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一
　
間
題
の
所
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
「
認
識
・
評
価
峻
別
論
」
に
つ
い
て
は
、
広
中
俊
雄
氏
に
よ
る
問
題
提
起
後
、
近
時
、
憲
法
学
の
な
か
で
一
つ
の
議
論
対
象
と
な
り

か
け
て
い
祐
が
、
他
の
法
領
域
に
お
い
て
は
、
従
っ
て
ま
た
民
法
学
に
お
い
て
も
、
議
論
の
展
開
は
み
ら
れ
な
い
。
広
中
①
は
、
勿
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

法
律
学
だ
け
で
な
く
、
社
会
科
学
全
般
（
示
さ
れ
る
例
か
ら
は
、
認
識
に
関
し
て
は
、
自
然
科
学
に
も
及
ぶ
が
）
を
対
象
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
（
実
践
的
評
価
に
関
す
る
）
峻
別
論
の
他
に
、
碧
海
純
一
編
『
法
学
に
お
け
る
理
論
と
実
践
』
口

九
七
五
〕
に
対
す
る
千
葉
正
士
氏
の
葬
が
①
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
騰
を
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
、
法
解
釈
学
褒
に

と
っ
て
の
問
題
が
そ
こ
に
は
と
く
に
あ
る
。

　
憲
法
学
に
お
け
る
議
論
状
況
は
、
規
範
科
学
論
者
（
山
下
氏
・
菅
野
氏
）
に
よ
る
樋
口
論
文
批
判
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
段
階

で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
批
判
者
の
関
心
の
所
在
か
ら
、
議
論
は
認
識
行
為
に
つ
い
て
の
峻
別
論
が
中
心
的
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

す
ぐ
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
・
本
稿
で
の
愚
は
法
解
臨
學
゜
実
践
的
評
価
に
つ
い
て
の
峻
別
論
議
で
あ
咳
以
下
で
は
憲
法
学
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

議
論
に
は
そ
の
か
ぎ
り
で
し
か
ふ
れ
な
い
。

　
広
中
氏
に
よ
転
灘
、
実
践
的
評
価
に
つ
い
て
の
提
言
と
し
て
の
峻
別
論
と
は
、
実
践
的
（
評
価
的
）
提
言
を
根
拠
付
け
る
た
め
に
事

実
を
援
用
す
る
（
こ
の
立
場
を
A
と
す
る
）
こ
と
に
対
し
て
、
実
践
的
評
価
に
つ
き
事
実
認
識
と
の
峻
別
を
説
く
立
場
（
B
）
で
あ
る
。

B
の
立
場
の
目
的
は
、
実
践
的
評
価
が
徹
頭
徹
尾
そ
の
人
自
身
の
奉
ず
る
価
値
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
し
、
本
人

に
実
践
的
評
価
・
行
動
に
つ
い
て
の
責
任
を
完
全
に
自
覚
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
A
の
立
場
の
な
か
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
事
実
に
衙
り
か
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か
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
態
度
に
つ
い
て
の
責
任
を
負
う
意
思
の
な
い
型
ん
と
、
自
己
の
奉
ず
る
価
値
に
基
づ
い
て
実
践
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

提
言
を
行
う
の
で
あ
る
が
、
当
面
の
問
題
に
つ
い
て
は
事
実
の
援
用
が
説
得
効
果
の
点
か
ら
有
用
な
の
で
自
覚
的
に
事
実
認
識
を
実
践

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

的
評
価
に
結
び
つ
け
る
仕
方
で
の
議
論
を
す
る
型
鋤
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
B
の
立
場
に
は
、
峻
別
と
い
う
提
言
に
よ
っ
て
、
批
判
対
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

た
る
実
践
的
提
言
の
説
得
力
を
減
殺
な
い
し
剥
奪
す
る
こ
と
と
な
る
と
い
う
附
随
的
効
果
に
対
す
る
態
度
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
効

　
　
　
　
　
　
　
　

果
を
無
視
す
る
型
圖
と
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
効
果
に
対
す
る
自
己
の
評
価
を
明
ら
か
に
し
自
己
の
評
価
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
を
と
る

　
　
　
　
　
　
　
く

　
）
　
　
　
　
　
　
（
9
）

型
既
が
区
別
さ
れ
る
。
責
任
の
倫
理
を
重
視
す
る
観
点
に
立
つ
な
ら
、
選
択
肢
は
地
か
既
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
の
立
場
を
選
ん
だ
ら
、

　
（

そ
れ
で
一
貫
す
べ
き
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

　
私
が
こ
の
よ
う
な
実
践
的
提
言
と
し
て
の
峻
別
論
（
の
採
否
）
の
議
論
に
関
心
を
も
つ
の
は
、
第
一
に
は
、
一
つ
の
立
場
を
貫
徹
さ

せ
る
と
い
う
意
味
で
・
「
解
釈
論
の
提
示
の
仕
方
に
つ
い
て
は
方
法
的
自
覚
が
な
け
れ
ば
な
ら
麓
」
と
い
う
要
請
が
無
視
さ
ゑ
き

で
は
な
い
と
考
え
る
故
で
あ
る
。
第
二
に
、
目
下
、
私
は
、
法
解
釈
学
に
と
っ
て
、
体
系
思
考
の
提
示
或
い
は
前
提
化
が
重
要
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
民
法
学
に
お
け
る
体
系
（
法
律
学
に
お
け
る
体
系
と
い
う
一
般
的
問
題
の
な
か
で
の
法
領
域
に
よ
る
特

色
を
も
っ
た
下
位
問
題
で
あ
ろ
う
）
と
い
わ
れ
て
き
た
も
の
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
、
つ
い
で
、
あ
る
べ
き
体
系
像
を
求
め
る
に
際
し

て
、
こ
の
峻
別
論
議
は
く
ぐ
ら
ざ
る
を
得
な
い
関
門
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
関
心
を
も
ち
つ
つ
、
近
時
の
憲
法
学
で
の
議
論
に
接
し
、
あ
ら
た
め
て
広
中
論
文
を
読
み
返
す
う
ち
に
次
の
よ
う
な
疑

問
を
も
っ
た
。
規
範
科
学
と
い
う
独
特
な
学
派
を
抱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
ま
た
そ
の
か
ぎ
り
で
）
峻
別
論
々
議
が
行
な
わ
れ
て
い
る

憲
法
学
と
異
っ
て
、
民
法
学
も
含
め
て
他
の
領
域
で
議
論
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
の
は
、
一
般
に
方
法
論
議
が
低
調
で
あ
る
こ
と
、
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

法
学
で
い
え
ば
、
利
益
衡
量
論
々
争
後
、
解
釈
学
方
法
論
が
ま
と
ま
っ
た
形
で
議
論
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
故
で
あ
る
が
、
そ



4

れ
と
は
別
に
、
広
中
論
文
に
よ
る
峻
別
論
の
問
題
の
提
示
に
も
尚
不
充
分
な
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
れ
は
以
下
の
三
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
一
に
、
A
型
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
「
事
実
の
援
用
」
と
い
う
こ
と
の
叙
述
が
簡
潔
な

た
め
に
意
味
の
理
解
が
容
易
で
な
い
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、
法
解
釈
論
に
お
い
て
は
、
「
事
実
問
題
と
し
て
」
、
恥
型
は
貫
徹
困
難

で
壷
に
「
引
き
寄
せ
ら
れ
て
舞
」
と
さ
れ
る
が
・
そ
こ
で
引
用
さ
れ
る
樋
・
論
文
と
の
関
係
も
含
め
て
、
「
困
難
」
の
内
容
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
「
方
法
的
自
覚
」
の
要
請
の
も
つ
意
義
・
選
択
の
重
大
さ
が
充
分
に
伝
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
ら
な
か
っ

た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
跣
型
の
問
題
点
の
検
討
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
と
く
に
広
中
②
に
お
い
て
は
、
跣
型
の

問
題
点
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
が
、
亀
型
の
検
討
が
な
い
。
こ
の
こ
と
の
延
長
と
し
て
、
亀
型
を
一
貫
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か
も
問
題
で
あ
る
。
本
稿
の
直
接
の
目
的
は
、
第
二
・
第
三
点
の
検
討
に
あ
り
、
第
一
点
は
、
そ
の
た
め
の
前
提
と
し
て
、
い

く
つ
か
の
点
を
明
確
に
す
る
た
め
の
も
の
、
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
私
は
、
目
下
、
既
型
に
即
し
て
の
解
釈
論
を
心
掛
け
て
い
る
が
、

窮
極
の
処
で
既
型
を
純
粋
な
形
で
貫
徹
し
う
る
か
に
尚
僅
か
な
が
ら
の
惑
い
を
も
っ
て
い
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
三
点
の
検
討
を
行
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
方
法
的
選
択
の
基
礎
を
確
か
め
た
い
。

　
　
註

（
1
）
　
広
中
俊
雄
「
認
識
・
評
価
峻
別
論
に
関
す
る
お
ぼ
え
が
き
」
『
社
会
科
学
と
諸
思
想
の
展
開
　
　
世
良
教
授
還
暦
下
1
』
〔
一
九
七
七
〕
（
以

　
下
、
広
中
①
と
し
て
引
用
）
、
ま
た
、
広
中
「
法
律
論
文
を
書
く
た
め
の
条
件
」
広
中
・
五
十
嵐
清
編
『
法
律
論
文
の
考
え
方
．
書
き
方
』
ロ

　
九
八
三
〕
（
広
中
②
と
す
る
）
。

（
2
）
樋
口
陽
一
「
日
本
憲
法
学
に
お
け
る
『
科
学
』
と
『
思
想
ヒ
法
哲
学
年
報
一
九
八
一
（
樋
口
①
と
す
る
）
、
樋
口
「
タ
ブ
ー
と
規
範
」
世
界
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四
五
一
号
〔
一
九
八
三
〕
（
樋
口
②
と
す
る
）
、
樋
口
論
文
批
判
と
し
て
、
山
下
威
士
「
タ
ブ
ー
と
し
て
の
憲
法
？
」
法
学
新
報
九
一
巻
一
．
二

　
　
号
〔
一
九
八
四
〕
、
菅
野
喜
八
郎
「
『
批
判
的
峻
別
論
』
偶
感
」
法
の
理
論
4
〔
一
九
八
四
〕
。

（
3
）
　
広
中
①
一
四
三
頁
以
下
。

（
4
＞
　
法
律
時
報
四
八
巻
六
号
〔
一
九
七
六
〕
一
〇
五
頁
以
下
。

（
5
）
　
広
中
①
一
四
一
頁
。

（
6
）
　
法
解
釈
学
と
い
う
表
現
は
、
本
稿
で
は
、
法
解
釈
論
と
同
義
に
用
い
て
い
る
が
、
た
だ
、
法
解
釈
論
と
い
っ
た
場
合
に
は
、
特
定
の
事
件
の

