
個
人
研
究
発
表

「弁
証
法
」
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

ー
ー
デ
リ
ダ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
学
ん
だ
も
の
―
―

Ｏ
、
は
じ
め
に

「む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
が
示
す
つ
も
り
な
の
は
、
プ
ラ
ト

ン
か
ら
ヘ
ー
グ
ル
に
至
る
最
も
強
力
な
哲
学
的
伝
統
を

生
気
づ
け
動
機
づ
け
て
い
る
、偉
大
な
弁
証
法
的
主
題

が
、
刷
新
さ
れ
は
し
な
い
ま
で
も
、
少
な
く
と
も
基
礎

づ
け
ら
れ
、真
正
の
も
の
と
な
り
、完
成
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
、お
も
て
だ
っ
て
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
も
と

で
で
は
な
い
が
、ひ
と
え
に
彼
か
ら
出
発
し
て
の
み
で

あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。」
『発
生
の
問
題
』

七
頁

青
年
期
の
ジ
ャ
ッ
ク
・デ
リ
ダ
が
ジ
ャ
ン
・イ
ポ
リ
ツ
ト

の
も
と
で
執
筆
し
た
『フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
に
お
け
る
発
生

の
問
題
』
は
、彼
自
身
の
∞Ｑ年
に
わ
た
る
躊
躇
の
後
、
一九

村
田
　
憲
郎

九
〇
年
に
よ
う
や
く
陽
の
目
を
見
る
こ
と
に
な
った
が
、も

し
こ
れ
が
出
版
さ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、ゝ
」の
著
作
中
の
こ

の
テ
ー
ゼ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
と
ヘ
ー
グ
ル
・マ
ル

ク
ス
主
義
と
の
対
話
を
積
極
的
に
押
し
進
め
て
い
た
当
時
の

フ
ラ
ン
ス
の
現
象
学
者
た
ち
に
と
っ
て
さ
え
、挑
発
的
な
も

の
だ
った
に
違
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
一般
に
言
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
、デ
リ
ダ
は
ア
ン

チ
。ヘ
ー
グ
ル
主
義
者
で
は
な
い
。実
際
の
と
こ
ろ
デ
リ
ダ

の
ヘ
ー
グ
ル
お
よ
び
弁
証
法
に
対
す
る
執
着
は
、彼
の
旺
盛

な
著
作
活
動
全
般
を
通
じ
て
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。そ
し
て

彼
は
し
ば
し
ば
ヘ
ー
グ
ル
と
の
離
反
を
促
す
現
代
思
想
家
達

自
身
の
思
考
の
中
に
も
ヘ
ー
グ
ル
と
の
類
似
性
を
認
め
、

ヘ
ー
グ
ル
主
義
的
・弁
証
法
的
思
考
の
強
力
さ
と
そ
の
乗
り
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越
え
の
困
難
さ
、あ
る
い
は
む
し
ろ
無
意
味
さ
を
喚
起
さ
せ

て
い
る
。

と
す
れ
ば
、彼
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
研
究
か
ら
出
発
し
、
し

か
も
ヘ
ー
グ
ル
以
降
に
「弁
証
法
」
を
完
成
さ
せ
た
と
述
べ

た
の
は
ど
う
いう
意
義
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。

デ
リ
ダ
は
周
知
の
通
り
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
一般
の
問
題

系
を
一新
し
た
思
想
家
で
あ
る
。彼
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
心
主
義
が
で
」の
上
な
く
独
自
的
か
つ
強
力
な
自
民
族

中
心
主
義
」
奪
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
』
上
十
六
／
一

一頁
）
で
あ
る
ゆ
え
ん
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
いう
表
音

文
字
の
透
明
性
を
、理
念
的
意
味
の
現
前
に
対
す
る
有
効
性

と
し
て
、
哲
学
的
に
開
発
し
体
系
化
し
え
た
こ
と
に
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
に
最
も
敏
感
に
気
づ
い
て
い
た
の
が
ま
た

も
ヘ
ー
グ
ル
で
あ
つ
た
Ｔ）。
音
声
は
純
粋
に
時
間
的
内
面

性
の
う
ち
で
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、文
字
な
い
し
映

像
は
空
間
的
外
界
に
関
係
せ
ざ
る
を
え
な
い
。そ
れ
ゆ
え
に

こ
そ
「事
象
そ
の
も
の
」
の
視
覚
的
現
前
に
対
し
て
聴
覚
的

音
声
は
透
明
で
あ
り
得
る
の
で
あ
ゲ
、
文
字
の
視
覚
性
・不

透
明
性
は
記
号
と
し
て
は
音
声
に
対
し
て
二
次
的
な
代
理
物

と
し
か
見
な
さ
れ
な
い
。

こ
れ
に
関
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
独
自
性
を
、ぃアリ
ダ
は
文

字
を
理
念
的
意
味
の
伝
承
の
媒
体
と
し
て
不
可
欠
な
も
の
と

見
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
い
た
。

「フ
ッ
サ
ー
ル
は
『幾
何
学
の
起
源
』の
な
か
で
こ
う
説

い
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
数
学
的
な
イ
デ
ア
的
対
象

は
書
か
れ
た
表
記
を
必
要
と
す
る
、そ
し
て
―
―
こ
の

点
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
独
創
的
な
と
こ
ろ
な
の
で
す
が

―
―
イ
デ
ア
的
対
象
が
イ
デ
ア
的
対
象
と
な
り
、し
た

が
っ
て
伝
統
の
な
か
に
入
り
、
い
わ
ば
歴
史
的
に
な
る

た
め
に
は
、
そ
れ
は
書
か
れ
た
表
記
を
必
要
と
す
る
、

と
。」
『他
者
の
言
語
』
二
一〇
／
二
一
一頁

フ
ツ
サ
ー
ル
に
お
け
る
こ
の
文
字
の
重
要
性
に
対
し
て
、

結
局
デ
リ
ダ
は
軍戸と
現
象
』
に
お
い
て
よ
り
根
源
的
な
次

元
で
音
声
の
優
位
性
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に

な
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
デ
リ
ダ
が
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

の
問
題
に
潜
む
哲
学
的
問
題
を
深
め
て
い
っ
た
の
は
フ
ッ

サ
ー
ル
を
通
じ
て
な
の
で
あ
る
。と
こ
ろ
で
、内
面
性
を
産

出
す
る
音
声
以
前
に
働
い
て
い
る
記
号
の
時
間
化
の
運
動
、

つ
ま
り
「原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
官８，一‐α３
一“おこ
の
運
動
で

あ
る
「差
延
作
用
ａ
一談
国
〕８
こ
に
相
当
す
る
語
は
、
『発
生
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の
問
題
』
で
は
「根
源
的
弁
証
法
Ｑ
ュ
αｏｉ
ｇ
ｏュ∞【●ユおこ

と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
「根
源
的
弁
証
法
」
か
ら
「差
延
作
用
」
へ
の
移
行

が
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、あ
る
い
は
弁
証
法
に
お
け
る
記

号
的
契
機
の
意
味
が
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
『発
生
の
間

題
』
か
ら
『声
と
現
象
』
（お
よ
び
『グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ

い
て
』
『エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
差
異
じ
へ
の
移
行
期
に
あ
た

る
『幾
何
学
の
起
源
』
の
序
文
が
重
要
に
な
る
。
デ
リ
ダ
は

フ
ッサ
ー
ル
の
最
晩
年
の
著
作
の
一
つ
で
あ
る
こ
れ
を
仏
訳

し
て
、
長
い
序
文
を
付
し
た
。科
学
一般
の
基
礎
づ
け
論
と

し
て
超
越
論
的
現
象
学
を
提
唱
し
て
い
た
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、

初
め
て
歴
史
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
『ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の

危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』
（以
下
『危
機
じ
の
一
つ
の
註

で
あ
る
こ
の
『幾
何
学
の
起
源
』
の
読
解
を
通
じ
て
、
デ
リ

ダ
は
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
一般
の
問
題
に
導
か
れ
た
の
で
あ

