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現
代
倫
理
学
の
一
つ
の
新
し
い
方
向
性
と
し
て
、
今
日
「
責
任
倫
理
」
を
唱
導
す
る
論
客
た
ち
（
例
え
ば
、
Ｈ
・
ヨ
ー
ナ
ス
、
Ｋ
・
０
．

（
１
）

ア
ー
ペ
ル
、
Ｗ
・
シ
ュ
ル
ッ
ら
）
の
出
現
を
挙
示
す
る
』
」
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
際
－
１
問
題
設
定
と
自
己
を
依
拠
さ
せ
る
立
場
は
さ
ま

ざ
ま
で
あ
れ
－
－
彼
ら
に
共
通
し
た
姿
勢
と
し
て
提
示
し
う
る
も
の
は
、
た
だ
単
に
倫
理
学
や
政
治
学
の
学
問
的
対
象
と
し
て
の
「
責
任
」
を

抽
象
的
一
般
的
に
分
析
乃
至
省
察
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
現
代
を
「
責
任
の
時
代
」
と
し
て
悪
識
し
、
マ
ク
ロ
な
し
ベ
ル
で
の
自
然
や

歴
史
（
人
類
の
将
来
）
と
い
っ
た
諸
問
題
、
つ
ま
り
、
地
球
的
規
模
で
の
科
学
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
（
と
り
わ
け
生
態
学
的
な
次
元
に
お
い

（
２
）

て
）
出
来
し
た
危
機
的
諸
問
題
に
祇
極
的
具
体
的
に
関
わ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
エ
ー
ト
ス
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
実
践
哲
学
の
復
権
」
が
叫
ば
れ
て
既
に
久
し
い
が
、
そ
の
運
動
の
嚇
矢
と
も
な
り
中
心
の
一
翼
を
も
担
っ
て
き
た
Ｈ
・
Ｇ
・
ガ

（
３
）

ダ
マ
ー
の
「
解
釈
学
的
倫
理
学
」
も
又
、
そ
れ
が
現
代
の
高
度
産
業
社
会
に
お
け
る
、
実
践
の
科
学
化
、
一
ア
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ヘ
の
依
存
化
に
異
議

を
申
し
立
て
、
ガ
ダ
マ
ー
自
身
が
言
う
よ
う
に
、
今
や
「
自
然
に
お
け
る
人
間
の
存
在
の
全
体
」
が
問
題
で
あ
る
中
で
「
現
代
科
学
に
お
け
る
、
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1６

考
察
に
先
立
っ
て
、
二
点
の
制
約
が
述
べ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
本
論
文
で
は
、
冒
頭
に
掲
げ
た
現
代
の
箕
任
倫
理
の
さ
ま
ざ
ま

（
９
）

な
動
向
や
そ
れ
ら
の
孕
む
問
題
点
は
、
考
究
の
対
象
と
は
さ
れ
な
い
と
い
う
）
」
と
、
第
一
一
に
、
「
寅
任
」
概
念
自
体
の
主
題
的
一
般
的
検
討
は
必

（
⑩
）

要
以
上
に
は
な
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

あ
る
。

憂
慮
と
責
任
（
杉
本
）

（
４
）

そ
し
て
そ
の
技
術
的
応
用
可
能
性
の
射
程
に
直
面
し
て
、
強
め
ら
れ
た
責
任
性
で
も
っ
て
」
対
処
す
る
》
」
と
に
寄
与
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る

な
ら
、
こ
の
よ
う
な
責
任
倫
理
の
動
向
に
対
し
て
、
い
か
な
る
対
応
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
媒
介
の
試
承
は
、
解
釈
学
的
倫
理
学
の
可
能
性
の
活
性
化
の
た
め
に
も
是
非
と
も
要
請
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
れ

（
５
）

が
ｌ
し
ば
し
曇
解
さ
れ
る
よ
う
な
Ｉ
ア
リ
ス
ト
ー
ァ
レ
気
倫
理
学
の
単
な
る
復
囑
と
霞
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
た
め
に
峰
そ
し
て
又

●
●

実
践
哲
学
と
称
し
つ
つ
も
あ
く
ま
で
形
式
的
な
理
論
的
姿
勢
に
と
ど
ま
る
）
」
と
を
超
克
し
、
本
来
の
実
践
的
役
割
を
果
た
す
た
め
に
は
、
解
釈

学
的
倫
理
学
は
、
現
代
と
い
う
歴
史
期
に
対
し
て
倫
理
的
Ｉ
政
治
的
実
践
理
性
を
理
念
と
し
つ
つ
、
現
代
の
状
況
と
具
体
的
実
践
的
関
わ
り
を

（
６
）

持
つ
運
動
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
Ｏ
・
ペ
ゲ
ー
フ
ー
が
一
百
う
よ
う
に
「
倫
理
的
な
問
題
性
を
新
た
に
展
開
し
よ
う
と
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
さ
し
く
今
日
の
世
界
の
人
間
の
状
況
に
眼
差
し
を
向
け
、
こ
の
状
況
を
解
釈
学
的
に
解
釈
せ
ね
ば
な
ら
な
啼
」
の
で
あ
る
。

（
８
）

本
論
文
の
目
的
は
、
』
」
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
解
釈
学
的
倫
理
学
に
内
在
す
る
責
任
性
の
諸
次
元
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
目
的
の
成
就
に
向
け
て
我
々
は
、
二
つ
の
観
点
か
ら
考
究
を
深
め
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
即
ち
第
一
に
、
解
釈
学
的
倫
理
学
の
中

心
概
念
た
る
、
倫
理
的
ｌ
政
治
的
な
「
賢
慮
（
目
『
・
ロ
、
の
厨
》
【
旨
昏
の
斧
）
」
に
焦
点
を
定
め
、
そ
こ
に
お
い
て
責
任
の
契
機
は
如
何
な
る
形
で
把

捉
さ
れ
う
る
か
、
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
賢
慮
に
基
づ
く
解
釈
学
的
倫
理
学
が
、
地
球
的
規
模
で
の
人
類
の
共
同
責
任

に
向
け
て
の
倫
理
学
の
形
成
に
寄
与
し
う
る
か
、
そ
し
て
も
し
寄
与
し
う
る
な
ら
そ
れ
は
如
何
な
る
形
に
お
い
て
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
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ガ
ダ
マ
ー
の
主
署
た
る
『
真
理
と
方
法
』
に
お
い
て
は
く
倫
理
的
ｌ
政
治
的
実
践
に
関
わ
る
問
題
領
域
は
、
と
り
わ
け
「
適
用
」
に
つ
い
て

（
皿
）

（
Ⅲ
）

の
説
明
、
及
び
そ
れ
に
引
き
続
く
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
解
釈
学
的
ア
ク
チ
ュ
ァ
リ
テ
ー
ト
」
の
節
に
お
い
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
な

が
ら
倫
理
学
そ
れ
自
体
は
、
理
解
の
一
般
理
論
の
構
築
を
目
ざ
し
た
こ
の
齊
物
に
お
い
て
は
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
も
っ
と
も
こ

の
こ
と
は
、
倫
理
的
Ｉ
政
治
的
な
実
践
的
問
題
関
心
が
彼
に
は
希
薄
で
あ
る
こ
と
は
何
ら
意
味
し
え
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
初
期
研
究
に
お
い

（
旧
）

〔
Ⅵ
）
・

て
ガ
ダ
マ
ー
の
問
題
関
心
を
占
め
て
い
た
の
は
、
と
り
わ
け
プ
ー
フ
ト
ン
の
弁
証
法
的
倫
理
学
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
実
践
知
の
考
究
で
あ
っ
た

（
臆
）

の
で
あ
り
、
そ
し
て
又
、
主
署
公
刊
以
降
今
日
に
至
る
ま
で
の
彼
の
諸
論
文
、
諸
著
作
ば
主
と
し
て
実
践
哲
学
的
諸
テ
ー
マ
に
関
す
る
も
の
と

（
旧
》

言
え
、
そ
れ
故
そ
こ
に
は
一
貫
し
た
倫
理
的
ｌ
政
治
的
領
域
へ
の
関
心
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
．

主
署
の
上
述
箇
所
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
が
倫
理
学
的
問
題
領
域
に
接
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
ガ
ダ
マ
ー
が
「
適
用
」
の
説
明
の
た
め
に
ァ

（
Ⅳ
）

リ
ス
ト
ー
ァ
レ
ス
に
依
拠
し
つ
つ
「
解
釈
学
的
根
本
徳
」
と
し
て
の
「
賢
慮
」
を
引
き
合
い
に
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
己
れ
の
哲
学
的
解
釈
学
を

実
践
的
知
恵
の
伝
統
の
内
に
引
き
入
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
倫
理
的
知
と
テ
ク
ス
ト
理
解
は
、
共
に
適
用
を
、
つ
ま
り
特
殊
と

普
遍
の
媒
介
と
共
決
定
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
倫
理
的
状
況
に
お
い
て
同
一
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
問
題
な
の
は
、
単
に
普
遍
の
下
へ

の
特
殊
の
一
方
的
包
摂
で
も
な
け
れ
ば
、
普
遍
的
知
識
を
先
行
所
与
と
し
て
麺
得
し
、
次
に
そ
れ
を
特
殊
な
状
況
に
応
用
す
る
こ
と
で
も
な
い
。

普
遍
は
先
行
所
与
と
し
て
措
定
さ
れ
挙
示
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
特
殊
を
通
じ
て
の
承
把
握
さ
れ
「
さ
ら
に
特
殊
に
よ
っ
て
持
続
的
生

産
的
に
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
《
普
遍
に
つ
い
て
の
先
行
理
解
が
予
め
必
要
で
あ
り
、
こ
の
先
行
的
な
理
解
内
容
と

し
て
の
普
遍
的
な
も
の
は
、
そ
の
つ
ど
異
な
っ
た
個
別
的
状
況
へ
の
適
用
に
お
い
て
初
め
て
具
体
化
ざ
れ
明
確
化
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
普
遍
は
、

そ
れ
が
特
殊
を
規
定
す
る
よ
う
に
特
殊
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
両
者
は
、
相
互
に
補
足
し
完
全
に
し
合
う
解
釈
学
的
循
環
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い

て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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1８

学
問
知
（
８
厨
刷
日
呵
）
、
技
術
知
（
【
の
、
与
吊
）
と
の
区
別
に
お
い
て
、
実
践
知
（
倫
理
的
知
）
あ
る
い
は
「
実
践
的
理
性
性
」
と
し
て
特
徴
づ

け
ら
れ
う
る
賢
慮
は
、
行
為
・
手
段
の
正
し
い
「
選
択
（
ご
『
呂
巴
『
の
凶
⑩
）
」
に
先
立
つ
、
行
為
を
方
向
づ
け
る
知
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
健
全
な
る

優
れ
た
道
徳
的
判
断
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
善
き
活
動
と
の
融
合
と
し
て
成
立
す
る
。
賢
慮
が
問
題
と
な
る
の
は
、
行
為
者
が
一
定
の
特
殊
な
道

徳
的
Ｉ
政
治
的
状
況
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
下
に
お
い
て
活
動
〈
の
要
求
に
直
面
し
、
そ
の
状
況
下
で
い
か
に
正
し
く
・
善
く
行
為
す
る
か
の
決
定

に
迫
ら
れ
た
時
で
あ
る
。
行
為
者
は
そ
の
時
、
己
れ
の
状
況
に
お
い
て
、
倫
理
的
知
を
行
使
し
、
そ
れ
を
そ
の
具
体
的
状
況
に
適
用
す
る
の
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
賢
慮
は
、
実
践
的
判
断
を
引
き
出
す
こ
の
よ
う
な
特
殊
状
況
を
抜
き
に
し
て
は
成
立
し
な
い
。
つ
ま
り
賢
慮
は
、

》
（
旧
）

膠
の
状
況
下
で
の
道
徳
的
籍
に
つ
い
て
の
蕩
潅
ｌ
剛
ら
「
当
を
得
た
（
冨
呂
・
宮
）
」
－
１
謬
力
臺
的
洞
察
と
し
て
、
善
主

義
の
一
般
的
理
念
・
規
範
的
諸
観
点
と
、
歴
史
的
個
別
的
状
況
の
特
殊
性
と
を
媒
介
す
る
知
で
あ
り
同
時
に
徳
で
あ
る
。
こ
の
実
践
知
は
、
一

般
的
な
概
念
に
お
い
て
、
で
は
な
く
、
具
体
的
な
適
用
に
お
い
て
全
う
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
行
為
の
選
択
・
決
断
を
要
求
す
る
状
況
と
の
実
践

的
関
わ
り
に
お
い
て
現
れ
る
知
恵
で
あ
る
。
そ
し
て
一
定
の
状
況
下
に
お
い
て
如
何
な
る
事
柄
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
を
知
り
、
そ
の
状
況
を

正
し
く
理
解
す
る
行
為
者
が
ま
さ
し
く
「
思
慮
あ
る
ひ
と
（
目
『
目
目
。
⑪
）
」
「
知
的
徳
を
持
つ
ひ
と
」
な
の
で
あ
る
。
倫
理
的
選
択
に
直
面
し
た

ひ
と
は
、
善
や
正
義
に
つ
い
て
の
普
遍
的
理
念
－
－
そ
れ
は
、
さ
し
当
た
り
伝
統
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
行
為
者
に
と
っ
て
の
先
行
理
解
を

髪
し
て
い
る
ｌ
を
己
れ
の
状
況
へ
と
適
用
す
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
薑
的
な
も
の
ほ
こ
般
的
抽
象
的
諺
で
知
ら
れ
る
の
で
ば
な
く

そ
の
状
況
に
お
い
て
現
実
的
実
践
の
諸
要
求
と
の
対
面
に
お
い
て
初
め
て
具
体
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ガ
ダ
マ
ー
に
拠
れ
ば
、
現
代
が
抱
え
る
諸
問
題
の
原
因
の
一
つ
は
、
こ
の
実
践
的
判
断
力
が
忘
却
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
あ

（
川
）
・

ろ
が
、
し
か
し
こ
の
判
断
力
は
、
一
般
的
教
説
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
っ
て
迩
得
・
回
復
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
貿
慮
と
技
術
知

は
、
「
他
の
仕
方
に
お
い
て
も
あ
る
こ
と
の
で
き
る
事
柄
」
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
共
通
し
た
性
質
を
有
す
る
。
し
か
し
賢
慮
は
、
技
術
知
と
違

い
、
｜
義
的
に
伝
達
さ
れ
た
り
機
械
的
に
応
用
さ
れ
た
り
は
で
き
な
い
。
各
自
は
、
経
験
と
訓
練
を
、
あ
る
い
は
教
育
と
習
慣
化
を
通
じ
て
の

承
、
こ
の
能
力
を
徐
々
に
酒
菱
す
る
の
で
あ
り
、
賢
慮
は
、
単
な
る
知
に
と
ど
ま
ら
ぬ
「
状
態
（
ず
①
凶
の
）
」
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
示
し
う

賢
慰
と
笈
任
（
杉
本
）



1９

る
賢
慮
の
重
要
な
性
質
は
、
こ
の
知
は
、
具
体
的
状
況
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
個
々
人
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
個
盈
の

主
体
に
相
対
的
な
知
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
共
同
体
的
ｌ
歴
史
的
経
験
に
由
来
し
、
そ
の
蓄
蔵
に
基
づ
い
て
コ
ム
ニ
カ
テ
ィ
ブ
に