　
　
解
決
を
主
た
る
目
的
と
す
る
そ
れ
ー
当
事
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
、
判
決
理
由
で
の
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
れ
、
ー
も
入
る

　
　
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
本
稿
で
法
解
釈
学
と
い
う
と
き
に
は
、
そ
れ
を
主
た
る
目
的
と
せ
ず
に
一
般
的
な
形
で
の
提
言
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。

　
　
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
属
人
的
な
分
類
で
は
な
い
か
ら
、
実
務
家
の
法
解
釈
論
も
、
こ
の
性
格
を
も
つ
と
き
は
、
法
解
釈
学
と
な
る
。

（
7
）
　
「
法
解
釈
学
」
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
、
憲
法
学
で
の
議
論
に
で
て
き
た
二
つ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
ふ
れ
て
お
く
。
第
一
は
、
山
下
．

　
　
前
掲
三
五
八
頁
以
下
の
い
う
、
解
釈
・
評
価
と
法
解
釈
学
（
説
）
の
区
別
を
本
稿
は
と
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
ワ
ク
」

　
　
論
の
考
え
方
（
山
下
二
二
五
九
頁
）
如
何
に
よ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
広
中
『
法
と
裁
判
』
〔
一
九
六
一
〕
四
一
頁
以
下

　
　
及
び
、
同
「
現
代
の
法
解
釈
学
に
関
す
る
一
つ
の
お
ぼ
え
が
き
」
社
会
科
学
の
方
法
九
号
〔
一
九
六
九
〕
↓
『
民
法
論
集
』
〔
一
九
七
一
〕
三

　
　
八
二
頁
以
下
に
加
え
て
述
べ
る
も
の
を
私
は
目
下
の
処
持
っ
て
い
な
い
。
第
二
に
、
と
く
に
菅
野
・
前
掲
三
六
頁
以
下
に
は
、
樋
口
①
一
五
頁

　
　
が
、
思
想
（
法
解
釈
論
）
を
、
「
意
識
的
に
理
性
的
な
土
俵
の
う
え
で
お
こ
な
お
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
科
学
で
は
な
い
と
し
て
も
学
問
の
名
に

　
　
な
お
値
す
る
（
傍
点
は
原
文
）
」
と
し
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
。
私
は
、
法
解
釈
学
と
よ
ぶ
か
ど
う
か
は
言
葉
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
従
っ
て
、
本
稿
の
題
名
で
も
「
法
解
釈
論
」
と
し
て
構
わ
な
い
の
で
あ
る
が
、
第
一
に
前
註
で
の
べ
た
よ
う
な
区
別
の
た
め
に
、
第
二
に
、
通

　
　
常
用
い
ら
れ
る
よ
び
名
で
あ
り
ま
た
、
法
律
学
以
外
の
領
域
で
の
用
い
ら
れ
方
と
も
共
通
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
法
解
釈
学
」
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と
し
た
。
菅
野
氏
が
、
氏
の
い
う
「
学
H
認
識
」
に
の
み
行
う
に
価
す
る
価
値
を
お
い
て
い
る
の
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
う
で
な
い
の

　
　
な
ら
、
氏
に
と
っ
て
も
、
認
識
と
実
践
が
異
っ
た
性
格
を
も
つ
と
い
う
区
別
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
「
学
」
で
あ
る
か
否
か
が
で
は
な
い
筈

　
　
で
あ
る
。
「
学
」
と
よ
ぶ
か
否
か
に
拘
わ
ら
ず
、
行
う
に
価
い
す
る
と
考
え
る
場
合
に
は
、
重
要
な
こ
と
は
、
樋
口
①
の
い
う
「
意
識
的
に
現

　
　
性
的
な
土
俵
」
と
い
う
こ
と
の
内
容
の
検
討
及
び
そ
の
場
の
確
保
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
（
な
お
、
学
と
い
う
名
称
の
問
題
は
、
教
壇
で
教
師
の
と
る
べ
き
態
度
の
問
題
と
全
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
）
。

（
8
）
以
下
は
、
広
中
①
一
四
八
頁
以
下
、
広
中
②
二
八
頁
以
下
参
照
。
A
・
B
の
符
号
は
②
に
よ
る
。

（
9
）
　
な
お
、
樋
口
氏
は
、
広
中
氏
の
分
類
と
異
っ
て
、
実
践
的
評
価
に
つ
い
て
の
峻
別
論
と
し
て
、
認
識
行
為
に
つ
い
て
の
峻
別
論
の
そ
の
附
随

　
　
的
効
果
（
広
中
①
に
よ
れ
ば
「
認
識
と
い
う
行
為
を
そ
れ
に
随
伴
し
う
べ
き
社
会
的
結
果
に
対
す
る
評
価
か
ら
切
り
離
す
こ
と
へ
の
要
請
と
し

　
　
て
機
能
」
す
る
こ
と
）
へ
の
態
度
に
従
っ
て
の
三
分
類
と
並
行
し
て
、
三
つ
の
類
型
を
考
え
て
い
る
。
即
ち
、
広
中
②
に
い
う
珊
を
単
純
峻
別

　
　
論
、
既
を
批
判
的
峻
別
論
、
鋤
を
自
覚
的
結
合
論
と
す
る
（
樋
口
①
一
二
頁
、
②
三
九
頁
以
下
）
。
私
は
、
樋
口
氏
の
実
践
的
評
価
に
つ
い
て

　
　
の
峻
別
論
の
分
類
に
疑
問
を
も
つ
。
第
一
に
、
山
下
・
前
掲
三
五
六
頁
が
い
う
よ
う
に
、
自
覚
的
結
合
論
は
、
「
峻
別
論
の
前
提
の
上
」
に
は

　
　
な
い
（
養
熱
導
編
罐
ボ
鯉
藏
詑
鋸
蹴
醜
卿
嫡
濃
劇
騨
醜
譜
臨
熔
墨
繋
瀞
甦
鉢
朝
鳶
照
獲
蝿
積
囎
談
鰻
蕨
灘
罎
製
灘
離

　
　
敏
勲
献
叡
）
。
即
ち
、
認
識
場
面
で
の
「
結
合
論
」
で
は
、
認
識
を
行
う
場
合
に
は
、
認
識
そ
の
も
の
に
は
峻
別
が
貫
徹
さ
れ
る
（
麗
糺
則
砿
沖
認
①
籍

　
　
嚇
渠
靴
賑
聾
魅
膿
、
転
補
、
甑
礫
ユ
溌
醜
壕
製
氾
酔
勧
照
）
の
に
対
し
、
鬼
型
に
お
い
て
は
、
評
価
が
「
峻
別
」
し
な
い
で
掲
示
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
実

　
　
践
的
行
為
に
お
い
て
「
峻
別
論
が
自
覚
的
に
拒
」
（
広
中
①
一
五
二
頁
）
ま
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
認
識
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
の
提
言
と
し

　
　
て
の
峻
別
論
と
実
践
的
評
価
に
つ
い
て
の
提
言
と
し
て
の
峻
別
論
の
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
構
成
の
基
準
は
そ
の
対
象
の
相
違
か
ら
し
て
共
通
の
性

　
　
格
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
両
峻
別
論
間
の
各
類
型
は
共
通
の
も
の
と
な
る
性
格
を
本
来
的
に
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
更
に
、
樋
口

　
　
②
四
〇
頁
は
、
両
場
面
で
批
判
的
峻
別
論
を
と
る
こ
と
を
「
認
識
と
評
価
を
二
元
的
に
峻
別
す
る
立
場
を
首
尾
一
貫
さ
せ
」
る
こ
と
で
あ
る
と

　
　
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
の
立
場
の
「
一
貫
」
1
そ
の
う
ち
の
実
践
場
面
の
そ
れ
が
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
が
ー
と
い
う
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こ
と
と
、
両
場
面
を
通
じ
て
の
一
貫
と
い
う
こ
と
と
は
異
る
。
樋
ロ
氏
の
い
う
「
首
尾
一
貫
」
は
後
者
の
意
味
で
あ
る
が
、
認
識
・
実
践
と
い

　
　
う
異
な
る
場
面
の
類
型
の
選
択
に
つ
い
て
の
「
首
尾
一
貫
」
は
、
二
元
論
そ
の
も
の
か
ら
た
だ
ち
に
は
導
き
出
せ
な
い
。
二
つ
の
場
面
の
そ
れ

　
　
ぞ
れ
の
峻
別
論
は
、
そ
の
採
否
も
含
め
て
、
別
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
を
ど
う
く
み
あ
わ
せ
る
か
は
選
択
の
問
題
で
あ
る
。
例

　
　
え
ば
、
実
践
的
評
価
に
つ
い
て
亀
に
立
つ
者
は
、
認
識
行
為
に
つ
い
て
、
峻
別
論
に
た
っ
た
と
し
て
も
、
自
覚
的
結
合
論
と
結
び
つ
き
や
す
い
、

　
　
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
と
し
て
も
、
そ
の
逆
は
い
え
な
い
。
認
識
行
為
に
つ
い
て
自
覚
的
結
合
論
を
と
り
つ
つ
、
実
践
的
評
価
に
つ
い
て
既
に

　
　
立
つ
こ
と
に
、
何
ら
「
一
貫
」
の
点
か
ら
問
題
と
す
べ
き
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
氏
の
い
う
「
首
尾
一
貫
」
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
責
任

　
　
倫
理
の
問
題
と
関
係
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。

（
1
0
）
　
広
中
②
三
一
頁
。

（
1
1
）
　
峻
別
論
問
題
と
利
益
衡
量
論
論
争
の
間
に
は
、
入
り
く
ん
だ
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
立
入
ら
な
い
。

（
1
2
）
　
広
中
②
三
〇
頁
。

二
　
事
実
の
「
援
用
」
と
い
う
こ
と

7

　
一
　
A
型
と
B
型
は
、
従
っ
て
ま
た
、
鋤
型
と
跣
型
は
、
解
釈
論
の
提
示
に
お
い
て
事
実
認
識
の
援
用
を
行
う
こ
と
を
構
わ
な
い
と

す
る
か
、
そ
れ
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
区
別
の
問
題
点
は
、
ω
行
な
わ
れ
た
「
援
用
」

か
ら
型
へ
の
ふ
る
い
わ
け
が
す
ぐ
に
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
、
㈲
A
及
び
親
型
の
定
義
が
、
そ
の
ま
ま
で
、
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る

も
の
と
の
関
係
で
適
合
的
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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一
一
ω
広
中
②
で
は
、
解
釈
論
の
提
示
の
仕
方
に
つ
い
て
、
「
こ
う
す
る
こ
と
が
正
当
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
す
べ
き
」
と
い
う
記
述