２一。一、
「幾
何
学
の
起
源
」
と
「遡
行
的
問
い
」

フ
ッ
サ
ー
ル
が
『危
機
』
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「危

機
」
と
呼
ん
だ
も
の
は
、科
学
の
相
対
主
義
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。諸
々
の
科
学
分
野
に
お
け
る
新
発
見
が
科
学

そ
の
も
の
の
確
固
た
る
基
盤
を
揺
る
が
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
々
は
そ
れ
の
普
遍
的
妥
当
性
を
疑
い
始
め
た
。
そ
も

そ
も
も
う
ず
っと
長
い
間
、人
々
は
科
学
に
生
活
上
の
重
大

事
の
指
針
を
求
め
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
った
。ン」れ
は
経

験
主
義
的
実
証
主
義
の
帰
結
で
あ
る
相
対
主
義
に
由
来
す

る
。生
き
る
指
針
を
失
った
現
代
人
達
、「こ
の
事
実
学
は
わ

れ
わ
れ
の
生
存
の
危
機
に
さ
い
し
て
、わ
れ
わ
れ
に
な
に
も

語
つ
て
は
く
れ
な
い
」
と
言
う
現
代
人
の
諦
め
に
対
し
て
、

哲
学
者
は
理
性
の
偉
大
さ
を
喚
起
し
、
「理
性
に
し
た
が
つ

て
自
由
に
行
動
す
る
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
理
念
を
回
復
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。哲
学
者
は
真
理
の
名
に
お
い
て
、
人
々

に
生
活
上
の
絶
対
的
当
為
を
指
定
し
て
や
る
「人
類
の
公
務

員
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
いと
フ
ツ
サ
ー
ル
は
言
う
。

こ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
絶
対
的
確
実
性

の
領
域
の
発
見
に
も
か
か
わ
ら
ず
、な
ぜ
こ
の
よ
う
な
相
対

主
義
が
生
じ
る
に
い
た
つ
た
の
か
を
検
証
す
る
。そ
れ
は
ガ

リ
レ
イ
に
よ
る
「自
然
の
数
学
化
」に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「純
粋
幾
何
学
」を
模
範
と
す
る
純
粋
自
然
科
学
は
、そ
れ
以
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前
に
は
数
学
的
領
域
に
限
ら
れ
て
い
た
ア
フ
リ
オ
リ
な
法
則

性
の
領
域
を
自
然
全
体
に
ま
で
拡
大
し
て
し
ま
った
、‐‥，し
か

し
法
則
性
と
い
う
も
の
は
「式
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。

「式
」と
は
そ
れ
自
身
直
観
的
明
証
に
依
拠
し
な
く
て
も
「記

号
的
に
」
理
解
し
操
作
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

人
々
は
ア
フ
リ
オ
リ
な
法
則
一般
が
生
ま
れ
る
ゆ
え
ん
の
直

観
的
明
証
と
そ
の
場
所
で
あ
る
「生
活
世
界
」
を
忘
れ
、
世

界
そ
の
も
の
を
も
記
号
的
に
捉
え
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り

ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
直
観
的
な
も
の
と
の
分
離
が
、
一方

で
は
生
の
意
味
に
無
関
係
な
数
学
や
自
然
科
学
な
ど
の
客
観

主
義
的
科
学
を
生
み
、他
方
で
は
生
の
意
味
を
解
明
す
る
と

称
し
な
が
ら
絶
対
的
妥
当
性
に
到
達
で
き
な
い
歴
史
主
義
的

相
対
主
義
を
生
む
の
で
あ
り
、自
然
科
学
と
精
神
科
学
は
と

も
に
こ
の
分
離
か
ら
生
じ
た
も
の
だ
と
いう
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
以
上
の
歴
史
的
叙
述
を
、フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
は

直
観
的
明
証
を
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
の
根
底
に
お
く
方
法
で

も
っ
て
行
っ
て
い
る
。
デ
リ
ダ
が
『起
源
』
で
最
も
注
目
し

た
の
は
こ
の
叙
述
方
法
で
あ
った
ｄ
そ
れ
は
「遡
行
的
問
い

つ
Ｌｏこ
口∞Φこ
な
い
し
は
「ジ
グ
ザ
グ
の
歩
み
」
と
呼
ば
れ

る
も
の
で
、複
数
の
平
面
で
同
時
に
並
行
し
て
分
析
を
行
う

や
り
方
で
あ
る
。
『危
機
』
に
お
い
て
は
、歴
史
的
現
在
に
お

け
る
わ
れ
わ
れ
の
認
識
と
過
去
の
起
源
と
の
同
時
分
析
が
要

請
さ
れ
て
い
る
。

「端
緒
を
理
解
す
る
に
は
、
あ
た
え
ら
れ
た
学
の
今
日

の
形
態
か
ら
、そ
の
発
展
へ
と
さ
か
の
ぼ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
端
緒
を
理
解
す
る
こ
と
な
し
に

は
、
」ヽの
発
展
は
意
味
の
発
展
と
し
て
は
な
に
も
語
っ

て
は
く
れ
な
い
。／
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
て
い

る
の
は
、「ジ
グ
ザ
グ
に
〓
則
に
進
ん
だ
り
、後
に
戻
っ

た
り
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
Ｑゝ
」の
前

進
と
遡
行
と
は
、
相
互
に
助
け
合
う
に
ち
が
い
な
い
。

一方
の
側
で
い
く
ら
か
明
ら
か
に
な
れ
ば
、他
方
の
側

で
も
な
ん
ら
か
の
解
明
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、

そ
れ
は
そ
れ
で
、そ
の
反
対
側
に
光
を
な
げ
返
す
で
あ

ろ
う
。
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
…
…
そ
の
歴
史
考
察

と
歴
史
批
判
に
お
い
て
、絶
え
ず
歴
史
的
飛
躍
を
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
こ
の
飛
躍
は
、
脇
道
に
そ
れ
る
こ
と
で

は
な
く
、
必
要
不
可
欠
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
、わ
れ
わ
れ
が
、
「学
の
崩
壊
」を
と
も

な
っ
て
い
る
現
代
の
「崩
壊
」
状
況
か
ら
発
し
た
自
己
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省
察
と
い
う
課
題
を
身
に
引
受
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
、
そ
れ
は
ぜ
ひ
と
も
必
要
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。』

『危
機
』
一〇
四
／
五
九
頁
（強
調
引
用
者
）

こ
の
よ
う
な
叙
述
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
科
学
一般
の

「危
機
」と
い
う
事
情
に
よ
る
。
一方
で
科
学
一般
の
歴
史
の

意
味
を
そ
れ
自
身
と
し
て
、現
代
人
の
重
大
事
と
し
て
考
え

る
た
め
に
は
、現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
お
け
る
認
識
か
ら
出
発

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。経
験
的
な
科
学
史
が
こ
の
考
察
を

欠
く
と
き
、そ
れ
は
単
な
る
好
事
家
の
骨
童
趣
味
と
か
わ
ら

な
い
も
の
に
な
る
。し
か
し
他
方
で
現
代
人
の
科
学
の
捉
え

方
そ
の
も
の
が
「危
機
」
状
況
に
あ
る
の
な
ら
ば
、
科
学
の

根
源
的
な
意
味
に
た
ち
か
え
っ
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
現
代
の
科
学
観
は
修
正
を
受
け
、

さ
ら
に
は
過
去
へ
の
問
い
か
け
が
さ
ら
に
先
鋭
化
さ
れ
る
だ

ろ
う
。問
題
の
特
殊
性
が
こ
の
よ
う
な
方
法
的
必
然
性
を
要

請
す
る
の
で
あ
る
。そ
し
て
デ
リ
ダ
が
フ
ツ
サ
ー
ル
か
ら
学

ん
だ
も
の
は
、ま
ず
第
一に
こ
の
独
特
の
叙
述
の
ス
タ
イ
ル

で
あ
った
つ
）．

こ
の
方
法
は
そ
れ
自
身
、客
観
主
義
的
自
然
科
学
と
歴
史

主
義
的
精
神
科
学
と
を
同
時
に
克
服
す
る
威
力
を
も
っ
て
い

る
。と
こ
ろ
で
こ
の
自
然
科
学
と
精
神
科
学
と
の
区
別
は
カ

ン
ト
主
義
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
→
）。
そ

し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
こ
そ
は
そ
の
よ
う
な
区
別
を
上
揚
し
た
哲
学