形
成
さ
れ
た
エ
ト
ス
的
な
知
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

解
釈
学
的
倫
簔
臓
瘡
人
を
ｌ
カ
ン
ト
以
来
の
近
代
的
な
自
律
的
な
人
間
図
式
と
の
ラ
ト
ラ
昂
卜
に
お
い
て
Ｉ
彼
が
属
し
て
い
る

伝
統
的
Ｉ
文
化
的
共
同
体
の
内
に
組
糸
込
ま
れ
た
者
と
し
て
、
つ
ま
り
人
倫
的
な
機
構
制
度
の
中
に
嵌
め
込
ま
れ
た
生
き
方
を
し
て
い
る
者
と

し
て
理
解
す
る
。
そ
し
て
個
人
は
彼
の
思
考
と
行
為
を
導
き
、
そ
の
正
当
性
・
適
切
性
を
支
え
る
倫
理
的
内
容
を
自
ら
作
り
出
す
の
で
は
な
く
、

伝
統
的
な
先
行
所
与
か
ら
受
け
継
ぐ
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
彼
は
、
己
れ
に
段
初
に
与
え
ら
れ
る
教
育
と
い
う
形
で
伝
統
的
権
威
に
依
存
し
て
い

る
。
こ
の
教
育
は
、
道
徳
的
決
断
が
迫
ら
れ
る
経
験
よ
り
も
ず
っ
と
早
く
行
わ
れ
、
善
を
追
求
し
、
賢
い
選
択
を
行
い
う
る
よ
う
に
習
慣
化
づ

け
る
と
い
う
形
で
、
倫
理
的
諸
理
念
を
彼
の
内
に
先
行
理
解
と
し
て
形
成
さ
せ
る
。
即
ち
Ｆ
・
キ
ュ
ン
メ
ル
が
言
う
よ
う
に
、
「
自
己
自
身
と
自

己
の
環
境
世
界
に
対
し
て
態
度
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
以
前
に
、
教
育
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
或
る
道
徳
的
な
世
界
把
握
の
な
か

（
餌
》

へ
成
長
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
規
範
的
方
向
づ
け
の
全
体
は
、
人
間
の
成
長
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
媒
介
さ
れ
、
彼
を
し
て
あ
る
選
「

択
と
行
為
が
、
他
の
そ
れ
ら
よ
り
も
「
当
を
得
た
」
正
当
な
も
の
と
し
て
見
出
さ
し
め
る
と
い
う
形
で
刻
印
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
際
に
彼
に

要
求
さ
れ
る
の
は
、
伝
統
か
ら
抽
象
さ
れ
た
自
律
的
知
性
に
よ
る
こ
れ
ら
の
諸
規
範
の
基
礎
づ
け
能
力
な
の
で
は
な
く
て
、
彼
の
思
考
と
行
為

の
土
台
で
あ
る
伝
統
的
ｌ
文
化
的
共
同
体
に
基
づ
い
て
適
切
に
思
慮
す
る
セ
ン
ス
で
あ
り
、
能
力
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、
己
れ

の
思
考
と
行
為
を
通
じ
て
、
共
同
体
の
習
慣
が
規
範
と
し
て
現
実
に
有
意
義
で
あ
る
こ
と
を
彼
自
身
の
「
存
在
」
を
通
じ
て
Ｉ
Ｉ
何
故
な
ら
賢

慮
は
己
れ
の
存
在
を
巻
き
込
歌
関
わ
ら
せ
る
知
で
あ
る
か
ら
－
１
確
証
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
倫
理
的
問
題
領
域
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
、
伝
統
と
権
威
の
優
位
に
よ
る
個
人
の
「
被
投
的
」
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
調
さ
れ
、

従
っ
て
又
、
ガ
ダ
マ
ー
が
例
え
ば
「
賢
慮
は
新
た
な
倫
理
を
提
案
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
所
与
の
規
範
的
内
容
を
明
確
に
し
、
具
体
化
す

（
別
）

る
の
だ
」
と
言
う
と
き
、
賢
慮
に
基
づ
い
た
実
践
哲
学
の
企
て
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
査
定
乃
至
特
徴
づ
け
が
な
さ
れ
る
の
は
不
可
避
的
で
あ

妥
慮
と
寅
任
（
杉
本
）
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そ
し
て
第
二
に
、
第
一
の
契
機
と
の
繋
が
り
に
お
い
て
言
え
る
こ
と
と
し
て
、
適
用
と
は
決
し
て
予
め
決
め
ら
れ
た
普
遍
的
な
も
の
へ
と
、

ｃ

絶
対
的
判
断
基
準
に
従
っ
て
単
に
個
別
的
事
例
を
包
摂
す
る
こ
と
で
は
な
い
が
故
に
、
そ
こ
で
は
己
れ
の
状
況
に
お
い
て
行
為
主
体
に
、
選
択

だ
が
我
々
は
、
こ
の
よ
う
な
裁
定
が
、
適
用
乃
至
質
感
に
対
す
る
一
面
的
把
握
に
基
づ
く
こ
と
を
証
示
す
る
よ
う
な
、
こ
れ
ら
の
概
念
に
内

在
す
る
二
つ
の
契
機
を
拳
示
し
、
さ
ら
に
そ
れ
に
よ
っ
て
憂
慮
に
伴
う
責
任
性
の
（
第
一
の
）
次
元
を
副
出
し
た
い
。

第
一
に
、
適
用
と
い
う
概
念
は
、
伝
統
的
諸
規
範
の
無
批
判
的
受
入
れ
を
意
味
せ
ず
、
そ
こ
に
は
批
判
的
Ｉ
生
産
的
追
形
成
と
い
う
能
動
的

契
機
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
適
用
が
、
そ
の
中
で
己
れ
が
生
成
し
た
と
こ
ろ
の
先
行
所
与
に
対
し
直
接
性
の
ま
ま
に
と

ど
ま
る
営
為
で
あ
る
な
ら
、
所
与
に
対
し
自
由
な
関
係
を
持
つ
と
こ
ろ
に
の
ふ
成
立
す
る
道
徳
的
斑
任
性
と
は
相
容
れ
な
く
な
ろ
う
。
し
か
し

適
用
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
盲
従
で
も
な
け
れ
ば
甘
受
で
も
な
い
。
既
に
「
影
響
史
的
意
識
」
と
い
う
概
念
が
、
歴
史
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た

（
酉
）

意
識
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
ら
ぬ
、
そ
の
歴
史
的
規
定
性
に
つ
い
て
の
意
識
と
い
う
反
省
的
な
意
味
を
持
つ
》
」
と
に
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て

直
接
性
を
克
服
す
る
こ
と
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
「
因
襲
的
な
も
の
の
弁
謹
で
は
な
く
、
人
倫
的
社
会
的
生
の
さ

（
芯
）

ら
な
る
形
成
一
般
で
あ
る
伝
統
は
、
自
由
に
お
い
て
引
き
受
け
る
意
職
化
に
拠
っ
て
い
る
」
こ
と
で
あ
り
、
我
々
が
い
つ
も
既
に
そ
れ
に
ょ
っ

。
（
刀
）

て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
規
範
的
諸
観
点
が
不
変
の
ま
ま
固
定
し
、
批
判
不
可
能
で
あ
る
な
ど
と
い
う
》
」
と
を
決
し
て
意
味
し
な
い
」

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
変
化
す
る
状
況
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
遍
的
伝
統
的
規
範
を
我
々
は
共
同
規
定
し
、
完
全
に
し
、

（
釘
）

そ
し
て
さ
ら
に
は
生
産
的
に
先
へ
と
形
成
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
行
為
主
体
と
し
て
の
我
☆
の
能
動
性
の
契
機
が
確
保
さ
れ
て
い
る

う
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
我
々
は
、

る
と
言
え
よ
う
、
即
ち
’
１
賀
任
が
あ
く
ま
で
自
己
の
主
体
性
か
ら
の
自
由
に
な
さ
れ
る
べ
き
決
意
、
自
由
な
「
自
己
投
入
」
と
共
に
生
じ
る

〔
五
》

（
刀
）

の
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
ｌ
そ
こ
に
あ
る
の
朧
、
「
責
任
や
ア
ン
ガ
ー
ジ
雲
７
と
い
っ
た
主
体
性
の
道
徳
的
護
憲
か
ら
の
離
反
」
と
い
う
こ

，
（
別
）

と
で
あ
り
、
あ
る
い
は
又
、
「
通
常
性
Ｐ
写
毎
．
房
の
声
）
」
と
い
う
名
の
下
で
現
状
を
肯
定
す
る
保
守
主
義
的
な
「
賢
慮
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
い

の
で
あ
る
。 壁
慮
と
寅
任
（
杉
本
）
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的
決
断
的
要
素
が
伴
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
関
し
て
一
般
的
教
説
（
理
論
）
は
何
の
肩
代
わ
り
も
出
来
な
い
が

故
に
、
彼
は
、
実
践
的
な
自
己
寅
任
を
己
れ
の
行
為
に
対
し
て
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
既
述
し
た
よ
う
に
彊
慰
は
、

活
動
の
う
ち
で
具
体
化
さ
れ
た
判
断
力
と
の
結
合
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
は
実
践
知
の
所
有
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
時
に
又
、
そ
れ
に
従
っ
た
行

為
で
も
あ
る
が
、
そ
の
際
こ
の
行
為
者
は
、
そ
の
つ
ど
己
れ
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
お
い
て
、
数
多
く
の
可
能
性
の
内
か
ら
最
善
の
も
の
を

選
択
し
、
自
ら
の
活
動
遊
域
内
に
お
い
て
自
ら
決
断
し
、
確
定
す
る
と
い
う
自
由
を
、
従
っ
て
又
責
任
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
「
人
間
存
在
で
あ

プ
ロ
ハ
イ
レ
シ
メ

（
湖
）

る
こ
と
は
、
い
つ
も
選
択
に
直
面
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
…
．
：
人
間
は
『
選
択
』
を
持
つ
。
彼
は
選
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
こ

の
篝
つ
護
り
、
あ
る
規
範
の
軍
に
認
知
に
と
ど
霞
ら
ぬ
襄
的
承
認
蝿
行
為
者
の
懸
志
的
な
議
の
要
素
喜
ん
で
籍
り
ｌ
こ
の

（
功
）

こ
と
朧
規
範
の
霊
的
薑
と
し
て
鳳
謁
な
「
決
断
主
義
」
に
立
つ
こ
と
宴
し
て
意
味
し
な
い
ｌ
：
己
れ
の
寅
任
っ
厨
…
・
早

目
ロ
、
）
に
お
い
て
実
践
的
状
況
を
引
き
受
け
る
の
で
あ
る
。
（
逆
に
言
え
ば
、
彼
は
そ
れ
に
「
応
え
る
〔
目
冒
・
河
の
ロ
〕
」
よ
う
に
状
況
に
よ
っ
て

問
わ
れ
て
い
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
）
さ
ら
に
言
え
ば
、
賢
慮
は
、
一
般
的
な
概
念
に
お
い
て
で
は
な
く
、
具
体
的
な
適
用
に
お
い
て
全
う
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
行
為
の
選
択
・
決
断
を
要
求
す
る
状
況
と
の
実
践
的
関
わ
り
に
お
い
て
働
く
倫
理
的
知
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
知
は
決
し
て

理
論
的
知
で
は
な
い
。
憂
慮
は
、
理
論
理
性
に
依
存
し
た
り
導
か
れ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
り
す
る
も
の
で
は

な
く
、
行
為
者
自
身
に
課
せ
ら
れ
た
決
断
を
引
き
受
け
肩
代
わ
り
し
て
く
れ
る
如
何
な
る
決
定
機
関
も
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
理
論
（
教
説
）

が
、
判
断
に
取
っ
て
代
わ
り
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
決
断
に
伴
う
責
任
を
行
為
主
体
か
ら
剥
奪
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
の
責
任
性
こ
そ

が
、
麗
悶
（
実
践
知
）
を
技
術
知
か
ら
分
か
つ
契
機
な
の
で
あ
る
。
ガ
ダ
マ
ー
が
言
う
よ
う
に
「
あ
た
か
も
そ
の
よ
う
な
（
一
般
的
）
教
説
が
、

（
弧
）

ひ
と
か
ら
実
践
的
自
己
責
任
を
奪
い
う
る
よ
う
な
技
術
的
誤
解
」
に
陥
ら
な
い
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
り
、
「
思
惟
に
お
け
る
自
然
的
賢
さ
と

（
工
）

責
任
性
」
で
あ
る
賢
慮
が
、
科
学
的
に
組
織
化
さ
れ
た
管
理
に
よ
っ
て
脆
弱
化
さ
れ
て
し
ま
う
現
代
の
状
況
に
対
し
、
彼
は
警
鐘
を
鳴
ら
し
続

け
る
わ
け
で
あ
る
。

疑
慮
と
寅
任
（
杉
本
）
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以
上
に
お
い
て
我
々
は
、
解
釈
学
的
倫
理
学
の
中
心
概
念
た
る
憂
慮
に
含
ま
れ
る
責
任
性
の
第
一
の
次
元
を
明
ら
か
に
し
た
。
賢
慰
に
お
い

て
ひ
と
は
、
先
行
理
解
と
し
て
の
道
徳
的
善
・
正
蕊
の
理
念
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的
実
践
状
況
に
即
し
て
、
そ
の
状
況
に
お
い
て
最
善
と
判

断
さ
れ
る
行
為
に
お
い
て
適
用
し
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
対
し
て
責
任
を
担
う
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
己
れ
の
実
践
的
状
況
に
お
け
る
決
断
と
そ
れ
に
伴
う
責
任
を
強
調
し
た
思
想
潮
流
と
し
て
、
我
々
は
実
存
哲
学
を

挙
示
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
顕
在
的
な
勢
力
は
退
潮
し
た
と
は
言
え
、
実
存
哲
学
が
、
実
践
哲
学
に
対
し
豊
か
な
成
果
を
も
た
ら
す
よ

う
な
極
め
て
実
践
的
倫
理
的
志
向
の
強
い
思
想
で
あ
っ
た
こ
と
は
忘
失
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
壷
）
現
代
の
精
神
的
状
況
に
お
い
て
人
間
各
自
の

本
来
的
な
可
能
性
と
責
任
性
を
開
明
し
よ
う
と
し
た
そ
の
試
象
峰
解
釈
学
的
倫
理
学
に
お
け
る
責
任
の
諸
次
元
を
提
示
し
て
い
こ
う
と
す
る

（
劃
）

本
論
考
に
と
っ
て
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
位
置
価
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
実
存
哲
学
ｌ
ｌ
こ
れ
自
体
言
う
ま
で
も
な
く
決
し
て

一
枚
岩
で
は
な
い
が
ｌ
と
哲
諾
解
藝
と
陸
そ
の
人
闘
把
鍾
の
観
点
に
お
い
て
曇
定
課
題
に
お
い
て
も
相
違
し
て
い
る
．
前
者
が
人

間
存
在
を
、
そ
の
存
在
可
能
の
諸
可
能
性
に
向
け
て
の
自
由
な
投
企
と
し
て
把
握
し
、
切
迫
し
た
「
今
、
こ
こ
」
に
お
い
て
、
己
れ
の
本
来
的

な
在
り
方
を
現
実
化
す
べ
く
鯨
え
か
け
る
の
に
対
し
、
後
者
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
先
鋭
化
さ
れ
た
「
限
界
状
況
」
や
行
為
の
無
制
約
性

（
巧
）

は
特
別
に
は
問
題
と
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
人
間
存
在
を
歴
史
的
人
倫
的
共
同
体
に
よ
る
諸
制
約
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
歴
史
的
伝
統
の
習
慣
に
従