の
仕
方
が
「
普
通
」
で
あ
り
、
国
民
の
支
配
的
意
識
・
立
法
者
の
意
図
・
諸
外
国
の
一
般
的
傾
向
な
ど
を
根
拠
と
し
た
記
述
の
仕
方
で

「
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
」
と
の
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
後
者
の
型
で
は
、
「
事
実
が
援
．
用
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
重
要

　
　
　
　
　
　
　
（
1
×
2
V

な
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
後
者
が
典
型
的
に
現
わ
れ
た
場
合
、
そ
れ
が
A
型
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

問
題
は
、
「
普
通
」
で
あ
る
提
示
の
型
と
伴
に
、
根
拠
の
補
強
と
し
て
、
事
実
の
援
用
が
行
な
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
「
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
型
」
が
A
型
で
あ
る
と
は
い
え
て
も
、
「
普
通
」
で
あ
る
型
が
恥
型
で
あ
る
と
は
た
だ
ち
に
は
い
え

な
い
。
と
い
う
の
は
、
B
型
は
、
そ
の
定
義
上
、
あ
る
解
釈
論
で
援
用
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
「
事
実

の
援
用
を
批
判
す
る
」
者
で
あ
る
（
峻
別
論
）
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
援
用
を
批
判
す
る
者
で
あ
る
と
い
う
定
義
は
、
広
中

①
が
、
峻
別
論
の
も
つ
意
義
を
、
援
用
批
判
の
も
つ
附
随
的
効
果
に
即
し
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
、

②
で
も
、
批
判
が
既
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
次
の
こ
と
か
ら
窺
え
る
。
即
ち
、
既
型
が
お
ち
い
る
可
能
性
の
あ
る
態
度
の
一
つ

と
し
て
、
批
判
の
対
象
た
る
実
践
的
提
言
を
内
容
的
に
支
持
す
る
場
合
に
、
批
判
を
ゆ
る
め
る
、
あ
る
い
は
や
め
る
と
い
う
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
（
②
三
〇
頁
）
。
「
や
め
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
批
判
を
し
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
更
に
、
こ
の
場
合
、
「
そ

う
す
る
と
批
判
す
る
の
は
、
…
…
内
容
的
に
支
持
し
な
い
場
合
だ
け
に
な
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
援
用
批
判
が
あ
る
こ
と
が
、

自
己
欺
賄
に
陥
っ
た
そ
れ
で
あ
っ
て
も
、
既
型
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
援
用
批
判
を
伴
う
こ
と
な
く
、

解
釈
論
の
「
普
通
」
で
あ
る
提
示
の
仕
方
を
行
う
も
の
は
、
そ
の
解
釈
論
か
ら
は
、
援
用
批
判
こ
そ
未
だ
し
て
い
な
い
が
援
用
は
す
べ

き
で
な
い
と
考
え
て
い
る
い
わ
ば
潜
在
的
既
型
で
あ
る
の
か
、
地
が
そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
「
普
通
」
の
型
を
と
っ
て
い
る
の
か
の
判

　
　
　
　
？
）

定
は
で
き
な
い
。
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し
か
し
更
に
問
題
な
の
は
、
援
用
が
行
な
わ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
典
型
的
に
、
「
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
」
型
で
の
提
示
で
あ
る
場

合
は
別
と
し
て
、
正
当
と
考
え
る
実
質
的
根
拠
を
の
べ
つ
つ
、
更
に
補
強
的
援
用
を
行
う
場
合
、
ま
ず
、
援
用
を
批
判
し
つ
つ
（
2
B
）

こ
の
意
味
の
援
用
を
す
る
と
、
「
批
判
の
相
手
告
引
き
よ
せ
ら
寒
」
二
貫
と
い
う
こ
と
に
欠
け
る
こ
と
に
な
っ
叢
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
援
鞘
を
批
判
し
つ
つ
、
補
強
的
で
あ
れ
援
用
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
矛
盾
を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
　
後
述
す
る
．
参
考
を
援
用
と
の
相
違
が
あ
い
ま
い
な
ま
ま
提
示
す
る
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
な
ろ
う
）
。
こ
れ
に
対
し
、
援
用
の
批
判
が
な

く
、
補
強
的
に
援
用
が
な
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
は
地
型
が
こ
の
問
題
に
お
い
て
と
っ
て
い
る
提
示
の
仕
方
な
の
か
、
潜
在
的
既
が
既
に

ひ
き
よ
せ
ら
れ
た
も
の
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
更
に
、
補
強
的
で
あ
れ
援
用
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
と
し
て
、
亀
型
に
入
れ
よ
う
と

す
る
と
、
そ
れ
は
、
「
あ
る
事
実
か
ら
直
接
に
抽
き
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
…
：
ご
と
い
う
A
型
の
猛
掛
に
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
あ
て
．

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
°
　
°

は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
補
強
的
援
用
を
A
型
に
入
れ
る
た
め
に
は
、
「
直
接
に
抽
き
出
す
」
こ
と
の
容
認
と
い
う
こ
と
を

A
型
の
定
義
か
ら
は
ず
す
こ
と
が
必
要
に
な
り
、
こ
れ
を
既
型
に
入
れ
て
、
既
型
の
「
亀
型
へ
ひ
き
よ
せ
ら
れ
た
も
の
」
と
み
る
に

は
、
恥
型
の
定
義
か
ら
援
用
批
判
と
い
う
こ
と
を
落
と
す
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
要
す
る
に
、
A
B
の
定
義
の
ど
ち
ら
に
も
そ
の
ま
ま

で
は
入
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
A
型
・
B
型
が
典
型
的
な
姿
を
と
る
も
の
を
表
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
援
用
批
判
の
メ
ル

ク
マ
ー
ル
と
直
接
に
抽
き
出
す
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
、
責
任
倫
理
問
題
に
と
っ
て
の
重
要
性
を
比
較
す
る
と
、
B
型
か
ら
批
判
の

存
在
を
お
と
す
こ
と
は
適
当
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
自
己
の
評
価
で
あ
る
こ
と
の
明
示
（
「
普
通
」
の
提
示
の
型
）
自
体
は
、
地

型
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
明
示
が
あ
る
こ
と
だ
け
か
ら
既
型
に
入
れ
る
と
い
、
つ
の
は
適
当
で
は
あ
る
お
・
こ
の
種
の
補
強
的

援
用
は
、
A
型
“
峻
別
し
て
い
な
い
型
と
み
れ
ば
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
A
型
の
な
か
に
、
直
接
的
抽
出
型
と
補
強
的
援
用
型

が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
広
中
氏
の
い
う
ん
・
鬼
の
区
別
に
か
ぶ
さ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
補
強
的
援
用
の
問
題
は
以
上
の
こ
と
に
留
ま
ら
な
い
。
広
中
②
は
、
「
自
分
の
と
る
解
釈
論
を
き
め
る
に
あ
た
っ
て
事
実



1
0

認
識
の
結
果
を
役
立
て
る
（
参
考
に
す
る
）
場
合
」
と
「
自
分
の
と
る
解
釈
論
を
他
者
に
む
か
っ
て
提
示
す
る
さ
い
に
事
実
認
識
の
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

果
を
役
立
て
る
（
援
用
す
る
）
こ
と
」
を
区
別
し
て
、
峻
別
論
の
批
判
対
象
を
後
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
補
強
的
で
あ
れ

援
用
は
、
峻
別
論
の
批
判
の
対
象
と
な
る
（
た
だ
し
そ
れ
は
た
だ
ち
に
型
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
）
。
し
か
し
、
参
考
と
援
用
は
、

提
示
さ
れ
た
解
釈
論
に
即
し
て
、
明
確
に
わ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
「
参
考
」
と
さ
れ
る
場
合
（
正
確
に
い
え
ば
、
参
考
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
事
実
認
識
が
提
示
さ
れ
る
場
合
）
に
も
、
様
々
な
レ
ベ

ル
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
亀
・
恥
の
い
つ
れ
に
せ
よ
、
解
釈
論
に
お
け
る
価
値
判
断
部
分
の
内
容
は
、
自
ら
の
価
値
基
準
と
そ
れ
に

て
ら
し
て
の
利
益
衡
量
か
ら
な
る
。
個
々
的
利
益
衡
量
を
通
し
て
価
値
基
準
が
修
正
さ
れ
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
あ
り
う
る
こ
と
は
勿

論
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
論
に
お
い
て
、
基
本
的
に
は
、
価
値
基
準
が
利
益
衡
量
を
規
定
す
る
。
事
実
認
識
が
参
考
に
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
は
こ
の
両
方
の
段
階
で
の
判
断
形
成
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
が
（
と
く
に
歴
史
〔
沿
革
で
は
な
い
〕
研
究
が
第
一
段
階
で

働
く
こ
と
が
重
要
）
、
個
々
の
解
釈
論
に
お
い
て
、
援
用
と
の
関
係
如
何
が
問
題
と
な
る
の
は
、
主
と
し
て
利
益
衡
量
段
階
に
お
い
て

で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
、
そ
こ
に
お
い
て
も
「
参
考
」
の
意
味
は
次
の
よ
う
に
わ
け
ら
れ
よ
う
。
④
現
状
の
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
は
利

益
衡
量
の
直
接
的
要
因
で
あ
る
。
広
中
②
二
二
頁
の
例
で
あ
る
・
金
融
梗
塞
の
招
来
の
有
無
が
、
一
定
の
価
値
基
準
の
下
で
の
、
利
益

衡
量
の
一
要
因
に
な
る
場
合
に
は
こ
の
種
類
に
入
る
。
◎
利
益
衡
量
の
間
接
的
要
因
と
な
る
事
実
認
識
で
あ
る
。
例
え
ば
、
法
的
安
定

性
と
い
う
価
値
視
点
か
ら
、
判
例
認
識
や
慣
習
の
認
識
を
衡
量
の
参
考
に
す
る
場
合
が
そ
れ
で
あ
り
、
ま
た
、
一
定
の
法
治
国
家
像
を

一
ウ
の
価
値
と
し
て
、
立
法
者
意
思
を
衡
量
の
要
因
と
す
る
立
場
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
⑧
外
国
法
研
究
の
な
か
か
ら
知
る
に
至
っ

た
規
準
の
例
を
参
考
に
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
直
接
に
せ
よ
間
接
に
せ
よ
利
益
衡
量
要
因
で
は
な
く
（
国
際
私
法
で
は
要
因

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
）
、
自
ら
の
利
益
衡
量
を
規
準
に
構
成
す
る
う
え
で
の
参
考
で
あ
っ
た
り
、
利
益
衡
量
が
既
に
実
現
さ
れ
て
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い
る
、
又
、
そ
れ
で
不
都
合
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
。
歴
史
研
究
・
立
法
者
意
思
も
、
そ
こ
に
自
ら

の
価
値
判
断
の
実
現
の
例
を
み
て
、
あ
ら
た
め
て
自
ら
の
価
値
判
断
を
確
認
す
る
と
い
う
意
味
で
参
考
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ

ら
の
ど
の
段
階
で
も
、
「
参
考
」
に
し
た
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
（
提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
い
た
の
か
わ
か

ら
な
い
）
は
、
同
時
に
事
実
上
解
釈
論
を
補
強
す
る
機
能
も
果
た
す
。
参
考
と
援
用
は
、
定
義
上
は
、
価
値
判
断
形
成
過
程
で
働
く
も

の
と
、
そ
の
外
に
存
在
す
る
も
の
と
区
別
さ
れ
う
る
が
、
実
際
上
の
機
能
で
は
、
参
考
と
し
て
明
示
さ
れ
た
と
し
て
も
、
相
違
は
紙
一

重
と
な
る
。
法
解
釈
論
に
お
い
て
、
④
◎
⑳
の
形
で
の
認
識
の
提
示
は
い
わ
ば
不
可
避
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
が
、
広
中
②
三
〇
頁
で

い
う
既
型
の
貫
徹
困
難
と
い
う
こ
と
が
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
は
読
め
な
い
（
そ
こ
で
は
、
法
解
釈
論
の
も
つ
権
力
統
制
の
た

め
の
説
得
作
業
と
い
う
性
格
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）
。
参
考
と
援
用
を
峻
別
し
て
、
参
考
で
あ
れ
ば
恥
型
が
貫
徹
し
て
い

る
と
い
う
の
な
ら
、
そ
の
解
釈
主
体
に
と
っ
て
は
と
も
か
く
、
他
者
に
と
っ
て
は
、
そ
こ
で
既
型
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
の
か
、
補
強
的

援
用
に
よ
っ
て
、
壷
に
ひ
き
ょ
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
の
判
断
は
困
難
で
あ
矩
・
と
は
い
え
・
両
者
に
は
提
示
の
仕
方
で
の
方
法
上

の
相
違
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
ま
た
、
事
実
認
識
を
参
考
に
し
た
も
の
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
は
、
あ
る
議
論
の
論
点
の
明
確

化
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
認
識
・
評
価
峻
別
論
に
立
つ
場
合
に
は
、
援
用
と
参
考
の
基
本
的
な
相
違

を
自
覚
し
、
か
つ
、
自
ら
の
峻
別
論
を
明
確
に
の
べ
る
（
そ
れ
に
よ
っ
て
参
考
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
る
）
と
い
う
こ
と
し
か
問
題

の
解
決
策
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
三
　
＠
亀
型
の
、
即
ち
「
当
面
の
問
題
に
つ
い
て
…
…
説
得
的
効
果
の
点
か
ら
有
用
な
の
で
、
自
覚
的
に
事
実
認
識
を
実
践
的
評
価

に
結
び
つ
け
る
」
一
つ
の
例
と
し
て
、
広
中
①
は
、
「
”
歴
史
の
方
向
に
合
致
す
る
事
実
”
を
自
己
の
実
践
的
評
価
の
補
強
…
…
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

に
援
用
す
る
と
い
う
態
度
」
を
あ
げ
る
。
し
か
し
、
広
中
①
が
こ
の
例
で
念
頭
に
お
い
て
い
る
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
立
つ
論
者
に
と
っ
て



1
2

は
、
自
己
理
解
と
し
て
は
、
事
実
の
な
か
に
あ
る
規
範
の
認
識
が
同
時
に
自
ら
の
実
践
的
主
張
で
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
た
だ
説
得

効
果
を
あ
げ
る
う
え
に
蕪
」
だ
か
ら
援
用
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
広
中
氏
の
窒
の
定
義
は
、
事
実
認
識
と
は
別
に

自
己
の
奉
ず
る
価
値
が
あ
っ
て
、
こ
の
価
値
に
即
し
て
、
実
践
的
主
張
に
お
い
て
、
「
説
得
効
果
を
あ
げ
る
た
め
に
」
認
識
を
援
用
す
る
、

と
い
う
よ
う
に
読
寒
・
勿
論
そ
の
よ
う
な
立
場
が
あ
り
得
、
そ
れ
を
舞
と
す
る
こ
と
は
有
用
で
あ
る
。
し
か
し
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム

に
属
す
る
主
張
の
中
に
、
鋤
型
の
問
題
点
を
含
む
も
の
が
あ
る
と
す
る
の
な
ら
、
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
践
的
主
張
の
提

示
の
型
の
構
成
は
、
提
示
者
の
自
己
理
解
に
即
す
る
の
で
な
く
、
提
示
の
客
観
的
意
味
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
の
べ
ら
れ
、

更
に
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
属
す
る
主
張
に
お
い
て
も
、
そ
の
自
己
理
解
と
は
異
っ
て
、
実
際
上
は
、
そ
こ
で
の
事
実
の
援
用
が
自
己
の

価
値
判
断
の
説
得
効
果
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
実
際
に
認
識
か
ら
価
値
判
断
を
直
接
に
抽
出
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
×
1
5
）

主
体
の
選
択
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
に
言
及
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

　
　
註

（
1
）
　
広
中
②
二
七
頁
以
下
。

（
2
）
　
方
法
的
に
自
覚
的
に
立
法
者
意
思
説
を
と
る
石
田
穣
説
に
つ
い
て
こ
こ
で
ふ
れ
て
お
こ
う
。
石
田
氏
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
の
価
値
判
断
の

　
　
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
、
実
質
的
価
値
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
法
解
釈
の
形
式
的
方
法
の
樹
立
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
意
図
さ
れ

　
　
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
本
稿
の
検
討
の
対
象
た
る
峻
別
論
議
の
前
提
た
る
法
解
釈
学
の
実
践
性
・
実
質
的
価
値
判
断
は
、
自
覚
的
に
拒
否
さ
れ

　
　
て
い
る
（
石
田
『
法
解
釈
学
の
方
法
』
〔
一
九
七
六
〕
一
五
頁
以
下
）
。
法
規
の
「
間
接
的
拘
束
」
の
う
ち
の
「
裁
量
的
条
理
」
の
適
用
に
お
い

　
　
て
、
「
解
釈
者
の
価
値
判
断
が
原
則
と
し
て
介
入
」
す
る
と
さ
れ
て
い
て
も
（
四
六
頁
以
下
）
、
こ
の
「
価
値
判
断
」
は
、
立
法
者
意
思
．
法
律
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の
趣
旨
と
の
関
係
で
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
こ
で
は
、
「
裁
量
」
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
主
体
的
選
択
の
責
任
倫
理
と
結
び

　
　
つ
き
う
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
立
法
者
意
思
論
が
支
持
を
広
げ
た
場
合
に
は
、
新
た
な
形
で
、
馬
・
恥
の
問
題
が
生
じ
な
い
か
の
検

　
　
討
が
必
要
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
目
下
の
処
、
こ
の
方
法
に
よ
る
認
識
の
提
示
が
鋤
型
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
本

　
　
稿
の
検
討
か
ら
は
ず
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
3
）
　
た
し
か
に
、
広
中
氏
の
類
型
構
成
に
お
い
て
は
、
補
強
的
援
用
が
あ
れ
ば
、
A
と
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
「
補
強
…
…
の
た
め
の
援
用
」
（
広

　
　
中
①
一
五
三
頁
）
と
い
う
表
現
か
ら
窺
え
る
。
し
か
し
、
他
方
、
そ
こ
で
の
補
強
と
い
う
意
味
は
、
基
本
的
に
自
己
の
奉
ず
る
価
値
が
歴
史
の

　
　
方
向
の
中
に
存
在
す
る
と
い
う
立
場
の
論
者
が
、
従
っ
て
、
既
に
峻
別
を
自
覚
的
に
（
認
識
論
的
に
）
拒
否
す
る
論
者
が
、
そ
の
実
践
的
主
張

　
　
を
更
に
説
得
力
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
援
用
す
る
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
に
も
読
め
る
（
と
く
に
、
一
五
一
頁
の
例
と
あ
わ
せ
読
む
と
）
。
従
っ

　
　
て
、
「
普
通
」
型
＋
補
強
的
援
用
に
つ
い
て
、
亀
型
で
あ
る
と
す
る
こ
と
、
及
び
そ
の
た
め
の
亀
型
の
再
構
成
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
尚

　
　
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
。

（
4
）
　
地
型
は
、
必
ず
し
も
積
極
的
に
援
用
が
構
わ
な
い
と
言
明
す
る
必
要
は
な
い
し
、
ま
た
、
そ
の
地
論
者
に
と
っ
て
、
「
当
面
の
問
題
…
…
」

　
　
と
判
断
さ
る
べ
き
問
題
が
尚
現
わ
れ
な
く
て
、
こ
れ
ま
で
は
、
「
普
通
」
の
型
で
の
提
示
だ
け
を
行
っ
て
き
て
い
る
、
と
い
う
場
合
も
考
え
ら

　
　
れ
る
。

（
5
）
　
広
中
②
三
〇
頁
。

（
6
）
　
広
中
②
二
八
頁
。

（
7
）
　
例
え
ば
、
広
中
氏
は
、
所
有
権
移
転
時
期
に
つ
い
て
の
鈴
木
説
（
漸
次
的
移
転
説
）
に
対
し
て
、
「
…
…
認
識
か
ら
た
だ
ち
に
、
…
…
法
解

　
　
釈
学
上
の
提
言
を
引
き
出
す
こ
と
は
、
問
題
で
あ
る
」
と
す
る
（
広
中
『
物
権
法
』
〔
一
九
七
九
〕
六
五
頁
）
。
鈴
木
説
は
、
所
有
権
移
転
時
期

　
　
の
画
定
に
つ
い
て
、
「
実
益
が
あ
る
か
ど
う
か
」
の
検
討
を
行
い
、
ま
た
、
「
理
論
的
に
は
不
可
能
」
と
し
て
い
る
（
『
物
権
法
講
義
〔
二
訂
版
〕
』
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〔
一
九
七
九
〕
七
八
頁
以
下
、
こ
こ
で
の
「
理
論
的
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
不
明
確
で
あ
る
が
）
。
た
し
か
に
、
鈴
木
説
が
、
「
事
態
を
率
直

　
　
に
み
る
な
ら
ば
、
…
…
と
す
べ
き
で
あ
る
」
と
結
論
を
の
べ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
、
事
実
の
援
用
、
そ
れ
も
、
「
な
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
」
型

　
　
に
近
い
そ
れ
が
あ
る
。
し
か
し
、
所
有
権
移
転
時
期
を
あ
る
一
点
で
画
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
解
釈
論
（
規
準
の
具
体
的
内
容
と
い
う
よ
り
は
、

　
　
論
理
構
成
と
い
う
性
格
を
も
つ
が
…
…
）
の
提
示
を
全
体
と
し
て
み
た
場
合
、
実
質
的
根
拠
（
こ
こ
で
は
実
益
論
）
及
び
概
念
．
論
理
構
成
に

