両
当
事
者
の
間
の
直
接
的
や
り
取
り
に
関
す
る
限
り
、

ハ
パ
ー
マ
ス
の
側
が
い
わ
ば
一
種
の
「
約
束
手
形
」
を
振
り
出
す
形
で
終
息
し
た
。
前
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
争
わ
れ

た
テ
ー
マ
は
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
方
法
論
的
局
面
に
関
す
る
限
り
で
は
、
そ
こ
で
の
中
心
的
論
点
は
、
解

釈
学
的
（
Ⅱ
意
味
理
解
的
）
ア
プ
ロ
ー
チ
が
社
会
研
究
の
適
切
か
つ
唯
一
の
基
礎
で
あ
る
ｌ
な
い
し
は
あ
り
う
る
ｌ
か
否
か
と

い
う
一
点
に
集
約
さ
れ
た
。
そ
し
て
ガ
ダ
マ
ー
の
立
場
が
、
こ
の
問
い
に
肯
定
的
に
答
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ハ
バ
ー
マ

ス
は
、
社
会
的
現
実
へ
の
意
味
理
解
に
よ
る
接
近
の
必
要
性
と
い
う
点
で
ガ
ダ
マ
ー
に
同
意
し
つ
つ
も
、
し
か
し
有
意
味
な
社
会
現

象
の
把
握
は
、
解
釈
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
徴
で
あ
る
対
話
的
理
解
に
制
限
さ
れ
る
必
要
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
に
還
元
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
と
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
社
会
研
究
に
お
け
る
解
釈
学
的
（
Ⅱ
意
味
理
解
的
）
ア
プ
ロ
ー
チ
の
不
可
欠
性
を
主

張
し
つ
つ
Ｑ
ガ
ダ
マ
ー
解
釈
学
に
内
在
す
る
過
度
の
認
識
要
求
ｌ
い
わ
ゆ
る
「
解
釈
学
の
普
遍
性
要
求
」
Ｉ
に
つ
い
て
は
こ

２

れ
を
拒
絶
し
た
の
で
あ
っ
河
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
た
の
は
、
解
釈
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
正
当
な
妥
当
領
域
の
限
定

づ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
全
面
否
定
で
は
な
い
。
解
釈
学
は
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
適
切
に
構
想
さ
れ
た
社
会
理
論
の
枠
組
の
う

３

ち
に
い
わ
ば
止
揚
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
Ⅵ
。
よ
り
正
確
に
一
一
一
口
え
ば
、
解
釈
学
的
契
機
に
対
し
て
そ
れ
に
適
し
い
場
を
与
え
る
よ
う
な
適

切
か
つ
包
括
的
な
社
会
理
論
の
枠
組
を
彫
琢
す
る
こ
と
ｌ
こ
れ
が
、
ハ
バ
ー
マ
ス
が
振
り
出
し
た
約
束
手
形
で
あ
る
。
こ
の
自
己

設
定
さ
れ
た
課
題
に
対
す
る
ハ
バ
ー
マ
ス
の
答
え
は
、
七
○
年
代
の
意
思
疎
通
論
的
研
究
の
深
化
を
経
て
、
や
が
て
『
意
思
疎
通
的

行
為
の
理
論
』
に
体
系
的
な
表
現
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
解
釈
学
論
争
は
ハ
バ
ー
マ
ス
が
『
社
会
科
学
の
論
理
に
よ
せ
て
』
に
お
い
て
、
批
判
的
社
会
理
論
の
立
場
か
ら
ガ
ダ

マ
ー
解
釈
学
を
批
判
的
に
取
り
扱
っ
た
の
を
直
接
的
き
っ
か
け
と
し
て
起
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
ハ
バ
ー
マ
ス
の
そ
の
書
は
、

第
一
章
再
構
成
的
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
転
換
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元
来
、
主
と
し
て
当
時
支
配
的
で
あ
っ
た
社
会
科
学
の
「
実
証
主
義
的
自
己
理
解
」
の
批
判
と
克
服
を
意
図
し
て
書
か
れ
た
も
の
で

あ
っ
て
、
全
体
と
し
て
は
、
そ
の
表
題
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
解
釈
学
論
争
に
先
行
に
し
て
「
社
会
科
学
の
論
理
」
を
め
ぐ
っ
て
争

４

わ
れ
た
「
実
証
主
義
論
争
『
に
対
す
る
ハ
バ
ー
マ
ス
の
最
後
の
体
系
的
応
答
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
う
る
性
格
の
著
作
で
あ
る
。

こ
の
書
に
お
い
て
彼
は
、
当
時
の
分
析
的
科
学
理
論
に
お
い
て
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
解
釈
学
的
次
元
す
な
わ
ち
「
社
会
科
学
の
象

５

徴
的
に
あ
ら
か
じ
め
構
造
化
さ
れ
た
対
象
領
域
へ
の
意
味
理
解
に
よ
る
接
近
と
い
う
次
元
『
を
改
め
て
開
示
す
る
こ
と
を
試
み
た
の

で
あ
る
が
、
こ
の
解
釈
学
的
次
元
の
再
建
作
業
は
、
同
時
に
解
釈
学
の
普
遍
性
要
求
の
限
界
づ
け
と
結
び
つ
い
て
進
め
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
解
釈
学
の
普
遍
性
要
求
の
批
判
が
、
経
験
的
Ｉ
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
排
他
性
を
要
求
す
る
実
証
主
義
へ
の
還
帰
を
意
味

す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
経
験
的
－
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
も
歴
史
的
Ｉ
解
釈
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
も
異
な
る
、
あ
る
い
は
両
者
へ
は
還
元
し

え
な
い
、
批
判
的
社
会
理
論
の
適
切
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
解
釈
学
的
次
元
と
経
験
理
論
的
分
析
の
次

元
を
統
合
・
包
括
し
た
社
会
理
論
の
枠
組
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
前
記
の
「
社

会
科
学
の
論
理
に
よ
せ
て
」
に
お
い
て
は
、
「
解
釈
学
的
に
啓
発
さ
れ
歴
史
を
志
向
し
た
機
能
主
義
」
な
い
し
は
単
純
に
「
歴
史
を

６

志
向
し
た
機
能
主
義
『
と
い
う
定
式
を
用
い
て
、
自
己
の
立
場
を
特
徴
づ
け
て
い
た
。
と
は
一
一
一
口
え
、
そ
こ
で
の
議
論
は
、
基
本
的
に

は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
表
明
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
く
、
確
か
に
既
存
の
歴
史
的
－
解
釈
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
や
機
能
主
義
的
シ
ス
テ
ム

理
論
の
限
界
の
詳
細
な
分
析
と
、
そ
れ
を
克
服
す
る
上
で
の
方
向
性
に
つ
い
て
の
多
く
の
示
唆
を
含
ん
で
は
い
た
が
、
し
か
し
両
者
に
お
け

る
積
極
的
契
機
が
い
か
に
し
て
真
に
統
合
さ
れ
う
る
の
か
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
展
開
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
で
は
、
こ
の
点
に

つ
い
て
現
在
の
ハ
バ
ー
マ
ス
は
ど
の
よ
う
な
立
場
を
採
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、
ハ
バ
ー
マ
ス
が
自
ら
が
構
想
す
る
タ
イ
プ
の
社
会
理
論
の
基
礎
と
し
て
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
ァ
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ブ
ロ
ー
チ
は
、
「
再
構
成
」
な
い
し
は
「
合
理
的
追
構
成
（
三
四
Ｃ
蔦
・
回
の
耳
巨
宮
】
○
口
）
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
七
○
年
代
以

降
の
意
思
疎
通
論
的
諸
研
究
に
お
い
て
彼
は
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
洗
練
に
努
め
、
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
い
て
社
会
理
論
の
枠
組
と

し
て
は
、
「
シ
ス
テ
ム
。
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
「
生
活
世
界
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
を
統
合
し
た
包
括
的
枠
組
の
彫
琢
を
追
求
し
て
き
た
。
後

者
に
つ
い
て
は
最
終
章
で
検
討
す
る
と
し
て
、
本
章
で
は
ま
ず
、
以
下
の
論
述
に
と
っ
て
必
要
と
思
わ
れ
る
限
り
で
再
構
成
的
ア

プ
ロ
ー
チ
の
特
徴
に
つ
い
て
一
一
・
一
一
一
の
コ
メ
ン
ト
を
行
っ
て
お
き
た
い
。

再
構
成
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
、
既
存
の
学
問
で
は
、
論
理
学
、
言
語
学
、
発
達
心
理
学
、
精
神
分
析
学
等
で
採
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
徴
は
特
定
の
主
体
な
い
し
集
団
主
体
や
、
特
定
の
伝
統
な
い
し
文
化
圏
に
限
定
さ
れ
な
い
「
匿
名
の
規
則

７

体
系
」
や
、
「
普
遍
的
諸
能
力
」
お
よ
び
そ
の
「
発
展
」
を
再
構
成
な
い
し
追
構
成
す
る
点
に
あ
ふ
。
ハ
バ
ー
マ
ス
に
つ
い
て
一
一
一
百
え

ば
、
七
○
年
代
の
彼
は
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
い
て
、
発
話
や
行
為
の
「
普
遍
語
用
論
的
下
部
構
造
」
の
分
析
、
社
会
化

や
社
会
的
進
化
に
つ
い
て
の
理
論
の
洗
練
に
努
め
て
き
た
。
そ
の
成
果
が
、
「
発
話
の
妥
当
性
の
基
礎
」
の
分
析
や
「
意
思
疎
通
的

合
理
性
」
の
理
論
と
し
て
『
意
思
疎
通
的
行
為
の
理
論
」
の
構
成
主
義
的
部
分
を
成
し
て
い
る
の
は
、
後
に
見
る
通
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
再
構
成
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
採
用
と
と
も
に
ハ
バ
ー
マ
ス
の
社
会
理
論
は
強
い
普
遍
主
義
的

８

要
求
を
持
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
今
一
度
解
釈
学
の
基
本
的
主
張

を
想
起
し
よ
う
。
前
稿
で
見
た
よ
う
に
、
解
釈
学
は
、
社
会
現
象
を
解
釈
せ
ん
と
す
る
解
釈
者
Ⅱ
社
会
科
学
者
も
ま
た
、
あ
る
歴
史

的
に
具
体
的
な
生
活
世
界
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
解
釈
者
Ⅱ
社
会
科
学
者
は
、
こ
の
自
己
の
生
活
世
界
の
文
脈
を
構
成

す
る
自
明
視
さ
れ
た
背
景
的
知
識
の
地
平
か
ら
、
そ
し
て
そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
、
他
者
す
な
わ
ち
異
文
化
や
過
去
の
世
界

の
信
条
や
実
践
を
理
解
す
る
。
ガ
ダ
マ
ー
は
こ
の
過
程
を
、
自
己
の
地
平
と
他
者
の
地
平
と
の
「
融
合
（
『
の
円
い
○
ず
日
の
目
目
ｍ
）
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
て
表
現
し
た
。
解
釈
者
は
他
者
の
世
界
に
タ
ブ
ラ
・
ラ
サ
の
状
態
で
近
づ
く
の
で
は
な
い
。
他
者
の
地
平
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を
理
解
し
う
る
た
め
に
は
、
彼
は
ま
ず
も
っ
て
自
己
の
地
平
を
伴
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ガ
ダ
マ
ー
の
こ
う
し
た
主
張
に
は
、

明
ら
か
に
、
一
種
の
相
対
主
義
が
含
ま
れ
て
い
る
。
彼
は
そ
れ
を
例
え
ば
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
「
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
は
伝

承
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
、
そ
の
時
代
な
り
の
や
り
方
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
…
…
…
お
よ
そ
理
解
す
る
と
は
、

９

別
様
の
仕
方
で
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
『
・

再
構
成
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
意
義
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
学
的
立
場
の
限
界
を
克
服
せ
ん
と
す
る
点
に
あ
る
。
解

釈
学
が
特
定
の
生
活
世
界
に
お
け
る
日
常
実
践
の
当
事
者
た
ち
の
通
常
的
諸
能
力
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
す
る
の
に
対
し
て
、
再
構

成
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
い
わ
ば
科
学
者
の
視
角
か
ら
、
諸
主
体
が
反
省
以
前
的
に
常
に
す
で
に
従
っ
て
い
る
普
遍
的
（
通
文
化
的
）

諸
規
則
を
再
構
成
し
た
り
、
彼
等
か
そ
の
よ
う
な
形
で
行
使
し
て
い
る
普
遍
的
諸
能
力
の
発
展
論
理
を
迫
構
成
す
る
こ
と
を
目
指
し

て
い
る
・
抽
象
的
な
議
論
に
紙
幅
を
費
す
よ
り
も
、
ハ
バ
ー
マ
ス
に
即
し
て
具
体
例
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
意
思
疎
通
的
合
理

性
の
理
論
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
次
章
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
彼
は
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
意
思
疎
通
の
一
般
的
諸
条
件
を
再
構
成
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
批
判
的
社
会
理
論
の
規
範
的
基
礎
と
さ
れ
る
こ
の
包
括
的
合
理
性
の
概
念
内
容
を
解
明
せ
ん
と
し
て
い
る
。
あ

る
い
は
解
釈
学
論
争
に
よ
り
関
連
さ
せ
て
言
え
ば
、
例
え
ば
彼
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
活
世
界
が
共
通
に
有
す
る
構
造
的
要
素
と
し
て
、

人
格
性
構
造
、
社
会
制
度
、
文
化
的
伝
統
と
い
っ
た
諸
要
素
を
区
別
し
、
そ
れ
ら
の
形
式
的
関
係
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
発
展

論
理
と
い
う
の
は
、
生
活
世
界
の
合
理
化
の
過
程
で
、
い
か
に
し
て
こ
れ
ら
の
諸
要
素
が
相
互
に
分
化
し
合
う
の
か
、
ど
の
よ
う
に
し

て
そ
の
分
化
が
そ
れ
ぞ
れ
個
体
化
（
個
我
の
自
律
性
の
増
大
）
、
規
範
の
抽
象
化
と
一
般
化
、
文
化
的
伝
統
の
反
省
性
の
増
大
と
い

っ
た
過
程
を
伴
う
の
か
と
い
う
形
式
的
次
元
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
次
元
へ
の
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
社
会
理

論
の
理
論
的
基
礎
を
豊
饒
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
釈
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
過
度
の
伝
統
（
な
い
し
文
化
）
依
存
性
や
状
況
拘
束

性
を
軽
減
し
、
同
時
に
社
会
批
判
に
規
範
的
基
礎
を
確
保
し
う
る
と
ハ
バ
ー
マ
ス
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
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１
○
【
・
曰
汀
◎
日
口
切
冨
０
０
口
【
斤
苣
］
・
宛
貰
】
。
ご
巴
嵩
望
ｍ
ｐ
Ｑ
”
の
一
四
二
『
】
の
日
艶
国
四
ヶ
の
『
日
、
の
》
の
。
『
の
円
○
．
日
日
、
。
［
西
の
『
目
の
ロ
の
ロ
ー

菖
○
塑
曰
目
］
◎
す
ロ
ロ
・
円
己
Ｃ
『
ロ
己
の
○
口
ｍ
ｐ
Ｑ
Ｄ
口
く
己
四
の
己
（
の
Ｑ
・
）
》
四
四
つ
の
【
冒
口
、
酢
Ｏ
『
旨
○
四
一
Ｃ
の
ワ
四
戸
の
》
岳
困
’
ロ
．
、
『
・