い
つ
つ
も
、
そ
れ
を
己
れ
の
状
況
に
お
い
て
さ
ら
に
形
成
発
展
さ
せ
て
い
く
と
い
う
、
言
わ
ば
ロ
ゴ
ス
と
エ
ト
ス
の
間
、
乃
至
「
知
の
主
体
性

と
存
在
の
実
体
性
の
雌
」
に
お
い
て
把
え
、
ま
さ
に
そ
れ
ら
の
媒
介
の
能
力
、
即
ち
賢
慰
の
回
復
こ
そ
を
目
ざ
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

両
者
は
、
言
わ
ば
ポ
ス
ト
Ⅱ
ニ
ー
チ
ェ
的
な
思
想
と
し
て
「
原
理
的
な
も
の
へ
の
決
別
」
（
Ｏ
・
マ
ル
ク
ヴ
ァ
ル
ト
）
を
共
有
し
つ
つ
、
倫
理
的

実
践
的
状
況
を
、
そ
の
諸
制
約
と
可
能
性
に
関
し
て
闘
明
し
、
倫
理
的
な
遂
行
課
題
と
責
任
と
を
、
状
況
の
た
だ
中
の
人
間
に
対
し
て
見
通
さ

せ
よ
う
と
す
る
そ
の
端
緒
に
お
い
て
軌
を
一
に
す
る
の
で
あ
る
。

壁
慮
と
責
任
（
杉
本
）

’一、
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だ
が
逆
に
言
う
と
、
実
存
哲
学
と
の
類
似
性
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
実
存
哲
学
が
孕
ん
で
い
た
問
題
性
を
解
釈
学
的
倫
理
学
も
又
、
共
有
す

る
こ
と
に
な
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
本
論
文
の
問
題
意
識
と
の
関
連
に
お
い
て
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、

実
存
哲
学
者
た
ち
が
そ
の
主
張
に
お
い
て
強
調
す
る
「
資
任
性
」
は
、
（
冒
頭
で
述
べ
た
）
今
日
的
課
題
か
ら
見
て
果
た
し
て
十
分
な
機
能
を
持

ち
う
る
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
そ
の
答
え
が
否
で
あ
る
な
ら
ば
、
解
釈
学
的
倫
理
学
に
お
け
る
、
よ
り
直
裁
に
言
え
ば
賢
慮
に
お
け
る
寅
任
性

も
又
、
不
十
分
な
も
の
と
裁
定
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
追
究
は
、
我
々
に
、
さ
し
当
た
り
ま
ず
、
実
存
哲

学
の
孕
む
、
と
り
わ
け
そ
の
変
任
概
念
が
孕
む
問
題
性
を
探
索
す
る
こ
と
を
迫
る
と
言
え
る
。

シ
ュ
ル
ッ
は
、
今
日
実
存
哲
学
が
下
火
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
、
現
代
哲
学
（
倫
理
学
）
に
お
け
る
「
内
面
性
か
ら
の
決
別
」
と
な
ら
ん
で
、

（
訂
）

他
者
と
の
結
び
つ
き
の
背
後
遡
行
不
可
鱸
性
へ
の
洞
察
の
艤
襄
挙
げ
て
い
る
．
た
し
か
に
ｌ
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
ｌ
実

存
哲
学
に
お
い
て
は
、
一
貫
し
て
秋
極
的
に
己
れ
に
関
わ
っ
て
い
く
と
い
う
自
己
関
係
に
よ
る
本
来
的
な
自
己
存
在
可
能
の
自
由
な
投
企
と
そ

の
現
実
化
が
強
調
さ
れ
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
投
企
に
意
味
を
付
与
し
、
又
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
場
と
し
て
の
間
人
格
的
な
生
活
世
界
的
諸

（
通
）

連
関
に
は
、
十
分
な
照
明
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
即
ち
、
実
存
哲
学
的
問
題
設
定
に
お
い
て
明
瞭
に
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
個
人
の
自
己

存
在
可
能
は
、
間
人
格
的
な
関
連
が
な
け
れ
ば
非
現
実
的
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
関
連
の
内
で
初
め
て
自
分
自
身
に
な
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
各
人
が
実
存
す
る
場
と
し
て
の
生
活
世
界
的
な
現
存
在
的
諸
関
係
に
は
、
実
存
哲
学
に
お
い
て
は
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
蕊
を
持
た
さ
れ

る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
諸
関
係
こ
そ
が
、
そ
の
つ
ど
既
に
所
与
的
な
意
味
付
与
連
関
と
し
て
、
彼
を
し
て
道
徳
的
乃
至
人

倫
的
な
意
味
の
投
企
を
可
能
に
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
己
れ
の
（
限
界
）
状
況
に
お
け
る
決
断
は
、
特
定
の
間
人
格
的
な
様
態
に

お
い
て
の
承
意
味
を
持
つ
の
で
あ
り
、
そ
の
決
断
内
容
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
既
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
共
に
有
意
蕊
化
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
反
省
の
不
十
分
さ
は
、
現
代
の
代
表
的
実
存
思
想
家
に
と
っ
て
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
問
題
点
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
Ｋ
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
つ
い
て
言
え
ば
、
私
の
自
由
（
実
存
）
は
、
対
象
化
可
能
な
、
歴
史
的
な
私
の
（
ヤ
ス

パ
ー
ス
の
意
味
で
の
）
現
存
在
を
通
じ
て
し
か
現
実
化
し
な
い
（
歴
史
性
）
と
い
う
、
現
存
在
の
意
義
の
確
保
、
及
び
他
の
可
能
的
実
存
と
の

賢
慰
と
責
任
（
杉
本
）
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「
交
わ
り
」
に
お
い
て
の
承
私
は
己
れ
の
実
存
を
実
現
す
る
と
い
う
他
者
の
媒
介
の
必
要
性
へ
の
洞
察
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
存
在
的
な
交
わ

り
は
そ
れ
自
体
の
意
義
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
歴
史
的
伝
統
の
諸
連
関
は
、
（
限
界
）
状
況
に
お
け
る
自
己
の
理
念
の
実
現
と
い

う
、
自
己
存
在
の
火
花
を
点
火
さ
せ
る
こ
と
へ
と
収
救
化
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
こ
の
理
念
像
自
体
が
他
な
ら
ぬ
こ
の
連
関
（
ニ
ダ
ャ
ー

キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
）
に
由
来
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
へ
の
反
省
的
次
元
が
出
て
こ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
（
『
存
在
と

時
間
』
に
お
け
る
）
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
日
常
性
に
お
け
る
頚
落
し
た
形
で
の
み
、
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
意
味
で
の
）
他
の
現
存
在

丁
共
現
存
在
）
と
の
関
わ
り
泓
臘
じ
ら
れ
て
お
り
、
本
来
的
実
存
に
お
け
る
ｌ
そ
れ
も
又
、
共
存
在
と
い
う
性
質
を
持
つ
以
上
１
－
他
着

と
の
関
わ
り
方
、
換
言
す
れ
ば
、
人
間
相
互
の
共
在
（
Ⅱ
社
会
性
）
の
真
正
な
在
り
方
は
不
分
明
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か

に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
他
者
が
実
存
的
に
存
在
し
う
る
と
い
う
点
で
そ
の
他
者
に
手
本
を
示
す
よ
う
な
、
そ
う
し
た
顧
慮
的
な
気
遮
い
」
と
し
て

の
「
垂
範
的
顧
慮
（
ぐ
。
『
自
切
、
ご
『
旨
、
の
己
の
甸
己
『
⑩
。
『
、
の
）
」
に
言
及
し
て
い
諭
沃
、
し
か
し
垂
範
的
顧
慮
自
体
に
ど
れ
ほ
ど
の
人
間
関
係
の
在
り
方

（
⑥
）

（
似
）

に
対
し
て
の
意
義
が
見
出
さ
れ
よ
う
と
、
何
故
、
本
来
的
実
存
が
こ
の
顧
慮
の
在
り
方
を
と
る
の
か
、
そ
の
関
連
が
明
瞭
で
は
な
い
し
、
逆
に

‐
●
●
●
●
●
●

言
え
ば
、
何
故
そ
も
そ
も
他
の
現
存
在
は
そ
れ
を
手
本
と
し
て
受
け
入
れ
う
る
の
か
、
が
省
察
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
Ｊ
・
Ｉ
Ｐ
・
サ

ル
ト
ル
に
お
い
て
は
、
周
知
の
襲
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
所
与
的
意
味
連
関
は
、
己
れ
の
自
由
な
投
企
に
先
立
っ
て
措
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
又
、

そ
の
自
由
な
投
企
は
、
他
者
と
の
積
極
的
関
わ
り
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
『
存
在
と
無
』
に
お
け
る
対
他
存
在

の
分
析
に
お
い
て
は
、
私
に
眼
差
し
を
向
け
る
者
と
し
て
の
主
観
Ｉ
他
者
と
、
眼
差
し
を
向
け
ら
れ
る
者
と
し
て
の
対
象
ｌ
他
者
と
い
う
形
で

の
承
、
言
わ
ば
「
視
線
恐
怖
」
的
な
自
Ｉ
他
関
係
の
世
界
が
展
開
さ
れ
、
自
己
と
他
者
の
永
遠
の
相
克
の
中
で
「
地
歎
と
は
他
者
の
こ
と
だ
」

（
『
出
口
な
し
』
）
と
叫
ば
せ
る
に
至
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
．

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
彼
ら
の
主
張
の
問
題
点
を
、
責
任
の
観
点
に
お
い
て
捉
え
直
し
て
承
る
と
、
次
の
よ
う
な
事
実
が
導
出
さ
れ
る
と
考

●
●
●
●

え
ら
れ
う
る
。
即
ち
、
彼
ら
に
お
い
て
責
任
概
念
は
あ
く
ま
で
も
近
代
の
自
己
寅
任
概
念
、
つ
ま
り
、
各
自
は
己
れ
が
関
与
し
て
い
る
行
為

（
行
為
を
な
さ
な
か
っ
た
こ
と
も
含
め
て
）
に
対
し
て
（
の
承
）
、
あ
る
い
は
己
れ
の
良
心
決
断
に
対
し
て
（
の
承
）
責
任
を
負
う
と
い
う
、
個

賢
噸
と
寅
任
（
杉
本
）
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別
主
体
的
自
己
寅
任
な
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
、
責

任
性
を
人
間
存
在
の
根
本
規
定
に
位
歴
づ
け
て
い
る
と
し
て
も
何
ら
変
わ
り
が
な
い
の
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
「
私
は
、
自
分
の

行
っ
た
こ
と
に
対
し
て
責
任
を
持
完
ぢ
、
「
私
の
自
由
に
よ
っ
て
、
既
に
私
は
責
任
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
根
本
規
定
が
見
ら
れ
、
そ
し

（
口
）

て
こ
の
こ
と
は
、
不
可
避
的
な
個
別
的
限
界
状
況
と
し
て
の
「
責
め
（
の
◎
ず
巳
旦
）
」
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
つ
つ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
責
任
は
、

（
側
）

不
可
避
的
な
褒
め
を
自
ら
に
引
き
受
け
る
と
い
う
実
存
的
な
パ
ト
ス
に
ま
で
高
ま
っ
て
い
く
」
と
さ
れ
る
。
が
、
》
」
の
責
め
の
引
き
受
け
は
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
限
界
状
況
に
お
け
る
単
独
者
的
意
識
の
も
と
に
あ
る
と
言
え
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
実
存
論
的
ｌ
超
越
論
的
な
設
定
に
お
い
て

も
基
本
的
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。
「
死
へ
の
先
駆
」
の
実
存
的
Ｉ
存
在
的
な
可
能
性
の
証
示
と
し
て
の
「
良
心
」
は
、
現
存
在
を
実
存
論
的
な

「
変
め
あ
る
存
在
（
の
呂
已
已
侭
附
冒
）
」
と
し
て
開
示
し
、
ダ
ス
Ⅱ
マ
ン
に
お
け
る
公
共
性
に
お
い
て
は
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
う
個
人
の
責
任
性
を

明
ら
か
に
す
る
が
、
こ
の
責
任
性
を
担
い
う
る
の
は
、
先
駆
的
ｌ
決
意
的
な
実
存
の
歌
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
責
め
あ
る
こ
と
と
し
て
の
寅
任

性
は
、
あ
く
ま
で
頽
落
へ
の
自
己
喪
失
か
ら
己
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
の
謂
で
あ
り
、
決
し
て
直
ち
に
人
倫
的
な
諸
人
格
の
相
互
関
係
に
お
け
る

義
務
の
引
き
受
け
へ
の
呼
び
か
け
の
十
分
条
件
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
強
寅
任
の
問
題
は
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
最
も
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
る
が
、
そ
れ
は
彼
が
、
人
間
を
如
何
な
る
超
越
的
な
審
廷
乃
至
後
ろ
楯
も
な
し
に
、
己
れ
の
諸
価
値
と
諸
目
標
を
役
企
す
る
（
せ
ね
ば
な
ら

な
い
）
と
い
う
、
絶
対
的
自
由
と
共
に
絶
対
的
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
者
と
し
て
規
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
責
任
性
は
彼
に
お
い
て
、
人
間

が
行
為
し
、
自
ら
役
企
す
る
も
の
に
関
係
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
は
同
時
に
又
、
己
れ
の
状
況
の
う
ち
で
の
行
為
の
前
提
と
帰
結
に
関
係
づ
け
ら
れ

る
。
し
か
し
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
超
え
て
、
「
人
間
は
自
分
自
身
に
た
い
し
て
責
任
を
持
つ
と
い
う
と
き
に
、
そ
れ
ば
・
・
全
人
類
に

（
仏
）

た
い
し
て
寅
任
を
も
つ
」
こ
と
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
何
ら
内
容
上
の
規
定
が
先
行
的
に
存
在
し
な
い
と
』
」
ろ
で
は
、
個
人
の
投
企
は
、
普

遍
的
な
人
間
の
本
質
像
の
選
択
で
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
寅
任
概
念
に
お
い
て
も
、
（
自
分
に
つ
い
て
の
染
責
任

●
●
●

を
負
う
と
い
う
意
味
で
の
自
己
笈
任
を
超
え
て
は
い
て
も
）
独
り
で
全
人
類
に
つ
い
て
責
任
を
持
つ
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
こ
に
は
、
私

と
他
者
を
繋
ぐ
、
あ
る
い
は
共
同
規
定
す
る
媒
介
が
な
い
た
め
に
、
一
息
に
普
遍
の
次
元
が
問
題
と
さ
れ
て
し
ま
い
、
共
同
責
任
の
次
元
が
、

彊
慮
と
責
任
（
杉
本
）



2６

●
●
●
●
●
●

（
、
）

別
言
す
れ
ば
私
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
他
者
の
自
由
と
寅
任
（
及
び
そ
の
逆
）
の
問
題
次
元
が
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

実
存
哲
学
者
た
ち
は
い
ず
れ
・
も
、
倫
理
的
問
題
意
識
を
決
し
て
手
放
し
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
先
行
す
る
理
念
像
の
我
物
化
に
せ
よ
、
本
釆

的
な
歴
史
性
に
お
け
る
己
れ
の
存
在
の
引
き
受
け
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
己
れ
の
、
無
か
ら
の
自
由
な
投
企
に
せ
よ
、
各
自
の
状
況
に
お
い
て
、

倫
理
的
実
存
・
も
含
め
た
己
れ
の
諸
可
能
性
の
不
可
避
的
決
断
と
そ
の
帰
結
に
対
し
て
（
の
承
）
責
任
を
担
う
、
と
い
う
責
任
性
の
捉
え
方
に
関