　
　
つ
い
て
の
考
え
方
が
、
事
実
認
織
と
並
ん
で
、
規
定
的
で
あ
り
、
「
た
だ
ち
に
…
…
」
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
8
）
　
た
し
か
に
、
自
己
の
価
値
判
断
明
示
型
と
必
ず
し
も
明
示
し
な
い
型
に
わ
け
る
（
そ
う
す
る
と
、
補
強
的
援
用
は
、
既
と
同
じ
く
、
明
示
型

　
　
に
な
る
）
と
い
う
枠
組
み
も
あ
り
え
よ
う
が
、
そ
れ
だ
と
、
価
値
相
対
主
義
か
否
か
（
主
観
説
・
客
観
説
）
と
い
う
区
別
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な

　
　
く
な
り
、
峻
別
論
々
議
の
法
解
釈
学
方
法
論
に
と
っ
て
の
意
義
は
大
幅
に
低
下
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
9
）
広
中
②
三
〇
頁
。

（
1
0
）
　
例
え
ば
、
広
中
②
に
お
い
て
、
施
型
に
よ
る
援
用
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
公
務
員
の
争
議
権
に
つ
い
て
の
制
限
的
解
釈
で
考
え
て
み
て
も

　
　
（
竪
ガ
襲
姻
謹
匙
頴
臓
監
蕊
髄
儲
鴨
轟
駁
骸
課
禁
駕
齪
崩
乱
、
）
、
そ
の
論
者
は
、
問
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
参
考
と
し
て
提
示
し
た

　
　
と
答
え
る
か
も
し
れ
な
い
（
次
述
＠
の
問
題
は
別
に
し
て
）
。
第
四
七
回
労
働
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
官
公
労
働
者
と
ス
ト
ラ
イ
キ
権
」
に

　
　
お
け
る
中
山
和
久
氏
の
総
論
的
報
告
「
ス
ト
ラ
イ
キ
権
の
特
質
と
問
題
点
」
（
日
本
労
働
法
学
会
会
誌
四
四
号
〔
一
九
七
四
〕
）
を
み
て
み
て
も
、

　
　
そ
こ
で
「
比
較
法
的
検
討
」
に
大
き
な
意
義
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
直
接
に
は
、
「
日
本
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
権
論
の
特
殊
性
と
普

　
　
遍
性
と
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
」
（
八
頁
）
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、
結
論
は
、
市
民
的
自
由
・
生
存
権
の
「
二
重
構
造
」
で
根
拠
付
け
ら
れ
て

　
　
い
る
（
一
六
頁
以
下
）
。
運
動
と
の
距
離
が
近
い
労
働
法
学
の
性
格
か
ら
い
っ
て
、
こ
こ
で
の
比
較
法
的
検
討
に
は
、
援
用
の
意
図
が
あ
る
の

　
　
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
参
考
か
援
用
か
の
判
定
の
き
め
手
は
な
く
、
論
者
が
、
参
考
で
あ
る
と
答
え
る
可
能
性
は
あ
る
。

（
1
1
）
　
広
中
①
一
五
三
頁
。
な
お
、
こ
こ
で
の
「
補
強
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
註
（
3
）
参
照
。



枷仲学

鰍酷幟醐
価評

　

識認

（
1
2
）
　
広
中
①
一
五
二
頁
。

（
1
3
）
樋
口
①
が
、
亀
型
を
峻
別
論
の
中
に
入
れ
て
い
る
（
前
章
註
（
9
）
参
照
）
の
は
、
広
中
氏
の
こ
の
定
義
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
っ

　
　
と
も
、
樋
口
氏
の
よ
う
に
理
解
し
た
と
し
て
も
、
自
覚
的
に
直
結
す
る
論
者
を
、
峻
別
論
と
い
う
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
1
4
）
　
広
中
①
一
五
三
頁
以
下
の
世
良
説
の
引
用
に
つ
づ
く
叙
述
は
こ
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

（
1
5
）
　
例
え
ば
、
近
時
接
す
る
機
会
の
あ
っ
た
、
山
下
末
人
「
ラ
レ
ン
ツ
ー
ー
へ
ー
ゲ
ル
の
私
法
上
の
帰
責
論
（
N
霞
9
ぎ
⊆
口
o
q
°
。
竃
ξ
①
）
か
ら
の
」
法

　
　
と
政
治
三
五
巻
二
号
〔
一
九
八
四
〕
一
二
五
頁
以
下
は
、
「
法
解
釈
学
的
個
別
判
断
は
、
個
別
社
会
関
係
を
と
ら
え
、
そ
れ
を
全
社
会
関
係
に

　
　
組
入
れ
る
と
同
時
に
、
全
社
会
関
係
の
一
環
と
し
て
整
序
す
る
と
い
う
機
能
を
本
来
的
に
も
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
現
実
の
複
雑
な
動
的

　
　
社
会
関
係
の
（
実
践
的
）
認
識
で
あ
る
」
と
い
う
。
私
法
解
釈
学
が
、
「
碧
毒
a
§
°
q
ω
。
『
一
①
三
一
。
嵩
な
方
向
に
終
始
し
」
、
法
的
判
断
の
社
会
構

　
　
造
か
ら
の
被
規
定
性
の
分
析
を
「
必
ず
し
も
自
覚
的
に
行
っ
て
い
な
い
」
（
＝
一
四
頁
）
と
い
う
山
下
氏
の
問
題
意
識
も
こ
の
基
本
的
認
識
と

　
　
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
様
々
な
胃
蓄
昌
曾
・
暢
9
。
呂
費
【
な
行
為
の
間
に
存
在
す
る
内
容
上
の
相
違
は
、
法
解
釈
の
前
提
と
さ
れ
た
認

　
　
識
の
相
違
に
還
元
さ
れ
う
る
場
合
も
多
い
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
、
評
価
の
相
違
に
よ
る
場
合
も
多
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
現
実
は
、
マ
ル
キ

　
　
シ
ズ
ム
内
部
の
対
立
（
そ
こ
で
は
、
相
手
を
マ
ル
ク
ス
か
ら
離
れ
た
も
の
と
批
判
す
る
形
が
多
い
せ
よ
）
が
常
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

　
　
が
示
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
念
の
た
め
に
い
え
ば
、
以
上
の
こ
と
は
、
認
識
及
び
評
価
の
「
社
会
構
造
に
よ
る
被
規
定
性
」
と

　
　
い
う
こ
と
が
、
解
釈
学
説
の
分
析
（
客
観
的
適
合
性
判
断
）
に
と
っ
て
の
有
用
な
道
具
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も

　
　
の
で
は
な
い
。

1
5
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三
　
既
型
の
「
困
難
」
さ
に
つ
い
て

第
二
の
問
題
は
、
法
解
釈
論
と
し
て
の
既
の
困
難
さ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
二
つ
の
点
か
ら
な
る
。
第
一
は
、
広
中
②

の
い
う
「
困
難
」
と
い
う
こ
と
の
検
討
、
第
二
は
、
既
型
の
困
難
さ
は
別
の
処
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
点

か
ら
の
べ
る
。

　
一
　
広
中
②
に
お
い
て
は
、
既
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
跣
は
、
「
解
釈
論
が
か
か
わ
っ
て
く
る
か
ぎ
り
、
そ
の
峻
別
論
の
立
場
を
簡
単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
し

に
は
貫
徹
し
え
ず
、
…
…
地
の
ほ
う
へ
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
く
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
解
釈
論
の
も
つ
実

践
的
説
得
と
い
う
性
格
が
考
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
上
述
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
上
記
引
用
文
に
つ
づ
い
て
、
樋
口
①
一
四

頁
の
次
の
叙
述
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
い
え
る
。
樋
口
①
は
、
既
型
は
、
「
解
釈
学
説
が
『
科
学
的
』
『
客
観
的
』
で
は
な
く

て
『
主
観
的
』
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う
自
分
の
素
性
を
、
い
わ
ば
種
明
し
す
る
こ
と
で
す
か
ら
、
解
釈
主
張
の
う
え
で
は
、

大
い
に
説
得
力
を
失
う
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
べ
る
。
広
中
②
に
よ
っ
て
同
旨
の
も
の
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

樋
口
①
の
個
所
で
は
あ
る
が
、
二
つ
の
点
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
即
ち
、
第
一
に
、
広
中
②
が
、
「
事
実
問
題
と
し
て
は
」
と
す
る

こ
と
に
意
味
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
第
二
に
、
評
価
の
提
示
に
お
け
る
「
援
用
」
の
意
味
の
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
前
者
に
つ
い
て
は
、
広
中
②
が
み
て
い
る
跣
型
の
困
難
の
内
容
は
、
た
し
か
に
、
樋
口
①
の
い
う
自
己
の
解
釈
論
の
説
得
力
の
減

少
に
あ
る
。
し
か
し
、
広
中
①
で
は
、
峻
別
論
の
検
討
さ
る
べ
き
附
随
的
効
果
は
、
他
者
の
主
張
の
説
得
力
の
減
殺
で
あ
っ
て
、
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
主
張
の
説
得
力
の
低
下
は
、
峻
別
論
問
題
に
と
っ
て
は
、
「
き
わ
め
て
小
さ
い
問
題
に
す
ぎ
な
い
」
と
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
解
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釈
論
の
展
開
に
と
っ
て
は
、
一
般
的
に
い
っ
て
自
己
の
主
張
の
説
得
力
の
低
下
に
導
く
峻
別
は
、
「
事
実
問
題
と
し
て
」
貫
徹
に
困
難

が
伴
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
の
点
に
つ
い
て
。
樋
口
論
文
の
前
記
引
用
文
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
解
釈
論
の
例
は
、
立
憲
主
義
原
理
が
「
勝
者
の
正
義
」

で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
し
つ
つ
、
解
釈
論
と
し
て
、
日
本
国
憲
法
が
「
普
遍
的
正
義
」
・
個
人
の
尊
厳
を
化
体
し
て
い
る
と
主
張
す

　
　
　
　
　
（
4
）

る
も
の
で
あ
る
。
樋
口
論
文
に
お
い
て
は
、
一
方
で
、
日
本
国
憲
法
を
「
勝
者
の
正
義
」
で
あ
る
と
す
る
認
識
を
提
示
す
る
だ
け
で
あ

る
認
識
行
為
に
つ
い
て
の
「
単
純
峻
別
論
」
と
、
実
践
と
認
識
の
峻
別
を
と
く
だ
け
の
評
価
行
為
に
つ
い
て
の
「
単
純
峻
別
論
」
へ
の

批
判
、
他
方
で
、
そ
の
よ
う
な
認
識
を
評
価
に
直
結
す
る
・
憲
法
タ
ブ
ー
論
の
形
を
と
っ
た
・
改
憲
論
（
ん
型
か
亀
型
か
は
は
っ
き
り