－
Ｊ

⑫
ご
ｍ
一
・
］
．
■
四
ケ
の
『
曰
四
ｍ
》
Ｃ
の
『
ロ
ロ
】
ぐ
の
Ｈ
⑪
四
］
再
叫
５
回
■
③
己
同
ロ
◎
す
□
の
門
田
の
Ｈ
ロ
】
の
ロ
の
Ｐ
佇
房
・
一
目
尻
・
’
○
・
シ
ロ
の
］
の
芦
、
］

（
頁
の
、
．
）
］
因
の
『
日
の
目
の
貝
涛
ロ
ロ
ロ
Ｅ
の
。
－
．
ｍ
』
の
戸
１
二
戸
向
日
ロ
床
［
Ｅ
『
（
］
君
」
（
中
尾
健
二
訳
「
解
釈
学
の
普
遍
性
請
求
」
『
研

究
報
告
静
岡
大
学
教
養
部
」
第
十
八
巻
一
一
号
）

１
Ｊ

伯
○
［
・
］
四
口
の
一
三
。
－
ｍ
・
餌
の
【
日
の
ロ
の
貝
］
８
回
目
。
旨
の
○
【
旨
Ｐ
■
の
Ｃ
【
白
の
Ｃ
ｌ
。
、
望
》
】
月
弓
可
の
ｍ
Ｃ
２
ｏ
ｌ
Ｃ
四
目
｜
宛
の
『
】
の
一
三
・

画
②
（
配
・
色
）
」
①
『
、
．
□
・
顛
国
一
・

０
Ｊ

催
こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
円
可
・
貢
シ
□
○
門
口
◎
巨
・
四
・
（
西
『
⑪
函
・
）
・
口
の
円
勺
Ｃ
の
旨
く
】
印
日
：
２
『
の
耳
目
」
の
『
ｇ
の
貝
の
ロ
ゴ
の
ロ

の
。
里
。
］
・
巴
の
６
画
目
：
口
、
ｚ
目
夛
「
－
２
』
：
（
城
塚
登
／
浜
井
修
訳
『
社
会
科
学
の
論
理
ｌ
ド
イ
ツ
社
会
学
に
お
け
る
実
証
主

義
論
争
ｌ
」
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
八
年
）
を
参
蝿

－
Ｊ

旧
」
，
毎
ロ
ワ
の
円
目
】
四
ｍ
・
Ｎ
ｐ
『
Ｆ
Ｃ
ｍ
禺
旦
の
『
の
。
園
国
］
看
】
、
、
の
ロ
：
言
、
鴬
の
ご
》
、
．
』
の
『
頭
「
・
少
巨
亘
・
」
①
⑪
函
》
ご
◎
【
三
。
ｐ
い
ｐ
Ｈ

ｚ
の
巨
凹
白
の
、
回
す
の
一
ｍ
。
『
’

１
１

伯
］
・
四
四
ワ
の
【
日
ロ
⑰
一
Ｎ
ロ
『
Ｆ
ｏ
ｍ
房
已
の
『
の
。
㈹
５
－
頭
「
』
の
碗
の
口
印
、
可
凹
津
の
月
富
農
の
『
臼
一
一
の
ロ
》
ご
『
Ｐ
の
。
⑫
Ｃ
①
ｌ
『
・
ｍ
Ｃ
ｍ
・

ｌ
ｊ

ｈ
再
構
成
的
諸
科
学
に
つ
い
て
は
、
閨
囚
呂
の
『
目
四
の
》
言
：
豈
の
】
鷺
□
巳
『
の
同
８
－
℃
【
、
、
ロ
】
呉
房
や
一
コ
Ⅷ
『
ｏ
５
日
ｓ
の
ロ
ロ
ロ
ロ

向『ぬ山口酌ｐｐｍの。』の．“⑤四－四『②》』の『⑪』口『丙のごロ（己、ロロロ田口（の【の⑪、の。（ｚ口Ｃケニミ。『←］垣『⑭）》の。』」】－』房『
（
奥
山
。
木
橋
・
渡
辺
訓
「
認
識
と
関
心
」
未
来
社
一
九
八
一
年
、
一
一
一
九
○
－
一
一
一
九
五
頁
）
を
参
照
・

Ｉ
ｊ

伯
○
【
・
円
己
○
日
口
切
言
Ｃ
Ｏ
閏
呂
臣
》
宛
四
二
○
口
、
三
］
口
且
宛
の
一
四
一
一
『
】
の
日
》
◎
す
．
。
耳
・
》
で
・
息
・

’
１

９
出
回
ｐ
ｍ
－
ｏ
の
。
『
ｍ
ｏ
ｍ
ｇ
凹
曰
の
『
・
一
二
画
ご
［
彦
の
宮
口
口
。
言
の
岳
。
○
の
．
。
『
ロ
ロ
ロ
国
芭
晒
の
の
旨
の
局
己
冨
一
○
の
。
ｂ
宮
、
Ｏ
す
の
口
出
の
ｎ
日
①
口
⑦
ロ
ー
一
天

（一℃③。）・心・少口竺・ロ曰くの円鰹ロロの『←の局ｚ四◎す。『ロ○丙。①【鱒・》の『頷『の一片の【庁の」焉皀【一ｍｍの】目丘ワーロ、のロ」①『切皀
の
凸
９
．
な
お
、
前
掲
拙
稿
六
五
頁
を
参
照
。
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第
二
章
意
思
疎
通
的
合
理
性
の
概
念

１

ハ
パ
ー
マ
ス
の
「
意
思
疎
通
的
行
為
の
理
論
」
は
、
ま
ず
第
一
に
、
「
批
判
的
社
会
理
論
の
規
範
的
基
礎
を
剛
明
す
る
『
こ
と
を
本

質
的
課
題
と
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
蓮
一
般
に
社
会
理
論
は
あ
る
規
範
的
基
礎
を
必
要
と
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
十
分

に
反
省
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
こ
う
し
た
規
範
的
基
礎
へ
の
問
い
を
回
避
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
規
範
的
基
礎

は
、
再
構
成
的
に
手
続
き
す
る
行
為
理
論
に
よ
っ
て
の
み
調
達
さ
れ
う
る
。
ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
以
下
に
見
る
如
く
、
批
判
的
社
会
理

論
の
主
導
的
行
為
概
念
で
あ
る
「
意
思
疎
通
的
行
為
」
に
特
有
の
行
為
調
整
メ
ヵ
ー
ー
ズ
ム
で
あ
る
「
言
語
に
よ
る
相
互
了
解
」
の
過

程
の
再
構
成
的
な
解
明
に
基
づ
い
て
、
批
判
的
社
会
理
論
の
規
範
的
基
礎
と
さ
れ
る
「
意
思
疎
通
的
合
理
性
」
の
概
念
の
内
容
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
今
や
ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
社
会
理
論
の
規
範
的
基
礎
づ
け
を
「
合
理
性
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
合
理
性
の

２

問
題
こ
そ
は
、
行
為
理
論
と
社
会
理
論
と
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
み
。
ハ
バ
ー
マ
ス
に
と
っ
て
、
こ
の
点
で
偉
大
な
例
証
を
な
し

て
い
る
の
か
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
学
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
社
会
学
は
、
一
つ
の
模
範
と
し
て
、
あ
る

い
は
反
面
教
師
と
し
て
、
『
意
思
疎
通
的
行
為
の
理
論
」
に
お
い
て
大
き
な
ウ
エ
ー
ト
を
占
め
て
い
る
。
ハ
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
行
為
を
「
目
的
合
理
性
」
の
概
念
を
導
き
の
糸
に
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
理
論
に
狭
隣
な
基
礎
を
与

え
て
い
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
行
為
理
論
的
基
礎
の
切
り
詰
め
が
、
近
代
化
の
過
程
を
概
し
て
「
目
的
合
理
的
行
為
」
の
拡
大
と
い

３

う
側
面
の
み
に
狭
め
て
解
釈
す
る
と
い
う
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
理
論
の
傾
向
を
予
決
し
て
い
ふ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ハ
パ
ー
マ
ス
は
、

社
会
理
論
の
出
発
点
に
行
為
と
合
理
性
の
問
題
を
お
く
が
、
し
か
し
理
性
概
念
を
目
的
合
理
性
の
そ
れ
に
切
り
詰
め
る
の
で
は
な
く
、

後
者
よ
り
も
包
括
的
な
行
為
合
理
性
の
概
念
の
獲
得
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
の
理
性
概
念
の
全
き
意
味
を
充
た
し
た
包
括
的
合
理
性
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「
意
思
疎
通
的
行
為
の
概
念
は
、
…
…
…
間
人
格
的
な
関
係
に
入
り
込
む
少
な
く
と
も
二
人
以
上
の
発
話
お
よ
び
行
為
の
能
力

を
有
す
る
諸
主
体
の
相
互
行
為
に
関
係
す
る
。
行
為
者
た
ち
は
、
彼
等
の
行
為
プ
ラ
ン
や
、
し
た
が
っ
て
ま
た
彼
等
の
行
為
を
合

５

意
に
基
づ
い
て
調
整
す
る
た
め
に
、
行
為
状
況
に
関
す
る
相
互
了
解
の
達
成
を
求
め
る
『
・

ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
行
為
概
念
や
行
為
解
釈
へ
の
転
回
の
端
緒
を
、
Ｇ
・
Ｈ
・
ミ
ー
ド
の
象
徴
的
相
互
作
用
論
や
Ｅ
・
デ

ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
理
論
の
う
ち
に
読
み
取
っ
て
い
る
。
意
味
疎
通
的
行
為
の
概
念
は
、
二
人
以
上
の
主
体
が
彼
等
の
共
有
さ
れ
た
行

為
状
況
に
関
し
て
了
解
し
合
う
意
思
疎
通
過
程
、
な
い
し
は
そ
の
媒
体
と
し
て
の
言
語
を
強
調
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
導
的
行
為

概
念
の
転
換
は
、
哲
学
的
に
は
、
意
識
哲
学
か
ら
言
語
な
い
し
言
語
ゲ
ー
ム
を
志
向
し
た
哲
学
へ
の
転
回
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
言
語
論
的
転
回
は
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
ダ
イ
ン
の
言
語
ゲ
ー
ム
論
や
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
お
よ
び
サ
ー
ル
の
発
話
行
為
論
に
よ

を
、
ハ
バ
ー
マ
ス
は
「
意
思
疎
通
的
合
理
性
員
・
白
日
巨
已
冒
冒
の
幻
日
Ｓ
目
一
息
（
）
」
と
呼
ん
で
い
る
。

ハ
バ
ー
マ
ス
の
意
思
疎
通
的
行
為
の
理
論
は
、
言
語
は
社
会
的
行
為
の
媒
体
で
あ
る
と
い
え
目
明
だ
が
き
わ
め
て
含
畜
に
富
ん
だ

事
実
か
ら
出
発
し
、
こ
の
中
心
的
事
実
が
含
意
す
る
様
々
な
帰
結
を
解
明
す
る
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
。
ハ
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、

従
来
の
哲
学
や
社
会
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
は
、
こ
れ
ら
の
帰
結
を
十
分
に
分
析
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
か
ら
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
至
る
ま
で
の
従
来
の
哲
学
や
社
会
理
論
に
お
い
て
は
、
目
的
論
的
行
為
の
概
念
や
意
識
哲
学
へ
の
志
向
が

支
配
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
古
典
的
世
代
も
例
外
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ハ

バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
言
語
が
行
為
合
理
性
に
対
し
て
持
つ
含
意
を
分
析
し
う
る
た
め
に
は
、
行
為
を
あ
る
行
為
主
体
に
よ
る
望
ま

４

れ
大
目
標
の
合
目
的
的
な
追
求
と
み
な
す
目
的
論
的
行
為
概
念
か
ら
、
意
思
疎
通
的
行
為
の
概
念
へ
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
鈎
」
が
必

要
で
あ
る
。

っ
て
準
備
さ
れ
て
い
る
。



批判的社会理論と意思疎通的合理性（波平）11

ハ
バ
ー
マ
ス
の
主
張
す
る
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
ま
ず
、
彼
の
行
為
類
型
の
定
義
を

整
理
す
る
こ
と
か
ら
考
察
を
始
め
よ
う
。
彼
の
行
為
理
論
に
お
い
て
最
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
が
、
「
目
的
論
的
行
為
」

と
「
意
思
疎
通
的
行
為
」
の
区
別
で
あ
る
。
こ
の
一
一
つ
の
行
為
類
型
は
、
か
つ
て
は
い
さ
さ
か
乱
暴
に
「
労
働
」
と
「
相
互
行
為
」

６

と
呼
ば
れ
た
り
も
し
て
い
た
承
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
区
別
は
彼
の
社
会
理
論
全
体
に
と
っ
て
も
本
質
的
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。

今
や
ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
行
為
者
の
志
向
や
行
為
調
整
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
規
準
に
し
て
、
前
者
を
「
成
果
を
志
向
し
た
行
為
Ｂ
【
［
。
｝
甲

ｍ
・
二
目
蔚
耳
の
国
目
Ｑ
の
旨
』
と
し
て
、
後
者
を
「
相
互
了
解
を
志
向
し
た
行
為
（
ぐ
の
【
の
【
目
Ｓ
ｍ
目
、
⑪
○
号
国
鳥
耳
の
の
出
目
□
の
」
二
）
」

と
し
て
特
徴
づ
け
、
両
者
の
詳
細
な
定
義
を
試
み
て
い
る
。

行為の諸類型

ＴｋＨ，Ｂｄ、１，ｓ３８４より引用

「
目
的
論
的
行
為
」
す
な
わ
ち
「
成
果
を
志
向
し
た
行
為
」
に
お
い
て
は
、
行
為
者
た
ち
は
そ

れ
ぞ
れ
自
分
自
身
の
目
的
を
志
向
し
、
彼
等
の
行
為
を
自
己
中
心
的
な
計
算
に
よ
っ
て
調
整
す
る
。

こ
の
行
為
類
型
は
、
行
為
状
況
に
応
じ
て
、
さ
ら
に
「
道
具
的
行
為
」
と
「
戦
略
的
行
為
」
に
下

位
区
分
さ
れ
る
。
前
者
が
単
独
の
主
体
に
よ
る
客
観
的
世
界
へ
の
干
渉
な
い
し
働
き
か
け
を
意
味

す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
競
争
相
手
の
決
定
へ
の
影
響
力
行
使
を
意
味
し
、
そ
れ
自
体
、
言
語

に
媒
介
さ
れ
た
相
互
行
為
（
す
な
わ
ち
社
会
的
行
為
）
の
一
類
型
を
成
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
ハ
バ
ー
マ
ス
が
「
相
互
了
解
を
志
向
し
た
行
為
」
（
す
な
わ
ち
「
意
思
疎
通
的
行
為
」
）
と

呼
ぶ
の
は
、
行
為
者
た
ち
が
自
己
中
心
的
な
計
算
で
は
な
く
、
相
互
了
解
を
志
向
し
、
彼
等
の
行

為
プ
ラ
ン
が
彼
等
の
間
の
協
働
的
な
相
互
了
解
の
達
成
を
通
じ
て
調
整
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
こ