し
て
は
彼
ら
は
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
地
球
的
規
模
で
の
危
機
に
直
面
し
た
今
日
に
お
い
て
不
十
分
と
さ
れ
克
服
さ
れ
る

べ
き
と
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
－
－
個
人
主
義
的
な
－
－
－
自
己
箕
任
の
主
張
な
の
で
あ
る
。

Ｇ
・
ピ
ヒ
ト
は
、
そ
の
責
任
論
に
お
い
て
、
責
任
と
主
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
対
す
る
一
種
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
を
展
開

し
て
い
る
。
即
ち
「
ま
ず
あ
る
主
体
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
言
わ
ば
二
次
的
行
為
と
し
て
自
己
の
責
任
で
あ
る
課
題
に
主
体
的
に
取
り

組
む
と
い
う
の
で
は
な
く
…
か
か
る
課
題
に
応
答
し
う
る
主
体
、
即
ち
責
任
の
担
い
手
は
、
歴
史
的
状
況
に
即
し
て
形
成
せ
ら
れ
、
責
任
あ
る

主
体
が
形
成
さ
れ
る
た
び
に
責
任
は
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
移
行
す
る
。
…
主
体
が
責
任
を
構
成
す
る
の
で
な
く
、
箕
任
が
主
体
を
構
成
す
る

（
側
）

の
で
あ
る
。
」
そ
し
て
科
学
技
術
が
高
度
に
発
達
し
応
用
一
さ
れ
る
今
日
の
歴
史
的
状
況
に
お
い
て
は
、
ｊ
（
『
》
は
や
（
科
学
者
・
も
含
め
た
）
個
々
人

の
主
体
で
は
担
え
な
い
よ
う
な
、
あ
る
連
帯
的
な
共
同
責
任
が
、
そ
の
担
い
手
を
要
請
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
逆
に
言
え
ば
、
今
日
の
状
況

に
お
い
て
は
、
ｊ
四
一
》
は
や
特
定
の
人
間
に
割
り
当
て
た
り
帰
し
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
共
同
責
任
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

（
⑤
）

る
。
．
ま
た
Ｍ
・
リ
・
Ｉ
デ
ル
は
、
自
由
と
寅
任
を
巡
る
そ
の
論
考
に
お
い
て
、
自
己
関
係
を
超
え
た
、
現
実
的
な
人
間
相
互
の
関
係
に
こ
そ
責
任

，
（
列
）

の
根
源
的
次
元
を
見
て
い
る
。
彼
に
お
い
て
責
任
は
、
間
人
格
的
な
相
互
応
答
的
な
関
係
や
行
為
に
よ
っ
て
、
事
態
に
対
し
て
応
え
る
』
」
と
を

求
め
る
人
格
の
要
求
に
関
わ
る
コ
ム
ニ
カ
テ
ィ
フ
な
概
念
で
あ
り
、
行
為
者
の
箕
任
性
と
は
究
極
的
に
、
個
的
人
格
と
し
て
の
そ
の
者
自
身
を

超
え
た
、
生
活
世
界
的
慣
習
へ
の
共
同
参
加
を
通
し
て
歴
史
的
に
媒
介
さ
れ
て
き
た
。
コ
ミ
ュ
ー
ー
ヶ
ー
シ
国
ソ
的
秩
序
の
維
持
・
発
展
を
己
れ

の
寅
務
に
す
る
と
い
う
、
コ
ム
ニ
カ
テ
ィ
フ
な
事
態
そ
の
・
も
の
を
可
能
に
す
る
条
件
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
道
徳
的
な
箕
任
は
、

所
与
的
秩
序
の
帰
属
性
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
の
本
質
は
秩
序
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
う
ち
に
あ
る
。

賢
慰
と
責
任
（
杉
本
）
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そ
れ
故
、
責
任
の
現
実
性
が
、
人
間
の
可
能
的
自
由
を
基
礎
づ
け
る
の
で
あ
っ
て
－
１
実
存
哲
学
と
は
逆
に
１
－
寅
任
な
し
に
自
由
は
存
在
し

な
い
。
と
い
う
の
も
、
ひ
と
が
他
者
に
対
し
て
も
自
由
で
あ
り
う
る
と
き
に
初
め
て
、
そ
の
ひ
と
は
自
分
に
対
し
て
自
由
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、

こ
う
し
て
自
由
を
人
格
的
な
自
己
箕
任
の
無
制
約
性
仁
の
承
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

現
代
の
歴
史
的
状
況
に
対
す
る
責
任
が
、
個
的
主
体
を
超
え
た
共
同
存
在
を
要
請
す
る
と
い
う
、
あ
る
い
は
、
責
任
が
そ
の
担
い
手
に
と
っ

て
コ
ム
ニ
カ
テ
ィ
フ
な
自
由
の
条
件
と
し
て
前
提
さ
れ
る
と
い
う
、
こ
う
い
っ
た
ピ
ヒ
ト
や
リ
ー
デ
ル
の
主
張
、
つ
ま
り
責
任
の
根
本
次
元
を

個
別
的
自
己
責
任
に
、
で
は
な
く
、
共
同
体
的
あ
る
い
は
コ
ム
ニ
カ
テ
ィ
フ
な
間
人
格
的
な
責
任
に
承
る
べ
き
だ
と
す
る
主
張
ｌ
ｌ
我
々
は
近

（
別
）

代
的
な
自
己
責
任
か
ら
の
こ
の
よ
う
な
移
行
甕
任
概
念
の
「
ご
臺
藝
ニ
ヶ
ー
シ
ク
的
薔
」
と
呼
び
う
る
だ
ろ
う
が
Ｉ
こ
の
こ
と
が
、

今
日
的
な
課
題
か
ら
ゑ
て
「
責
任
倫
理
」
の
前
提
と
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
我
々
が
論
考
の
対
象

と
し
て
い
る
解
釈
学
的
倫
理
学
に
、
こ
の
よ
う
な
責
任
の
次
元
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
倫

理
学
は
、
コ
ミ
ュ
ナ
ル
な
次
元
を
確
保
し
、
あ
ら
ゆ
る
個
人
は
、
｜
定
の
エ
ト
ス
を
、
同
じ
世
界
に
生
活
す
る
す
べ
て
の
他
者
と
共
有
す
る
よ

う
な
共
同
体
的
在
り
方
を
、
実
存
哲
学
と
違
っ
て
強
調
す
る
。
し
か
し
賢
慰
に
お
け
る
責
任
が
、
既
に
提
示
し
た
第
一
の
次
元
に
と
ど
ま
る
な

ら
ば
、
今
日
的
な
責
任
倫
理
と
し
て
は
不
十
分
な
も
の
と
裁
定
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
こ
と
は
我
々
に
、
賢
慮
概
念

の
さ
ら
な
る
吟
味
を
迫
る
と
言
え
る
。

（
艶
）

そ
の
著
作
に
お
い
て
ガ
ダ
マ
ー
は
、
賢
慮
を
「
寅
任
的
理
性
性
」
し
」
呼
び
、
そ
し
て
又
、
別
の
衝
で
は
「
人
倫
的
理
性
性
か
ら
の
実
践
的
賢

（
国
）

慮
の
分
離
不
可
能
性
」
・
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
合
意
す
る
と
こ
ろ
を
、
竪
慰
概
念
を
中
心
に
し
た
彼
の
実
践
哲
学
的
主

張
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
剛
明
し
た
い
。

実
践
知
で
あ
り
又
徳
と
し
て
の
状
態
（
ヘ
ク
シ
ス
）
で
も
あ
る
賢
慮
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
、
そ
の
部
分
徳
（
月
旦
目
、
⑦
且
）
あ

賢
慮
と
責
任
（
杉
本
）
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（
乳
）

る
い
は
構
成
契
機
と
し
て
一
一
一
つ
の
要
素
を
持
つ
。
即
ち
第
一
に
、
行
為
目
標
の
達
成
に
関
す
る
諸
事
情
に
つ
い
て
の
正
し
き
考
究
（
①
巳
ず
臣
一
厨
）
、

第
一
一
に
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
人
倫
的
に
正
し
き
も
の
に
つ
い
て
判
断
を
す
る
了
解
性
（
の
旨
の
⑩
一
切
）
、
そ
し
て
第
一
一
一
に
、

正
当
（
巨
厨
）
な
も
の
の
正
し
き
判
断
に
対
す
る
表
現
と
し
て
の
情
理
（
ｍ
ｐ
ｑ
ヨ
、
）
で
あ
る
。
ガ
ダ
マ
ー
は
、
こ
の
う
ち
と
り
わ
け
シ
ュ
ネ
シ

（
■
）

ス
と
賢
慮
と
の
深
い
関
わ
り
（
及
び
、
グ
ノ
ー
メ
ー
の
同
族
語
た
る
シ
ュ
ン
グ
ノ
ー
‐
メ
ー
〔
共
感
的
共
同
判
断
力
〕
と
賢
慮
と
の
関
係
）
に
つ

（
斑
）

（
厨
）

い
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
分
析
に
着
目
し
て
、
思
考
を
進
め
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
導
山
山
さ
れ
る
こ
と
は
、
「
自
己
自
身
の
た
め
の
知
」
と

●
●

し
て
の
賢
慮
は
又
、
他
者
の
状
況
に
身
を
腿
き
、
共
同
体
に
所
属
す
る
一
成
員
と
し
て
共
通
の
関
心
と
状
況
の
下
に
共
同
判
断
す
る
能
力
を
備

え
さ
せ
、
そ
こ
に
は
共
感
が
核
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
賢
慮
は
技
術
知
と
異
な
り
、
他
者
の
理
解
を
要
求
す

る
の
で
あ
り
、
「
理
解
を
持
っ
た
人
物
は
、
離
れ
て
影
響
さ
れ
ず
に
立
っ
て
い
る
者
と
し
て
知
っ
た
り
判
断
し
た
り
す
る
の
で
な
く
、
‐
他
者
と
の

特
殊
な
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
者
と
し
て
…
…
彼
は
他
者
と
共
に
考
え
、
そ
の
ひ
と
と
共
に
状
況
を
経
験
す
露
〕
の
で
あ
る
。
こ
の

他
者
理
解
峰
親
和
性
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
た
人
と
の
間
で
遂
行
さ
れ
、
相
手
の
立
場
に
身
を
極
い
た
道
徳
的
忠
言
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
の
道
徳
的
状
況
に
対
す
る
眼
職
や
、
他
者
に
対
す
る
共
感
的
寛
容
性
を
形
成
す
る
。
そ
し
て
こ
の
思
索
は
、
ガ
ダ
マ
ー

（
閲
）

を
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
に
お
け
る
友
愛
（
ロ
巨
旨
）
の
Ｊ
も
つ
中
心
的
意
蕊
の
把
握
へ
と
進
ま
せ
、
そ
の
洞
察
を
共
有
さ
せ
る
こ
と
と

な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
彼
は
》
友
愛
を
人
間
的
生
の
最
高
善
の
一
つ
と
し
て
規
定
し
つ
つ
、
「
友
情
と
い
う
善
は
、
人
倫
的
自
己
箕
任
性

（
的
）

の
領
域
を
は
る
か
に
抜
曇
こ
ん
出
て
い
る
」
と
主
張
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

賢
慮
と
友
愛
と
の
結
び
つ
き
は
、
解
釈
学
的
倫
理
学
を
し
て
共
同
判
断
力
、
あ
る
い
は
共
同
体
に
お
け
る
他
者
と
の
関
わ
り
方
の
問
題
次
元

の
照
明
へ
と
拡
大
・
深
化
さ
せ
る
。
道
徳
的
忠
言
を
与
え
た
り
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
り
す
る
こ
と
は
、
ひ
と
が
己
れ
の
個
人
的
な
欲
求
や
利

害
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
、
も
の
ご
と
を
、
そ
こ
へ
と
己
れ
が
参
加
し
、
他
者
と
互
い
に
共
有
す
る
共
同
体
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
何
が

善
・
正
義
で
あ
る
か
仁
関
し
て
、
倫
理
的
選
択
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
人
会
の
間
で
の
承
可
龍
な
の
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、
共
同
体
の
一
成

員
と
し
て
他
者
と
関
わ
り
つ
つ
行
為
を
な
す
者
は
、
己
れ
の
私
的
な
利
害
、
あ
る
い
は
己
れ
の
見
解
の
狭
溢
さ
・
限
界
を
自
覚
し
、
超
克
し
つ

賢
慰
と
責
任
（
杉
本
）
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（
廓
）

そ
し
て
）
」
の
、
開
放
性
と
相
互
承
認
は
、
従
っ
て
又
、
コ
ム
ニ
カ
テ
ィ
フ
な
対
話
は
、
「
理
性
の
力
」
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
り
、
理

性
に
基
づ
い
た
対
話
に
お
い
て
、
自
己
と
他
者
は
よ
り
高
い
境
位
へ
と
変
容
で
き
、
こ
の
よ
う
な
相
互
の
対
話
こ
そ
が
、
「
共
通
感
覚
（
ｍ
の
ロ
ー

吻
巨
⑩
８
目
目
目
厨
）
」
に
基
づ
い
た
共
同
体
的
空
間
を
創
出
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
理
性
は
、
近
代
的
理
性
の
局
限
化
さ

（
曲
）

れ
た
形
態
で
あ
る
技
術
的
な
合
理
性
に
対
時
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
「
社
会
的
理
性
」
を
意
味
し
て
お
り
、
ガ
ダ
マ
ー
は
、
こ
の
実
践
的
理
性
性
ｌ

ｌ
こ
れ
こ
そ
鯲
霞
さ
し
く
賢
慮
の
綱
な
の
で
あ
る
が
ｌ
に
対
し
て
、
澳
謹
性
に
劣
ら
ぬ
そ
し
て
決
し
て
方
法
に
豊
元
で
き
な
い
正
当

な
知
と
し
て
の
梅
利
要
求
を
な
し
つ
つ
、
そ
の
復
横
を
目
ざ
す
の
で
あ
る
。
も
っ
と
ｊ
も
こ
の
理
性
は
、
啓
蒙
が
安
易
に
伝
統
に
対
時
さ
せ
た
無

歴
史
的
理
性
で
は
な
く
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
歴
史
的
理
性
と
し
て
所
与
に
よ
る
媒
介
を
必
要
と
し
、
あ
く
ま
で
具
体
的
個
別
性
を
通
じ
て
そ
の

規
定
性
を
得
る
．
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
伝
統
の
一
面
的
受
容
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
理
性
は
伝
統
を
引
き
受
け
つ
つ
も
、
あ
ら
ゆ
る
所
与

の
体
制
の
制
限
と
力
を
超
え
て
進
む
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
所
与
の
歴
史
の
う
ち
に
理
性
の
所
在
を
判
醜
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を

主
張
に
よ
っ
て
、

的
生
の
有
限
性
（
団
）

か
つ
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
、

Ｑ
よ
り
大
き
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ヘ
と
自
ら
を
腿
き
う
る
者
で
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
即
ち
そ
こ
に
は
「
他
者
に
基
づ
い
て
己
れ
の
限
界

（
則
）

を
知
る
、
と
言
う
よ
り
も
む
し
ろ
も
う
一
歩
進
ん
で
、
そ
れ
を
克
服
す
る
と
い
う
課
題
」
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
又
、
友
愛
（
フ
ィ
リ

ア
）
は
、
人
々
を
隔
て
る
空
間
を
絶
え
ず
埋
め
よ
う
と
す
る
エ
ロ
ス
と
異
な
り
、
あ
く
ま
で
相
手
と
の
間
に
一
定
の
空
間
を
確
保
し
つ
つ
も
共