し
な
い
が
）
批
判
が
あ
る
。
樋
口
①
で
は
前
者
の
批
判
、
②
で
は
後
者
の
批
判
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
批
判
の
展
開
は
、

広
中
論
文
で
の
「
峻
別
論
」
の
問
題
提
起
と
共
通
性
を
も
つ
。
し
か
し
、
樋
口
①
が
恥
型
（
「
批
判
的
峻
別
論
」
）
の
困
難
さ
を
い
う
と

き
、
そ
こ
で
は
、
お
よ
そ
事
実
認
識
の
援
用
の
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
事
実
認
識
（
「
勝
者
の
正
義
」
）
と
は
異
っ
た
内
容
の
主
張

（
「＆
ﾕ
的
正
義
」
）
を
、
異
な
る
こ
と
を
示
し
つ
つ
、
行
う
こ
と
の
説
得
力
の
低
下
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
広
中
論
文

で
の
峻
別
論
の
問
題
を
そ
の
一
部
と
し
つ
つ
、
よ
り
広
く
法
解
釈
論
の
特
質
に
ふ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
事
実
の
援
用
と
い

う
よ
り
、
事
実
で
な
い
も
の
を
認
識
で
あ
る
か
の
よ
う
に
提
示
す
る
こ
と
、
樋
口
①
の
例
で
い
え
ば
、
「
個
人
の
尊
厳
を
化
体
し
た
日

本
国
憲
法
」
と
い
う
言
い
方
、
ま
た
一
般
に
は
、
「
～
が
条
文
の
意
味
で
あ
る
」
と
い
う
解
釈
論
の
提
示
の
仕
方
が
あ
る
。
こ
の
提
言

形
式
が
広
中
論
文
の
峻
別
論
義
と
の
関
連
で
ど
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
か
が
問
題
と
義
・
事
実
認
識
の
形
で
の
実
践
的
評
価
の
提
示
が

問
題
を
含
み
う
る
以
上
、
事
実
で
な
い
も
の
を
認
識
命
題
に
よ
っ
て
提
示
す
る
こ
と
が
問
題
を
含
み
う
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
も
い

え
よ
う
が
、
し
か
し
、
樋
口
論
文
の
提
起
す
る
も
の
は
、
条
文
の
意
味
の
歴
史
的
認
識
と
異
っ
た
評
価
を
条
文
の
意
味
と
し
て
提
示
す
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る
と
い
う
法
解
釈
論
に
独
特
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
の
法
解
釈
論
に
お
け
る
「
認
識
で
あ
る
か
の
よ
う
な
提
示
」
と
な
り

う
る
も
の
に
は
、
三
つ
の
種
類
が
考
え
ら
れ
る
。
④
一
定
の
規
準
を
あ
る
条
文
の
或
い
は
複
数
の
条
文
か
ら
抽
出
さ
れ
た
意
味
で
あ
る

と
し
て
示
す
こ
と
。
こ
れ
は
提
言
内
容
そ
の
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
元
本
充
当
後
の
超
過
利
息
の
返
還
請
求
の
許
容
を
利
息
制
限
法

一
条
の
意
味
で
あ
る
と
す
る
こ
と
、
民
法
六
一
二
条
の
解
釈
と
し
て
、
一
定
の
賃
貸
借
関
係
に
つ
い
て
背
信
的
行
為
の
無
い
場
ム
ロ
に
は

解
除
を
認
め
な
い
と
い
う
主
張
を
行
う
こ
と
、
更
に
は
、
民
法
七
〇
八
条
の
権
利
侵
害
を
違
法
な
侵
害
と
解
釈
す
る
こ
と
や
、
過
失
概

念
の
操
作
も
提
言
内
容
に
よ
っ
て
は
こ
こ
に
入
る
。
◎
そ
れ
ら
規
準
の
解
釈
を
根
拠
付
け
る
価
値
基
準
を
実
定
法
内
在
的
な
も
の
で
あ

る
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
。
例
え
ば
、
「
個
人
の
尊
厳
を
化
体
し
た
日
本
国
憲
法
」
、
ま
た
、
私
的
所
有
．
契
約
自
由
．
人
格
の
保
護
等

の
原
理
も
、
内
容
に
よ
っ
て
は
、
民
法
典
の
意
味
の
歴
史
認
識
と
は
異
る
場
合
が
あ
ろ
う
。
⑳
規
準
命
題
相
互
の
関
係
の
説
明
の
た
め

の
概
念
構
成
及
び
論
理
構
成
。
例
え
ば
、
法
律
行
為
の
取
消
の
効
果
の
説
明
・
そ
れ
と
民
法
一
七
七
条
の
関
係
の
説
明
、
解
除
の
構
成

と
損
害
賠
償
の
性
質
・
範
囲
の
関
係
付
け
な
ど
。
こ
れ
ら
④
◎
⑳
は
そ
れ
ぞ
れ
、
歴
史
認
識
と
の
相
違
と
い
う
こ
と
と
意
味
と
し
て
の

提
示
と
い
う
こ
と
の
両
方
の
問
題
を
も
ち
・
γ
を
。
峻
別
論
と
の
関
係
で
援
用
と
共
通
な
問
題
と
な
る
の
は
、
「
意
味
と
し
て
の
提
示
」

で
あ
り
、
樋
口
論
文
が
、
そ
れ
を
峻
別
論
問
題
と
し
て
論
じ
て
い
る
の
も
そ
の
故
で
あ
る
。

　
前
記
三
形
式
の
う
ち
、
⑧
は
、
た
し
か
に
説
得
力
を
増
す
も
の
1
論
理
構
成
が
ス
ム
ー
ス
に
い
く
か
に
関
し
て
、
ま
た
、
概
念
が

受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
ー
で
も
あ
る
が
、
現
在
の
法
律
学
で
は
、
そ
の
中
心
的
意
義
は
、
論
理
的
無
矛
盾
性

と
い
う
法
解
釈
で
あ
り
う
る
こ
と
の
条
件
の
存
在
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
重
要
な
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、

峻
別
論
議
の
点
か
ら
み
た
場
合
、
法
的
構
成
に
お
い
て
、
”
～
さ
る
べ
き
”
が
表
面
に
出
て
い
な
く
て
も
、
そ
れ
ら
構
成
は
、
提
言
内

容
及
び
実
質
的
根
拠
に
対
応
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
⑳
に
お
け
る
提
言
の
根
拠
付
け
形
式
を
実
践
命
題
化
す
る
こ
と
を
、
独
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立
に
、
樋
口
論
文
の
い
う
説
得
力
問
題
と
も
、
ま
た
広
中
②
の
い
う
「
困
難
」
と
も
考
え
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
前
記
④
◎
に
お
い
て
、
解
釈
者
の
実
践
的
評
価
が
、
法
源
の
「
意
味
で
あ
る
」
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
は
、
規
準
の
存
在
と
い
う
こ

と
が
、
法
解
釈
論
の
共
通
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
か
ら
霧
を
・
そ
し
て
・
「
意
味
で
あ
る
」
と
い
う
形
で
論
ず
る
こ
と
自
体
は
解
釈

論
で
あ
る
こ
と
の
共
通
の
約
束
事
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
、
「
～
が
意
味
で
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
臣
か
分
価
値
特

断
の
型
を
明
示
す
る
か
否
か
が
「
説
得
力
」
の
問
題
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
た
し
か
に
、
規
準
の
存
在
の
了
解
を
利
用
し
な
が
ら
、
規
準
の
意
味
が
既
存
で
は
な
く
て
解
釈
主
体
が
選
択
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
明
示
す
る
こ
と
は
、
法
律
家
で
な
い
者
に
と
っ
て
の
説
得
力
に
お
い
て
相
違
が
あ
り
う
る
。
他
方
、
法
律
家
（
と
く
に
裁
判
官
）

が
名
宛
人
で
あ
る
場
合
、
現
在
で
は
、
選
択
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
し
な
い
が
、
説
得
力
の
点
で
「
困
難
」
に
通
じ
る
よ
う
な
相
違

が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
樋
口
論
文
の
い
う
説
得
力
は
前
者
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
？
憲
法
解
釈
論
が
運
動
と
の
結
び
つ
き
が
強

い
と
は
い
え
る
と
し
て
も
、
民
法
で
も
例
え
ば
、
「
住
民
に
は
環
境
権
が
あ
る
」
と
い
う
議
論
の
仕
方
に
な
る
と
同
じ
問
題
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
法
を
め
ぐ
っ
て
の
専
門
．
非
専
門
の
分
化
の
一
つ
の
現
わ
れ
と
い
え
よ
う
が
、
樋
口
論
文
の
い
う
説
得
力
が
こ
の
こ
と

で
あ
る
と
し
て
も
、
樋
口
論
文
が
恥
型
を
選
択
し
て
い
る
と
お
り
、
そ
し
て
ま
た
、
広
中
①
が
「
小
さ
な
問
題
で
あ
る
」
と
し
て
い
る

と
お
り
、
既
型
選
択
に
と
っ
て
の
問
題
点
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
恥
が
価
値
を
お
く
責
任
倫
理
と
い
う
こ
と
は
、
法
律
家
で
な
い
者

に
対
す
る
発
言
に
お
い
て
よ
り
問
わ
れ
る
と
も
い
え
よ
う
。

　
二
　
次
に
、
既
の
困
難
が
別
の
処
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
。
広
中
①
は
、
認
識
行
為
に
つ
い
て
の
実
践
的
提

言
と
し
て
の
峻
別
論
を
論
じ
る
な
か
で
、
樋
口
論
文
の
い
う
批
判
的
峻
別
論
に
あ
た
る
型
に
つ
い
て
、
樋
口
論
文
の
い
う
自
覚
的
結
合

論
か
ら
は
「
”
玉
砕
主
義
”
と
評
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
結
果
」
と
な
る
可
能
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
「
認
識
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と
対
等
の
価
値
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
実
践
的
目
的
の
達
成
で
は
な
く
、
そ
れ
に
向
け
て
の
実
践
行
動
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
み
る

べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
菱
・
こ
の
問
題
性
が
、
本
稿
の
対
象
で
あ
る
評
価
に
関
す
る
峻
別
論
で
あ
る
塞
に
つ
い
て
、
そ
の
ま
ま

で
は
な
い
に
せ
よ
、
あ
て
は
ま
る
場
合
が
な
い
か
が
検
討
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
と
の
べ
た
の
は
次
の
理

由
に
よ
る
。
即
ち
、
認
識
レ
ベ
ル
の
批
判
的
峻
別
論
に
お
い
て
は
、
認
識
と
実
践
に
対
等
の
価
値
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
認
識
を
し

な
い
と
い
う
選
択
肢
が
な
い
た
め
、
認
識
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
玉
砕
」
に
至
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
こ
れ
に
対
し
、
実
践
的
評
価