者
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。実
際
こ
の
区
別
は
当
時
の
新
カ
ン

ト
派
の
認
識
だ
が
、フ
ッ
サ
ー
ル
は
哲
学
的
活
動
の
当
初
か

ら
、
こ
の
よ
う
な
区
別
自
体
を
問
題
に
し
て
い
た
の
だ
っ

た
。こ

こ
で
弁
証
法
な
い
し
ヘ
ー
グ
ル
主
義
と
呼
ば
れ
て
い
る

も
の
に
つ
い
て
便
宜
上
特
徴
づ
け
て
お
こ
う
。そ
れ
に
は
や

は
リ
カ
ン
ト
主
義
を
引
き
合
い
に
出
す
の
が
よ
い
Ｔ）。
カ

ン
ト
は
周
知
の
通
り
『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
数
学

や
純
粋
物
理
学
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、そ
の
よ
う
な
ア
プ

リ
オ
リ
な
総
合
判
断
は
い
か
に
し
て
可
能
か
と
いう
問
題
設

定
の
も
と
に
認
識
論
を
打
ち
立
て
た
。彼
に
よ
れ
ば
認
識
が

成
立
す
る
の
は
、悟
性
が
概
念
を
感
性
的
直
観
に
適
応
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
が
、そ
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
ア

プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、
一方
で
は
純
粋
悟
性

概
念
す
な
わ
ち
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、他
方
で
は
純
粋
直
観

す
な
わ
ち
空
間
と
時
間
で
あ
る
。両
者
の
区
別
は
画
然
と
し

て
い
る
。
つ
ま
リ
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
一方
で
カ
テ
ゴ
リ
ー
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は
形
式
的
、
超
時
間
的
で
あ
り
、
他
方
で
直
観
は
感
性
的
な

も
の
、
つ
ま
り
は
時
間
内
的
な
も
の
の
み
に
か
か
わ
る
。
こ

の
前
提
か
ら
帰
結
す
る
の
が
、歴
史
学
は
時
間
内
的
な
も
の

に
関
わ
る
限
リ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
接
近
で
き
ず
、経
験
的
な
も

の
に
と
ど
ま
る
と
いう
こ
と
、ま
た
概
念
一般
に
か
か
わ
る

方
法
論
的
考
察
は
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
リ
オ
リ
性
を
自
明

な
も
の
と
見
な
さ
ざ
る
を
え
ず
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
「プ
ラ
ト

ン
的
天
空
」
に
浮
か
ん
だ
ま
ま
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ

Ｚ一。し
た
が
つ
て
カ
ン
ト
主
義
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、●
）

歴
史
の
中
で
の
概
念
の
生
成
を
、し
か
も
経
験
的
で
は
な
く

超
越
論
的
な
水
準
で
、
つ
ま
り
認
識
一般
の
可
能
性
の
条
件

と
し
て
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。ヽ
」の
こ
と
こ
そ
こ
こ
で

弁
証
法
な
い
し
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
と
呼
ん
で
い
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
も
し
そ
れ
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
②
叙
述

の
方
法
的
原
則
と
歴
史
法
則
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
．し
た
が
っ
て
方
法
論
的
反
省
は
そ
の
ま
ま
歴
史
的

運
動
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
側
面
を
フ
ッ
サ
ー
ル
も
ま
た

も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。ヽ
」れ
を
デ

リ
ダ
は
「超
越
論
的
歴
史
」
と
呼
ん
で
い
る
。

と
こ
ろ
で
『起
源
」に
お
け
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
関
心
事
は
、

ま
さ
し
く
「純
粋
幾
何
学
」
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
の
歴
史

で
あ
っ
た
。
周
知
の
通
リ
フ
ッ
サ
ー
ル
は
カ
ン
ト
と
異
な

り
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
直
観
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ッ

サ
ー
ル
に
と
つ
て
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
ま
た
直
観
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
る
対
象
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
が
い
か
に
し
て
可
能
か
を
も
直
観
に
即
し
て
記

述
し
え
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「遡
行
的
問
い
」
を
デ
リ

ダ
と
と
も
に
見
て
み
よ
う
。

二
、
カ
ン
ト
主
義
と
の
離
反
と
「超
越
論
的
歴
史
」

カ
ン
ト
も
ま
た
『純
粋
理
性
批
判
』
の
序
言
に
お
い
て
、

幾
何
学
の
発
見
の
歴
史
的
意
味
に
興
味
を
示
し
て
い
る
。カ

ン
ト
も
ま
た
フ
ッ
サ
ー
ル
と
同
様
、幾
何
学
の
発
見
を
事
実

と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
は
興
味
が
な
い
。最
初
の
幾
何
学

者
が
「タ
レ
ス
で
あ
ろ
う
と
ほ
か
の
何
人
で
あ
ろ
う
と
」、

「彼
（日
幾
何
学
者
）は
、自
分
が
形
態
の
う
ち
に
見
い

だ
し
た
も
の
、あ
る
い
は
こ
の
同
じ
形
態
に
つ
い
て
の
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単
純
な
概
念
の
後
を
追
っ
て
、
い
わ
ば
そ
の
諸
特
性
を

見
習
う
の
で
は
な
く
、
概
念
を
通
じ
て
（作
図
を
通
じ

て
）
ア
プ
リ
オ
リ
に
自
分
が
そ
こ
に
入
れ
て
考
え
か
つ

示
し
た
も
の
を
介
し
、（自
己
の
対
象
を
）明
る
み
へと

も
た
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
確

実
に
何
か
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
知
る
た
め
に
は
、自
分
で

そ
の
概
念
に
し
た
が
つ
て
そ
の
中
に
お
き
入
れ
た
も
の

か
ら
必
然
的
に
生
じ
て
き
た
も
の
し
か
事
象
に
帰
し
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。」

『純
粋
理
性
批
判
』
第
二
版
序
言
、
測

し
た
が
つ
て
、カ
ン
ト
の
場
合
は
こ
の
発
見
の
歴
史
的
意
味

は
、
概
念
と
い
う
も
の
が
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
と
い
う
こ

と
、
そ
の
概
念
の
う
ち
で
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「確
実

に
何
か
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
知
る
」
こ
と
が
で
き
、
そ
の
非
経

験
的
独
立
性
が
絶
対
的
で
あ
る
よ
う
な
領
域
の
無
歴
史
的
存

在
を
ま
さ
し
く
「発
見
し
た
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま

り
、そ
の
発
見
は
デ
リ
ダ
も
い
う
よ
う
に
、「幾
何
学
を
創
造

す
る
と
いう
よ
り
は
、幾
何
学
を
解
き
放
つ
も
の
」で
あ
り
、

仮
に
幾
何
学
の
歴
史
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て

も
、
そ
れ
は
構
成
ず
み
の
静
的
な
概
念
の
「操
作
の
歴
史
で

あ
っ
て
、
創
設
の
歴
史
で
は
な
い
≒

こ
れ
に
対
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
、そ
の
最
初
の
幾
何

学
者
が
幾
何
学
を
「創
設
し
た
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ

る
。
彼
に
と
っ
て
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
幾
何
学
も
、
そ
れ
が

歴
史
上
発
見
さ
れ
る
以
前
に
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
も
存
在
し
な

か
った
の
で
あ
り
、し
か
も
そ
の
こ
と
も
ま
た
ア
プ
リ
オ
リ

な
の
で
あ
る
。そ
れ
自
身
と
し
て
の
幾
何
学
の
全
面
的
不
在

は
幾
何
学
の
起
源
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
。
こ
の
不
在

は
、前
も
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
な
領
域
に
存
在
す
る
が
た
だ
人