の
類
型
の
行
為
に
あ
っ
て
は
、
参
加
者
た
ち
は
彼
等
の
行
為
プ
ラ
ン
を
合
意
の
実
現
を
通
じ
て
調

７

整
す
る
。

成果志向 相互了解志向

非社会的 道具的行為

社会的 戦略的行為 意思疎通的行為
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さ
て
、
以
上
の
説
明
を
前
提
に
し
て
、
次
に
、
行
為
合
理
性
の
問
題
に
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ハ
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、

先
の
二
つ
の
類
型
の
行
為
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
行
為
評
価
の
基
準
を
持
っ
て
い
る
。
目
的
論
的
行
為
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
目

的
合
理
性
」
が
問
題
に
な
り
、
こ
の
行
為
合
理
性
は
、
志
向
さ
れ
た
目
的
な
い
し
成
果
を
達
成
す
る
上
で
の
実
効
性
と
い
う
観
点
か

ら
評
価
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
相
互
了
解
の
達
成
を
固
有
の
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
す
る
意
思
疎
通
的
行
為
は
、
す
べ
て
の
当
事

者
た
ち
が
相
互
行
為
に
お
い
て
彼
等
自
身
の
行
為
プ
ラ
ン
を
追
求
し
う
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
集
団
的
合
意
の
観
点
か
ら
そ
の
合
理

性
を
評
価
さ
れ
る
。
こ
の
相
互
了
解
を
志
向
し
た
行
為
に
内
在
す
る
合
理
性
こ
そ
、
批
判
的
社
会
理
論
の
規
範
的
基
礎
と
さ
れ
る

「
意
思
疎
通
的
合
理
性
」
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
合
理
性
の
理
論
か
社
会
理
論
の
規
範
的
基
礎
づ
け
を
果
し
う
る
の
は
、
合
理
性
の
潜
在
力
が
社
会
的
行
為
の
う
ち
に

常
に
す
で
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
場
合
の
み
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
ハ
バ
ー
マ
ス
の
意
思
疎
通
的
行
為
の

理
論
は
、
行
為
調
整
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
焦
点
を
す
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
理
性
と
社
会
性
な
い
し
社
会
的
統
合
と
の
深
層
的
な
結

び
つ
き
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
発
話
行
為
の
分
析
が
中
心
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。

ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
意
思
疎
通
的
行
為
と
戦
略
的
行
為
の
違
い
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
「
発
語
内
行
為
」
と

Ｂ

「
発
語
媒
介
行
為
」
の
区
別
に
従
い
な
が
日
、
遂
行
的
な
発
話
行
為
を
一
一
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
て
い
る
。
戦
略
的
行
為
に
お
い
て
は

単
な
る
「
影
響
行
使
」
の
た
め
の
発
話
行
為
が
問
題
と
な
る
の
に
対
し
て
、
意
思
疎
通
的
行
為
で
は
、
そ
の
行
為
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム

の
性
格
か
ら
し
て
、
発
話
行
為
は
「
相
互
了
解
」
を
志
向
し
て
行
使
さ
れ
る
。
９

意
思
疎
通
的
合
理
性
に
つ
い
て
の
ハ
バ
ー
マ
ス
の
説
明
は
、
言
語
使
用
の
「
本
源
的
様
弍
」
と
し
て
の
相
互
了
解
を
志
向
し
た
発

話
行
為
の
分
析
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
こ
の
分
析
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
が
、
こ
の
よ
う
な
発
話
行
為
に
お
い
て

為
さ
れ
る
「
妥
当
性
要
求
」
が
持
つ
「
合
理
的
な
動
機
づ
け
の
力
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
「
あ
な
た
は
…
…
…
し
て
は
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い
け
ま
せ
ん
」
と
い
う
命
令
や
「
…
…
…
し
て
下
さ
い
」
と
い
う
依
頼
の
発
話
行
為
の
例
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
種
の
発
話
行
為

に
お
い
て
発
話
者
は
、
そ
れ
が
向
け
ら
れ
た
人
物
（
聴
き
手
）
に
対
し
て
、
彼
が
受
け
入
れ
た
り
拒
絶
し
た
り
で
き
る
「
妥
当
性
要

求
」
を
、
す
な
わ
ち
聴
き
手
が
そ
れ
に
対
し
て
諾
／
否
い
ず
れ
か
の
立
場
を
と
り
う
る
あ
る
「
申
し
出
（
曾
温
：
。
こ
」
を
掲
げ
て

り

い
鄙
。
聴
き
手
は
そ
の
申
し
出
が
当
の
発
話
行
為
が
為
さ
れ
た
行
為
状
況
を
取
り
巻
く
規
範
的
文
脈
に
照
ら
し
て
妥
当
な
も
の
と
し

て
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
、
命
令
に
従
っ
た
り
依
頼
に
応
ず
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
ま
た
そ
れ
を
拒
絶
し
て
そ
の
申
し
出
の
理
由
を
反

問
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
発
話
者
は
、
も
し
聴
き
手
を
そ
の
申
し
出
の
受
け
入
れ
へ
と
合
理
的
に
動
機
づ
け
う

る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
支
持
し
う
る
よ
う
な
何
ら
か
の
「
理
由
」
や
、
「
根
拠
」
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
妥
当

性
要
求
な
い
し
申
し
出
と
、
理
由
や
根
拠
と
の
「
内
的
な
連
関
」
こ
そ
が
、
「
合
理
的
な
動
機
づ
け
の
力
」
の
源
泉
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
「
発
話
行
為
に
偶
有
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
制
裁
の
潜
在
的
可
能
性
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
妥
当
性
要
求
と
そ
の
根
拠
と

の
内
的
連
関
に
よ
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
、
発
話
者
は
も
し
必
要
な
ら
そ
の
申
し
出
の
聴
き
手
の
あ
り
う
べ
き
批
判
に
耐
え
う
る
よ
う

な
説
得
力
あ
る
理
由
を
提
示
し
う
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
の
聴
き
手
自
身
に
よ
る
承
認
に
よ
っ
て
、
後
者
が
申
し
出
を
受
け
入
れ

る
こ
と
へ
と
動
機
づ
け
ｂ
れ
た
場
合
、
そ
し
て
そ
の
場
合
に
の
ゑ
発
話
者
は
彼
を
あ
る
行
為
へ
と
「
合
理
的
に
動
機
づ
け
」
た
と
言
う

皿１

こ
と
が
で
き
劃
・
言
語
に
よ
る
相
互
了
解
を
通
じ
た
行
為
調
整
に
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
合
理
的
な
「
拘
束
作
用
（
国
」
且
目
‐

鴨
の
魚
の
百
）
」
が
宿
っ
て
い
る
。
｜
・

右
の
議
論
は
、
合
理
性
と
社
会
的
統
合
と
の
連
関
を
そ
れ
な
り
に
説
明
し
て
は
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
、
ま
だ
意
思
疎

通
的
合
理
性
の
全
次
元
を
十
分
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
右
に
挙
げ
た
命
令
や
依
頼
と
い
っ
た
よ
う
な
発
話
行
為
の

例
で
は
、
主
と
し
て
そ
の
規
範
的
「
正
当
性
」
の
妥
当
性
要
求
が
要
締
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
り
う
べ
き
妥
当
性
要

求
の
一
つ
の
例
に
す
ぎ
な
い
。
ハ
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
一
般
に
発
話
行
為
に
含
ま
れ
う
る
少
な
く
と
も
一
一
一
つ
の
妥
当
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性
要
求
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
発
話
者
は
、
そ
の
発
話
行
為
に
お
い
て
、

山
発
言
の
命
題
的
内
容
が
「
真
（
理
）
」
で
あ
る
、

②
発
話
行
為
の
遂
行
的
使
用
が
支
配
的
な
規
範
と
の
関
連
に
お
い
て
（
あ
る
い
は
当
該
の
規
範
そ
の
も
の
が
）
「
正
当
」
で
あ
る
、

③
彼
は
そ
の
発
話
行
為
に
お
い
て
自
ら
の
意
図
を
「
誠
実
」
に
述
べ
て
い
る
、

と
い
う
要
求
を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ｌ
さ
ら
に
、
発
話
者
は
、
こ
れ
ら
の
妥
当
性
要
求
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
聴
き
手

が
そ
れ
ら
を
批
判
す
る
際
に
準
拠
し
う
る
一
一
一
つ
の
「
世
界
」
を
存
在
論
的
に
前
提
と
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
言
語
は
発
話
主
体

と
以
下
の
よ
う
な
一
一
一
つ
の
対
象
領
域
と
を
関
係
づ
け
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

⑪
そ
れ
に
つ
い
て
真
な
る
言
明
を
行
な
う
こ
と
の
で
き
る
諸
実
体
の
総
体
と
し
て
の
「
客
観
的
世
界
」
、

②
正
当
に
規
制
さ
れ
た
間
人
格
的
諸
関
係
の
総
体
と
し
て
の
「
社
会
的
世
界
」
、

③
発
話
者
が
特
権
的
に
近
づ
く
こ
と
の
で
き
る
体
験
の
総
体
と
し
て
の
「
内
面
的
世
界
」
、

以
上
の
一
一
一
つ
の
世
界
が
そ
れ
で
あ
る
。
ｌ
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
「
妥
当
性
要
求
」
や
「
世
界
と
の
関
係
」
に
は
、
発
話
行
為
に
お

ｚ

け
る
⑪
「
事
実
確
認
的
」
、
⑭
「
統
制
的
（
相
互
行
為
的
）
」
、
㈹
「
表
出
的
」
な
一
一
一
一
国
語
使
用
の
諸
様
式
が
対
応
し
て
い
鄙
・

以
上
の
議
論
を
前
提
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
今
や
、
ハ
バ
ー
マ
ス
が
い
か
な
る
意
味
で
目
的
合
理
性
を
理
性
の
切
り
詰
め
ら
れ
た
、

な
い
し
は
損
な
わ
れ
た
形
態
と
呼
び
、
い
か
な
る
意
味
で
意
思
疎
通
的
合
理
性
を
理
性
の
包
括
的
形
態
と
し
て
宣
揚
し
、
そ
し
て
前

者
か
ら
後
者
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
主
張
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ハ
パ
ー
マ
ス
が
前
者
を
損
わ
れ
た
合
理

性
と
呼
ぶ
の
は
、
簡
単
に
言
え
ば
、
目
的
論
的
行
為
の
モ
デ
ル
で
は
、
通
常
、
行
為
主
体
と
「
客
観
的
世
界
」
と
の
関
係
の
み
が

「
存
在
論
的
に
前
提
」
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
目
的
－
手
段
図
式
に
立
脚
し
た
こ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
目
的
達
成
に
役
立

ち
う
る
行
為
の
選
択
肢
を
め
ぐ
る
決
定
が
主
題
と
な
り
、
志
向
さ
れ
た
目
的
を
達
成
す
る
上
で
の
「
実
効
性
」
が
行
為
評
価
の
基
準
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で
あ
る
。
目
的
論
的
行
為
は
、
「
認
知
的
１
道
具
的
知
識
」
を
体
現
し
て
お
り
、
そ
の
知
識
は
、
観
察
者
Ⅱ
社
会
科
学
者
の
視
角
か

ら
そ
の
合
理
性
の
程
度
を
査
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
客
観
的
世
界
」
に
つ
い
て
の
行
為
当
事
者
の
知
識
と
観
察
者
の
科
学
的
知

識
と
の
「
落
差
」
が
、
社
会
科
学
者
に
行
為
合
理
性
の
判
定
者
と
し
て
の
特
権
的
地
位
を
保
障
す
る
。
こ
の
こ
と
が
、
こ
の
行
為
モ

デ
ル
が
社
会
科
学
に
お
い
て
伝
統
的
に
特
権
的
な
取
り
扱
い
を
受
け
て
き
た
理
由
の
一
つ
を
な
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
意
思
疎
通
的
行
為
の
モ
デ
ル
は
、
単
に
「
客
観
的
世
界
」
の
み
で
な
く
、
「
社
会
的
世
界
」
や
「
内
面
的
世
界
」

を
も
存
在
論
的
に
前
提
し
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
意
思
疎
通
的
行
為
は
、
「
自
己
中
心
的
な
計
算
」
で
は
な
く
、
「
言
語
に
よ

る
相
互
了
解
」
を
固
有
の
行
為
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
し
て
い
る
。
言
語
は
、
原
理
的
に
、
発
話
主
体
を
先
の
三
つ
の
世
界
と
関
係
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
意
思
疎
通
的
行
為
は
、
こ
の
三
世
界
す
べ
て
と
の
関
係
を
、
し
た
が
っ
て
相
互
了
解
の
媒
体
と
し
て
の
言
語

の
全
機
能
を
己
れ
の
う
ち
に
統
一
し
て
い
る
。

「
意
思
疎
通
的
行
為
の
モ
デ
ル
の
み
が
、
言
語
を
欠
け
る
と
こ
ろ
の
な
い
相
互
了
解
の
媒
体
と
し
て
前
提
し
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
相
互
了
解
に
お
い
て
は
、
話
し
手
と
聴
き
手
は
、
共
通
の
状
況
定
義
を
創
出
す
る
た
め
に
彼
等
の
あ
ら
か
じ
め
解
釈
さ
れ

た
生
活
世
界
の
地
平
か
ら
、
客
観
的
世
界
、
社
会
的
世
界
お
よ
び
主
観
的
世
界
の
各
世
界
に
お
け
る
何
物
（
何
事
）
か
に
同
時
に

意
思
疎
通
的
行
為
に
体
現
さ
れ
た
「
意
思
疎
通
的
合
理
性
」
の
包
括
性
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
引
用
に
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
世

界
準
拠
の
包
括
性
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
言
語
を
通
じ
た
全
き
相
互
了
解
に
よ
る
行
為
調
整
が
合
理
性
の
核
心

を
な
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
相
互
了
解
の
可
能
性
は
、
三
つ
の
世
界
と
の
関
連
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
し
た
妥
当
性
要
求

を
掲
げ
た
り
、
そ
れ
に
応
答
し
た
り
す
る
過
程
を
通
じ
て
保
証
さ
れ
る
。
妥
当
性
要
求
と
い
う
明
示
的
知
識
の
形
態
を
賦
与
さ
れ
た

発
話
行
為
の
象
徴
的
表
現
が
合
理
性
上
の
含
意
を
持
つ
の
は
、
そ
れ
が
世
界
と
の
何
ら
か
の
関
係
を
有
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
相

３０

関
係
す
る
」
。
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互
主
観
的
な
評
価
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
単
に
真
理
性
要
求
だ
け
で
な
く
、
正
当
性
要
求
や
誠
実

性
要
求
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
こ
む
ｂ
の
妥
当
性
要
求
は
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
た
世
界
に
準
拠
し
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う

る
し
、
ま
た
、
も
し
必
要
な
ら
、
理
由
を
挙
げ
た
り
根
拠
づ
け
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
う
し
た
原
理
的
な
批
判
可
能
性
を
持

つ
妥
当
性
要
求
の
全
局
面
に
お
い
て
達
成
さ
れ
た
相
互
了
解
こ
そ
、
「
欠
け
る
と
こ
ろ
の
な
い
相
互
了
解
」
で
あ
り
、
「
意
思
疎
通