に
つ
い
て
の
跣
型
に
お
い
て
は
、
実
践
（
解
釈
論
）
を
行
う
に
際
し
て
、
実
質
的
価
値
と
峻
別
に
よ
る
責
任
倫
理
の
自
覚
の
明
示
に
同

価
値
が
お
か
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
な
お
、
実
質
的
価
値
の
観
点
か
ら
実
践
（
解
釈
論
）
を
行
な
わ
な
い
（
或
い
は
、
他
の
種
類
の
実

践
や
亡
命
を
行
う
）
と
い
う
実
践
的
選
択
が
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
質
的
価
値
の
追
求
と
責
任
倫
理
と
い
う
こ
と
自

体
の
価
値
の
主
張
が
両
立
し
え
な
い
場
合
、
例
え
ば
次
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
で
既
型
の
貫
徹
を
考
え
て
み
よ
う
。
④
事
実
の
援
用
或
い
は

条
文
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
型
の
解
釈
論
が
実
質
的
価
値
の
観
点
か
ら
尚
有
用
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
自
ら
の
価
値
判
断

で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
そ
れ
以
上
の
実
践
（
解
釈
論
及
び
そ
の
他
の
種
類
の
）
を
不
可
能
に
す
る
蓋
然
性
が
あ
る
場
合
（
例
え
ば
、
逮

捕
・
処
刑
が
予
想
さ
れ
る
場
合
）
、
⑤
同
様
の
状
況
下
で
、
内
容
的
に
支
持
し
え
な
い
主
張
が
馬
．
地
型
に
お
い
て
存
在
し
、
そ
の
方

法
的
批
判
だ
け
で
な
く
内
容
的
批
判
を
行
う
こ
と
が
自
ら
の
他
の
実
践
を
も
不
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
場
合
で
あ
る
。
⑤
の
場
合
、
批

判
を
行
な
わ
な
い
と
い
う
選
択
は
既
に
は
本
来
的
に
は
な
い
。
即
ち
、
跣
に
お
い
て
は
、
自
己
の
責
任
倫
理
の
一
貫
が
重
要
で
あ
る
だ

け
で
な
く
、
他
者
に
も
責
任
倫
理
の
自
覚
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
が
峻
別
の
提
言
の
出
発
点
で
あ
る
。
こ
の
責
任
倫
理
を
要
請
す
る
と

い
う
こ
と
が
、
実
質
的
価
値
の
追
求
と
同
列
に
お
か
れ
る
場
合
に
は
、
馬
・
地
型
の
存
在
を
批
判
し
な
い
と
い
う
選
択
は
な
い
こ
と
に

鶴
を
。
そ
し
て
、
既
型
で
は
、
方
法
的
批
判
に
は
必
ず
内
容
的
批
判
が
伴
う
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
玉
砕
」
に
つ
な
が
ろ
う
。
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④
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
ω
既
の
貫
徹
を
求
め
る
こ
と
は
、
解
釈
論
を
放
棄
す
る
こ
と
が
早
め
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
難
点
と

し
て
考
え
ら
れ
、
他
方
＠
跣
の
立
場
の
例
外
的
放
棄
を
認
め
、
鋤
型
に
よ
る
解
釈
論
を
行
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
は
、
恥
型
か

ら
亀
型
へ
の
移
行
が
早
め
に
な
る
（
場
合
に
よ
っ
て
は
、
G
り
に
お
け
る
解
釈
論
の
放
棄
よ
り
も
早
く
な
る
）
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
の
よ
う
な
④
ケ
ー
ス
に
お
け
る
跣
型
の
困
難
に
つ
い
て
は
、
責
任
倫
理
と
い
う
価
値
か
ら
は
、
解
釈
論
を
行
う
こ
と
を
放
棄
せ
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
て
も
、
他
の
実
践
を
通
し
て
自
ら
の
実
質
的
価
値
を
一
貫
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
別
の
意
味
で
責
任
倫
理
は
貫
徹
さ

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
解
釈
論
の
放
棄
自
体
を
重
大
な
こ
と
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
跣
型
は
↑
の
で
よ
く
、
㈲
の
途

を
と
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
⑤
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
恥
型
の
純
粋
な
形
で
の
貫
徹
に
は
困
難
が
あ
る
と
考
え
る
。

⑤
ケ
ー
ス
で
も
助
型
に
は
そ
も
そ
も
方
法
的
批
判
う
ん
ぬ
ん
の
問
題
は
生
じ
な
い
し
、
内
容
的
批
判
に
つ
い
て
も
、
す
る
・
し
な
い
そ

れ
ぞ
れ
の
実
際
的
意
義
が
実
質
的
価
値
の
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
内
容
的
批
判
を
す
る
場
合
で
も
、
事
実
の
援
用
や
条
文

の
意
味
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
可
能
で
あ
る
。
既
型
に
つ
い
て
は
、
㈲
玉
砕
、
＠
例
外
的
に
方
法
的
批
判
を
し
な
い
と
い
う
余
地
を
認

め
る
、
の
例
外
的
に
恥
↓
圖
に
移
る
こ
と
を
認
め
る
、
◎
例
外
的
に
恥
↓
亀
に
移
る
こ
と
を
認
め
る
、
と
い
う
方
途
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
㈲
＠
に
は
、
⑤
ケ
ー
ス
の
＠
と
同
様
の
難
点
が
あ
る
。
⑤
＠
は
、
「
批
判
を
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
は
、
そ
の
か
ぎ
り

で
解
釈
論
の
場
を
離
れ
る
こ
と
を
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
点
で
、
実
質
的
に
は
④
ケ
ー
ス
の
ω
と
同
じ
意
義
を
持
つ

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
跣
型
が
純
粋
な
形
で
貫
徹
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
な
お
、
別
の
型
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
恥
型
の
困
難
は
こ
の
⑤
ケ
ー
ス
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

2
1
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註

（
1
）
　
広
中
②
三
〇
頁
。

（
2
）
　
広
中
②
三
〇
頁
。

（
3
）
　
広
中
①
一
四
九
頁
。

（
4
）
樋
口
①
一
五
頁
。

（
5
）
広
中
②
二
八
頁
が
、
A
型
の
定
義
と
し
て
、
「
あ
る
事
実
か
ら
直
接
に
抽
き
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
実
践
的
評
価
を
表
明
し
た
り
事
実
認
識

　
　
の
提
示
と
い
う
仕
方
で
…
…
」
と
の
べ
る
と
き
、
こ
こ
で
の
「
事
実
認
識
の
提
示
」
と
い
う
こ
と
で
、
樋
口
論
文
で
の
解
釈
論
の
例
の
よ
う
な
、

　
　
事
実
と
は
異
る
こ
と
を
「
条
文
の
意
味
で
あ
る
」
と
し
て
提
示
す
る
型
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

（
6
）
　
欠
訣
論
の
問
題
に
は
こ
こ
で
は
立
入
ら
な
い
。

（
7
）
　
な
お
、
樋
口
①
は
、
く
り
返
し
、
法
学
の
特
色
と
し
て
同
じ
言
葉
が
認
識
行
為
と
実
践
行
為
に
ま
た
が
っ
て
使
わ
れ
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る

　
　
（
五
頁
、
七
頁
、
＝
二
頁
）
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
樋
口
論
文
に
お
い
て
、
「
解
釈
学
説
と
し
て
の
効
果
へ
の
顧
慮
」
と
い
う
点
か
ら
の
跣

　
　
型
の
困
難
さ
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
両
義
性
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
峻
別
の
出
発
点
で
あ
っ
て
も
、
困
難
に
つ
な
が
る
わ

　
　
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
法
学
そ
れ
も
と
く
に
憲
法
学
で
は
、
規
範
認
識
が
学
問
作
業
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
両
義
性
が
顕
著
で

　
　
あ
る
が
、
法
学
以
外
の
領
域
で
も
、
程
度
は
異
な
れ
、
こ
の
種
の
両
義
性
は
あ
る
だ
ろ
う
（
平
等
・
自
由
・
個
性
・
豊
か
さ
と
い
っ
た
言
葉
の

　
　
機
能
）
。

（
8
）
　
広
中
①
一
四
四
頁
以
下
。

（
9
）
　
広
中
②
三
〇
頁
は
、
恥
型
が
陥
り
や
す
い
二
つ
の
危
険
を
あ
げ
て
い
る
。
◎
批
判
の
対
象
た
る
実
践
的
提
言
を
内
容
的
に
も
支
持
し
な
い
場

　
　
合
に
は
、
内
容
的
な
批
判
を
も
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
責
任
を
全
う
す
べ
き
で
あ
る
の
に
そ
れ
を
し
な
い
で
す
ま
す
と
い
う
安
易
な
態
度
、
⑤
批
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判
の
対
象
た
る
実
践
的
提
言
を
内
容
的
に
は
支
持
す
る
と
い
う
場
合
に
は
、
減
殺
な
い
し
剥
奪
さ
れ
る
説
得
力
を
補
い
う
る
よ
う
な
仕
事
を
す

る
こ
と
に
力
を
つ
く
し
て
然
る
べ
き
で
あ
る
の
に
そ
の
仕
事
の
困
難
を
見
越
し
て
事
実
の
援
用
に
対
す
る
批
判
そ
れ
自
体
を
ゆ
る
や
か
に
す
る

…
…
と
い
う
自
己
欺
購
的
な
態
度
。
こ
れ
ら
の
危
険
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
ら
は
い
つ
れ
も
実
質
的
議
論
を
怠
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。

こ
の
怠
り
の
可
能
性
が
常
に
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
本
文
と
の
関
連
で
は
、
こ
れ
ら
危
険
は
、
本
文
で
い
う
よ
う
な
状

況
で
の
困
難
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
◎
は
広
く
と
れ
ば
、
本
文
⑤
ケ
ー
ス
で
の
「
批
判
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
も
含
め

な
く
も
な
い
が
、
率
直
に
読
む
か
ぎ
り
で
は
、
◎
⑤
と
も
に
、
平
常
な
状
態
に
お
い
て
存
し
う
る
怠
慢
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。

四
　
免
型
の
問
題
点

　
広
中
論
文
に
お
い
て
は
、
既
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
恥
型
の
解
釈
論
に
お
け
る
貫
徹
に
と
っ
て
の
事
実
上
の
困
難
及
び
そ
の
陥
り
や

す
い
危
険
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
亀
の
問
題
性
が
そ
れ
に
比
し
て
、
御
都
合
主
義
と
い
う
既
か
ら
の
あ
り
う
る
と
さ
れ
る
批

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

判
以
外
に
は
、
の
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
と
く
に
②
に
お
い
て
は
、
法
解
釈
論
の
あ
る
べ
き
基
本
的
姿
勢
と
し
て
亀
・
既
の
可
能
性
を
示