間
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
、と
い
う
こ
と
で
は

な
い
。「幾
何
学
は
、そ
の
総
体
的
意
味
が
、最
初
か
ら
す
で

に
企
て
と
し
て
あ
り
、
つ
い
で
そ
れ
が
動
的
に
充
実
を
得
て

い
く
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
」
雲
起
源
』
二
六

三
／
三
六
七
頁
）。
あ
る
い
は
む
し
ろ
ア
プ
リ
オ
リ
な
領
域

と
い
う
も
の
が
そ
も
そ
も
存
在
し
な
か
った
の
で
あ
る
。
つ

ま
リ
カ
ン
ト
の
場
合
は
、幾
何
学
の
発
見
は
す
で
に
構
成
済

み
の
概
念
を
「プ
ラ
ト
ン
的
天
空
」
か
ら
受
け
取
る
こ
と
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
は
幾
何
学
の
発

見
、
つ
ま
り
歴
史
上
初
め
て
行
わ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
直
観

は
、ア
プ
リ
オ
リ
な
領
域
そ
の
も
の
の
能
動
的
産
出
な
の
で
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あ
る
。

と
こ
ろ
で
、こ
の
産
出
を
そ
れ
自
身
と
し
て
考
察
す
る
に

は
、幾
何
学
の
誕
生
を
、
そ
れ
以
来
現
在
に
い
た
る
ま
で
変

わ
る
こ
と
な
く
流
通
し
て
い
る
と
い
う
、幾
何
学
の
妥
当
性

の
起
源
と
し
て
の
限
り
で
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
、ま
ず
は
現
在
も
流
通
し
て
い
る
幾
何
学
的
妥
当
性
か
ら

出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。幾
何
学
的
理
念
性
を
対
象
的

な
相
関
者
と
し
て
直
観
し
つ
つ
、そ
の
可
能
性
の
条
件
を
検

討
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、超
越
論
的
主
観
性
で
あ
っ
て

経
験
的
主
観
性
で
は
な
い
。経
験
的
―
心理
学
的
主
観
性
を

設
定
す
る
の
で
は
、幾
何
学
的
理
念
性
を
も
心
的
過
程
の
単

な
る
効
果
に
還
元
し
て
し
ま
い
、結
局
経
験
的
相
対
主
義
に

陥
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、前
科
学
的
な
経

験
的
文
化
か
ら
出
発
し
て
幾
何
学
の
誕
生
を
時
系
列
的
に
追

う
歴
史
記
述
で
も
な
い
。科
学
そ
の
も
の
の
普
遍
妥
当
性
を

事
実
に
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
、
こ
れ
は
『厳
密
学
と
し
て

の
哲
学
』
で
フ
ッ
サ
ー
ル
が
心
理
主
義
と
歴
史
主
義
に
共

通
の
誤
謬
と
し
て
斥
け
た
も
の
で
あ
る
（．ア
プ
リ
オ
リ
な
も

の
の
歴
史
が
事
実
の
歴
史
に
堕
落
し
な
い
た
め
に
は
、
「歴

史
の
ア
プ
リ
オ
リ
」
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
し
か
し

「歴
史
の
ア
プ
リ
オ
リ
」
そ
れ
自
身
が
再
び
ア
フ
リ
オ
リ
な

も
の
の
歴
史
、
そ
の
起
源
に
規
定
さ
れ
て
い
る
﹇
そ
れ
ゆ
え

に
こ
そ
、
あ
の
「ジ
グ
ザ
グ
の
歩
み
」
が
要
請
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

こ
こ
で
ま
ず
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、幾
何
学
の
歴
史
を
伝
統
一

般
の
一
つ
の
事
例
と
し
て
の
限
り
で
取
り
扱
う
ら伝
統
と
は

「因
果
的
に
の
み
生
じ
て
き
た
の
で
は
な
い
」。伝
統
は
そ
れ

な
り
の
内
的
構
造
を
も
ち
、し
か
も
精
神
的
な
活
動
の
新
た

な
成
果
を
内
面
化
し
つ
つ
有
機
的
に
再
統
合
し
て
い
く
よ
う

な
総
体
で
あ
る
。偶
発
時
の
羅
列
と
ｔ
て
の
自
然
的
因
果
関

係
と
手
を
切
っ
た
こ
の
よ
う
な
文
化
一般
の
運
動
の
一個
別

事
例
で
あ
る
限
り
、幾
何
学
の
歴
史
も
ま
た
、「
一切
の
成
果

が
妥
当
し
続
け
、
す
べ
て
が
一
つ
の
全
体
を
な
し
て
、
そ
の

つ
ど
の
現
在
に
全
成
果
が
新
し
い
段
階
の
成
果
に
よ
っ
て
い

わ
ば
総
前
提
を
な
す
よ
う
に
な
る
連
続
的
な
綜
合
」
弯
起

源
』
二
六
二
／
三
六
七
頁
）
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
伝
統
一般
に
対
し
て
、科
学
の
伝

統
の
特
殊
性
は
、
「前
提
と
し
て
の
成
果
か
ら
新
し
い
成
果

へ
の
生
き
生
き
と
し
た
前
進
運
動
」
翁
起
源
』
二
六
三
／
三

六
七
頁
）
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
う
し
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て
伝
統
一般
の
特
性
を
確
定
し
た
あ
と
に
、科
学
的
伝
統
の

あ
り
方
の
特
権
性
の
解
明
に
移
行
す
る
わ
け
だ
が
、
こ
の

「前
進
運
動
（♂
■８
姜配
目
∞こ
と
い
う
語
に
注
目
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
潜
ん
で
い
る
の
は
、科
学
の
歴
史
の

内
部
で
は
進
歩
を
進
歩
と
し
て
測
定
で
き
る
と
いう
可
能
性

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
科
学
的
言
説
が
科
学
的
で
あ
る
限
り
、

そ
れ
は
言
説
と
し
て
永
遠
に
流
通
す
る
の
で
あ
り
、の
ち
に

主
題
と
す
る
よ
う
に
、科
学
的
命
題
の
一義
的
な
反
復
可
能

性
が
、は
じ
め
て
進
歩
を
進
歩
と
し
て
現
れ
さ
せ
る
の
で
あ

る
。今
も
昔
も
同
一な
も
の
を
基
準
に
し
て
は
じ
め
て
、
単

な
る
伝
統
一般
の
変
遷
で
は
な
く
、あ
る
目
的
へ
の
接
近
と

し
て
歴
史
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
。伝
統
一般
の
内
部
で
行

わ
れ
る
文
化
的
営
為
は
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、ま

た
過
去
の
営
為
が
理
解
不
可
能
な
不
条
理
と
し
て
現
れ
る
こ

と
も
あ
れ
ば
、も
は
や
取
り
返
せ
な
い
楽
園
状
態
と
し
て
現

れ
る
こ
と
も
あ
る
。し
か
し
科
学
の
歴
史
に
は
そ
の
よ
う
な

こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
で
は
排
他
的
な
諸
命
題
も
、妥

当
性
の
点
で
いず
れ
が
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
か
を
決
定
し
う

る
し
、
さ
ら
に
は
無
効
化
し
た
命
題
で
さ
え
、
そ
の
あ
と
に

続
く
有
効
な
命
題
の
前
段
階
と
し
て
科
学
の
内
的
歴
史
上
の

意
味
を
持
つ
。と
い
う
の
も
、
幾
何
学
お
よ
び
科
学
一般
の

歴
史
に
お
い
て
は
、
「前
段
階
と
し
て
よ
り
原
初
的
な
意
味

形
成
が
必
然
的
に
先
行
し
て
い
た
の
で
あ
り
、こ
の
意
味
形

成
は
疑
い
も
な
く
、首
尾
よ
い
実
現
の
明
証
の
う
ち
で
は
じ

め
て
現
れ
た
に
違
い
な
い
〓
『起
源
〓
〓全
二／
三
六
七
頁
）

の
だ
か
ら
。

そ
れ
ゆ
え
、
科
学
の
歴
史
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、科
学
の
前
段
階
と
し
て
の
文
化
、「よ
り
原

初
的
な
意
味
形
成
女
の
ち
に
見
る
よ
う
に
、幾
何
学
の
母
胎

と
し
て
の
「測
量
技
術
」
の
こ
と
）
に
先
駆
的
意
味
を
付
与

し
、経
験
的
文
化
一般
に
介
入
し
て
そ
の
成
果
を
理
性
の
歴

史
に
内
面
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。科
学
の
歴
史
は
、経
験

的
歴
史
一般
の
内
部
か
ら
生
じ
て
、生
じ
る
や
否
や
逆
に
歴

史
一般
を
基
礎
づ
け
る
の
で
あ
る
。フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
意