的
合
理
性
」
と
は
そ
の
よ
う
な
相
互
了
解
を
志
向
し
た
行
為
に
体
現
さ
れ
た
合
理
性
を
言
う
の
で
あ
る
。

５
円
丙
国
・
口
。
．
Ｐ
⑫
・
桿
函
ｍ
・

Ｊ
Ｉ

Ｉ
ｊ

伯
ご
ｍ
］
》
］
・
國
骨
の
ロ
己
四
ｍ
》
日
の
呂
口
房
口
且
三
一
②
⑫
の
ｐ
い
◎
ロ
ロ
戸
口
］
⑪
Ｖ
己
：
］
Ｃ
巴
の
八
．
句
『
：
冨
巨
目
』
②
９
．
の
．
ｓ
魚
・

長
谷
川
宏
訳
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
技
術
と
科
学
』
紀
伊
國
屋
書
店
一
九
七
五
年
、
五
九
頁
以
下
を
参
照
。

‐
ｊ

灯
弓
、
一
・
日
【
国
．
ｍ
○
・
円
・
の
．
②
鷺
－
患
『
』
ご
◎
局
の
一
口
日
の
ロ
ロ
ョ
ロ
同
凋
叫
：
ｐ
ｐ
ｍ
の
ｐ
．
ｍ
．
、
二
魚
・

旧
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
こ
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
］
．
ｒ
レ
ロ
の
筥
口
》
園
。
ご
》
弓
Ｃ
Ｄ
Ｃ
目
ケ
ヨ
函
、
三
一
昌
夛
「
・
己
叩
・
皀
笛
・
坂
元
百
大
訳

『
言
語
と
行
為
」
大
修
館
書
店
一
九
七
八
年
、
一
七
四
頁
以
下
、
弓
丙
四
・
国
○
・
Ｆ
の
．
②
麗
魚
・
を
参
照
せ
よ
。

ｎ
Ｗ
目
汚
因
与
国
○
・
Ｐ
の
・
四
ｍ
ｍ
・

叩
日
丙
國
》
匝
旦
・
閂
・
の
，
路
【
患
Ｐ

４１（３）(２）（１）、
』
・
閂
・
の
。
←
心
中
。

弓
丙
餌
『
口
ｇ
臣
．
、
・
圏
単
一
『
函
】
・
ロ
ロ
・
閂
》
の
．
、
．

『
ぬ
一
・
日
【
四
・
ｍ
□
自
箒
の
．
『
１
ｍ
．

『
、
］
・
弓
丙
■
．
、
。
．
■
の
．
器
③
ご
心
、
□
’

ハ
パ
ー
マ
ス
の
同
書
は
、
全
体
と
し
て
、
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
根
拠
づ
け
、
実
行
す
る
と
い
う
意
図
を
持
っ
て
い
る
。
く
い
一
・
弓
斤
湧
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わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
ハ
バ
ー
マ
ス
の
「
意
思
疎
通
的
合
理
性
」
の
概
念
を
考
察
し
て
き
た
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
の

行
為
合
理
性
の
理
論
は
、
「
批
判
的
社
会
理
論
」
の
規
範
的
基
礎
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
課
題
を
担
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
彼

の
言
う
意
思
疎
通
的
合
理
性
は
い
か
な
る
意
味
で
批
判
的
社
会
理
論
の
規
範
的
基
礎
と
な
り
う
る
の
か
。
彼
の
行
為
理
論
は
、
ど
の

よ
う
な
形
で
社
会
批
判
へ
の
可
能
性
を
開
い
て
い
る
の
か
。
本
章
で
は
こ
れ
ら
の
問
い
を
中
心
に
、
わ
れ
わ
れ
が
前
稿
で
考
察
し
た

解
釈
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
権
利
と
限
界
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
も
論
及
し
な
が
ら
、
ハ
パ
ー
マ
ス
の
意
思
疎
通
的
行
為
お
よ
び
合

理
性
に
つ
い
て
の
説
明
に
さ
ら
に
立
ち
入
っ
た
検
討
を
加
え
、
彼
の
社
会
理
論
が
目
指
し
て
い
る
方
向
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
行
為
合
理
性
の
諸
局
面
を
分
析
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
こ
わ
れ
わ
れ
が
前
章
で
見
た
「
三
世
界
モ
デ
ル
」

を
用
い
て
、
目
的
論
的
行
為
と
並
ん
で
そ
の
他
に
、
客
観
的
世
界
に
関
す
る
情
報
を
交
換
し
あ
う
「
会
話
（
事
実
確
認
的
発
話
行

為
）
罠
社
会
的
世
界
と
の
関
係
を
浮
き
立
た
せ
る
「
規
範
に
規
制
さ
れ
た
行
為
」
、
観
察
す
る
公
衆
に
主
観
性
の
内
面
的
世
界
を

呈
示
す
る
ゴ
フ
マ
ン
流
の
「
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
的
行
為
」
と
い
う
、
行
為
の
「
純
粋
類
型
」
を
区
別
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

最
後
の
二
つ
の
行
為
モ
デ
ル
も
ま
た
、
従
来
の
社
会
科
学
や
行
為
理
論
に
お
い
て
し
ば
し
ば
主
導
的
な
役
割
を
付
与
さ
れ
て
き
た
が
、

、
、
、
、

目
的
論
的
行
為
を
含
む
こ
れ
ら
の
行
為
モ
デ
ル
は
、
一
一
一
つ
の
世
界
の
一
つ
な
い
し
一
一
つ
と
の
一
面
的
な
関
係
の
み
を
存
在
論
的
に
前

・
提
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
そ
こ
で
は
、
社
会
科
学
者
は
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
た
世
界
に
準
拠
し
て
行
為
な
い
し
行
為
者
の
知
識
を
観

U3)Ｕ２)(1１第
三
章
解
釈
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
限
界
ｌ
再
論

弓
丙
餌
・
ロ
ロ
・
Ｐ
の
’
炉
Ｃ
③
．

］
’
四
ｍ
ワ
①
ｐ
ｐ
ｍ
Ｐ
言
：
面
①
一
画
井
口
ロ
冒
曾
切
巴
□
【
口
、
日
日
昇
電
ロ
・
Ｐ
Ｃ
；
の
，
心
四
○
－
一
一
○
｝
目
丙
■
》
ロ
ロ
・
閂
．
ｍ
・
」
吟
①
Ｐ
α
・

曰
丙
田
】
ロ
ｇ
の
。
Ｅ
』
。
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察
者
の
視
角
か
ら
批
判
し
う
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
意
思
疎
通
的
行
為
と
は
、
「
会
話
」
、
「
規
範
的
行
為
」
、
「
ド
ラ
マ

ト
ゥ
ル
ギ
ー
的
行
為
」
の
構
成
要
素
を
統
合
し
た
い
わ
ば
「
複
合
概
念
」
で
あ
る
。

ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
こ
の
意
思
疎
通
的
行
為
の
モ
デ
ル
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
主
張
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
転
換
と

と
も
に
、
社
会
科
学
者
は
行
為
当
事
者
に
対
す
る
特
権
的
地
位
を
失
う
。
と
い
う
の
も
、
今
や
、
行
為
者
自
身
に
三
つ
の
世
界
と
の

、
、
、
、

１

反
省
的
な
関
係
を
持
つ
能
力
が
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
み
。

「
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
行
為
を
意
思
疎
通
的
行
為
の
諸
概
念
に
お
い
て
記
述
す
る
や
い
な
や
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
存
在
論
的
前
提

は
、
も
は
や
わ
れ
わ
れ
が
行
為
者
自
身
に
帰
属
さ
せ
る
存
在
論
的
前
提
よ
り
も
複
雑
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
…

…
…
と
い
う
の
は
、
意
思
疎
通
的
行
為
の
モ
デ
ル
の
諸
前
提
に
よ
れ
ば
、
行
為
者
は
観
察
者
自
身
と
同
じ
豊
か
さ
を
も
つ
解
釈
能

力
を
行
使
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
行
為
者
は
、
今
や
単
に
三
つ
の
世
界
概
念
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
彼
は
そ
れ
を

反
省
的
に
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
考
察
し
た
よ
う
に
、
意
思
疎
通
的
行
為
が
成
功
す
る
か
ど
う
か
は
、

当
事
者
た
ち
が
三
つ
の
世
界
の
準
拠
体
系
を
用
い
て
、
共
通
の
状
況
定
義
に
達
す
る
解
釈
過
程
に
依
存
し
て
い
る
。
い
か
な
る
合

意
も
、
批
判
可
能
な
妥
当
性
要
求
の
相
互
主
観
的
な
承
認
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
意
思
疎
通
的
に
行
為
す
る
者
た
ち
は
、

相
互
に
批
判
し
あ
う
能
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
ｌ
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
行
為
者
た
ち

に
こ
の
よ
う
な
能
力
を
帰
属
さ
せ
る
や
い
な
や
、
観
察
者
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
は
、
対
象
領
域
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
特
権
的
な

２

地
位
を
失
う
こ
と
に
な
る
」
。

こ
の
よ
う
な
行
為
者
の
視
角
へ
の
移
行
は
、
社
会
科
学
者
か
ら
観
察
者
と
し
て
の
特
権
的
地
位
を
奪
う
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、

３

ま
さ
に
こ
の
こ
と
は
、
逆
に
、
意
思
疎
通
的
行
為
に
体
現
さ
れ
た
合
理
性
の
潜
在
的
な
包
括
性
と
完
全
性
を
証
示
し
て
い
訂
。
そ
し

て
科
学
者
と
行
為
当
事
者
と
の
原
理
的
同
権
性
の
承
認
と
と
も
に
、
わ
れ
わ
れ
は
合
理
性
の
特
権
的
判
定
者
と
し
て
の
地
位
に
代
え
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て
、
相
互
的
な
批
判
の
可
能
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。

「
社
会
科
学
者
が
、
潜
在
的
な
当
事
者
と
し
て
日
常
的
行
為
の
文
脈
の
う
ち
へ
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
体
系
的
に
利
用
す

４

る
の
は
、
こ
の
意
思
疎
通
的
行
為
自
身
の
う
ち
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
批
判
の
潜
在
力
な
の
で
あ
る
」
。

批
判
的
社
会
理
論
家
は
、
行
為
者
の
視
角
の
う
ち
に
入
り
込
み
、
そ
こ
か
ら
捉
え
ら
れ
る
諸
々
の
社
会
文
化
的
な
病
理
現
象
を
批

判
す
る
に
あ
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
行
為
者
の
日
常
実
践
の
う
ち
に
内
在
す
る
合
理
性
の
潜
在
力
に
訴
え
か
け
る
。
ハ
バ
ー
マ
ス
が
か

っ
て
『
理
論
と
実
践
』
の
新
版
序
文
二
九
七
一
）
で
述
べ
た
、
「
啓
蒙
家
が
こ
れ
か
ら
啓
蒙
さ
れ
る
者
た
ち
に
対
し
て
優
越
性
を

権
利
請
求
す
る
こ
と
は
、
理
論
的
に
は
不
可
避
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
擬
制
で
あ
り
、
自
己
修
正
を
必
要
と
す
る
も
の

５

で
も
あ
る
。
啓
蒙
の
過
程
に
お
い
て
は
、
存
在
す
る
の
は
た
だ
当
事
者
た
ち
の
み
で
あ
る
『
と
い
う
一
一
一
口
葉
は
、
依
然
と
し
て
彼
の
立

場
を
特
徴
づ
け
る
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
意
志
疎
通
的
行
為
へ
の
行
為
理
論
上
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
は
、
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
に
観
察
者
の
視
角
か
ら

行
為
者
の
視
角
へ
移
行
を
要
請
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
従
来
の
社
会
科
学
に
お
い
て
は
、
哲
学
的
解
釈
学
、
エ

ス
ノ
メ
ゾ
ド
ロ
シ
ー
、
現
象
学
的
社
会
学
、
象
徴
的
相
互
作
用
論
等
の
い
わ
ゆ
る
「
解
釈
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
に
属
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ

の
伝
統
に
お
い
て
、
同
様
の
要
求
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
伝
統
は
意
思
疎
通
的
合
理
性
の
概
念

を
そ
れ
な
り
に
前
提
し
て
は
い
る
が
、
し
か
し
ハ
パ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
規
範
的
基
礎
が
十
分
に
反
省
さ

れ
て
い
な
い
。
次
に
、
彼
が
伝
統
的
な
解
釈
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
最
も
反
省
的
な
形
能
と
み
な
す
が
ガ
ダ
マ
ー
の
哲
学
的
解
釈
学
を
中

心
に
、
そ
の
限
界
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ハ
パ
ー
マ
ス
の
ガ
ダ
マ
ー
批
判
に
立
ち
入
る
前
に
、
こ
こ
で
、
彼
の
意
思
疎
通
的
合
理
性
の
概
念
に
つ
い
て
も
う
一
言
評
注
を
加

え
て
お
こ
う
。
前
章
で
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
「
三
世
界
モ
デ
ル
」
を
用
い
た
こ
の
合
理
性
に
つ
い
て
の
説
明
を
見
て
き
た
が
、
注
意
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す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
さ
い
彼
が
（
西
洋
）
近
代
の
脱
中
心
化
（
分
化
）
し
た
世
界
理
解
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
・

こ
の
よ
う
な
世
界
理
解
に
反
映
さ
れ
た
合
理
性
は
、
い
つ
の
時
代
に
で
も
、
ど
こ
に
お
い
て
も
実
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
・

彼
に
よ
れ
ば
、
近
代
の
世
界
理
解
は
、
自
然
過
程
の
外
的
世
界
、
共
有
さ
れ
た
価
値
や
規
範
の
社
会
的
世
界
、
個
人
の
欲
求
や
欲
望

６

の
内
的
世
界
の
間
の
範
鴎
的
区
分
の
導
入
を
本
質
的
特
徴
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
理
解
は
、
自
然
と
文
化
、
社
会
的
世
界

と
主
観
的
世
界
と
が
十
分
に
分
化
し
て
い
な
い
神
話
的
お
よ
び
伝
統
的
な
そ
れ
よ
り
も
大
き
な
合
理
性
の
潜
在
力
を
含
ん
で
い
る
。

と
い
う
の
も
、
こ
の
区
分
の
導
入
と
と
も
に
、
真
理
性
、
正
当
性
、
誠
実
性
の
妥
当
性
要
求
が
明
瞭
に
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
掲

げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
対
応
す
る
世
界
に
準
拠
し
て
原
理
的
に
よ
り
批
判
可
能
な
も
の
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
日
常
的
な
意
思
疎
通
実
践
の
う
ち
に
合
理
性
の
潜
在
力
が
常
に
す
で
に
組
み
込
ま
れ
て
い

る
こ
と
を
主
張
す
る
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
近
代
化
の
過
程
の
う
ち
に
合
理
性
の
増
大
を
も
見
て
取
っ
て
い
る
。
後
に
見
る
よ
う

に
彼
は
こ
れ
を
「
文
化
的
合
理
化
」
な
い
し
は
「
生
活
世
界
の
合
理
化
」
と
し
て
主
題
化
し
て
い
る
。

ハ
バ
ー
マ
ス
の
ガ
マ
ダ
ー
解
釈
学
に
対
す
る
批
判
は
、
彼
の
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
を
前
提
に
し
て
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
ハ
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
あ
る
テ
キ
ス
ト
や
表
現
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
解
釈
者
は
、
そ
の
意
味
を
理
解
し
う
る
た
め

に
は
、
な
に
ゅ
え
そ
の
著
者
が
特
定
の
事
態
が
存
立
し
、
特
定
の
価
値
や
規
範
が
妥
当
性
を
有
し
、
特
定
の
体
験
が
特
定
の
主
体
に