（
■
）

感
的
連
繋
を
保
と
う
と
す
る
。
別
言
す
れ
ば
、
友
愛
に
お
い
て
は
、
他
者
の
他
者
性
（
異
他
性
）
を
互
い
に
承
認
し
つ
つ
、
そ
れ
に
対
し
て
開

か
れ
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
解
釈
学
的
倫
理
学
は
、
一
方
で
己
れ
の
経
験
・
見
解
の
狭
溢
さ
を
自
覚
す
る
否
定
的

な
媒
介
と
し
て
の
有
限
性
と
、
他
方
で
、
他
者
を
そ
の
言
明
や
意
見
の
可
能
的
正
当
性
に
関
し
て
承
認
し
、
受
け
入
れ
る
と
い
う
開
放
性
と
を

共
同
体
の
成
員
に
対
し
要
請
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
、
人
間
的
認
職
の
有
限
性
の
自
覚
と
異
他
的
な
も
の
へ
の
開
放
性
に
基
づ
く
相
互
承
認
の

（
⑩
》
（
“
》

主
張
に
よ
っ
て
、
ガ
ダ
マ
ー
は
一
方
で
、
ア
リ
ス
ト
ー
プ
レ
ス
的
プ
ロ
ニ
モ
ス
の
持
つ
エ
リ
ー
ト
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
克
服
で
き
、
他
方
で
、
人
間

（
鰯
）

的
生
の
有
限
性
（
乱
薗
す
『
①
『
一
い
）
か
ら
直
ち
に
己
れ
の
伝
承
と
「
通
常
性
」
の
復
櫓
の
象
に
向
か
う
ネ
オ
Ⅱ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
蕊
か
ら
快
を
分

壁
慮
と
箕
任
（
杉
本
）

●
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ガ
ダ
マ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
実
践
的
社
会
的
理
性
を
可
能
に
し
促
進
さ
せ
る
前
提
を
、
連
帯
性
に
見
出
す
。
即
ち
「
連
帯
性
は
す
べ
て
の
社

会
的
理
性
の
決
定
的
な
条
件
で
あ
り
基
職
〕
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
の
共
同
生
活
を
可
能
に
し
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
の
承
、
人
倫
的
社
会

一
（
刊
）

的
生
活
の
領
域
に
お
い
て
万
人
が
善
と
象
な
す
決
断
が
共
通
の
も
の
と
し
て
下
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
自
明
の
共
同
性
な
の
で
あ
る
。
別
言
す
れ

ば
、
共
同
生
活
の
適
切
（
冒
昌
：
）
な
善
き
在
り
方
に
関
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
形
成
は
、
友
愛
的
相
互
承
認
的
な
連
帯
性
に
基
づ
い
て
の
象

可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
又
連
帯
性
は
、
人
類
全
体
の
そ
れ
と
し
て
、
社
会
的
理
性
に
よ
る
政
治
的
倫
理
的
実
践
が
そ
の
実
現
を
目
ざ
す
と

こ
ろ
の
理
念
、
つ
ま
り
上
述
の
言
い
方
に
従
う
な
ら
ば
、
歴
史
と
理
性
と
の
解
釈
学
的
循
環
の
運
動
が
、
言
わ
ぽ
螺
旋
的
に
そ
こ
へ
と
向
か
う

と
こ
ろ
の
収
散
点
で
も
あ
る
。
即
ち
解
釈
学
的
倫
理
学
は
、
決
し
て
自
然
に
生
成
し
た
直
接
的
な
エ
ト
ス
的
共
同
体
の
賞
揚
に
と
ど
ま
る
も
の

（
加
）

な
の
で
は
な
く
、
人
類
の
連
帯
と
い
う
理
性
的
共
同
体
の
実
現
を
目
が
け
た
実
践
を
唱
導
す
る
の
で
あ
る
。
ガ
ダ
マ
ー
が
言
う
よ
う
に
、
「
他

者
と
共
に
生
き
る
こ
と
」
は
「
人
間
的
根
本
課
題
」
な
の
で
あ
り
「
我
々
が
そ
の
よ
う
に
他
者
を
、
我
々
自
身
の
他
者
と
し
て
互
い
に
分
有
せ

（
ね
）

ん
が
た
め
に
経
験
す
る
》
」
と
を
う
ま
く
学
ぶ
な
ら
、
我
☆
は
お
そ
ら
く
人
類
と
し
て
生
き
残
る
」
の
で
あ
る
。

さ
て
、
我
食
は
今
や
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
ガ
ダ
マ
ー
的
な
賢
慮
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
、
即
ち
、
憂
慮
は
、
己

れ
の
政
治
的
倫
理
的
状
況
に
お
け
る
判
断
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
行
為
、
及
び
そ
れ
に
伴
う
責
任
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
際
そ
の
個
人
は
、
己
れ

の
連
帯
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
共
同
体
の
一
成
員
と
し
て
理
解
し
、
理
性
的
開
放
性
に
基
づ
い
た
。
（
人
類
の
）
連
帯
性
を
理
念
と
し
て
、
あ
る
べ

き
共
同
体
、
望
ま
し
い
共
同
生
活
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
、
共
同
生
活
に
つ
い
て
の
共
同
の
熟
慮
と
共
同
の
判
断
を
（
た
と
え
単
独
の
状

況
に
あ
っ
て
も
）
下
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
我
々
は
、
賢
慮
に
お
け
る
第
二
の
レ
ベ
ル
の
責
任
性
の
提
示
に
至
る
。
つ
ま
り
市
民
す
べ
て
が

関
与
し
う
る
共
同
生
活
に
つ
い
て
の
対
話
的
友
愛
に
基
づ
い
た
共
同
判
断
に
は
、
そ
の
よ
う
な
共
同
生
活
の
生
活
様
式
の
引
き
受
け
に
対
す
る

共
同
責
任
が
伴
う
の
で
あ
躯
適
切
な
共
同
生
活
に
つ
い
て
さ
ら
に
対
話
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
へ
の
暗
黙
の
連
帯
責
任
を
担
う
こ
と
が
求
め

賢
慮
と
責
任
（
杉
本
）

現
在
の
歴
史
的
状
況
へ
適
用
し
つ
つ
さ
ら
な
る
社
会
的
理
性
の
酒
養
を
目
ざ
す
と
い
う
、
歴
史
と
理
性
と
の
解
釈
学
的
循
環
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ

る
｡
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解
釈
学
的
倫
理
学
が
目
ざ
す
の
は
、
現
代
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
社
会
の
中
で
閉
鎖
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
賢
慮
の
活
動
空
間
の
開
放
で
あ
り

回
復
で
あ
る
。
実
践
的
理
性
性
と
し
て
賢
慮
は
、
全
市
民
が
共
有
し
う
る
し
、
又
、
そ
う
す
べ
き
能
力
・
徳
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
エ
キ
ス

パ
ー
ト
は
何
ら
特
権
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
連
帯
的
な
政
治
的
倫
理
的
実
践
に
よ
っ
て
、
己
れ
か
ら
奪
わ
れ
、
そ
し
て
忘
失
し
て
し

ま
っ
た
責
任
の
次
元
を
再
び
手
に
し
う
る
し
、
又
、
そ
う
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
解
釈
学
的
倫
理
学
は
、
た
だ
単
に
科
学
技
術
に
対
す

る
異
議
申
し
立
て
と
賢
慮
の
復
権
を
唱
導
す
る
だ
け
で
事
足
れ
り
と
す
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
科
学
技
術
の
人
間
化
を
も
榴
導
す
る
次
元
の

思
想
の
唱
導
と
、
そ
の
市
民
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
確
保
と
拡
大
が
要
請
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ
こ
に
現
代
に
お
け
る
こ
の
倫
理
的

主
張
の
可
能
性
と
意
義
を
我
々
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

だ
が
我
奇
は
、
こ
の
論
考
の
締
括
り
と
し
て
、
冒
頭
に
掲
げ
た
課
題
、
即
ち
地
球
的
規
模
で
の
人
類
の
共
同
責
任
と
い
う
「
責
任
の
時
代
」

の
要
請
に
、
解
釈
学
的
倫
理
学
は
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
に
応
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

（
両
）

ガ
ダ
マ
ー
自
身
が
そ
の
主
署
の
第
二
版
前
書
き
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
哲
学
的
解
釈
学
は
そ
の
問
題
設
定
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
過
去
の

も
の
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
の
摂
取
と
い
う
方
向
性
に
強
調
点
を
霞
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
伝
統
の
重
視
か
ら
、
存
続
し
て
い
る
も

任
の
所
在
を
見
る
の
で
あ
る
。

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
「
そ
の
輪
郭
が
徳
の
諸
形
態
と
、
最
高
に
し
て
股
も
望
ま
し
い
生
活
様
式
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
秩
序
づ
け
の
う
ち
に

描
き
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
我
々
自
身
の
具
体
化
は
、
そ
の
正
し
き
形
態
化
に
我
点
が
い
つ
も
共
同
責
任
を
担
っ
て
い
る
す
べ
て
の
共
同
的
な

も
の
に
ま
で
遠
く
及
鐵
）
の
で
あ
る
．
そ
し
て
そ
の
時
、
解
釈
学
的
倫
理
学
に
お
け
る
責
任
倫
理
は
１
－
例
え
ば
ア
ー
ペ
ル
の
討
議
倫
理
学
に

（
宙
）

お
け
る
そ
れ
と
違
い
１
反
事
実
的
な
薑
化
原
理
に
基
づ
い
て
一
讓
人
類
の
連
帯
責
任
の
引
き
受
け
の
義
務
を
唱
導
す
る
の
で
ば
な
く
、

己
れ
の
有
限
性
と
他
者
へ
の
開
放
性
に
従
っ
て
徐
々
に
そ
の
友
愛
と
対
話
を
異
文
化
と
の
間
に
広
げ
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
の
う
ち
に
連
帯
責

喪
慰
と
責
任
（
杉
本
）

四
、
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の
の
弁
護
と
い
う
意
味
で
の
政
治
的
保
守
主
義
が
帰
結
す
る
と
看
倣
し
、
そ
の
権
威
主
義
的
態
度
を
批
判
す
る
の
は
誤
解
に
す
ぎ
な
嘘
キ
ュ

ン
メ
ル
が
言
う
よ
う
に
、
「
連
帯
性
を
前
提
と
す
れ
ば
…
私
は
対
等
で
な
い
こ
と
に
も
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
れ
を
止
揚
す
る
こ
と

（
ね
）

も
で
き
る
」
の
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
哲
学
的
解
釈
学
乃
至
解
釈
学
的
倫
理
学
が
あ
く
ま
で
過
去
性
（
被
投
性
）
を
強
稠
し
、
将
来
と
の
関

●
●
●
●

わ
り
の
考
究
が
手
薄
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
不
可
避
的
な
事
実
で
あ
ろ
う
。
既
に
「
適
用
」
と
い
う
事
柄
自
体
が
、
現
在
と
過
去
の
媒
介
・

（
、
）

融
合
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
適
用
を
基
礎
と
し
た
賢
慮
を
中
心
概
念
に
措
定
す
る
解
釈
学
的
倫
理
学
は
、
た
し
か
に
空
間
的
に

●
●
●
●
●

は
他
者
と
の
連
帯
へ
と
広
が
っ
て
も
、
時
間
的
に
は
過
去
と
現
在
に
優
位
性
を
園
き
、
従
っ
て
例
え
ば
将
来
の
世
代
と
の
関
わ
り
が
十
分
に
把

捉
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
又
、
ガ
ダ
マ
ー
は
例
え
ば
次
の
よ
う
に
言
う
、
「
個
盈
人
が
エ
ロ
ス
と
フ
ィ
リ
ア
に
お
い
て
他
者
に
身
を
捧
げ
る
な
ら
、
己
れ
自
身
の

配
慮
の
狭
い
範
囲
を
超
え
て
高
め
る
よ
う
な
、
幸
福
に
す
る
経
験
を
、
友
情
は
な
お
は
る
か
に
超
え
て
広
が
っ
て
い
く
。
友
情
は
、
そ
も
そ
も

社
会
生
活
が
そ
れ
に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
又
、
そ
れ
な
く
し
て
は
共
同
生
活
の
如
何
な
る
制
度
的
秩
序
も
、
体
制
も
、
行
政
も
そ
の
機

（
、
）

能
を
充
足
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
、
共
同
性
の
か
の
鰻
も
広
い
次
元
に
お
い
・
て
指
し
示
さ
れ
る
」
と
。
即
ち
既
述
し
た
よ
う
に
、
彼
は
社
会
的
理

性
に
基
づ
い
た
共
同
社
会
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
、
何
よ
り
も
己
れ
の
利
害
を
超
え
た
連
帯
性
を
基
礎
づ
け
る
友
愛
の
意
義
を
高
く
賞
揚
す

る
。
そ
し
て
こ
の
友
愛
に
基
づ
い
て
こ
そ
、
連
帯
的
共
同
箕
任
の
引
き
受
け
も
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
が
我
々
は
こ
こ
で
、
実
践
的
理
性

性
と
し
て
の
賢
慮
の
う
ち
に
提
示
し
え
た
二
つ
の
寅
任
性
の
次
元
、
即
ち
、
己
れ
の
状
況
に
お
け
る
道
徳
的
選
択
・
決
断
に
基
づ
く
自
己
箕
任
、

及
び
友
愛
に
基
づ
く
連
帯
的
共
同
寅
任
で
あ
っ
て
は
、
す
べ
て
の
倫
理
的
責
任
性
の
存
在
様
態
が
必
ず
し
も
汲
歌
尽
く
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と

に
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
共
同
責
任
を
可
能
に
す
る
友
愛
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
自
己
と
他
者
は
、
互
い
の
異
他
性
乃
至
自
律
性
を

承
認
し
つ
つ
対
等
な
立
場
で
共
感
的
に
連
繋
し
て
い
る
。
別
冒
す
れ
ぼ
、
友
愛
に
基
づ
い
た
共
同
責
任
は
、
言
わ
ば
対
称
的
な
責
任
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
友
愛
と
そ
れ
に
基
づ
く
こ
の
宜
任
は
、
共
同
体
の
あ
る
べ
き
在
り
方
（
「
我
々
は
如
何
に
し
て
共
に
あ
る
く
か
」
）
と
い
う
正
義

（
公
正
）
の
次
元
に
関
わ
る
の
で
あ
諭
一
だ
が
例
え
ば
、
ヨ
ー
ナ
ス
が
「
あ
ら
ゆ
る
責
任
の
原
型
ｅ
『
す
臣
）
」
と
し
て
「
子
ど
も
に
対
す
る
親

賢
慰
と
資
任
（
杉
本
）
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の
責
任
」
臺
示
す
る
と
萱
そ
こ
で
基
正
に
蕊
づ
い
た
蟇
雲
任
以
外
？
、
の
が
竈
え
ら
れ
て
い
る
．
即
ち
そ
こ
に
あ
る
の
朧
ｌ

Ｗ
ｋ
ラ
ラ
ン
ケ
ナ
の
鬮
知
の
区
礫
従
う
な
ら
ｌ
「
公
正
の
曇
」
な
ら
ぬ
「
慈
愛
の
蔓
」
に
基
づ
い
た
謙
対
称
的
な
爽
任
な
の
で

あ
り
、
‐
あ
え
て
言
え
ぽ
、
そ
の
基
礎
は
フ
ィ
リ
ァ
（
乃
至
エ
ロ
ス
）
で
は
な
く
、
ア
ガ
ペ
ー
的
な
配
慮
、
愛
他
心
な
の
で
あ
る
。