味
で
の
歴
史
と
は
、自
己
の
内
部
か
ら
生
じ
て
自
己
を
包
摂

す
る
こ
の
よ
う
な
運
動
を
も
っ
て
い
る
。ゝ
」の
よ
う
な
歴
史

観
は
、
デ
リ
ダ
も
言
う
よ
う
に
、
諸
事
実
の
混
沌
と
し
た
流

れ
を
前
に
相
対
主
義
に
陥
っ
て
し
ま
う
経
験
的
歴
史
主
義

と
、
歴
史
経
過
が
始
め
か
ら
計
画
書
と
し
て
「プ
ラ
ト
ン
的

天
空
」
に
あ
り
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
事
件
が
時
間
軸
上
に
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置
か
れ
て
い
く
だ
け
の
俗
流
「プ
ラ
ト
ン
主
義
」
と
を
同
時

に
斥
け
て
い
る
。し
た
が
っ
て
こ
の
歴
史
は
そ
の
運
動
に
お

い
て
弁
証
法
的
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、カ
ン
ト
主
義
に
由

来
す
る
対
立
を
乗
り
越
え
る
そ
の
力
に
お
い
て
弁
証
法
的
で

あ
る
（①
）。

こ
う
し
て
『幾
何
学
の
起
源
』
は
、
こ
の
「尋
常
で
な
い

意
味
に
お
い
て
歴
史
的
」
な
性
格
に
注
意
を
喚
起
し
た
あ

と
、単
刀
直
入
に
起
源
を
問
う
の
で
は
な
く
、起
源
に
お
い

て
産
出
さ
れ
た
理
念
の
媒
体
と
な
る
も
の
の
解
明
を
迂
回
し

て
い
く
。
つ
ま
り
「ング
ザ
グ
の
歩
み
」の
実
践
で
あ
る
。こ

こ
で
は
じ
め
て
、発
見
者
の
精
神
的
所
産
の
伝
承
の
媒
体
と

し
て
、
言
語
の
問
題
が
現
れ
て
く
る
。

三
、
言
語
と
理
念
性

こ
こ
で
も
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、伝
統
一般
と
科
学
の
伝
統
と

い
う
主
題
に
関
し
て
論
じ
た
あ
の
弁
証
法
的
運
動
に
し
た

が
っ
て
記
述
す
る
。
段
階
に
分
け
れ
ば
、

＜ａ＞　
幾
何
学
的
理
念
性
と
言
語
的
理
念
性
一般

的
　
話
し
言
葉
と
文
字

の
二
重
の
運
動
を
経
て
、幾
何
学
的
理
念
性
が
伝
承
可
能
な

も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

てａ＞
一方
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
幾
何
学
的
理
念
性
を
、
理

念
性
一般
の
内
で
記
述
す
る
。
こ
の
一般
性
に
お
い
て
は
、

「ビ
タ
ゴ
ラ
ス
の
定
理
も
、幾
何
学
の
全
体
も
、い
か
に
し
ば

し
ば
、そ
れ
ば
か
り
か
い
か
な
る
言
語
で
表
現
さ
れ
よ
う
と

も
、
た
だ
一度
し
か
存
在
し
な
い
」
の
は
、
「「５
姜ｏ
（＝
ラ

イ
オ
ン
と
と
いう
語
が
ド
イ
ツ
語
に
お
い
て
た
だ
一度
し

か
現
れ
て
こ
な
い
」
の
と
同
様
で
あ
る
。
一一一一呈
田は
そ
れ
自
身

「徹
底
し
て
理
念
的
対
象
性
か
ら
築
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。」

し
か
し
他
方
で
そ
う
し
た
同
一的
理
念
性
一般
の
う
ち
で

も
、
幾
何
学
的
理
念
性
は
「ラ
イ
オ
ン
」
の
よ
う
な
語
が
も

つ意
義
３
８
８
一５
じ
の
理
念
性
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
．

「幾
何
学
の
用
語
や
命
題
や
理
論
純
粋
に
言
語
的
形
象

と
見
な
さ
れ
た
が
も
つ
理
念
性
は
、幾
何
学
に
お
い
て

言
表
さ
れ
た
も
の
や
真
理
と
し
て
妥
当
さ
せ
ら
れ
た
も

の
理
念
的
な
幾
何
学
的
対
象
、事
態
な
ど
の
理
念
性
で

は
な
い
。・…
二
Ｖ
」で
主
題
と
さ
れ
る
の
は
ま
さ
に
理

念
的
対
象
性
な
の
で
あ
っ
て
、ヽ
」れ
は
言
語
と
い
う
概

念
に
従
属
す
る
理
念
的
対
象
性
と
は
ま
った
く
異
な
る
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の
で
あ
る
。」
『起
源
』
二
六
六
／
三
六
八
頁

骨
肉
を
備
え
た
ラ
イ
オ
ン
と
「ラ
イ
オ
ン
」
と
い
う
語
の
意

義
が
違
う
よ
う
に
、対
象
と
し
て
の
幾
何
学
的
理
念
性
と
数

学
的
言
表
と
は
、
た
と
え
ば
「三
角
形
」
そ
の
も
の
と
「三

角
形
」
と
い
う
語
の
意
義
３
８
ｏに”目
じ
と
は
区
別
さ
れ
る
。

「イ
エ
ナ
の
勝
者
」と
「ウ
オ
ー
タ
ー
ル
ー
の
敗
者
」、「等
辺

三
角
形
」
と
「等
角
三
角
形
」
は
意
義
は
異
な
る
が
対
象
は

同
じ
で
あ
る
。対
象
が
様
々
に
表
現
さ
れ
、多
様
な
意
義
を

持
ち
う
る
の
に
対
し
、意
義
な
い
し
概
念
の
理
念
的
同
一性

と
は
、
語
の
反
復
的
使
用
を
貫
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
幾
何
学
的
対
象
の
場
合
、
対
象
そ
れ
自
身
と
、

括
弧
に
入
れ
ら
れ
た
対
象
、
つ
ま
リ
ノ
エ
マ
的
意
味
内
容
と

を
分
け
る
必
要
が
な
い
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。骨
肉
を
備
え

て
いま
に
も
わ
た
し
に
襲
い
か
か
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
の
眼

前
の
ラ
イ
オ
ン
と
、百
獣
の
王
で
あ
り
猫
科
の
た
て
が
み
を

も
つ肉
食
獣
で
あ
る
と
い
う
「ラ
イ
オ
ン
」
一般
の
本
質
、

現
象
学
的
還
元
を
う
け
て
ノ
エ
マ
的
意
味
現
象
と
な
っ
た

「ラ
イ
オ
ン
」の
本
質
と
は
区
別
さ
れ
る
の
に
対
し
、幾
何
学

的
対
象
の
場
合
は
、す
で
に
経
験
的
実
在
性
の
面
で
還
元
を

う
け
て
い
る
か
ら
、
現
象
的
意
味
は
即
対
象
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、経
験
的
言
語
の
意
義
は
各
言
語
独
特
の
音
声

を
伴
っ
て
し
か
現
れ
え
な
い
点
で
感
性
的
な
も
の
に
依
存
じ

て
い
る
し
、ま
た
感
性
的
意
味
は
そ
れ
自
体
は
経
験
的
な
も

の
で
は
な
い
に
せ
よ
、経
験
的
な
も
の
を
範
例
と
す
る
本
質

直
観
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
限
り
で
や
は
り
経
験
的
な
も
の

に
依
存
し
て
い
る
。ヽ
」れ
に
対
し
て
幾
何
学
的
理
念
性
は
現

実
世
界
の
ど
こ
に
も
見
出
さ
れ
な
い
か
ら
、ま
つた
く
感
性

的
世
界
か
ら
自
由
で
あ
る
。
か
く
し
て
、幾
何
学
的
理
念
性

が
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
偶
然
的
な
文
化
か
ら
自
由
で
あ
る
と
い