帰
せ
ら
れ
る
と
考
え
た
の
か
、
そ
の
根
拠
を
理
解
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
解
釈
者
は
、
テ
キ
ス
ト
の
理
解
や
解
釈

に
際
し
て
、
そ
れ
が
諸
々
の
妥
当
性
要
求
を
含
ん
で
お
虹
こ
れ
ら
の
妥
当
性
要
求
は
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
た
根
拠
と
内
在
的
に
結
び
つ
い

て
い
る
こ
と
を
想
定
す
る
。
ガ
ダ
マ
ー
は
こ
う
し
た
想
定
を
「
完
全
性
の
先
取
り
（
な
い
し
は
予
断
）
」
と
呼
ん
で
い
る
。
「
完
全

性
の
予
断
は
、
単
に
テ
キ
ス
ト
が
そ
の
意
見
を
完
全
に
言
い
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
形
式
的
な
事
柄
だ
け
で

７

な
く
、
テ
キ
ス
ト
が
語
っ
て
い
る
こ
と
が
真
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
含
ん
で
い
る
『
・
ガ
ダ
マ
ー
が
こ
こ
で
「
真
理
」
と
一
一
一
一
□
っ
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て
い
る
の
は
、
命
題
的
真
理
性
だ
け
で
な
く
、
規
範
的
正
当
性
、
体
験
表
現
の
誠
実
性
な
い
し
真
正
さ
を
も
包
括
す
る
理
性
性
の
こ

と
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
前
に
考
察
し
た
ハ
バ
ー
マ
ス
の
「
意
思
疎
通
的
合
理
性
」
と
同
じ
外
延
を
持
つ
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
こ

の
合
理
性
は
近
代
の
脱
中
心
化
し
た
世
界
理
解
を
前
提
に
し
て
い
る
。
し
て
み
れ
ば
、
成
功
裡
の
解
釈
は
、
す
べ
て
次
の
よ
う
な
期

待
を
伴
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
キ
ス
ト
の
著
者
や
そ
の
同
時
代
者
た
ち
が
彼
等
と
わ
れ
わ
れ
の
間
の
「
時
代
の
距
り
」
を
、
そ

の
間
の
世
界
理
解
の
脱
中
心
化
の
過
程
が
伴
っ
た
学
習
過
程
に
よ
っ
て
仮
に
架
橋
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
彼
等
は
、
彼
等
の

テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
理
解
を
共
有
し
う
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
期
待
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
ハ
バ
ー
マ
ス
か
ら
見

た
ガ
ダ
マ
ー
の
「
地
平
の
融
合
（
ご
胃
の
：
日
の
目
自
由
：
局
西
・
『
旨
目
芹
の
己
）
」
の
テ
ー
ゼ
の
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ハ
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
ガ
ダ
マ
ー
は
こ
の
モ
デ
ル
を
一
面
的
に
の
み
適
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
に
あ
っ

て
は
、
わ
れ
わ
れ
が
テ
キ
ス
ト
か
ら
何
か
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
側
面
の
み
が
強
調
さ
れ
、
著
者
も
ま
た
わ
れ
わ
れ
か
ら
学

び
う
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
Ｉ
仮
構
的
な
ｌ
可
能
性
の
方
は
無
視
さ
れ
る
．
ガ
ダ
マ
ー
は
、
古
典
的
テ
キ
ス
ト
に
関
わ
る
文
献
学

８

者
の
経
験
に
固
執
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
「
古
典
的
と
は
、
歴
史
的
な
批
判
に
耐
え
て
き
た
も
の
の
こ
と
で
あ
る
Ｈ
。
彼
に
あ
っ

て
は
、
テ
キ
ス
ト
に
具
現
さ
れ
た
知
識
が
解
釈
者
の
知
識
に
対
し
て
原
則
的
に
優
位
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ハ
バ
ー
マ
ス
は
、

解
釈
者
は
伝
承
に
対
し
て
必
ら
ず
し
も
常
に
劣
位
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
人
類
学
者
の
経
験
を
対
置
し
て
い

る
。
例
え
ば
魔
女
信
仰
の
事
状
を
十
分
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
近
代
の
解
釈
者
は
、
わ
れ
わ
れ
を
そ
の
信
仰
か
ら
切
り
離
し
て
い

る
学
習
過
程
を
迫
構
成
し
、
神
話
的
思
考
と
近
代
的
思
考
と
の
区
別
が
ど
こ
に
存
す
る
の
か
を
説
明
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
世
界
理
解
の
脱
中
心
化
を
追
跡
し
把
握
す
る
こ
と
は
、
解
釈
学
的
課
題
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
固
有
の
理
論

的
課
題
で
あ
る
。
合
理
性
の
発
展
の
体
系
的
追
構
成
の
み
が
、
単
な
る
相
対
主
義
に
陥
い
る
こ
と
や
わ
れ
わ
れ
の
合
理
性
の
規
準
が

９

素
朴
に
絶
対
化
さ
れ
る
こ
と
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
守
る
の
で
あ
獣
。
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次
に
指
摘
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
か
つ
て
ガ
ダ
マ
ー
と
の
解
釈
学
論
争
に
お
い
て
争
点
と
な
っ
た
問
題
、
す
な
わ
ち
、
哲
学
的
解

釈
学
な
い
し
は
広
く
解
釈
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
陥
り
が
ち
な
「
言
語
性
の
観
念
論
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
一
一
一
一
口
語
性
の
観
念
論

と
は
、
社
会
的
相
互
行
為
が
単
な
る
意
思
疎
通
や
行
為
者
た
ち
の
解
釈
作
用
に
還
元
さ
れ
る
傾
向
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
再

構
成
的
手
続
き
を
採
る
行
為
理
論
の
み
が
社
会
理
論
を
適
切
に
基
礎
づ
け
う
る
と
い
う
ハ
バ
ー
マ
ス
の
主
張
と
深
く
関
連
し
て
い
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
彼
は
、
相
互
了
解
を
志
向
し
た
発
話
行
為
の
分
析
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
社
会
理
論
上
の
諸
目
的
に
と
っ
て
有
益

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
欲
し
て
お
り
、
意
思
疎
通
的
行
為
に
と
っ
て
言
語
が
有
す
る
構
成
的
な
意
義
を
強
調
し
て
い
る
。

し
か
し
同
時
に
、
彼
は
、
言
語
に
よ
る
媒
介
と
い
う
契
機
が
一
面
的
に
強
調
さ
れ
る
危
険
性
に
つ
い
て
注
意
し
て
い
る
・

ヨ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
や
哲
学
的
解
釈
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
現
わ
れ
る
よ
う
に
、
確
か
に
こ
こ
に
は
、
社
会
的
行
為

が
意
思
疎
通
へ
の
参
加
者
た
ち
の
解
釈
作
用
に
還
元
さ
れ
た
り
、
行
為
が
発
話
に
、
相
互
行
為
が
会
話
に
同
化
さ
れ
る
と
い
う
危

険
性
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
、
言
語
に
よ
る
相
互
了
解
と
い
う
の
は
、
当
事
者
た
ち
の
行
為
プ
ラ
ン
や
目
的
活
動

ｄ

を
相
互
行
為
へ
と
連
結
す
る
行
為
調
整
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
『
。

こ
の
引
用
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ハ
バ
ー
マ
ス
が
意
思
疎
通
的
行
為
を
単
な
る
言
語
に
よ
る
意
思
疎
通
と
等
置
し
て

い
る
と
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼
の
用
語
法
に
言
う
意
思
疎
通
的
行
為
は
、
「
意
思
疎
通
」
と
い
う
契
機
と
と
も
に
、
目
的
論
的

ｕ

行
為
と
同
様
に
「
目
的
活
動
（
Ｎ
斎
・
寓
豐
畏
臼
（
）
」
と
い
う
契
機
を
持
っ
て
い
ふ
。
し
た
が
っ
て
後
者
の
契
機
に
着
目
す
る
限

り
で
は
、
意
思
疎
通
的
行
為
は
必
ず
し
も
言
語
な
い
し
発
話
行
為
を
伴
っ
て
い
る
必
要
は
な
い
。
逆
に
、
目
的
論
的
行
為
は
、
戦
略

的
行
為
の
下
位
類
型
が
示
す
よ
う
に
、
言
語
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ハ
バ
ー
マ
ス
の
行
為
類
型
の
区
別
は
、
言
語

に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
か
否
か
で
は
な
く
、
行
為
調
整
の
あ
り
方
を
基
準
に
し
て
い
る
。
行
為
調
整
は
、
意
思
疎
通
的
行
為
に

あ
っ
て
は
、
言
語
に
よ
る
相
互
了
解
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
場
合
こ
の
行
為
に
お
け
る
目
的
活
動
の
契
機
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峰
あ
く
ま
で
も
そ
の
相
互
了
解
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
行
為
成
果
を
志
向
し
た
目
的
論
的
行
為
に
あ
っ
て
は
、
成
果
達
成
の
手
段
の
自
己
中
心
的
計
算
が
行
為
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
で

あ
り
、
こ
こ
で
は
言
語
は
、
相
互
了
解
を
達
成
す
る
た
め
で
は
な
く
、
志
向
さ
れ
た
目
的
な
い
し
成
果
を
達
成
す
る
上
で
の
影
響
力

２

行
使
の
た
め
の
戦
略
的
手
段
と
し
て
役
立
て
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
川
。

解
釈
学
論
争
に
お
け
る
ハ
バ
ー
マ
ス
の
ガ
ダ
マ
ー
批
判
の
眼
目
は
、
解
釈
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
「
言
語
性
の
観
念
論
」
の
下
で
は
、

副

社
会
の
物
質
的
再
生
産
や
社
会
的
支
配
の
現
象
を
適
切
に
把
握
し
た
り
、
批
判
し
た
り
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
卸
。
そ
れ
で

は
、
以
上
の
よ
う
な
彼
の
行
為
理
論
の
枠
組
か
ら
、
支
配
や
構
造
的
暴
力
の
批
判
へ
の
い
か
な
る
展
望
が
開
け
て
く
る
の
か
。
彼
の

社
会
理
論
は
、
い
か
な
る
形
で
行
為
理
論
の
う
ち
に
規
範
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。

意
思
疎
通
的
行
為
に
お
い
て
は
、
行
為
者
た
ち
は
彼
等
の
行
為
や
行
為
プ
ラ
ン
を
相
互
了
解
の
達
成
、
す
な
わ
ち
合
意
に
よ
っ
て

調
整
す
る
。
あ
る
ゆ
る
合
意
は
、
た
と
え
そ
れ
が
暗
黙
裡
に
行
な
わ
れ
る
に
せ
よ
、
批
判
可
能
な
妥
当
性
要
求
の
相
互
主
体
的
な
承

認
に
基
づ
い
て
い
る
。
合
意
と
い
う
の
は
、
そ
の
本
性
か
ら
し
て
、
一
方
的
に
押
し
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
行
為
者
た
ち
の
行

為
が
相
互
了
解
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
え
な
い
場
合
に
は
、
そ
し
て
そ
の
程
度
に
応
じ
て
、
残
さ
れ
た
選
択
肢
と
し
て
は
、
一
方
が
他

方
に
対
し
て
ｌ
多
か
れ
少
な
か
れ
洗
練
さ
れ
た
潜
在
的
な
仕
方
に
お
い
て
ｌ
行
使
す
る
「
暴
力
（
Ｑ
当
昌
）
」
の
み
が
存
在
す

り

る
・
「
意
思
疎
通
的
行
為
と
戦
略
的
行
為
の
区
別
は
、
こ
の
こ
と
以
外
の
何
物
を
も
雪
胆
っ
て
は
い
な
い
知
。
さ
ら
に
、
ハ
バ
ー
マ
ス

の
分
析
は
、
相
互
行
為
へ
の
参
加
者
の
双
方
が
戦
略
的
に
振
舞
っ
て
い
る
こ
と
を
共
に
自
覚
し
て
い
る
「
公
然
と
し
た
戦
略
的
行
為
」

の
場
合
の
み
で
な
く
、
意
思
疎
通
的
行
為
の
条
件
（
相
互
了
解
志
向
）
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
一
方
が
他
方
を
偽

蹴
し
て
い
る
か
（
「
操
作
」
）
、
一
万
な
い
し
双
方
が
自
己
自
身
を
偽
瞬
し
て
い
る
場
合
（
「
体
系
的
に
歪
め
ら
れ
た
意
思
疎
通
」
）

ｄ

の
よ
う
な
、
「
隠
さ
れ
た
戦
略
的
行
為
」
の
次
元
を
も
射
程
に
入
れ
て
い
ふ
。
現
代
に
お
け
る
社
会
的
支
配
の
現
象
は
、
こ
の
よ
う
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な
次
元
を
射
程
に
収
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
適
切
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
・

ハ
バ
ー
マ
ス
が
現
代
に
お
け
る
支
配
の
問
題
に
ど
の
よ
う
な
形
で
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
こ
こ
で
彼
の
用
語
法
に
つ
い
て
ひ
と
と
と
述
べ
て
お
こ
う
。
彼
は
、
戦
略
的
行
為
の
特
質
を
な
す
「
暴
力
」
と
、
意
思
疎
通

胴

に
共
有
さ
れ
た
確
信
に
基
づ
く
「
権
力
（
言
９
頁
）
」
と
を
区
別
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
両
者
の
制
度
化
さ
れ
た
混
合
体
を
「
支
配

（
■
の
ロ
⑪
呂
四
【
こ
」
と
呼
ぶ
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
概
念
を
用
い
て
彼
は
い
か
な
る
現
象
を
い
か
な
る
方
向
で
説
明
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
か
。
い
さ
さ
か
長
く
な
る
が
、
ハ
バ
ー
マ
ス
自
身
の
言
葉
を
引
用
し
よ
う
。

「
わ
た
し
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
概
念
を
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
階
級
構
造
の
批
判
的
分
析
の
た
め
の
適
切
な
ア
プ
ロ
ー
チ

に
到
達
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
権
力
の
意
思
疎
通
的
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
暴
力
関
係
の
制
度
化
を

暴
力
が
正
当
性
の
見
か
け
を
付
与
さ
れ
た
権
力
へ
転
形
さ
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
暴
力

を
相
互
了
解
と
い
う
行
為
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
対
案
と
し
て
、
そ
し
て
権
力
を
相
互
了
解
を
志
向
し
た
行
為
の
産
物
と
し

て
〔
概
念
的
と
用
い
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
今
日
支
配
的
な
間
接
的
な
暴
力
行
使
の
形
態
を
把
握
で
き
る
と
い
う
利
点
を

得
る
こ
と
に
な
る
。
わ
た
し
が
一
一
一
一
回
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
目
立
た
な
い
形
で
日
常
の
意
思
疎
通
的
実
践
の
気
孔
の
う
ち
に
入
り

込
ん
で
お
り
、
そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て
、
生
活
世
界
が
独
立
し
た
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
至
上
命
令
に
委
ね
ら
れ
－
面
的
な
合
理
化

１

の
途
に
そ
っ
て
物
化
さ
れ
て
い
る
程
度
に
応
じ
て
、
そ
の
潜
在
的
な
効
果
を
発
輝
し
う
る
病
原
的
な
暴
力
の
こ
と
で
あ
る
知
・

現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
支
配
は
直
接
的
な
暴
力
関
係
を
い
う
よ
り
も
、
特
有
の
形
で
構
造
化
さ
れ
た
間
接
的
な
暴
力
行
使
と
い