以
上
に
提
示
し
た
解
釈
学
的
倫
理
学
に
付
鵠
魍
う
二
つ
の
死
角
、
つ
ま
り
将
来
の
世
代
へ
の
関
わ
り
と
、
ア
ガ
ペ
ー
的
な
責
任
次
元
の
存
在
を

明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
異
な
っ
た
責
任
概
念
を
提
出
し
て
い
る
鴎
聖
寄
の
参
照
に
よ
っ
て
相
繍
筋
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
確
保
す
る
こ
と
が

宥
理
籾
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
十
全
た
る
責
任
倫
理
の
転
回
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
箕
任
性
乃
至
責
任
倫
理
を
提
唱
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
我
々
は
こ
こ
で
は
、
女
性
発
達
心
理
学
者
Ｃ
・
ギ
リ
ガ
ン
の
「
配
慮

、
）

と
宜
任
の
道
徳
（
日
・
『
巳
一
ご
◎
【
ｏ
日
の
目
Ｑ
園
賜
ロ
・
園
】
ず
曽
己
」
及
び
そ
れ
と
関
連
の
深
い
回
。
Ｈ
・
エ
リ
ク
ソ
ン
の
、
成
人
期
に
お
け
る
「
生

殖
性
（
、
の
ロ
の
日
ご
鼻
ご
」
の
倫
理
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
ギ
リ
ガ
ン
に
拠
る
と
、
Ｌ
・
コ
ー
ル
パ
ー
グ
が
展
開
し
た
「
公
正
の
道
徳
（
目
・
国
辱
望

。
ご
臣
⑰
二
。
①
）
」
の
畿
蓮
段
階
は
男
性
に
依
拠
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
女
性
は
そ
れ
と
は
別
の
墨
蓬
プ
ロ
セ
ス
、
即
ち
「
配
慰
と
責
任
の

道
徳
」
の
そ
れ
を
辿
る
。
ギ
リ
ガ
ン
の
い
う
配
慮
と
責
任
と
は
、
自
己
を
他
者
と
の
相
互
依
存
関
係
に
お
い
て
理
解
し
つ
つ
、
「
人
間
の
苦
痛
と

苦
悩
の
現
車
亡
へ
の
共
感
に
よ
っ
て
、
他
者
（
最
鍵
嬢
山
に
は
自
己
と
他
者
双
宕
Ｃ
を
思
い
や
り
傷
つ
け
な
い
こ
と
を
目
ざ
す
在
り
カ
ル
テ
し
て
捉

え
ら
れ
る
。
男
性
に
お
い
て
は
、
諸
個
人
の
欲
求
や
権
利
を
巡
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
に
関
し
、
「
何
が
正
し
い
か
」
と
い
う
公
正
の
原
理
に
従
っ
て

そ
の
錘
駐
汰
が
目
ざ
さ
れ
、
従
っ
て
そ
の
道
懇
性
の
墨
窪
淫
は
、
平
等
や
相
互
性
の
倫
理
の
発
達
と
関
わ
り
を
持
つ
の
に
対
し
、
女
性
は
、
「
公
正
」

の
認
知
よ
り
も
む
し
ろ
他
者
へ
の
共
感
や
同
情
に
基
づ
い
て
、
道
徳
問
題
を
権
利
や
規
則
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
人
間
関
係
に
お
け
る
配

慮
と
責
任
の
悶
驍
題
と
捉
え
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
道
徳
性
の
塞
雀
淫
は
、
彼
女
ら
の
人
間
関
係
と
そ
こ
に
お
け
る
責
任
の
考
え
方
の
発
達
。

（
鰯
）

変
化
と
関
わ
院
ソ
を
持
つ
の
で
あ
る
。

そ
し
て
又
ム
リ
ク
ソ
ン
の
鐘
‐
社
請
な
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
論
に
鏑
い
て
噸
成
人
期
は
ｌ
薯
年
期
に
鐙
け
る
道
徳
的
在
り
友

》
●
●
‐
●
●
●
●
●

●
●
●

青
年
期
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
の
対
比
に
お
い
て
、
倫
理
的
な
生
き
方
に
お
い
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ

妥
慰
と
責
任
（
杉
本
）

●
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れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
自
我
発
達
の
累
積
的
結
果
と
し
て
可
能
に
な
る
。
そ
の
際
と
り
わ
け
第
七
段
階
に
お
い
て
は
「
生
殖
性
」
が
心
理
ｌ
社
会

的
発
達
課
題
と
さ
れ
、
そ
の
危
機
的
在
り
方
と
し
て
の
「
停
滞
」
と
の
葛
藤
の
経
験
を
通
じ
て
、
基
本
的
強
さ
（
徳
目
）
と
し
て
の
配
慮
（
９

日
の
）
が
生
薙
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
即
ち
成
人
は
、
次
の
世
代
を
生
糸
出
し
、
彼
ら
の
世
話
を
し
育
て
る
課
題
（
生
殖
性
）
を
持
つ
の
で

あ
り
、
成
人
は
責
任
を
持
っ
て
次
の
世
代
に
配
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
各
世
代
が
次
代
に
対
し

負
っ
て
い
る
責
任
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
の
際
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
親
の
世
代
は
子
ど
も
に
対
し
責
任
を
担
う
だ
け
で
な
く
、

逆
に
そ
れ
に
よ
っ
て
親
自
体
が
成
長
す
る
と
い
う
相
互
性
の
視
点
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
相
互
的
関
わ
り
の
中
で
両
方
の
世
代
は
自
我
の
力
を

強
め
て
い
く
の
で
あ
り
、
最
終
的
な
第
八
段
階
に
お
い
て
は
、
己
れ
が
属
す
る
狭
い
集
団
を
超
え
て
、
全
人
類
に
共
通
す
る
普
遍
的
な
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
こ
と
が
目
ざ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

解
釈
学
的
倫
理
学
に
お
け
る
過
去
の
継
承
と
適
用
、
そ
し
て
現
在
の
諸
共
同
体
と
の
開
か
れ
た
友
愛
的
連
帯
の
企
て
に
伴
う
責
任
は
、
お
そ

ら
く
こ
の
よ
う
な
慈
愛
的
生
殖
的
倫
理
に
基
づ
く
将
来
の
世
代
と
の
繋
が
り
、
将
来
に
対
す
る
責
任
と
媒
介
さ
れ
て
こ
そ
、
現
代
社
会
が
求
め

て
い
る
責
任
倫
理
の
在
り
方
に
応
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

註

（
１
）
く
ぃ
一
・
四
・
〕
○
コ
厨
・
ロ
厨
勺
己
圓
口
く
の
『
冒
す
三
．
耳
目
Ｆ
句
『
目
冨
巨
耳
、
三
口
旨
］
垣
忠
・
【
・
－
○
・
シ
ロ
の
｜
・
ロ
汀
百
『
ｍ
Ｅ
ａ
ぐ
の
『
目
冨
「
◎
耳
目
取

甸
『
価
己
云
｛
■
『
【
、
、
一
房
画
冒
］
や
ロ
ロ
。
ご
『
・
の
⑤
毒
屋
同
】
勺
三
一
．
い
◎
已
三
の
ご
□
の
『
ぐ
の
『
鰹
ご
ロ
の
『
（
の
ｐ
ご
く
⑱
一
（
ご
勺
｛
一
一
ご
頃
の
邑
凶
］
垣
『
←

（
２
）
こ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
ヨ
ー
ナ
ス
に
対
し
て
妥
当
す
る
。
く
い
一
・
餌
・
］
自
用
》
曰
の
呂
已
宣
言
⑩
。
同
旨
目
」
同
旨
丙
》
句
『
目
置
巨
『
［
、
冨
巴
ゴ
ー
圏
『

（
３
）
ガ
ダ
マ
ー
自
身
は
、
己
れ
の
哲
学
的
解
釈
学
に
お
け
る
倫
理
学
的
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
「
解
釈
学
的
倫
理
学
」
と
い
う
タ
ー
ム
は
、
管
見
に

よ
る
限
り
で
は
用
い
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
ｏ
・
ヘ
ッ
フ
ェ
の
銅
染
に
よ
る
「
倫
理
学
辞
典
」
に
お
い
て
ガ
ダ
ア
ー
（
及
び
リ
ッ
タ
ー
学
派
）
の
倫

理
思
想
が
こ
の
名
称
の
下
に
脱
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
○
・
四
○
｛
｛
の
〔
四
ｍ
．
〕
円
・
の
曇
宍
◎
回
』
の
『
向
号
房
・
冨
冒
、
訂
ロ
］
畠
中
の
．
］
＄
）
及
び
Ｐ
・
ス
ミ
ス
が
、

ガ
ダ
マ
ー
に
お
け
る
倫
理
学
的
方
向
性
に
対
し
こ
の
名
称
を
用
い
て
い
る
こ
と
（
勺
。
ｇ
・
の
日
菖
・
頭
の
『
目
の
ロ
①
目
８
目
○
冒
曰
目
司
ご
冒
旦
の
．
ｚ
①
三
宅

■
◎
烏
］
圏
一
・
℃
・
巴
』
．
■
ｓ
）
に
従
っ
て
使
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
４
）
の
囚
」
②
曰
の
『
。
□
固
い
固
『
す
の
因
巨
『
○
℃
儲
（
Ⅱ
回
国
・
）
・
句
『
Ｐ
。
霞
巨
『
《
、
、
言
い
冒
一
⑪
忠
の
・
畠

賢
願
と
賀
任
（
杉
本
）
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（
５
）
例
え
ば
ヘ
ヅ
ブ
ェ
は
、
前
掲
辞
典
に
お
い
て
「
解
釈
学
的
倫
理
学
は
正
当
に
も
、
歴
史
と
体
系
性
の
抽
象
的
対
立
を
止
揚
せ
ん
と
す
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
現
代
の
解
釈
よ
り
は
古
典
の
解
釈
に
一
層
従
事
し
て
い
る
」
と
批
判
し
て
い
る
（
の
．
勗
巴
。
な
お
こ
れ
に
対
し
、
ガ
ダ
マ
ー
が
単
に
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
（
ギ
リ
シ
ャ
）
倫
理
学
の
復
梅
を
目
ざ
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
時
代
状
況
の
相
違
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
例
え
ば
、
□
・

曰
の
］
、
冨
司
［
・
毘
島
日
ロ
ｍ
・
同
旨
ョ
、
日
ロ
取
固
『
葡
目
旦
吻
・
切
目
《
恩
『
巨
圏
］
の
．
】
麓
参
照
，

（
６
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
『
哲
学
的
解
釈
学
（
ガ
ダ
マ
ー
）
に
お
け
る
理
論
と
実
践
』
（
日
本
倫
理
学
会
「
倫
理
学
年
報
」
第
三
十
九
楽
一
九

九
○
年
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
７
）
○
・
石
○
恩
の
一
⑩
『
》
貝
の
①
【
蔦
Ｓ
ｌ
ｂ
Ｃ
房
厨
呂
の
口
冒
の
量
目
。
①
『
胃
『
日
の
ロ
の
目
、
島
の
勺
宣
｝
。
ｍ
・
ロ
三
の
胃
○
・
－
の
．
。
『
也
巨
（
涛
・
）
勺
『
・
す
一
ｍ
目
』
の
『
国
警
景

句
風
ｇ
『
碗
、
言
旨
⑤
肩
口
の
・
麓

（
８
）
本
論
考
は
本
来
、
拙
稿
『
実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）
』
（
照
本
大
学
文
学
会
「
文
学
部
論
叢
」
第
三
十
四
号
一
九
九
○
年
所

収
）
に
対
す
る
「
下
」
編
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
著
者
の
問
題
意
識
の
変
化
に
よ
り
、
そ
の
時
に
予
示
し
た
も
の
と
は
異

な
っ
た
課
題
段
定
と
諭
旨
の
展
開
に
な
っ
た
こ
と
を
御
了
承
願
い
た
い
。

（
９
）
箪
者
は
既
に
ア
ー
ペ
ル
の
宜
任
倫
理
の
主
張
に
対
し
て
は
検
肘
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
『
現
代
に
お
け
る
寅
任
倫
理
の
可
能
性
』
（
照
本
大
学

文
学
会
「
文
学
部
瞼
賎
」
第
四
十
二
号
一
九
九
四
年
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
Ⅲ
）
箕
任
現
象
自
体
の
一
般
的
考
究
と
し
て
は
、
例
え
ば
（
前
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
立
楊
か
ら
）
言
・
ヨ
の
阿
房
筐
ｂ
陽
弓
の
路
ロ
ロ
の
『
三
万
『
目
冒
・
『
《
目
腕
・

句
『
目
屋
冒
々
色
厨
ご
“
】
垣
目
（
価
値
現
象
学
的
立
場
か
ら
）
餌
旨
盟
風
の
ロ
・
〔
弓
関
臼
の
二
行
圖
目
罫
・
乱
目
的
ｂ
目
同
日
【
］
召
□
そ
し
て
又
、
四
・
富
・

国
画
圓
碩
日
日
の
『
Ｆ
シ
・
同
開
景
時
・
）
の
。
旨
面
目
」
訂
肖
自
身
・
耳
目
ｍ
・
弓
号
ご
頤
の
ご
】
②
園
に
収
め
ら
れ
た
諸
総
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
、
）
（
皆
目
日
の
『
・
魚
阻
日
日
の
一
【
の
言
、
『
丙
の
田
・
】
》
冒
す
旨
い
の
ロ
己
麗
の
。
』
］
罠
｛
・
以
下
ガ
ダ
マ
ー
の
こ
の
全
集
の
引
用
・
参
照
は
巻
数
と
頁
数
の
歌
を
記

（
ｕ
）
、
百
ｍ
・
圏
忌
｛
・

（
胆
）
初
期
ガ
ダ
マ
ー
に
つ
い
て
の
研
究
轡
と
し
て
は
、
困
罰
の
臣
一
一
一
旨
ご
勺
◎
言
、
巴
■
の
。
ｐ
の
ロ
の
目
、
い
》
勺
の
目
、
望
一
『
目
旨
】
呂
垣
参
照
。

（
烟
）
例
え
ぼ
く
の
『
口
目
｛
【
旨
い
①
一
旦
扇
『
○
の
『
ご
－
房
い
の
ｐ
ｍ
ｓ
輿
（
（
Ⅱ
く
旦
言
・
）
》
句
『
自
画
員
、
冨
昌
］
雪
Ｐ
Ｄ
－
の
嵐
⑩
①
□
の
い
の
具
の
ロ
圏
「
一
い
◎
ず
の
口
勺
一
貫
◎

巨
己
」
百
ｍ
目
の
一
の
⑩
（
Ⅱ
閂
○
勺
シ
・
）
・
因
の
】
。
、
一
ヶ
、
『
、
］
垣
員
Ｆ
◎
す
。
①
『
里
の
。
『
｝
の
（
Ⅱ
Ｐ
目
。
．
）
・
可
『
昌
云
［
■
『
《
、
ご
巴
回
】
ロ
圏

す
こ
と
と
す
る
。

（
辺
）
］
ど
の
・
望
『
露
・

（
過
）
９
ｍ
・
哩
寓

（
Ⅳ
）
い
の
．
篭
め

（
通
）
く
い
一
白
○
句
シ
・
ｍ
・
忠

（
廻
）
ぐ
函
一
・
Ｐ
『
。
・
の
．
望
帛
・

（
銅
）
Ｆ
・
キ
ュ
ン
メ
ル
『

（
銅
）
Ｆ
・
キ
ュ
ン
メ
ル
『
倫
理
と
対
話
』
全
ロ
村
訳
晃
洋
密
房
一
九
九
○
年
）
四
十
九
頁
。

（
皿
）
シ
旧
の
胃
『
ご
■
８
［
⑯
⑫
、
。
『
漂
曰
叩
Ｉ
（
甲
の
◎
扇
。
且
目
】
の
『
．
旨
”
丙
・
］
・
国
⑩
『
ロ
⑩
【
の
貫
国
⑪
］
・
己