う
確
認
に
よ
っ
て
、幾
何
学
の
起
源
が
そ
の
規
定
を
受
け
取

る
。純
粋
な
理
念
的
対
象
性
は
、
言
語
一般
の
外
部
に
お
い

て
し
か
可
能
で
は
な
い
。そ
れ
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
絶
対

的
に
自
律
し
て
お
り
、
い
か
な
る
他
の
も
の
と
の
関
係
に
も

依
存
し
な
い
。

と
こ
ろ
が
こ
の
絶
対
的
な
自
律
性
は
、そ
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
限
り
で
は
、
い
か
な
る
普
遍
性
も
獲
得
し
な
い
。
そ

れ
は
他
と
の
関
係
に
依
存
し
な
い
が
ゆ
え
に
、他
と
関
係
す

る
必
要
が
な
い
。し
た
が
つ
て
自
身
に
ふ
さ
わ
し
い
普
遍
性

を
自
身
の
ほ
う
か
ら
獲
得
す
る
こ
と
は
な
い
。

「わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
ま
さ
に
、
幾
何
学
に
お
い
て
主
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題
的
な
理
念
的
対
象
性
に
関
わ
っ
て
い
る
。そ
も
そ
も

幾
何
学
の
理
念
性
は
（す
べ
て
の
科
学
の
そ
れ
と
同
じ

よ
う
に
）、
最
初
の
発
見
者
の
心
の
意
識
空
間
内
の
形

象
で
あ
っ
た
そ
の
本
源
的
な
人
格
内
部
的
起
源
か
ら
、

い
か
に
し
て
そ
の
理
念
的
客
観
性
へと
至
り
つ
く
の
だ

ろ
う
か
。」
『起
源
』
ニ
エ全
ハ／
三
六
八
頁

し
た
が
つ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
い
っ
た
ん
全
面
的
に
退
け

た
言
語
一般
を
再
び
呼
び
寄
せ
る
。
喜
口語
を
介
し
て
で
あ

る
と
いう
こ
と
は
、
前
も
っ
て
見
通
し
が
つ
く
。
そ
れ
は
言

語
の
中
で
い
わ
ば
言
語
的
身
体
を
受
け
取
る
の
で
あ
る
。」

（同
上
Ｙ
」れ
は
言
語
的
理
念
性
の
も
つ
有
限
性
、感
性
的
世

界
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
いう
事
態
へと
後
戻
り
す
る
こ
と

で
は
な
い
。彼
は
起
源
に
触
れ
つ
つ有
限
性
の
領
域
へと
後

退
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、有
限
性
を
解
放
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。理
念
は
自
身
の
客
観
性
を
実
現
さ
せ
る
た
め

に
は
、実
際
に
発
言
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。ゝ
」う
し
て
、

こ
こ
で
も
ま
た
文
化
的
な
も
の
一般
と
科
学
的
な
も
の
に
関

す
る
、あ
の
自
己
の
内
部
か
ら
生
じ
て
自
己
を
包
摂
す
る
運

動
が
認
め
ら
れ
る
。デ
リ
ダ
も
言
う
よ
う
に
、「こ
の
言
語
活

動
へ
の
回
帰
は
文
化
お
よ
び
歴
史
一般
へ
の
還
帰
と
し
て
、

還
元
そ
の
も
の
の
企
画
を
最
終
的
完
成
に
も
た
ら
す
」
禽
起

源
・序
説
』
一
一
一／
七
十
頁
）
の
で
あ
る
。

同
し
か
し
、「そ
れ
だ
け
で
は
、そ
の
発
見
者
と
仲
間
た
ち

が
こ
の
よ
う
な
連
携
に
目
覚
め
て
い
な
い
、あ
る
い
は
そ
も

そ
も
も
は
や
生
き
て
い
な
い
時
代
に
さ
え
も
存
続
す
る
「理

念
的
諸
対
象
」
の
現
存
が
欠
け
て
い
る
」
会
起
源
』
二
七
二

／
三
七
一頁
）
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
言
う
。す
で
に
見
た
よ
う

に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
敵
は
相
対
主
義
一般
で
あ
る
が
、彼
は
最

初
か
ら
事
実
上
の
人
類
共
同
体
内
部
で
の
普
遍
性
に
満
足
し

て
は
い
な
か
っ
た
。
彼
は
す
で
に
『論
理
学
研
究
』
に
お
い

て
、
「人
類
が
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
真
理
も
存
在
し
な

い
」
と
す
る
「人
類
主
義
→
●〔，８
Ｂ
一£
一∽ョｃ∽と
を
、
「
真

理
が
存
在
し
な
い
」
と
いう
真
理
が
存
在
す
る
」
と
いう
自

己
矛
盾
で
あ
る
と
し
て
非
難
し
て
い
る
。ま
た
『イ
デ
ー
ン

ー
』
に
お
い
て
は
、
超
越
論
的
主
観
性
は
人
類
で
は
な
い
知

的
生
命
体
（つ
ま
り
宇
宙
人
）
を
も
考
慮
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
立
場
を
保
証
す
る
も
の
は
、
人
類
の
事
実

上
の
絶
滅
を
も
越
え
て
真
理
を
伝
承
す
る
媒
体
の
可
能
性
、

つ
ま
り
「文
字
に
書
か
れ
、
記
録
さ
れ
た
言
語
表
現
」
の
可

能
性
で
あ
る
ｃ，
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「直
接
間
接
の
人
格
的
話
し
か
け
を
必
要
と
せ
ず
に
伝

達
を
可
能
に
す
る
こ
と
、い
わ
ば
潜
在
的
に
な
った
伝

達
で
あ
る
こ
と
が
、
文
字
に
書
か
れ
、
記
録
さ
れ
た
言

語
表
現
の
重
要
な
機
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、人
類
の
共
同
体
化
も
ま
た
あ
る
新
し
い
段
階
へと

高
め
ら
れ
る
。」
『起
源
』
二
七
二
／
三
七
一頁

こ
こ
に
お
い
て
、人
類
と
い
う
共
同
体
が
理
念
的
存
在
へと

高
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
理
念
と
し
て
の
人
類
が
現
れ
る
条

件
と
は
、経
験
的
主
観
性
の
事
実
的
総
体
と
し
て
の
人
類
が

絶
減
し
て
も
な
お
現
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
、文
書
と
い
う

媒
体
な
の
で
あ
る
。

三
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
両
義
性

―
―
開
示
と
隠
蔽
―
―

こ
こ
で
文
字
が
焦
点
と
な
る
の
だ
が
、フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ

れ
を
両
義
的
な
も
の
と
し
て
記
述
し
て
い
る
。デ
リ
ダ
が
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
関
し
て
関
心
を
寄
せ
る
の
は
、ま
さ
に
こ

の
両
義
性
で
あ
る
。

そ
れ
は
一方
で
今
ま
で
見
た
よ
う
に
、理
念
と
し
て
の
人

類
の
共
同
体
の
条
件
で
あ
る
。歴
史
が
そ
れ
自
身
と
し
て
現

れ
る
の
は
、文
字
の
も
つ
恒
常
的
物
体
性
の
う
ち
に
お
い
て

で
あ
る
。
そ
れ
は
経
験
的
主
観
性
の
手
を
離
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
個
人
の
有
限
な
生
命
を
乗
り
越
え
、起
源
に
お
い

て
は
精
神
的
な
も
の
で
あ
った
幾
何
学
的
理
念
性
が
本
来
感

性
的
事
物
の
属
性
で
あ
る
不
変
の
存
続
性
を
獲
得
す
る
。し

た
が
つ
て
そ
れ
は
諸
々
の
個
別
歴
史
が
開
示
さ
れ
る
場
と
し

て
、
歴
史
一般
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
。

し
か
し
他
方
で
、経
験
的
主
観
性
の
手
を
放
れ
る
と
いう

こ
と
は
ま
た
、真
理
を
管
理
す
る
超
越
論
的
主
観
性
の
手
を

放
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。ゝ
Ｖ
」か
ら
様
々
な
真
理
の
消
失
の