う
形
態
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
現
代
社
会
の
批
判
の
た
め
の
ハ
バ
ー
マ
ス
の
理
論
的
構
え
を
理
解
す
る
に
は
、
行
為

の
レ
ベ
ル
か
ら
行
為
シ
ス
テ
ム
（
社
会
）
の
レ
ベ
ル
へ
、
行
為
合
理
性
の
理
論
か
ら
社
会
的
合
理
化
の
理
論
へ
考
察
の
水
準
を
転
ず
る
必
要

が
あ
る
。
相
互
行
為
を
解
釈
作
用
に
還
元
す
る
解
釈
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
限
界
が
真
に
明
ら
か
に
な
る
の
も
こ
の
後
者
の
水
準
に
お
い
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て
で
あ
る
。

ｕ
ご
ｍ
一
・
ｓ
丙
四
．
因
曰
・
Ｐ
の
’
」
函
②
》
」
Ｐ
ｍ
・

幻
弓
戸
田
．
ｍ
９
．
円
》
ｍ
・
亘
四
・

Ｊ
－

別
ぐ
、
｝
，
河
口
Ｓ
ｍ
の
『
国
Ｐ
ワ
ロ
の
局
・
”
ｇ
－
ｏ
ｐ
色
冒
普
凹
一
ｍ
Ｆ
の
す
の
ロ
⑪
【
ｃ
ゴ
ロ
・
国
巨
］
胃
、
の
ロ
四
四
ヶ
の
ロ
ョ
ロ
の
』
農
曰
百
の
。
『
一
の
□
①
印

尻
◎
日
日
ロ
ロ
房
口
巨
『
の
口
餌
回
ロ
ロ
の
一
口
腕
麺
廩
冒
鈩
冨
の
『
戸
口
『
．
②
。
（
四
・
一
）
」
の
⑭
国
』
の
．
器
」
．

⑭
曰
丙
国
》
口
９
．
Ｆ
の
』
『
ｏ
・

伯
］
，
国
画
す
の
『
日
：
》
両
日
】
の
】
日
ロ
、
Ｎ
口
『
ｚ
の
Ｅ
、
ロ
の
、
ロ
ワ
の
如
回
日
一
ｍ
の
ｍ
Ｃ
ｐ
尹
二
の
己
、
穴
の
戸
⑪
ロ
ロ
巴
曰
く
の
『
⑩
ロ
、
ゴ
ロ
司
豈
の
◎
己
の

ロ
ロ
ロ
ロ
Ｂ
Ｈ
Ｐ
の
園
巨
『
①
『
日
冒
の
一
口
》
冒
肖
ロ
の
。
『
】
の
巨
己
□
勺
【
貝
】
の
］
句
『
四
コ
声
【
ロ
『
←
こ
『
』
》
の
．
患
（
細
谷
貞
男
訳
『
理
論
と
実
践
』

未
来
社
一
九
七
五
年
、
六
一
二
頁
）
。

旧
曰
穴
四
・
ｍ
ｇ
，
Ｆ
の
。
⑭
Ｃ
－
ｍ
ｍ
》
届
ロ
ー
』
恩
．

７
エ
・
－
○
・
。
且
四
目
の
曰
乏
画
す
『
す
の
戸
ロ
ロ
。
旨
の
昼
。
』
の
も
・
四
・
○
・
・
ｍ
・
画
『
②
。

１
１

１
１

１
１

（
ひ
回
す
の
ロ
ロ
、
》
の
。
国
『
］
・

’
－

１
，

伯
以
上
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、
弓
丙
出
・
国
。
．
円
》
の
，
屍
⑰
－
ｓ
Ｐ
を
参
照
。

Ⅲ
ｌ

仙
目
天
田
》
国
□
』
・
の
。
」
念
・

山
意
思
疎
通
的
行
為
に
お
い
て
も
、
行
為
者
た
ち
は
、
彼
等
の
諸
行
為
を
調
整
す
る
た
め
に
相
互
了
解
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
都
度

、
、
、
、

そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
目
標
や
行
為
プ
ラ
ン
を
追
求
す
る
。
「
そ
の
限
り
で
は
、
目
的
論
的
樹
造
は
す
べ
て
の
行
為
概
念
に
と
っ
て
基
本
的
な
３
Ｄ
の

で
あ
る
」
（
目
丙
四
・
ｍ
。
．
Ｐ
の
．
』
９
－
】
）
。

胆
ご
ｍ
一
・
弓
丙
湧
西
口
・
閂
．
ｍ
・
患
③
》
］
・
函
：
①
月
日
闇
・
門
８
－
］
（
・
『
ロ
］
Ｃ
【
旨
。
⑨
．
曰
叩
】
・
目
・
国
・
月
百
．
日
日
。
□
四
目
ロ
自
己

’
’

四
の
」
。
（
の
。
》
一
四
画
す
の
『
目
ｍ
ｍ
１
ｏ
Ｈ
三
○
画
一
Ｃ
の
す
ぃ
（
の
】
◎
す
。
◎
耳
・
・
ロ
・
国
②
『
．
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ハ
バ
ー
マ
ス
の
『
意
思
疎
通
的
行
為
の
理
論
』
は
、
全
体
と
し
て
、
次
の
一
一
一
つ
の
相
互
に
関
連
し
た
テ
ー
マ
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を

含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
「
意
思
疎
通
的
合
理
性
」
の
概
念
の
洗
練
、
第
一
一
に
、
「
生
活
世
界
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
「
シ

ス
テ
ム
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
統
合
し
た
新
し
い
「
社
会
」
概
念
の
獲
得
、
第
一
一
一
に
、
資
本
主
義
的
近
代
化
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
や
病
理
の

１

分
析
を
可
能
に
す
る
「
近
代
」
に
つ
い
て
の
進
化
論
的
理
論
の
彫
琢
、
が
そ
れ
で
あ
訂
。
わ
れ
わ
れ
の
こ
れ
ま
で
の
考
察
は
、
ハ
バ

ー
マ
ス
の
意
思
疎
通
的
行
為
の
概
念
を
検
討
し
な
が
ら
、
主
と
し
て
右
の
第
一
の
テ
ー
マ
が
意
味
す
る
も
の
を
明
ら
か
に
し
え
た
に

す
ぎ
な
い
。
本
稿
で
は
第
一
一
、
一
一
一
の
テ
ー
マ
に
立
ち
入
っ
た
考
察
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
最
後
に
本
章
で
は
、
そ

の
基
本
的
論
点
だ
け
で
も
点
描
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
社
会
の
批
判
的
分
析
へ
向
け
た
ハ
バ
ー
マ
ス
の
理
論
的
姿
勢
を
明
ら
か

に
し
、
副
題
に
大
仰
な
標
題
を
掲
げ
た
責
め
の
一
端
を
塞
ぐ
こ
と
に
し
た
い
。

最
初
に
、
狭
義
の
行
為
理
論
の
水
準
と
区
別
さ
れ
た
社
会
分
析
の
水
準
に
お
け
る
ハ
バ
ー
マ
ス
の
キ
ー
概
念
で
あ
る
「
生
活
世
界
」

と
「
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
一
一
つ
の
概
念
の
招
介
か
ら
始
め
よ
う
。
彼
は
、
「
生
活
世
界
」
の
概
念
を
意
思
疎
通
的
行
為
の
相
補
概
念

⑪
宛
の
已
琶
８
口
こ
○
『
旨
８
６
ヶ
・
ロ
耳
・
ｐ
ｍ
ｇ
．

⑬
前
掲
拙
稿
、
七
○
－
七
一
頁
を
参
照
。

Ｍ
］
・
出
呂
の
『
日
四
ｍ
宛
８
一
望
←
ｏ
日

燗
ご
ｍ
］
・
『
。
『
、
日
日
①
ロ
ロ
且
厚
恩

価
こ
こ
で
一
一
一
一
□
う
「
権
力
」
の
意
思
疎
通
坐

い
。

第
四
章
社
会
批
判
へ
の
展
望

Ｕ
］
望
←
ｏ
曰
望
○
『
】
註
、
⑩
。
。
ご
・
０
戸
・
ロ
・
国
③
⑪
．

Ｅ
ロ
○
回
Ｈ
、
鯉
口
由
巨
ロ
、
の
ご
）
⑫
．
』
①
画
一
】
ｕ
【
四
・
国
二
・
Ｆ
の
．
』
一
画
－
』
い
⑤
・

の
意
思
疎
通
的
概
念
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
流
の
メ
デ
ィ
ア
理
論
に
お
け
る
「
権
力
」
概
念
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
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と
し
て
導
入
す
る
。
生
活
世
界
と
は
、
集
団
的
に
共
有
さ
れ
た
背
景
的
な
知
識
や
信
念
の
総
体
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
行
為
者
た
ち

が
そ
の
な
か
で
意
思
疎
通
し
合
い
、
相
互
了
解
を
追
求
す
る
と
こ
ろ
の
自
明
視
さ
れ
た
地
平
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
意
思
疎
通
へ
の

各
々
の
参
加
者
た
ち
の
背
後
に
あ
っ
て
、
相
互
了
解
の
過
程
を
支
え
て
い
る
と
い
う
一
種
独
特
の
反
省
以
前
的
な
形
態
を
持
っ
て
お

り
、
相
互
了
解
を
志
向
し
た
意
思
疎
通
に
お
い
て
明
示
的
な
表
現
へ
も
た
ら
さ
れ
る
事
柄
の
た
め
の
い
わ
ば
資
源
と
し
て
機
能
し
て

い
る
・
と
の
象
徴
的
に
構
造
化
さ
れ
た
生
活
世
界
の
概
念
は
、
行
為
者
の
視
角
か
ら
社
会
を
捉
え
た
概
念
、
す
な
わ
ち
行
為
理
論
の

視
角
か
ら
展
開
さ
れ
た
「
社
会
」
概
念
で
あ
り
、
前
章
で
触
れ
た
哲
学
的
解
釈
学
を
始
め
と
す
る
「
解
釈
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
に
属
す

る
諸
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
概
し
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
生
活
世
界
と
し
て
の
社
会
の
概
念
を
前
提
し
て
い
る
。
ハ
バ
ー
マ
ス
は
意

思
疎
通
的
行
為
を
、
そ
れ
を
通
じ
て
生
活
世
界
の
象
徴
的
諸
構
造
が
再
生
産
さ
れ
る
い
わ
ば
媒
体
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
彼
に
よ

れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
生
活
世
界
が
共
有
す
る
象
徴
的
構
造
と
し
て
、
文
化
、
社
会
（
的
規
範
）
、
人
格
と
い
う
一
一
一
つ
の
要

素
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
生
活
世
界
は
、
そ
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
が
意
思
疎
通
的
行
為
の
日
常
的
な
生
活
実
践
を
通
じ
て
、

文
化
的
伝
統
、
社
会
的
統
合
、
人
格
的
同
一
性
を
再
生
産
す
る
い
わ
ば
象
徴
的
空
間
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
生
活
世
界
の
構
造
的
諸
要
素
の
象
徴
的
再
生
産
の
過
程
は
、
生
活
世
界
の
物
質
的
基
体
の
再

生
産
の
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
後
者
は
、
道
具
的
行
為
す
な
わ
ち
客
観
的
世
界
へ
の
干
渉
を
通
じ

て
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
生
活
世
界
と
外
的
自
然
と
の
物
質
代
射
の
過
程
は
、
生
活
世
界
の
外
側
か
ら
そ
れ
を
客
体
化
す
る
観
察
者
の

視
角
か
ら
、
機
能
的
「
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
的
お
よ
び
非
社
会
的
諸
行

為
は
、
生
活
世
界
の
象
徴
的
空
間
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
は
ま
た
機
能
的
シ
ス
テ
ム
に
組
織
さ
れ
て
も
い
る
。

バ
バ
ー
マ
ス
は
こ
の
社
会
の
機
能
的
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
相
を
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
従
っ
て
貨
幣
や
権
力
と
い
っ
た
特
殊
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
媒
体
を
通
じ
て
諸
行
為
を
調
整
す
る
自
己
制
御
的
な
行
為
連
関
と
し
て
概
念
化
し
て
い
る
。
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か
く
し
て
ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
象
徴
的
に
構
造
化
さ
れ
た
「
生
活
世
界
」
と
し
て
の
社
会
（
行
為
理
論
の
視
角
か
ら
展
開
さ
れ
た

概
念
）
と
、
「
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
の
社
会
（
生
活
世
界
を
方
法
的
に
客
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
概
念
）
を
区
別
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
者
の
視
角
と
観
察
者
の
視
角
と
の
一
一
元
論
を
主
張
す
る
。
行
為
者
（
行
為
理
論
）
の
視
角
か
ら
は
、
社
会
の

シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
相
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
逆
に
観
察
者
の
視
角
か
ら
は
、
生
活
世
界
の
象
徴
的
再
生
産
の
相
を
捉
え
こ
と

が
で
き
な
い
。
二
つ
の
視
角
が
と
も
に
必
要
で
あ
る
。
社
会
は
あ
く
ま
で
も
生
活
世
界
と
し
て
と
同
時
に
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
ハ
バ

も
、
、
、

１
マ
ス
の
い
さ
さ
か
レ
ト
リ
ヵ
ル
な
表
現
を
引
け
ば
、
「
社
会
的
に
統
合
さ
れ
た
集
団
の
シ
ス
テ
ム
的
に
安
定
化
さ
せ
ら
れ
た
行
為

２

連
関
『
と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
の
社
会
の
「
生
活
世
界
」
の
相
と
「
シ
ス
テ
ム
」
の
相
と
の
関
係
は
、
ハ
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、

社
会
発
展
に
つ
い
て
の
進
化
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
、
社
会
的
進
化
の
論
理
を
明
ら
か
に

す
る
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
生
活
世
界
と
シ
ス
テ
ム
の
一
一
つ
の
次
元
に
お
け
る
発
展
の
論
理
を
洗
い
出
し
、
そ
し
て
両
者
の
関
係
を
解

明
す
る
必
要
が
あ
る
。
彼
に
従
え
ば
、
社
会
的
進
化
は
「
分
化
の
一
一
重
の
過
程
」
と
い
う
見
地
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
わ
た
し
は
社
会
的
進
化
を
分
化
の
一
・
一
重
の
過
程
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ス
テ
ム
と
生
活
世
界
は
、
一
方
の

複
雑
性
と
他
方
の
合
理
性
が
増
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
シ
ス
テ
ム
と
し
て
〔
内
的
に
〕
分
化
し
た
り
、
生
活
世
界
と

、
、
、
、

８

し
て
〔
内
的
に
〕
分
化
し
た
り
す
る
だ
け
で
は
な
い
ｌ
両
者
は
、
相
互
に
も
分
化
す
る
の
で
あ
る
『
・

引
用
の
最
後
の
条
り
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ハ
バ
ー
マ
ス
は
「
生
活
世
界
」
と
「
シ
ス
テ
ム
」
を
歴
史
的
に
相
互
に
分
化
し
く

る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
分
化
の
歴
史
的
進
展
に
お
い
て
と
り
わ
け
重
要
な
の
が
、
親
族
体
系
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
の
国
家

権
力
の
分
離
（
「
国
家
的
に
組
織
さ
れ
た
社
会
」
の
成
立
）
と
、
近
代
資
本
主
義
に
お
け
る
相
対
的
に
自
律
的
な
市
場
経
済
の
出
現