し
て
、
選
択
と
そ
の
一
貫
を
迫
る
の
で
あ
る
か
ら
、
亀
型
の
問
題
点
の
検
討
が
行
な
わ
れ
な
い
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。

　
亀
型
も
跣
型
と
は
異
っ
た
意
味
で
は
あ
れ
、
責
任
倫
理
の
う
え
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
援
用
の
採
否
も
、
自
己
の
判
断

で
あ
る
こ
と
の
明
示
の
意
義
も
、
実
現
を
欲
す
る
実
質
的
価
値
に
即
し
た
責
任
倫
理
の
視
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
。
し
か
し
、
問
題
と
し
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て
第
一
に
、
疏
型
で
は
、
自
己
の
責
任
倫
理
意
識
は
明
確
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
が
、
他
者
に
と
っ
て
は
、
提
示
さ
れ
て
い
る
解

釈
論
の
立
場
が
ん
な
の
か
亀
型
な
の
か
は
、
そ
の
解
釈
論
自
体
か
ら
は
、
わ
か
ら
な
い
。
鋤
型
の
性
格
上
、
「
当
面
の
問
題
」
の
規
準

化
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
範
囲
が
広
が
る
可
能
性
を
も
ち
、
そ
の
場
合
に
は
、
地
型
は
責
任
倫
理
と
い
う
態
度
が
一
般
的
に
な
る

こ
と
に
は
働
ら
か
な
い
。
責
任
倫
理
と
い
う
こ
と
自
体
の
明
確
化
及
び
そ
の
態
度
の
拡
大
に
は
盈
型
の
方
が
施
型
よ
り
適
合
的
で
あ
る
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2
）

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
責
任
倫
理
の
自
覚
と
い
う
点
で
は
地
型
と
既
型
は
「
同
じ
平
面
に
あ
る
」
と
い
え
る
に
し
て
も
、

責
任
倫
理
と
い
う
こ
と
自
体
の
価
値
の
位
置
付
け
方
が
異
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
は
更
に
、
広
中
②
で
い
う
恥
型

が
亀
型
に
ひ
き
よ
せ
ら
れ
る
可
能
性
と
い
う
こ
と
を
も
じ
っ
て
い
え
ば
、
鬼
型
は
馬
型
に
ひ
き
よ
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
も
い
え

る
。
即
ち
、
自
己
の
評
価
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
旨
を
明
示
す
る
こ
と
及
び
援
用
を
行
な
わ
な
い
こ
と
は
、
こ

の
自
覚
の
継
続
の
外
的
強
制
と
し
て
作
用
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
あ
る
場
合
に
比
し
て
、
責
任
を
事
実
に
転
嫁

す
る
可
能
性
が
生
じ
や
す
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
（
「
当
面
の
問
題
」
が
広
く
な
る
と
と
く
に
）
。

　
亀
型
に
つ
い
て
の
第
二
の
疑
問
点
は
、
広
中
②
が
各
自
の
選
択
し
た
立
場
の
一
貫
を
要
請
す
る
転
軒
、
地
型
の
一
貫
と
い
う
こ
と
は

何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
型
は
、
当
面
の
問
題
に
お
い
て
は
、
事
実
認
識
を
援
用
し
て
構
わ
な
い
と
考
え
て
い
て

も
、
峻
別
論
と
違
っ
て
、
こ
の
一
般
的
態
度
を
表
明
す
る
必
要
は
な
い
。
自
ら
援
用
し
そ
れ
を
よ
し
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
者
に
対
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し
て
援
用
を
批
判
し
な
い
（
峻
別
論
を
利
用
し
な
い
）
と
い
う
こ
と
だ
け
が
亀
型
に
と
っ
て
の
方
法
的
制
約
で
あ
る
。
そ
し
て
、
援
用

す
る
し
な
い
は
す
べ
て
、
自
ら
の
奉
ず
る
価
値
の
実
現
と
の
適
合
性
判
断
に
の
み
服
す
る
。
そ
こ
で
は
、
援
用
問
題
・
援
用
の
限
定
う

ん
ぬ
ん
は
、
解
釈
方
法
論
の
中
の
テ
ー
マ
と
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
峻
別
・
援
用
論
議
が
提
起
さ
れ
た
の
は
、
責
任
倫
理
の
貫
徹

如
何
と
い
う
観
点
か
ら
で
あ
っ
た
。
現
代
、
法
解
釈
に
携
わ
る
者
に
と
っ
て
は
、
附
随
的
効
果
を
含
め
て
、
自
ら
の
作
業
の
実
質
的
価
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°

値
に
と
っ
て
の
適
合
性
に
つ
い
て
の
考
察
が
常
に
必
要
で
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
責
任
倫
理
と
い
う
こ
と
は
、
実
質
的
価
値
の
法

解
釈
学
に
と
っ
て
も
つ
こ
の
よ
う
な
意
義
に
対
応
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
責
任
倫
理
の
一
般
化
と
い
う
こ
と
自
体
実
質
的
価
値
の
一

部
を
な
す
と
い
え
る
。
し
か
し
尚
、
責
任
倫
理
と
い
う
価
値
自
体
を
共
通
に
も
つ
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
奉
ず
る
価
値
の
対
立

が
あ
っ
て
も
、
法
解
釈
学
の
方
法
を
語
る
こ
と
を
呼
態
象
6
写
法
が
一
致
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
）
・
亀
型
が
・
広
中
氏
の

定
義
の
よ
う
に
、
自
ら
の
奉
ず
る
価
値
の
自
覚
・
責
任
に
立
つ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
法
解
釈
学
の
方
法
を
こ
え
た
と
こ
ろ
で
の
責
任

倫
理
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
跣
型
は
、
前
述
④
⑤
ケ
ー
ス
は
別
と
し
て
、
法
解
釈
学
の
方
法
で
の
責
任
倫
理
の
貫
徹
を
考
え
る
。

法
解
釈
方
法
論
の
問
題
点
は
、
援
用
・
峻
別
問
題
に
限
る
わ
け
で
は
な
い
と
は
い
え
、
援
用
問
題
が
も
つ
責
任
倫
理
従
っ
て
ま
た
法
解

釈
学
方
法
論
に
と
っ
て
の
意
義
を
考
え
た
場
合
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
ル
ー
ル
を
実
質
的
価
値
の
下
に
お
く
（
従
っ
て
ル
ー
ル
の
確
立

が
困
難
な
）
亀
型
が
一
貫
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
で
尚
法
解
釈
学
の
方
法
の
議
論
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
”
御
都
合
主
義
”
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
こ
と
は
、
実
質
的
価
値
か
ら
判
断
さ
れ
る
実
践
一
般
に
と
っ
て
は
大
き
な
問
題
と
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
法
解
釈

論
に
と
っ
て
の
共
通
の
場
を
、
従
っ
て
法
解
釈
学
方
法
論
を
語
る
こ
と
に
と
っ
て
、
致
命
的
な
問
題
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
註

（
1
）
　
な
お
、
広
中
①
で
は
、
跣
か
ら
亀
に
対
し
て
あ
り
う
る
批
判
と
し
て
、
地
は
、
「
そ
う
い
う
仕
方
に
よ
る
説
得
を
受
け
る
人
々
を
欺
く
こ
と

　
に
な
る
可
能
性
を
伴
っ
て
い
る
・
…
：
」
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
一
五
三
頁
）
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
事
実
認
識
を
歪
め
て
説
得

　
に
用
い
る
と
い
う
こ
と
は
含
ま
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
事
実
認
識
そ
の
も
の
は
正
し
い
と
信
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る

　
と
、
亀
型
が
「
欺
く
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
意
味
が
私
に
は
理
解
で
き
な
い
。
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（
2
）
広
中
①
一
五
二
頁
、
ま
た
、
樋
口
①
一
四
頁
。

（
3
）
　
広
中
②
三
一
頁
。

（
4
）
　
「
事
実
命
題
か
ら
た
だ
ち
に
価
値
命
題
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
認
識
を
も
つ
こ
と
は
亀
型
と
必
ず
し
も
矛
盾
し
な
い
。
こ
の
認

　
　
識
を
も
つ
亀
（
こ
の
認
識
に
た
た
な
い
亀
型
も
あ
る
）
が
、
批
判
対
象
を
内
容
的
に
支
持
し
な
い
場
合
に
、
実
践
的
意
図
の
下
に
、
こ
の
認
識

　
　
を
の
べ
る
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
た
し
か
に
こ
れ
も
認
識
の
援
用
の
一
種
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
自
ら
が
、
他
の
問
題
で
あ
れ
、
事
実
を

　
　
援
用
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
批
判
は
、
方
法
的
に
は
（
実
質
的
価
値
の
点
か
ら
で
は
な
く
）
、
矛
盾
し
た
態
度
で
あ
る
。

（
5
）
広
中
②
二
四
頁
以
下
。

（
6
）
樋
口
①
一
五
頁
の
い
う
「
意
識
的
に
理
性
的
な
土
俵
」
の
不
可
欠
な
一
要
素
と
い
え
よ
う
。

五
　
結

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
地
型
は
、
「
当
面
の
問
題
」
の
限
定
が
行
な
わ
れ
な
い
場
合
、
そ
の
問
題
性
が
き
わ
め
て
大
き
く
な
る
が
、

他
方
、
自
己
が
責
任
倫
理
意
識
を
も
つ
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
の
、
責
任
倫
理
意
識
の
一
般
化
と
い
う
こ
と
自
体
の

意
義
を
、
実
質
的
価
値
の
観
点
か
ら
従
属
的
な
も
の
と
み
る
基
本
的
立
場
か
ら
し
て
、
ま
た
、
”
説
得
力
”
の
点
か
ら
し
て
も
、
亀
型

に
よ
る
「
当
面
の
問
題
」
の
限
定
は
困
難
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
恥
型
は
、
前
述
⑤
ケ
ー
ス
で
の
㈲
の
途
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
純
粋
な
型
で
は
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
責
任
倫
理
と
実
質
的
価



値
の
衝
突
を
回
避
で
き
る
、
と
い
え
よ
う
。

　
も
っ
と
も
、
本
稿
で
行
っ
た
よ
う
な
、
い
わ
ば
極
限
的
事
例
に
よ
っ
て
諸
型
を
検
討
す
る
こ
と
の
必
要
性
は
否
定
さ
る
べ
き
で
な
い

（
極
限
的
事
例
に
お
い
て
現
わ
れ
て
く
る
性
格
は
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
も
、
顔
を
出
す
可
能
性
は
常
に
あ
る
）
と
し
て
も
、
現
在
、

法
解
釈
作
業
に
際
し
、
恥
型
に
立
つ
こ
と
を
選
択
し
た
場
合
に
は
、
広
中
②
の
い
う
二
つ
の
危
険
に
陥
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
現
実

的
に
は
よ
り
重
要
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
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