危
険
が
生
じ
る
。

ｌａ＞理
念
性
が
「感
性
的
身
体
化
」を
被
る
と
いう
こ
と
は
、

事
実
上
の
破
損
の
危
険
か
ら
免
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
．́．焚
書
や
図
書
館
の
火
災
の
危
険
．
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
れ

を
心
配
し
て
い
な
い
が
、そ
も
そ
も
人
類
消
滅
後
も
書
物
は

存
続
す
る
の
か
と
い
う
素
朴
な
問
い
は
、ゝ
）
」で
そ
の
ま
ま

単
に
経
験
的
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
意
味
を
持
つ
は
ず
で
あ

２一。ｕ
多
義
性
と
いう
危
機
。フ
ッサ
ー
ル
が
コ一呈
国の誘
惑
」
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「連
想
的
形
成
の
自
由
な
戯
れ
」と
呼
ぶ
も
の
．文
字
に
限
ら

ず
言
語
一般
が
そ
う
な
の
だ
が
、一言葉
は
比
喩
的
な
言
い
回

し
や
論
理
を
越
え
た
連
想
を
通
じ
て
、日
常
生
活
の
中
で
も

と
も
と
の
意
味
と
は
多
か
れ
少
な
か
れ
異
な
る
様
々
な
多
義

性
を
生
み
出
す
（

こ
の
多
義
性
は
な
る
ほ
ど
そ
れ
自
身
伝
承
の
媒
体
で
は
あ

る
ｃ，故
事
成
語
や
こ
と
わ
ざ
、
民
間
伝
承
や
流
行
語
の
う
ち

に
織
り
込
ま
れ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
想
起
さ
れ
る
の
は
、ま

さ
し
く
語
の
多
義
性
が
自
ら
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
と
き
多
義
性
が
展
開
さ
れ
る
の
も
、
多
義

性
の
根
幹
に
あ
る
一義
性
を
軸
に
し
て
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
伝
統
一般
に
対
し
て
科
学
の
伝
統
の
特
異
性
は
、
多
義

性
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、多
義
性
の
可
能
性
の
条
件

で
あ
る
一義
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「ひ
と
は
、
現
実
的
な
蘇
生
可
能
性
を
た
だ
単
に
の
ち

に
な
っ
て
確
か
め
る
ば
か
り
で
な
く
、当
初
の
明
証
的

な
創
設
以
来
す
で
に
、そ
れ
を
蘇
生
さ
せ
る
能
力
と
こ

の
能
力
を
持
続
的
に
保
持
し
て
い
る
と
い
う
保
証
を
も

つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
危
険
に
対
処
す
る
（ご
」の
こ

と
は
、
言
語
的
表
現
の
一義
性
を
心
に
か
け
、
当
該
の

語
、
命
題
、
命
題
連
関
な
ど
を
綿
密
細
心
に
確
定
し
、

一義
的
に
表
現
さ
れ
る
べ
き
成
果
を
確
保
す
る
よ
う
に

配
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。そ
れ
は
個
々
人

の
仕
事
で
あ
り
、
新
案
者
の
場
合
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他

者
か
ら
受
け
継
ぐ
べ
き
も
の
を
受
け
継
い
だ
の
ち
の
科

学
的
共
同
体
の
一員
と
し
て
の
各
科
学
者
の
場
合
も
、

い
ず
れ
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
こ
と

は
、共
通
な
責
任
の
統
一の
う
ち
に
生
き
て
い
る
認
識

共
同
体
と
し
て
の
、そ
の
科
学
者
た
ち
の
共
同
体
の
内

部
の
科
学
的
伝
統
の
特
有
な
も
の
に
属
し
て
い
る
ご

『起
源
』
二
七
四
／
三
七
二
頁

フ
ッ
サ
ー
ル
が
一義
性
に
対
す
る
科
学
者
の
共
同
責
任
を
喚

起
す
る
の
は
、科
学
的
言
語
の
持
つ
決
定
的
な
一義
性
の
み

が
、歴
史
一般
に
た
だ
一
つ
の
時
間
軸
を
提
供
す
る
か
ら
に

他
な
ら
な
い
。ヽ
Ｖ
」で
も
や
は
り
個
別
的
な
個
々
の
文
化
内

の
歴
史
で
は
な
く
、歴
史
一般
の
可
能
性
の
条
件
た
る
超
越

論
的
歴
史
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

ｌｃ，
し
か
し
科
学
的
一義
性
を
確
保
す
る
と
は
、術
語
体
系

の
精
級
化
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。少
な
く
と
も
科
学

的
言
語
を
記
号
化
す
る
試
み
の
も
と
も
と
の
意
図
は
、そ
う
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し
た
一義
性
の
確
保
に
あ
つ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
『危
機
』
の
中
で
、ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
翌
日．

遍
学
（日””〓ｏ静
“ュお
ａ』
∽こ
を
普
遍
的
な
代
数
的
思
考
の

最
初
の
試
み
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
中
立
的

で
、
直
接
「危
機
」
と
呼
ん
で
は
い
な
い
。
し
か
し
「文
字

や
結
合
記
号
や
関
係
記
号
（十
、　
一、
日
な
ど
の
よ
う
な
）

を
、
そ
の
結
合
の
ゲ
ー
ム
規
則
に
従
っ
て
、
す
な
わ
ち
事
実

上
本
質
的
に
は
カ
ー
ド
や
チ
ェ
ス
の
よ
う
な
ゲ
ー
ム
と
同
じ

よ
う
な
仕
方
で
操
作
す
る
」
翁
危
機
』
八
五
／
四
四
頁
）
と

い
う
事
態
は
、
一義
性
の
要
請
か
ら
の
あ
る
種
の
帰
結
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。直
観
的
明
証
性
か
ら
の
乖
離
、「意
味
の
空

洞
化
」
と
い
う
「危
機
」
の
本
質
は
、
科
学
者
の
共
同
責

任
に
よ
っ
て
は
回
避
さ
れ
え
な
い
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、文
字
は
起
源
を
隠
蔽
す
る
も
の
で

も
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
は
こ
の
事
態
を
避
け
る
た
め
、

直
観
的
明
証
は
前
言
語
的
な
次
元
で
常
に
可
能
で
あ
る
と

し
、概
念
的
平
面
に
お
け
る
諸
概
念
の
水
平
的
な
相
互
規
定

に
よ
る
科
学
性
（＝
精
密
科
学
象
”パ●
く
諄
ｏ●∽ｏコ”Ｃ
を
、

直
観
的
明
証
の
参
照
に
よ
つ
て
そ
の
つ
ど
新
た
な
意
味
を
概

念
に
与
え
る
現
象
学
の
科
学
性
（＝
厳
密
学
‘
「３
駕

く
諄
８
∽ｏＦ
こ
に
よ
っ
て
批
判
的
に
再
検
討
し
よ
う
と
し

た
。し
か
し
デ
リ
ダ
は
Ｆ戸と
現
象
』
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、

直
観
的
明
証
性
に
依
拠
す
る
こ
と
を
拒
み
、む
し
ろ
文
字
の

開
示
す
る
と
同
時
に
隠
蔽
す
る
も
の
で
あ
る
と
いう
両
義
性

を
正
面
か
ら
受
け
止
め
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
る
。

五
、
断
絶
と
起
源

と
こ
ろ
で
以
上
の
分
析
は
別
個
に
扱
っ
て
も
そ
れ
ぞ
れ
が

独
立
の
価
値
を
持
ち
う
る
も
の
だ
が
、「遡
行
的
問
い
」な
い

し
「ジ
グ
ザ
グ
の
歩
み
」
の
特
異
性
は
、
分
析
の
成
果
が
自
　
　
‐３

身
に
適
応
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
叙
述
自
身
が
歴
史
の
運
動