で
あ
る
。
か
く
し
て
も
と
も
と
社
会
全
体
と
外
延
を
同
じ
く
し
て
い
た
生
活
世
界
か
ら
、
権
力
と
貨
幣
と
い
う
制
御
メ
カ
ニ
ズ
ム
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ハ
パ
ー
マ
ス
は
、
シ
ス
テ
ム
の
合
理
化
の
過
程
を
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
従
っ
て
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
に
特
殊
な
タ
イ
プ
の
目
的
合
理
的

行
為
の
拡
大
と
し
て
、
し
か
し
主
要
に
は
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
従
っ
て
、
機
能
主
義
的
に
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
分
化
を
通
じ
た
複
雑
性

の
増
大
な
い
し
は
制
御
能
力
の
拡
大
と
し
て
描
写
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
機
能
主
義
的
視
角
か
ら
、

貨
幣
媒
体
を
通
じ
て
組
織
さ
れ
た
市
場
の
形
成
と
拡
大
、
お
よ
び
権
力
媒
体
を
中
心
と
す
る
政
治
行
政
組
織
の
持
続
的
拡
大
を
最
も

適
切
に
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
生
成
と
生
長
は
、
他
方
に
お
け
る
生
活
世
界
の
合

理
化
か
ら
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
シ
ス
テ
ム
の
進
化
は
社
会
の
統
御
能
力
の
増
大
を
基
準
と
し
て
い
る
が
、
他
方
、
象
徴

５

的
に
構
造
化
さ
れ
た
生
活
世
界
の
発
展
状
態
を
示
す
の
は
、
文
化
、
社
会
、
人
格
の
相
互
分
化
で
あ
る
」
。

生
活
世
界
の
合
理
化
な
い
し
は
そ
の
前
提
と
し
て
の
文
化
的
合
理
化
に
つ
い
て
の
ハ
バ
ー
マ
ス
の
説
明
の
大
枠
を
理
解
す
る
に
は
、

わ
れ
わ
れ
は
前
一
一
章
で
触
れ
た
彼
の
「
三
世
界
モ
デ
ル
」
に
基
づ
い
た
「
意
思
疎
通
的
合
理
性
」
に
つ
い
て
の
発
展
論
的
理
解
を
想

起
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
ハ
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
自
我
中
心
的
な
世
界
理
解
の
「
脱
中
心
化
」
に
関
す
る
ピ
ァ
ジ
ュ
の
研

究
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
世
界
像
の
発
展
は
経
験
の
主
観
的
世
界
か
ら
の
客
観
的
お
よ
び
社
会
的
世
界
の
境
界
区
分
の
進
展
と
い
う

６

角
度
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
一
一
一
世
界
の
分
化
の
進
展
に
応
じ
て
、
世
界
像
や
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た
伝
統
的
規
範
は
ま
す

ま
す
そ
の
神
聖
さ
を
失
い
、
生
活
世
界
の
背
景
的
知
識
は
ま
す
ま
す
批
判
を
受
け
や
す
い
も
の
に
な
り
、
批
判
可
能
な
妥
当
性
要
求

７

を
志
向
し
た
意
思
疎
通
（
一
一
一
一
口
語
に
よ
る
相
互
了
解
）
を
通
じ
た
行
為
調
整
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
ま
す
ま
す
純
粋
な
形
で
現
わ
れ
る
。
か

４

あ
ふ
。

な
い
し
は
「
媒
体
」
を
通
じ
て
機
能
的
に
統
合
さ
れ
た
諸
行
為
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
が
分
離
し
か
つ
成
長
す
る
。
し
か
し
同
時
に
、

こ
れ
ら
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
は
、
例
え
ば
近
代
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
私
法
や
形
式
法
が
示
す
よ
う
に
、
生
活
世
界
の
う
ち
に
「
制
度
的
に

つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
て
」
い
る
。
生
活
世
界
の
規
範
的
構
造
の
発
展
論
理
が
、
シ
ス
テ
ム
複
雑
性
の
増
大
の
許
容
域
を
確
定
す
る
の
で
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く
し
て
生
活
世
界
の
合
理
化
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
目
的
合
理
的
行
為
や
生
産
力
の
拡
大
と
で
は
な
く
、
意
思
疎
通
的
行
為

８

に
お
い
て
批
判
的
に
主
題
化
さ
れ
う
る
事
柄
の
地
平
の
拡
大
、
す
な
わ
ち
意
思
疎
通
的
合
理
性
の
潜
在
力
の
解
放
と
関
係
し
て
い
ふ
・

こ
の
合
理
性
の
増
大
と
と
も
に
文
化
的
伝
統
や
社
会
の
制
度
的
規
範
に
対
す
る
個
人
の
人
格
的
自
律
性
の
増
大
（
個
体
化
）
が
可

９

能
に
な
る
の
で
あ
ふ
。
ハ
バ
ー
マ
ス
は
以
上
の
よ
う
な
生
活
世
界
の
領
域
に
お
け
る
発
展
の
諸
特
徴
へ
の
洞
察
を
、
社
会
学
の
理
論

史
の
う
ち
に
、
真
、
善
、
美
の
「
価
値
諸
領
域
」
の
分
化
（
ウ
ェ
ー
バ
ー
）
、
神
聖
な
る
も
の
の
一
一
一
一
亘
語
化
（
デ
ュ
ル
ケ
ム
）
、
文
化
、

社
会
、
人
格
と
い
う
生
活
世
界
の
構
造
的
諸
要
素
の
分
化
（
ミ
ー
ド
）
等
と
し
て
読
み
取
っ
て
い
る
。

ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
近
代
に
お
け
る
社
会
的
合
理
化
と
そ
れ
が
孕
む
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗

０

教
社
会
学
的
研
究
を
出
発
点
に
し
て
い
鄙
。
わ
れ
わ
れ
の
こ
れ
ま
で
の
議
論
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
ハ
バ
ー
マ
ス
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
同

ｊ

様
に
、
文
化
的
水
準
で
先
行
的
に
す
で
に
達
成
さ
れ
て
い
る
合
理
性
の
進
展
が
社
会
的
合
理
化
の
前
提
で
あ
る
と
考
え
て
い
劃
・
近

代
社
会
へ
の
進
化
的
推
移
は
、
世
界
像
の
水
準
で
す
で
に
達
成
さ
れ
、
潜
在
的
に
利
用
可
能
に
な
っ
て
い
る
合
理
性
の
潜
在
力
が
い

わ
ば
「
僧
一
房
を
抜
け
出
て
」
、
社
会
的
現
実
へ
移
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
近

代
資
本
主
義
の
誕
生
を
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ー
ァ
ィ
ズ
ム
諸
教
派
に
お
け
る
世
界
像
の
合
理
化
と
、
そ
こ
に
お
け
る
目
的
合
理
的
な
生
活

態
度
へ
の
倫
理
的
動
機
づ
け
に
関
連
づ
け
た
。
こ
の
世
界
像
の
合
理
化
は
世
界
に
対
す
る
客
観
化
的
態
度
と
確
信
倫
理
を
育
く
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
目
的
合
理
的
行
為
の
拡
大
の
潜
在
的
可
能
性
を
生
み
出
す
。
資
本
主
義
的
近
代
化
は
こ
の
潜
在
的
可
能
性
を
汲
み
出

す
こ
と
に
よ
っ
て
成
長
し
、
そ
れ
を
体
系
的
に
利
用
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ハ
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
世
界

像
の
合
理
化
が
生
活
世
界
そ
れ
自
体
の
合
理
化
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
含
意
を
十
分
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
社
会
的
合
理

化
の
過
程
を
目
的
合
理
的
行
為
の
拡
大
と
い
う
側
面
の
み
に
引
き
寄
せ
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
近
代
化

の資本主義的パターンを社会的合理化一般と等置する池に到っている。彼は、確かに真、善、美の「価値諸領域」
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の
分
化
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
世
界
理
解
の
構
造
的
推
移
が
、
社
会
の
「
新
た
な
学
習
水
準
へ
の
移
行
」

と
関
連
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
意
思
疎
通
的
合
理
性
の
潜
在
力
の
増
大
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
を
見
な
か
つ
錘
。
か
く

し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
は
、
「
文
化
的
合
理
化
か
ら
社
会
的
合
理
化
へ
の
移
行
に
際
し
て
、
…
…
…
合
理
性
概
念
の
帰
結
す
る

と
こ
ろ
の
多
い
狭
隣
化
」
、
す
な
わ
ち
彼
の
行
為
理
論
に
お
け
る
合
理
性
概
念
の
目
的
合
理
性
へ
の
狭
磁
化
が
判
然
と
し
て
く
る
。

こ
の
社
会
理
論
の
行
為
理
論
的
基
礎
の
狭
隣
化
の
ゆ
え
に
、
「
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
西
洋
合
理
主
義
の
事
実
的
に
見
い
出
さ
れ
た
形
姿

を
直
接
〔
無
媒
介
に
〕
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
を
合
理
化
さ
れ
た
生
活
世
界
の
反
事
実
的
に
構
想
さ
れ
た
諸
可
能
性
と
照
ら
し
合
わ
せ

て
見
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
聖
・
批
判
の
眼
目
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
資
本
主
義
的
近
代
化
の
パ
タ
ー
ン
に
お
け
る
「
選
択

性
」
を
見
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
資
本
主
義
的
発
展
に
お
い
て
は
、
「
文
化
的
近
代
」
に
含
ま
れ
る
多
く
の
潜
在
力
が
抑

則

圧
さ
れ
る
。
ハ
パ
ー
マ
ス
に
と
っ
て
、
「
近
代
」
は
依
然
と
し
て
「
未
一
元
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
印
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ハ
バ
ー
マ
ス
の
理
解
で
は
、
「
生
活
世
界
」
の
領
域
に
お
け
る
意
思
疎
通
的
合
理
性
の
進
展
が
、
「
シ
ス
テ
ム
」

の
領
域
に
お
け
る
目
的
合
理
性
の
増
大
を
可
能
に
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
近
代
に
お
け
る
社
会
的
合

理
化
の
資
本
主
義
的
パ
タ
ー
ン
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
時
代
診
断
」
（
宗
教
の
世
俗
化
、
労
働
力
の
商
品
化
、
官
僚
制
の
拡
大
に
よ

る
意
味
喪
失
や
自
由
喪
失
）
が
す
で
に
捉
え
て
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
孕
ん
だ
も
の
で
も
あ
る
。
ハ
バ
ー
マ
ス
が
意
図
し
て

い
る
の
は
、
「
西
欧
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
受
容
」
、
す
な
わ
ち
ル
カ
ー
チ
の
物
象
化
論
や
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派

第
一
世
代
の
「
道
具
的
理
性
の
批
判
」
の
問
題
意
識
を
引
き
継
ぎ
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
「
意
味
喪
失
」
や
「
自
由
喪
失
」
と
し

て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
伝
統
に
お
い
て
「
物
化
（
『
の
『
＆
凋
一
］
目
目
囚
）
」
と
し
て
呼
ば
れ
て
き
た
よ
う
な
社
会
的

病
理
現
象
を
、
彼
の
新
た
な
理
論
枠
組
を
用
い
て
再
診
断
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
資
本
主
義
に
お
い
て
は
》
合
理
化
の
パ
タ
ー
ン
は

次
の
こ
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
認
知
的
－
道
具
的
合
理
性
の
複
合
体
が
、
意
思
疎
通
的
な
生
活
諸
関
係
を
物
化
せ
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’

し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
践
的
合
理
性
を
犠
牲
に
し
つ
つ
自
己
を
貫
徹
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
印
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
資
本
主
義
的
近
代
化
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
目
的
合
理
的
行
為
を
主
導
的
な
行
為
概
念
と
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
論
枠
組
や
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
旧
い
批
判
理
論
の
枠
組
で
は
適
切
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
、
「
自
己
保
存

に
仕
え
る
こ
と
を
絶
対
化
さ
れ
た
目
的
合
理
性
、
す
な
わ
ち
野
生
化
し
た
道
具
的
理
性
か
ら
生
じ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
シ

ス
テ
ム
維
持
の
た
め
の
無
拘
束
の
機
能
主
義
的
理
性
が
、
意
思
疎
通
的
な
社
会
関
係
の
う
ち
に
埋
め
込
ま
れ
た
理
性
要
求
を
押
し
の

Ｉ ７

け
て
、
生
活
世
界
の
合
理
化
を
空
転
せ
し
め
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
「
道
具
的
理
性
の
批
判
」
は
、
「
機
能
主
義
的

理
性
の
批
判
」
へ
と
転
換
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
よ
う
な
ハ
パ
ー
マ
ス
の
主
張
は
、
彼
が
道
具
的
理
性
や
シ
ス
テ
ム
合
理
性
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
も
の

と
誤
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
貨
幣
と
権
力
と
い
う
媒
体
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
経
済
お
よ
び
政
治
Ｉ
行
政
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
は
、

社
会
の
物
質
的
再
生
産
に
関
わ
る
複
雑
な
問
題
を
解
決
す
る
能
力
に
反
映
さ
れ
た
合
理
性
を
持
っ
て
い
る
。
近
代
の
分
化
し
た
社

会
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
生
活
世
界
は
、
そ
の
物
質
的
基
体
の
再
生
産
と
い
う
点
で
こ
れ
ら
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
に
依
存
し
て
お

り
、
貨
幣
と
権
力
と
い
う
媒
体
を
通
じ
た
交
換
関
係
に
よ
っ
て
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
と
媒
介
さ
れ
て
い
る
。
近
代
化
に
お
け
る
サ
ブ
・

シ
ス
テ
ム
の
生
成
と
生
長
は
、
そ
れ
が
物
質
的
再
生
産
に
関
わ
る
限
り
で
は
、
そ
れ
自
体
合
理
性
の
増
大
を
意
味
し
て
い
る
。
資
本

主
義
的
近
代
化
の
病
理
は
、
貨
幣
化
と
官
僚
制
化
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
成
長
の
論
理
が
、
生
活
世
界
と
の
交
換
の
媒
介
的
役
割
を
越

え
て
本
来
物
質
的
再
生
産
と
は
関
係
の
な
い
行
為
領
域
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
生
活
世
界
の
象
徴
的
再
生
産
の
基
礎
を
侵
害
す
る
こ
と

か
ら
生
じ
る
。
約
言
す
れ
ば
、
近
代
化
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
「
生
活
世
界
の
合
理
化
が
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
生
成
と
成
長
を
可
能

０ ８

に
す
る
が
、
そ
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
自
立
化
し
た
至
上
命
令
が
生
活
世
界
に
破
壊
的
に
打
ち
返
し
て
く
る
」
と
い
う
点
に
あ
る
の

だ
。
ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
貨
幣
と
権
力
と
い
う
制
御
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
体
現
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
の
至
上
命
令
が
、
「
部
族
社
会
に
お
け
る



批判的社会理論と意思疎通的合理性（波平）3３

植
民
地
支
配
者
の
よ
う
に
」
生
活
世
界
の
う
ち
に
侵
入
し
、
そ
こ
に
お
い
て
言
語
に
よ
る
相
互
了
解
と
合
意
と
い
う
社
会
的
統
合
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
ま
す
ま
す
無
効
化
せ
し
め
る
と
い
う
現
代
社
会
が
直
面
し
て
い
る
病
理
を
、
「
シ
ス
テ
ム
の
至
上
命
令
に
よ
る
生
活