賢
慮
と
責
任
（
杉
本
）

号
の
。
』
］
『
黛
・

９
ｍ
・
哩
酋
・

ロ
⑩
。
ｍ
い
◎
露
。

○
ケ
］
の
。
庁
ご
厨
曰
回
曰
。
宛
①
一
い
［
ご
厨
目
一
○
鷺
。
ａ
］
①
、
四
℃
。
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（
訂
）
の
⑥
旨
一
吋
一
○
『
目
：
『
。
こ
の
曰
の
。
①
『
向
讐
涛
『
色
・
Ｐ
○
・
ｍ
・
画
一
』

（
躯
）
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
と
り
わ
け
Ｈ
・
フ
ァ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
『
実
存
哲
学
と
倫
理
学
』
（
上
妻
監
訳
哲
密
房
一
九
八
一
一
一
年
）
三
五
一
一
一
頁
以
降
参

照
。

（
羽
）
く
区
・
富
・
篤
－
１
の
、
、
の
『
・
の
の
ど
巨
己
隠
晨
司
圖
国
富
目
、
富
四
目
］
②
ゴ
（
Ⅱ
。
．
』
・
田
．
、
）
沼
①

（
蛆
）
く
巴
冨
・
国
。
、
い
》
勺
豊
◎
ず
。
ｇ
巳
厨
の
目
』
□
厨
の
ご
ｍ
目
巳
胃
景
三
目
⑥
声
、
ロ
｝
①
９
ｍ
・
函
『

（
ｕ
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
宇
都
宮
芳
明
『
人
間
の
間
と
倫
理
』
（
以
文
社
一
九
八
○
年
）
七
五
頁
を
参
照
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
単
独
化
し
た

本
来
的
実
存
に
お
い
て
垂
範
的
顧
慰
の
在
り
方
が
出
て
く
る
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
決
し
て
そ
の
逆
で
は
な
い
。

の
脱
明
に
関
し
、
．

（
弱
）
の
且
岱
目
⑩
『
『
ご
宮

（
鋼
）
冨
己
｝
局
・
の
．
］
雪

（
調
）
一
画
・
夛
軍
の
一
目
旦
勺
『
島
房
ｓ
⑩
勺
冨
Ｃ
⑩
。
已
宣
の
目
１
コ
－
い
い
の
ロ
⑪
呂
凰
厨
夢
の
。
勘
⑩
壹
冒
、
言
・
国
の
』
の
］
（
甲
信
）
詞
の
冒
す
旨
】
⑰
『
目
、
』
の
『
ロ
『
働
再
】
い
、
ゴ
の
ロ

句
す
』
○
い
□
已
三
の
ロ
」
・
閂
・
句
『
①
弓
巨
『
ぬ
］
の
べ
画
の
’
、
】
⑭
｛
・

（
弧
）
因
離
に
ガ
ダ
マ
ー
は
、
一
九
二
三
年
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
壁
慮
に
つ
い
て
の
演
習
が
、
己
れ
の
思
想
形
成
に
と
っ
て

大
き
な
意
味
を
持
ち
、
そ
し
て
そ
れ
が
同
時
に
、
キ
ル
ヶ
ゴ
ー
ル
の
実
存
哲
学
的
パ
ト
ス
の
概
念
的
導
く
客
に
と
っ
て
役
立
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

ご
函
一
・
一
・
の
・
含
Ｃ
Ｆ
尹
田
の
月
『
ご
勺
８
【
⑱
⑩
⑩
。
『
四
目
い
Ｉ
○
の
。
『
、
の
凰
凹
目
の
『
６
℃
・
ロ
ー
【
・
ロ
・
器
⑰
。
そ
し
て
又
、
解
釈
学
的
状
況
に
お
け
る
「
状
況
」
概
念

の
脱
明
に
関
し
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
を
参
照
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
く
ぃ
一
・
】
》
の
・
苫
『
（
（
百
日
・
圏
］
）

（
弱
）
の
目
白
ョ
⑩
『
『
Ｓ
⑩
『
＆
の
三
○
醤
・
房
の
】
自
己
」
の
『
ロ
言
。
⑫
。
ご
互
い
ロ
ゴ
、
回
国
量
六
（
Ⅱ
冨
已
目
・
）
冒
匿
の
ご
ｍ
ｍ
ｏ
冨
旨
の
具
目
号
ご
伽
の
ロ
］
垣
ｓ
、
．
］
恩

（
犯
）
同
国
の
』
ｓ

（
卯
）
ぐ
、
Ｐ
の
。
冨
匿
ｍ
－
ｇ
ｏ
宮
ゴ
ロ
⑰
国
ｚ
の
。
且
切
目
の
一
厨
日
巨
い
『
、
．
Ｐ
○
・
の
．
、
『
［
・
Ｐ
雪
・
『
一
弐
⑩
一
目
ロ
・
勺
ヨ
巴
曰
切
目
」
ご
『
［
の
房
六
『
臥
芹
・
国
の
］
［
い
○
冒
麗
［
胃

□
ず
壁
。
⑫
。
□
三
ｍ
ｏ
す
の
司
日
⑫
、
声
巨
回
ｍ
ｍ
ｑ
・
画
』
］
②
『
』
の
．
』
、

（
皿
）
【
増
シ
・
ｍ
・
召

（
幻
）
い
の
・
望
『

（
鋼
）
貧
困
｝
・
］
雪
の
・
砦

（
羽
）
『
の
団
鈩
・
Ｐ
Ｓ

'■、〃■、

２６２５
～ノーノ、□１

←

画
②
い

（
配
）
ぐ
廻
・
の
ロ
ゴ
巨
一
園
・
価
・
勉
．
。
の
．
『
◎
、
臣
・
の
、
函
留

（
羽
）
の
、
毒
匡
百
・
○
『
巨
己
９
℃
『
◎
ず
一
⑩
日
の
□
の
『
同
岳
房
・
而
冒
一
一
ヨ
い
①
口
一
垣
沼
の
・
９
画

（
型
）
四
・
の
。
冒
匿
の
一
ヶ
月
戸
尋
陽
国
ｚ
の
。
“
１
⑫
［
◎
厨
房
ョ
口
⑩
妥
冒
ヨ
・
【
巨
匡
目
目
。
（
国
函
・
）
三
．
『
ロ
言
騨
巨
己
の
冒
岸
◎
蔦
の
豈
句
『
自
重
Ｅ
『
［
、
富
②
ご
】
圏
の
の
．

賢
慰
と
責
任
（
杉
本
）

い
の
．
②
］
『

貧
困
｝
・
］
・
の
．
匿
巨
・
く
ぃ
ミ
・
の
・
忠

く
い
一
・
単
の
．
←
這

い
の
。
』
『
◎
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（
妬
）
］
・
－
勺
・
の
周
〔
『
の
壹
已
向
邑
叩
〔
の
罠
厨
房
目
⑩
の
い
〔
目
頭
胃
ご
§
厨
日
の
壹
勺
恒
臥
⑰
】
②
留
己
・
恩

（
〃
）
と
り
わ
け
宇
都
宮
前
掲
密
六
七
頁
以
降
参
照
。

（
妃
）
○
・
国
⑤
言
壹
ヨ
目
『
二
ｍ
量
く
の
『
冒
員
（
》
ぐ
の
『
目
ゴ
ョ
○
弓
巨
ロ
、
『
の
目
｛
｛
恩
耳
己
９
ｍ
・
置
望
・

（
ぬ
）
①
９
．
な
お
Ｒ
・
Ｃ
・
ク
ワ
ン
ト
『
人
間
と
社
会
の
現
象
学
』
（
早
坂
監
駅
翫
萱
密
房
一
九
八
四
年
）
二
七
九
頁
以
降
参
照
．

（
印
）
く
い
一
・
富
・
因
⑩
』
⑩
一
》
丙
旦
冨
【
巨
己
ぐ
の
『
目
冨
「
◎
耳
目
的
・
百
出
・
富
・
因
目
ョ
胸
巴
冨
の
『
（
四
ｍ
，
）
勺
１
口
§
”
①
弓
の
】
【
・
句
『
の
一
目
『
、
、
罠
冒
呂
の
ロ
】
垣
忌
の
．

、
Ｃ
】
｛
｛
・

（
Ⅲ
）
こ
の
よ
う
な
転
回
（
移
行
）
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
我
介
は
例
え
ば
Ｗ
・
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
デ
ル
の
責
任
鯰
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
の
圧
倒
的
影
轡
下
に
密
か
れ
た
『
責
任
の
本
質
』
（
一
九
三
二
年
初
版
〔
註
、
参
照
〕
）
に
お
け
る
現
象
学
的
分
析
に

お
い
て
は
、
自
己
責
任
、
社
会
的
責
任
、
宗
教
的
責
任
の
三
者
が
、
究
極
的
に
よ
り
根
源
的
な
自
己
責
任
性
と
自
由
へ
と
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
く
の
に

対
し
、
晩
年
に
嘗
か
れ
た
『
懐
疑
的
倫
理
学
』
（
ご
「
の
厨
、
彦
巴
の
一
・
の
穴
の
葛
い
、
琴
⑩
再
三
鈩
甸
『
自
国
■
『
〔
、
冨
巳
ロ
］
の
ｇ
）
に
お
い
て
は
、
人
間
の
「
根
本
願

度
」
と
し
て
の
寅
任
性
か
ら
出
て
く
る
倫
理
的
態
度
と
し
て
「
連
瀞
筥
（
及
び
「
正
蕊
」
と
「
忠
恵
一
ｅ
を
提
示
し
（
一
画
・
の
．
】
の
農
・
Ｐ
四
国
［
・
）
共

同
責
任
、
他
者
に
対
す
る
責
任
を
強
く
前
面
に
打
ち
出
し
て
い
る
。
ま
た
ア
ー
ペ
ル
の
責
任
論
は
、
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
、
個
々
人
の
責
任
性
を
連
帯

責
任
の
「
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
」
と
捉
え
、
個
人
的
レ
ベ
ル
で
の
道
徳
的
責
任
を
、
コ
ミ
ュ
ー
ー
ヶ
ー
シ
国
ソ
共
同
体
の
連
帯
箕
任
へ
と
媒
介
さ
せ
ん
と
す
る

つ
「
函
一
・
』
ご
ｍ
一
』
画
・
Ｐ
○
・
の
・
曽
）
．
即
ち
ア
ー
ペ
ル
に
お
い
て
は
、
個
々
人
の
思
惟
が
コ
ミ
ュ
ー
ー
ヶ
ー
シ
国
ソ
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
の
鎗
鰯
の
「
思
考
実

験
」
で
あ
る
こ
と
と
パ
ラ
レ
ル
な
形
で
、
連
帯
質
任
に
対
す
る
個
別
的
主
体
の
寅
任
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
賑
回
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
ヶ
ー
シ
曰
ソ
の
担
い
手
で
あ
る
個
人
か
ら
そ
の
個
別
的
寅
任
が
解
消
さ
れ
て
し
ま
っ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
は
宮
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
問
題
は
、
共
同
変
任
（
連
帯
変
圧
）
と
個
別
的
主
体
の
寅
任
と
の
関
係
を
ど
う
捉
え
、
媒
介
す
る
か
、

・
で
あ
る
。
因
み
に
Ｒ
・
プ
ー
プ
ナ
ー
は
、
個
人
の
格
率
の
次
元
に
遡
行
し
、
規
範
を
「
多
く
の
個
人
の
主
観
的
な
行
為
の
格
率
の
間
で
欲
せ
ら
れ
る
一

致
」
と
し
て
捉
え
（
罰
因
号
曰
の
『
・
Ｚ
・
ゴ
ロ
目
。
○
の
い
○
三
、
言
の
》
三
の
Ｅ
の
西
⑩
｛
［
の
昼
『
勺
三
．
い
◎
ロ
三
ｐ
田
①
旨
『
．
］
召
②
の
。
］
一
】
｛
・
）
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
格
率
レ
ベ
ル
で
保
持
さ
れ
る
個
別
的
な
行
為
の
責
任
が
破
壊
さ
れ
な
い
よ
う
に
試
永
、
そ
し
て
又
、
Ｈ
・
レ
ン
ク
は
、
今
日
の
科
学
技
術
の
多
大

な
る
影
響
可
能
性
に
直
面
し
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
な
個
人
主
義
的
責
任
性
の
拡
大
に
は
、
社
会
的
に
分
担
さ
れ
る
べ
き
共
同
責
任
と
、
（
本
来
は

個
人
的
な
）
道
徳
的
良
心
の
社
会
的
敏
感
化
（
の
⑱
忌
一
豆
一
画
の
『
目
巴
の
増
大
が
対
応
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
し
て
、
例
え
ば
「
決
断
委
員
会
」
に
す
べ
て
の

タ■、グ■、戸、夕■、

4５４４．４３４２）
炭
・
］
厨
口
の
跡
ご
句
す
ぎ
⑫
。
ご
亘
⑩
自
国
｜

）
画
・
Ｐ
Ｃ
・
の
。
ｇ
『

）
酔
Ｐ
○
・
の
・
函
い
む

）
く
ぃ
一
・
国
・
の
言
の
『
苞
□
儲
の
ご
巨
己
旦
国

愛
任
の
次
元
ｌ
こ
の
爽
任
朧
自
己
｛

Ｑ
宮
の
⑩
目
【
団
ａ
ｇ
の
旨
三
口
西
田
記

ぐ
、
一
・
○
画
」
憧
冒
の
『
・
輿
、
．
』
』
②
）

）
］
・
－
勺
・
の
周
〔
『
の
壹
已
向
邑
叩
冨
昌
厨
房

）
と
り
わ
け
宇
都
宮
前
掲
密
六
七
一

）
○
・
国
⑤
言
こ
ぐ
「
回
言
二
ｍ
量
く
の
ヨ
回
昌
一

）
①
９
．
な
お
Ｒ
・
Ｃ
・
ク
ワ
ン
ト
『

）
く
い
一
・
富
・
因
⑩
』
⑩
一
》
丙
且
訂
］
【
巨
己

、
Ｃ
】
｛
｛
・

）
こ
の
よ
う
な
転
回
（
趣
惇
行
）
を
行
一

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
の
岸

お
い
て
は
、
自
己
責
任
、
社
会
的
資
庁

妥
虚
と
箕
任
（
杉
本
）

酔
Ｐ
○
・
の
・
函
い
む

●
●

く
ぃ
一
・
国
・
の
言
の
『
．
□
色
切
の
ご
冒
旦
同
旨
家
同
国
目
『
頃
、
冨
冒
、
ゴ
の
ロ
］
臼
、
の
．
］
巴
｛
。
な
お
、
後
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
を
手
が
か
り
に
し
つ
つ
倫
理
的

優
の
次
一
宛
ｌ
こ
の
爽
任
瞼
自
己
質
任
に
と
ど
響
…
の
で
は
な
い
ｌ
の
鯛
｜
不
麓
圓
ぎ
し
た
鱗
議
と
し
て
、
ｖ
『
“
”
久
の
麟
鴎
毒
と
く
に

宮
の
⑩
閂
具
団
ａ
ｇ
の
冒
冨
Ｐ
胃
国
目
］
ｇ
『
、
邑
囹
を
参
照
の
こ
と
。
（
因
承
に
ガ
ダ
マ
ー
は
、
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
企
て
に
対
し
懐
疑
的
で
あ
る
。