世
界
の
内
的
植
民
地
化
（
閂
自
の
【
の
【
・
］
ｏ
昌
島
巴
の
目
白
胸
）
」
と
し
て
批
判
的
に
分
析
し
て
い
る
。

以
上
の
議
論
に
よ
っ
て
、
今
や
わ
れ
わ
れ
は
、
近
代
化
過
程
の
批
判
的
分
析
の
た
め
の
ハ
バ
ー
マ
ス
の
包
括
的
仮
定
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
に
も
う
一
度
、
彼
が
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
彼
自
身
に
よ
る
要
約
を
引
く
こ
と
に
し
よ
う
。

「
ま
す
ま
す
合
理
化
さ
れ
る
生
活
世
界
は
、
経
済
や
国
家
行
政
と
い
っ
た
ま
す
ま
す
複
雑
に
な
っ
て
い
く
フ
ォ
ー
マ
ル
に
組
織

さ
れ
た
行
為
領
域
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
に
依
存
さ
せ
ら
れ
る
。
シ
ス
テ
ム
の
至
上
命
令
に
よ
る
生
活
世
界
の

、
、
、

陪
臣
化
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
の
依
存
関
係
は
、
物
質
的
再
生
産
に
お
け
る
危
機
的
な
不
均
衡
（
す
な
わ
ち
シ
ス
テ
ム
理
論
に
よ
っ
て

分
析
し
う
る
制
御
上
の
危
機
）
が
、
生
活
世
界
の
象
徴
的
再
生
産
の
撹
乱
（
す
な
わ
ち
八
主
観
的
ｖ
に
経
験
さ
れ
る
同
一
性
を
脅

宅
、
、
、
、
、

や
か
す
よ
う
な
危
機
な
い
し
病
理
）
と
い
う
犠
牲
を
払
っ
て
し
か
解
決
さ
れ
え
な
い
程
度
に
お
い
て
、
内
的
植
民
地
化
と
い
う
社

印

会
病
理
的
な
形
態
を
と
る
の
で
あ
る
『
。

こ
の
よ
う
に
今
や
ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
批
判
理
論
の
物
化
の
テ
ー
マ
を
、
す
な
わ
ち
社
会
的
合
理
化
の
様
々
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
、

生
活
世
界
へ
の
シ
ス
テ
ム
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
侵
入
と
い
う
見
地
か
ら
再
構
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
今
日
で
は
、
コ
ン
フ
リ
ク
ト
は

シ
ス
テ
ム
と
生
活
世
界
の
間
を
走
る
前
線
に
お
い
て
、
シ
ス
テ
ム
合
理
性
と
意
思
疎
通
的
合
理
性
の
闘
い
と
い
う
形
態
に
お
い
て
発

生
す
る
。

最
後
に
、
ハ
パ
ー
マ
ス
の
テ
ー
ゼ
を
も
う
一
度
整
理
し
よ
う
。
生
活
世
界
と
シ
ス
テ
ム
と
の
歴
史
的
分
化
と
と
も
に
、
社
会
は
二

つ
の
行
為
調
整
な
い
し
は
統
合
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
発
展
さ
せ
る
。
社
会
的
諸
行
為
は
、
そ
れ
が
世
界
像
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
に
せ

よ
批
判
可
能
な
妥
当
性
要
求
を
志
向
し
た
言
語
に
よ
る
相
互
了
解
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
に
せ
よ
、
行
為
者
た
ち
の
合
意
に
よ
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っ
て
保
証
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
貨
幣
や
権
力
と
い
っ
た
媒
体
を
通
じ
て
、
行
為
者
た
ち
の
自
己
中
心
的
な
計
算
の
「
か
み
合
い
」

と
し
て
シ
ス
テ
ム
的
に
調
整
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
合
理
化
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
一
方
に
お
け
る
神
聖
な
る
も
の
の
言
語
化
の

過
程
に
は
、
他
方
に
お
け
る
社
会
的
交
通
の
脱
言
語
化
、
す
な
わ
ち
言
語
に
よ
る
相
互
了
解
を
通
じ
た
行
為
調
整
の
、
貨
幣
や
権
力
と

い
っ
た
非
言
語
的
媒
体
を
通
じ
た
行
為
調
整
へ
の
置
き
換
え
が
対
応
し
て
い
る
。
行
為
調
整
の
言
語
化
と
と
も
に
不
合
意
の
可
能
性

も
ま
た
増
大
す
る
が
、
こ
の
行
為
調
整
の
負
担
の
過
重
化
に
は
、
他
方
に
お
け
る
貨
幣
や
権
力
の
媒
体
へ
の
転
極
に
よ
る
負
担
免
除

ｑ

が
対
応
し
て
い
謙
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
目
的
合
理
的
行
為
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
拡
大
は
、
そ
れ
が
無
条
件
的
に
意
思
疎

通
的
に
組
織
さ
れ
る
必
要
の
な
い
行
為
領
域
、
す
な
わ
ち
物
質
的
再
生
産
の
領
域
に
関
わ
る
限
り
で
は
、
そ
れ
自
体
、
合
理
性
の
増

大
を
意
味
し
て
い
る
。
合
理
化
の
観
点
か
ら
見
て
問
題
的
な
の
は
、
資
本
主
義
的
近
代
化
の
パ
タ
ー
ン
の
下
で
は
、
こ
の
目
的
合
理

性
や
シ
ス
テ
ム
合
理
性
の
増
大
が
、
他
方
に
お
け
る
意
思
疎
通
的
合
理
性
を
犠
牲
に
し
て
貫
徹
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
ク

ス
が
価
値
増
殖
や
資
本
蓄
積
過
程
に
即
し
て
分
析
し
た
よ
う
な
資
本
主
義
的
成
長
の
固
有
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
に
よ
り
、
今
日
で
は
、

生
活
世
界
の
象
徴
的
再
生
産
の
純
粋
な
諸
領
域
が
貨
幣
化
と
官
僚
制
化
に
よ
っ
て
脅
や
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
伝
統
へ
の
攻
撃
以

Ｉ

上
の
も
の
を
意
味
す
る
。
今
日
で
は
む
し
ろ
、
合
理
化
さ
れ
た
生
活
世
界
の
意
思
疎
通
的
基
礎
が
脅
や
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
談
・

生
活
世
界
の
象
徴
的
再
生
産
（
文
化
的
伝
統
》
社
会
的
統
合
、
集
団
的
な
い
し
は
人
格
的
同
一
性
の
形
成
）
と
結
び
つ
い
た
意
思
疎

通
的
行
為
の
諸
領
域
を
貨
幣
や
権
力
と
い
っ
た
媒
体
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
た
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
に
編
入
し
よ
う
と
い
う
い
か
な
る
試

み
も
、
副
次
的
な
い
し
は
病
理
的
帰
結
（
意
味
喪
失
、
ア
ノ
ミ
ー
、
精
神
病
理
等
）
を
と
も
な
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
生
活
世
界
の

成
員
に
よ
る
抵
抗
を
呼
び
起
こ
さ
ず
に
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
生
活
世
界
は
、
媒
体
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
サ
ブ
・
シ

ス
テ
ム
へ
の
転
極
が
物
質
的
再
生
産
の
領
域
を
超
え
て
、
そ
の
象
徴
的
再
生
産
の
固
有
の
基
礎
を
脅
や
か
す
場
合
に
は
、
「
執
鋤
で

かつ見込みに満ちた抵抗を示す函ものだからである・批判的社会理論は、システム理論的にサブシステムの「抑
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え
が
た
い
固
有
の
力
学
」
の
背
後
を
問
い
、
そ
の
理
論
的
知
見
を
意
思
疎
通
的
行
為
の
連
関
の
う
ち
に
埋
め
込
ま
れ
た
批
判
の
潜
在

力
と
媒
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
意
思
疎
通
的
合
理
性
の
み
が
、
「
自
立
化
し
た
シ
ス
テ
ム
の
固
有
の
力
学

に
よ
る
生
活
世
界
の
服
属
化
に
対
す
る
抵
抗
に
内
的
な
論
理
を
賦
与
す
る
認
か
ら
で
あ
る
。

１
日
戸
田
』
、
ロ
・
閂
》
の
．
Ｐ

幻
目
尻
四
・
口
。
．
Ｐ
の
．
函
呂
・

別
弓
丙
■
・
ロ
ロ
・
房
の
・
圏
Ｐ

山
以
上
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、
目
汽
■
》
切
已
・
Ｐ
の
・
圏
①
【
［
・
さ
ら
に
は
、
］
，
国
：
の
目
目
の
》
園
自
問
”
の
丙
。
：
芹
『
巨
穴
ご
◎
口
：
【

頁
：
。
『
一
ｍ
。
ｐ
の
口
巨
ｇ
の
『
同
一
扇
日
；
・
司
日
目
尻
【
戸
【
｛
こ
『
か
、
．
Ｅ
－
］
ｍ
・
巴
．
①
、
を
参
照
。

切
目
丙
国
・
ｍ
ｅ
臣
・
の
・
圏
ｍ
・

印
ピ
ア
ジ
ュ
の
発
達
心
理
学
が
ハ
パ
ー
マ
ス
の
社
会
理
論
に
対
し
て
持
つ
大
き
な
意
義
に
つ
い
て
は
、
国
胃
ご
回
国
口
①
』
３
ｍ
・
月
面
の
◎
口
の

。
の
い
【
Ｃ
Ｂ
目
】
ロ
ロ
房
口
庁
冒
の
回
顧
四
コ
こ
の
］
ｐ
ｍ
ｐ
ｐ
ｇ
ｍ
の
ロ
日
】
の
、
可
の
勺
⑰
］
、
戸
。
】
◎
四
の
，
回
目
Ｃ
】
ｇ
ｏ
賦
駒
己
厨
ロ
ロ
①
ロ
］
感
『
、
の
口

四
四
ケ
の
Ｈ
Ｂ
ｍ
ｍ
ｐ
ｐ
ｐ
苛
凹
口
句
】
四
ｍ
の
芹
．
白
い
尻
。
］
ロ
の
『
い
の
一
訂
。
声
『
』
津
曽
甸
の
◎
恩
。
］
。
、
】
の
巨
目
。
、
◎
㈱
国
］
己
の
］
ｏ
言
。
－
．
巴
①
》

（
国
の
宮
の
鵲
・
后
困
）
を
参
照
せ
よ
。

げ
ぐ
、
一
・
円
丙
■
・
■
色
・
閂
・
の
。
一
切
②

⑧
「
意
思
疎
通
的
行
為
の
連
関
の
合
理
化
の
過
程
と
、
目
的
合
理
的
な
経
済
行
為
や
政
治
行
為
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
生
成
の
過
程
は
、
分
析

的
に
は
明
瞭
に
区
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
（
弓
丙
四
・
国
。
．
■
・
印
・
息
ｓ
ｏ

伯
ご
ｍ
一
・
弓
丙
■
。
、
ロ
・
罠
・
の
・
画
』
。
－
画
画
』

山
ハ
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
合
理
化
の
理
論
は
、
「
資
本
主
義
的
近
代
化
の
結
果
現
わ
れ
る
社
会
的
な
病
理
諸
現
象
の
説
明
の

た
め
の
、
依
然
と
し
て
段
も
見
込
み
の
あ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
」
が
、
し
か
し
同
時
に
つ
全
く
の
非
一
貫
性
」
を
含
ん
で
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⑫
日
戸
田
》
国
。
．
円
の
・
陰
⑪
。

⑬
日
丙
属
国
□
・
閂
』
の
。
』
Ｅ
１
，
．

１似
弓
丙
国
》
ロ
ロ
・
閂
・
印
・
ざ
。
．

⑮
ご
巴
・
〕
・
田
呂
の
貝
３
ｍ
・
目
の
ご
◎
こ
の
門
口
の
－
の
冒
目
ぐ
。
］
』
の
目
の
←
①
の
勺
同
。
）
の
胃
・
目
地
【
］
の
旨
の
勺
。
］
冒
頤
：
①
の
○
ヶ
ロ
ー

津
：
』
‐
』
ご
》
匂
日
鳥
［
：
」
①
巴
（
一
一
一
島
健
一
訳
「
近
代
ｌ
未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
『
思
想
」
六
九
六
号
所
収
）
。

１価
弓
斥
国
・
因
□
・
房
》
の
．
盗
切
・

血
目
丙
■
》
因
。
．
Ｐ
の
．
ｇ
②
．

０
１

佃
弓
丙
国
・
因
。
．
■
『
、
．
⑭
。
．

１伽
弓
戸
田
》
□
二
・
Ｆ
の
．
一
団
・

Ｉ伽
ご
ｍ
一
・
】
◎
目
ロ
ロ
の
、
回
の
ｎ
ｍ
の
円
》
□
一
⑦
ご
①
『
：
３
．
三
閂
：
ロ
ロ
、
。
①
印
の
凹
丙
国
』
の
ロ
自
己
日
の
同
日
：
３
呂
二
：
ロ
ロ
、

ロ
①
同
○
戸
ｏ
ｐ
Ｃ
Ｂ
』
＠
日
吋
園
の
耳
③
○
ケ
目
津
【
感
『
の
。
異
Ｃ
一
○
頃
廠
》
〕
ぬ
．
］
』
苞
西
の
溥
の
鱈
ご
」
垣
函
画
ご
印
・
譲
』
．

１ｍ
Ｃ
国
］
の
。
賃
ｏ
⑫
。
、
門
日
】
◎
目
、
］
冒
昌
一
○
口
”
し
ロ
閂
目
（
の
円
く
】
の
君
弓
冒
す
］
臣
『
、
の
ロ
出
口
ロ
の
口
昌
：
』
す
瑁
些
醇
濁
の
一
四
．
ロ
ロ
の
ｓ
》

１

回
ロ
の
【
す
ロ
貝
【
。
。
ｇ
｝
の
『
－
ｍ
■
ロ
芹
の
、
ロ
ロ
シ
門
口
◎
三
国
日
日
］
、
ロ
マ
ヨ
叩
自
の
』
Ｃ
の
Ｃ
ｐ
Ｃ
・
←
①
（
」
・
画
」
）
・
ロ
・
凹
函
・

羽
目
丙
国
》
ｍ
ｇ
Ｐ
ｍ
・
巴
③
．

ｌ蜘
司
屏
出
．
■
ロ
・
胃
・
の
・
息
】
‐

お
り
、
「
よ
り
適
切
な
概
念
的
諸
手
段
を
用
い
て
再
構
成
」
す
る
必
要
が
あ
る
（
弓
斤
国
》
ロ
。
．
Ｐ
の
・
瞳
ｓ
ｏ

山
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
社
会
的
合
理
化
と
文
化
的
合
理
化
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
言
。
］
侭
§
ぬ
の
。
Ｅ
巨
○
胃
の
、
．
□
一
の
勺
日
日
◎
麓
①

Ｉ

：
Ｈ
”
ｇ
】
○
日
］
扇
】
①
日
目
・
冒
卯
烏
協
・
宛
自
・
息
］
】
の
日
目
ロ
の
Ｈ
言
２
号
：
曾
厨
８
日
債
・
句
『
菖
買
日
佇
ご
ｍ
Ｐ
ｍ
・
屯
Ｉ
筐
を
参
照

□
の
Ｈ

せ
よ
。

二
九
八
四
年
十
月
十
五
日
）