勺
プ
壁
。
⑫
。
ご
亘
⑩
自
国
の
『
毎
コ
含
む
『
四
の
．
］
垣
の

］
②
『
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（
記
）
写
の
．
』
圏

（
閉
）
因
象
に
ガ

Ｆ
同
国
の
．
］

（
印
）
一
・
の
・
巴
←

（
、
）
同
国
．
⑭
〕
｜

（
醜
）
こ
の
こ
と

（
鯛
）
＆
・
国
二
・
］

（
“
）
ａ
・
国
⑩
日
、

（
鯛
）
ぐ
巴
．
。
』

（
“
）
ガ
ダ
マ
ー

（
師
）
県
の
．
］
忠

（
肥
）
←
の
．
巴
の

（
的
）
一
ｍ
・
困
呂

（
、
）
ぐ
巳
・
同
国
・

（
、
）
パ
ー
ソ
ス

（
艶
）
Ｆ
閂
戸
の
・
読

（
詔
）
回
国
の
．
］
途

、
嵐
８
，
．
】
①
囹
已
・
『
農
・
参
照
。

（
師
）
勺
出
。
▽
】
筐

（
“
）
く
巴
・
］
・
置
戸
（
の
『
（
四
ｍ
．
）
閏
い
８
１
⑰
、
可
の
⑫
ご
「
α
弓
の
『
目
ｎ
ヶ
』
⑥
『
勺
冨
。
⑩
。
己
亘
の
》
国
ニ
ト
の
。
ｍ
圏

（
弱
）
シ
『
厨
［
◎
憲
一
①
⑩
．
国
宮
８
二
房
◎
日
陣
呂
８
（
Ⅱ
同
室
・
）
］
】
←
』
Ｐ

（
記
）
９
．
。
且
貰
己
①
『
・
円
冨
勺
『
◎
す
一
ｍ
日
。
｛
酉
い
【
ロ
ュ
ロ
巳
○
目
ｍ
ｎ
－
ｏ
巨
四
ロ
⑱
い
⑩
（
Ⅱ
勺
函
Ｏ
）
ご
殉
・
河
島
富
◎
蚕
『
庫
ヨ
・
の
巨
二
ぐ
目
（
巴
⑫
．
）
冒
冨
『
ご
『
の
牙
の
ｍ
ｐ
ｎ
－
巴

の
、
一
の
ロ
８
ｍ
段
両
⑩
日
①
『
・
国
の
鳥
の
一
の
］
ｇ
ご
ロ
．
一
億
．
な
お
こ
れ
ら
の
概
念
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
函
国
の
旨
⑩
『
・
勺
・
旨
８
－
］
且
、
ョ
の
貝
．

責
任
を
委
餓
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
個
々
人
の
資
任
一
騨
騒
の
希
薄
化
を
防
ご
う
と
試
承
て
い
る
（
西
・
Ｐ
①
鳥
．
。
の
君
厨
冊
口
冒
旦
く
の
日
ヨ
ョ
◎
耳
旨
債
鳥

目
恩
旨
凰
ワ
目
、
⑩
己
》
厚
ｗ
一
博
声
量
員
冒
已
亘
－
．
８
℃
冨
闇
ゴ
の
句
。
§
ず
目
、
巴
・
←
］
］
圏
『
の
・
詔
農
・
）
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
問
題
は
、
さ
ら
に
追
究
・
詳
述

さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

）
一
【
巳
・
同
国
・
の
。
］
画
②
閂

〃
ぞ
イ

）
・
ハ
ー
ソ
ス
ク
イ
ン
は
、
実
践
は
ポ
リ
ス
や
共
同
体
の
法
の
存
在
を
前
提
と
し
て
お
り
、
如
何
な
る
規
範
乃
至
普
遍
が
我
々
の
実
践
的
生
を
導
く
べ
き

か
、
に
関
し
て
混
乱
し
た
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
賢
慮
を
働
か
せ
る
前
提
自
体
が
脅
か
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
賢
慮
を
働
か
せ
う

る
た
め
の
社
会
的
政
治
的
条
件
の
確
立
が
必
要
な
は
ず
だ
、
と
ガ
ダ
マ
ー
を
臘
薩
し
て
い
る
（
国
⑱
目
⑫
〔
①
貢
８
６
－
［
・
ロ
・
］
、
量
・
）
。
（
同
楳
の
批
判
と
し

て
、
］
・
ロ
・
○
目
員
。
』
卍
昌
一
ｏ
巳
函
の
『
日
目
⑪
貝
８
．
旨
」
】
目
Ｐ
巨
己
ぐ
・
ロ
『
①
⑪
⑪
６
．
国
『
）
こ
れ
に
対
し
ガ
ダ
マ
ー
は
、
パ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
へ
の
手
紙
に
お
い

賢
慰
と
責
任
（
杉
本
）

夢
の
・
い
］
の

一
ｍ
・
困
画
②
（
三
「
、
←
の
。
画
］
、
）

ご
舌
昌
同
国
・
の
。
］
画
②
閂

、
戸
口
⑩
ヨ
い
扇
冒
、
。
□
．
⑤
一
一
・
・
℃
．
］
忠

一
容
淫
・
○
・
富
国
『
◎
巨
口
『
』
』
』
ず
い
⑤
亘
の
口
『
◎
日
勺
ユ
目
一
己
一
ｍ
庁
ロ
』
の
盲
［
扇
日
（
］
垣
ヨ

ガ
ダ
マ
ー
は
、
己
れ
の
思
想
が
今
日
の
ネ
オ
Ⅱ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
装
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
陵
拒
し
て
い
る
（
い
の
・
圏
）
。

。
【
・
国
二
・
］
一
望
Ｅ
①

同
国
・
の
。
〕
の
『

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
口
の
旨
の
『
６
℃
・
臼
【
・
で
．
『
農
・
参
照
。

因
象
に
ガ
ダ
マ
ー
は
、
そ
の
教
授
活
動
を
「
ギ
リ
シ
ャ
倫
理
学
に
お
け
る
友
愛
の
役
割
」
に
つ
い
て
の
講
義
で
開
始
し
て
い
る
。
三
両
一
・
一
・
の
・
巴
一

国
】
・
の
．
］
ヨ
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（
ね
）
そ
れ
故
例
え
ば
Ｋ
・
パ
イ
ニ
ル
ッ
は
、
解
釈
学
的
哲
学
は
適
用
問
題
の
強
鯛
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
つ
ど
の
状
況
に
お
い
て
新
た
に
解
釈
さ
れ
る

●
●
●

べ
き
所
与
の
テ
キ
ス
ト
と
い
う
理
念
に
固
藩
し
て
い
る
た
め
、
応
用
倫
理
学
の
今
日
的
プ
ロ
プ
レ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
欠
け
て
し
ま
う
、
と
批
判
し
て
い
る
．

（
【
因
こ
の
『
旨
・
国
夛
何
豈
の
冠
『
目
亘
の
口
目
』
日
・
旦
一
恩
豈
の
蚕
巨
、
颪
【
・
冒
菖
・
富
．
、
用
す
。
旨
（
層
・
）
勺
『
ヨ
凶
ご
巨
且
シ
ご
菖
冨
二
・
目
宮
口
の
『

や
愚
冨
阿
豈
９
勺
巨
・
８
℃
三
の
．
冨
巳
目
邑
９
ｍ
・
圏
ロ
）

（
卯
）
』
》
の
・
画
匡
、
な
お
こ
こ
で
ガ
ダ
マ
ー
が
「
エ
ロ
ス
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
は
、
我
Ａ
は
、
己
れ
と
他
者
の
「
地
平
の
融
合
」
に
よ
っ
て
よ
り

深
く
か
つ
広
い
自
己
理
解
を
麺
得
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
、
一
種
の
エ
ロ
ス
的
街
迫
を
感
得
し
う
ろ
こ
と
か
ら
理
解
で
き
よ
う
。

（
汀
）
ぐ
巴
・
輿
の
。
←
ご

（
犯
）
キ
ュ
ン
メ
ル
前
掲
街
一
○
一
頁
。
な
お
、
こ
れ
と
関
連
し
て
我
交
は
、
ｎ
．
ダ
ソ
ナ
ー
に
よ
る
「
相
手
の
発
連
を
促
す
よ
う
に
自
ら
の
優
越
性
を
投

入
す
る
」
と
い
う
意
味
で
の
「
権
威
的
（
目
【
。
『
一
一
畠
ご
）
」
と
「
自
ら
の
優
越
性
を
持
続
的
に
発
揮
す
る
」
の
熟
の
「
楢
威
主
畿
的
（
口
巨
８
『
再
貸
）
」
と
の

区
別
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
ダ
ン
ナ
ー
『
教
育
学
的
解
釈
学
入
門
』
〔
浜
口
訳
玉
川
大
学
出
版
部
一
九
八
八
年
〕
二
○
頁
及
び
一
九
○

（
ね
）
単
の
，
踵
『

（
布
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
『
現
代
に
お
け
る
寅
任
倫
理
の
可
能
性
』
第
一
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
四
）
三
℃
匡
山
．
⑪
。
】
函
黒
．

て
「
現
代
に
お
い
て
、
一
切
の
原
理
が
崩
壊
し
た
と
い
う
の
は
本
当
だ
ろ
う
か
。
…
…
如
何
な
る
連
帯
も
も
は
や
存
在
し
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
人

間
的
現
実
が
歪
曲
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
、
さ
ら
り
と
簾
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
少
Ｐ
の
骨
『
…
８
．
，
－
［
・
ロ
・
函
震
）
。
こ
れ
に
関
し
て
ス
ミ
ス

は
、
解
釈
学
的
倫
理
学
は
そ
の
よ
う
な
（
カ
タ
ス
ト
ロ
ー
フ
の
）
状
況
に
お
い
て
も
、
想
起
（
ア
ナ
ム
ネ
ー
シ
ら
に
よ
っ
て
魂
の
思
慮
を
回
復
で
き
、

股
も
堕
落
し
た
社
会
に
お
い
て
も
、
善
に
つ
い
て
の
先
行
知
は
残
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
共
同
体
が
失
わ
れ
た
よ
う
に
承
え
る
時
で
さ
え

シ
ュ
ネ
シ
ス
が
経
験
さ
れ
う
る
、
と
ガ
ダ
マ
ー
の
答
弁
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
る
（
の
目
夢
６
℃
・
＆
［
・
ロ
．
、
『
段
・
）
。
そ
し
て

又
、
Ｊ
・
デ
ィ
セ
ン
ソ
ー
は
、
賢
慰
に
二
つ
の
段
階
を
段
け
、
パ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
の
批
判
は
た
し
か
に
一
つ
の
伝
統
的
共
同
体
内
で
の
第
一
段
階
の
賢

慮
に
対
し
て
は
当
た
っ
て
は
い
て
も
、
異
な
っ
た
時
代
（
テ
キ
ス
ト
）
の
現
代
へ
の
適
用
と
い
う
第
二
段
階
の
賢
慮
－
－
従
っ
て
、
統
合
さ
れ
た
共
同

体
と
普
遍
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
法
則
の
現
在
的
形
態
を
前
提
し
な
い
賢
慮
ｌ
ｌ
を
考
え
れ
ぼ
、
そ
の
批
判
は
誤
解
に
基
づ
く
、
と
し
て
い
る
Ｃ
・

口
・
の
ロ
ぃ
・
》
西
の
日
］
の
ロ
の
目
⑤
⑩
目
１
号
の
Ｃ
】
闇
一
・
ｍ
Ｅ
『
の
。
｛
日
日
号
と
己
ぐ
・
厚
の
朋
・
二
坪
目
旨
】
②
９
℃
・
］
●
段
・
）
。
お
そ
ら
く
最
も
正
鵠
を
得
た
解
釈
は
、

Ｍ
・
ケ
リ
ー
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
状
況
の
内
に
埋
め
込
ま
れ
た
連
帯
性
へ
の
方
向
づ
け
故
に
、
倫
理
的
賭
原
理
の
妥
当
性
は

単
一
の
歴
史
的
状
況
（
伝
統
）
を
超
え
て
、
い
つ
も
否
定
催
と
開
放
催
に
鑿
づ
い
て
連
祷
僅
の
他
の
議
形
式
へ
と
鱗
大
し
う
る
’
た
篭
し
鉱
大

し
う
る
と
盲
え
る
鑓
け
だ
Ｉ
と
主
張
す
る
（
冨
圃
賃
警
…
…
『
、
》
…
目
…
…
…
胃
…
冒
鵬
二
・
：
｛
・
旨
：
ｐ

専
回
己
肩
隠
包
（
巴
）
自
己
ぐ
の
鼠
色
厨
昌
ぐ
“
・
Ｐ
日
日
戸
目
目
目
冒
日
・
冨
弓
勺
忌
腸
這
９
℃
．
］
圏
｛
・
）
。

（
犯
）
向
固
・
の
．
曽
巨
・
の
・
圏
｛
・

（
門
）
Ｑ
・
口
の
ヨ
の
『
》
。
ご
・
＆
《
・
ロ
・
］
圏
｛
【
．

、
参
照
）
．

憂
慮
と
責
任
（
杉
本
）



－４０－

（
皿
）
○
廓
口
の
旨
⑰
『
．
。
ご
・
且
〔
・
ロ
・
旨

（
躯
）
ざ
ロ
眉
》
囚
向
．
○
・
ｍ
・
画
農
な
》

（
鯛
）
ｗ
・
Ｋ
・
フ
ラ
ン
ケ
ナ
『
倫
理
》

（
“
）
Ｏ
・
ギ
リ
ガ
ン
『
も
う
ひ
と
亘

（
蹄
）
ギ
リ
ガ
ソ
の
批
判
に
従
っ
て
〒

神
這
と
り
わ
け
九
三
頁
以
降
参
照
。

（
鯛
）
９
．
回
・
西
・
厚
房
８
．
．
百
農
警
冨

緊
慰
と
喪
任

Ｏ
廓
口
の
旨
⑰
『
。
。
ご
・
且
〔
．
ご
・
９

百
口
眉
》
囚
向
．
○
・
ｍ
・
画
農
な
お
、
ヨ
ー
ナ
ス
の
こ
の
齊
物
に
対
す
る
ガ
ダ
マ
ー
の
密
評
と
し
て
、
四
》
の
．
』
＄
を
見
よ
。

ｗ
・
Ｋ
・
フ
ラ
ン
ケ
ナ
『
倫
理
学
』
（
杖
下
訳
培
風
館
一
九
七
五
年
）
九
六
頁
以
降
参
照
．

Ｏ
・
ギ
リ
ガ
ン
『
も
う
ひ
と
つ
の
声
』
（
岩
男
監
訳
川
島
書
店
一
九
八
六
年
）

ギ
リ
ガ
ソ
の
批
判
に
従
っ
て
コ
ー
ル
パ
ー
グ
㈱
が
大
幅
な
理
論
改
訂
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
『
現
代
に
お
け
る
資
任
倫
理
の
可
能

四
・
】
風
穴
い
○
。
．
旨
い
厨
宮
目
。
】
行
い
百
．
口
圏
す
潭
噂
・
ｚ
ｏ
耳
。
□
］
①
震
己
・
］
＆
竃
・
目
１
日
旨
い
時
①
、
】
同
一
の
〔
〉
○
日
ロ
］
の
［
①
」
・
ｚ
ｏ
耳
◎
口
］
農
、
□
・
題
｛
【
。

（
杉
本
）