そ
の
も
の
と
同
一に
な
る
こ
と
に
あ
る
。と
こ
ろ
で
こ
の
現

象
学
的
な
遡
行
は
、ま
さ
に
自
己
を
開
示
す
る
と
同
時
に
隠

蔽
す
る
と
い
う
こ
の
文
字
の
二
重
の
機
能
に
よ
っ
て
、そ
れ

自
身
歴
史
の
目
的
論
的
前
進
の
実
践
と
な
る
。
つ
ま
り
文
字

の
二
義
性
は
遡
行
が
即
前
進
で
あ
る
と
いう
優
れ
て
弁
証
法

的
な
運
動
の
鍵
な
の
で
あ
る
。最
後
に
こ
の
こ
と
を
示
し
て

み
よ
う
（

フ
ッ
サ
ー
ル
は
以
上
の
よ
う
に
言
語
と
いう
媒
質
の
分
析



を
通
じ
て
「歴
史
の
ア
プ
リ
オ
リ
」
を
一般
的
に
開
示
し
た

の
ち
、
幾
何
学
そ
の
も
の
の
起
源
へと
帰
っ
て
い
く
。あ
の

迂
回
か
ら
言
語
の
考
察
を
経
て
、
い
ま
よ
う
や
く
幾
何
学
の

起
源
の
具
体
的
な
意
味
が
考
察
さ
れ
る
。こ
の
起
源
の
意
味

へ
の
問
い
は
、
「い
か
な
る
条
件
の
も
と
で
幾
何
学
は
誕
生

し
え
た
か
」
と
いう
形
に
定
式
化
さ
れ
得
る
だ
ろ
う
（
フ
ッ

サ
ー
ル
は
こ
の
条
件
を
幾
つ
か
列
挙
し
て
い
る
。

こ
こ
で
幾
何
学
の
誕
生
の
諸
条
件
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の

は
、
０
前
精
密
的
な
事
物
、
囲
事
物
の
う
ち
で
も
前
文
化
的

な
物
体
、
０
そ
の
物
体
が
空
間
時
間
的
形
態
と
、素
材
的
性

質
と
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、０
技
術
的
実
践
に
お
け

る
形
態
の
斬
新
的
改
良
、
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、

０
の
技
術
的
実
践
に
お
け
る
形
態
の
斬
新
的
改
良
で
あ
る
．

「さ
ら
に
、必
要
に
迫
ら
れ
る
実
生
活
に
お
い
て
、形
態
の
中

で
あ
る
種
の
特
殊
化
が
現
れ
、技
術
的
実
践
が
い
つ
も
す
で

に
あ
る
種
の
漸
進
的
方
向
に
そ
っ
て
、
そ
の
つ
ど
、
よ
り
好

ま
し
い形
態
の
製
作
と
そ
の
改
良
を
目
指
し
た
己
亀
起
源
』

二
九
九
／
三
八
八
頁
）

こ
の
技
術
的
実
践
と
は
「測
量
技
術
（〓
お
おｏョ
こ
」
の
こ

と
で
あ
る
。こ
の
実
践
と
は
現
実
の
測
量
道
具
の
発
達
と
想

像
に
お
け
る
形
態
の
修
正
、変
更
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て

進
歩
す
る
ｃ，進
歩
一般
を
可
能
に
す
る
の
は
想
像
力
な
の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
幾
何
学
的
理
念
性
は
、
こ
の
「測
量
技
術
」
が
操

作
す
る
感
性
的
抽
象
と
想
像
変
更
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る

「理
念
性
」
と
は
根
本
的
に
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
想
像
は

フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
、
知
覚
と
同
じ
く
感
性
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
想
像
変
更
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
る
「あ
る
意
味
で

「理
念
的
」
な
自
由
な
可
能
態
」
は
、
「測
量
術
」
が
も
っば

ら
そ
れ
し
か
操
作
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、幾
何
学
の
基
底

で
は
あ
る
が
、幾
何
学
そ
の
も
の
に
は
属
さ
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
こ
の
測
量
技
術
の
疑
似
理
念
性
か
ら
幾
何
学
的
な
純
粋
な

理
念
が
生
ま
れ
た
と
す
れ
ば
、ゝ
Ｖ
」に
は
絶
対
的
な
断
絶
な

い
し
跳
躍
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
「
基
底

η
Ｅ
針
ヨｏｌ
δ
ａ
①ヨｏ●一）」
は
、
徹
頭
徹
尾
感
性
的
な
存
在

で
あ
り
、感
性
的
な
も
の
か
ら
理
念
的
な
も
の
が
発
生
す
る

こ
と
は
な
い
。
し
た
が
つ
て
「
基
底
づ
け

（Ｐ
ａ
一ｏこ
編
一∂
●８
き
。こ
の
作
用
と
は
、感
性
的
な
も
の
に

は
還
元
不
可
能
な
「純
粋
な
思
考
」
で
し
か
あ
り
得
な
い
だ

ろ
つヽ。
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「こ
の
完
全
に
す
る
と
い
う
実
践
か
ら
出
発
し
て
、「繰

り
返
し
繰
り
返
し
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
考
え
う
る
限

り
の
完
全
化
の
地
平
へ
と
自
由
に
突
き
進
む
こ
と
に

よ
っ
て
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
極
限
形
態
が
予
示
さ
れ
、

決
し
て
到
達
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
不
変
の
極
と
し
て
の

そ
れ
へ向
か
っ
て
、そ
の
都
度
の
完
全
化
の
系
列
が
の

び
て
い
く
の
で
あ
る
。ゝ
」の
理
念
的
な
形
態
に
関
心
を

持
ち
、
そ
れ
を
規
定
し
、す
で
に
規
定
さ
れ
た
も
の
か

ら
新
た
な
形
態
を
構
成
す
る
こ
と
に
一貫
し
て
従
事
す

る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
「幾
何
学
者
」
な
の
で
あ
る

…
…
。
…
…
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
や
、
も
っ
ば
ら
純
粋
な

極
限
形
態
の
領
域
に
と
ど
ま
る
「純
粋
思
考
」
と
い
う

理
念
的
な
実
践
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。」
『危
機
』
五
三

／
二
三
頁

こ
の
よ
う
な
「極
限
形
態
」
の
産
出
が
、
す
べ
て
の
科
学

的
実
践
が
営
ま
れ
る
理
念
的
空
間
を
初
め
て
開
拓
す
る
。い」

れ
以
降
、い」の
空
間
の
内
部
で
は
あ
ら
ゆ
る
対
象
が
無
限
の

同
一的
反
復
可
能
性
を
保
持
す
る
だ
ろ
う
し
、ま
た
こ
の
理

念
性
は
感
性
的
世
界
か
ら
は
完
全
に
独
立
し
て
い
る
の
だ
か

ら
、感
性
的
直
観
に
回
付
し
な
い
演
繹
的
公
理
系
一般
を
可

能
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
幾
何
学
の
起
源
に
お
け
る
絶
対
的
断
絶
の

絶
対
性
と
は
、絶
対
に
自
立
的
で
普
遍
妥
当
的
な
理
念
性
の

誕
生
と
い
う
意
味
で
あ
り
、そ
れ
自
身
の
特
権
性
は
疑
い
よ

う
が
な
い
が
、そ
れ
に
し
て
も
こ
の
よ
う
に
起
源
を
断
絶
に

還
元
す
る
こ
と
は
、結
局
一つ
の
事
件
を
絶
対
化
す
る
こ
と

に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。理
性
の
歴
史
は
全
く
の
混
沌

か
ら
突
然
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
違
和
感
は
当
然
予
想
さ
れ
よ
う
。ゝ
Ｖ
」で
デ
リ

ダ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
起
源
へ
の
問
い
を
、
こ
の
よ
う
な
断

絶
の
解
体
と
し
て
読
も
う
と
し
て
い
る
。と
いう
の
も
フ
ッ

サ
ー
ル
が
実
践
し
て
い
る
よ
う
な
、幾
何
学
が
い
か
に
し
て

誕
生
し
え
た
か
を
考
え
る
こ
と
は
、幾
何
学
が
誕
生
し
た
と

い
う
事
実
そ
の
も
の
の
一回
性
で
は
な
く
、幾
何
学
が
誕
生

し
う
る
可
能
性
の
条
件
に
注
目
す
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
。事

実
が
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
最
初
か
ら
確
認
さ
れ
て

い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
方
向
性
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、断
絶
の
特
権
性
を
中
和
化
す
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で

あ
る
。

こ
こ
で
ま
ず
、幾
何
学
が
客
観
主
義
的
科
学
一般
の
範
例
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で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
な
よ
う
（．フ
ッ
サ
ー
ル
が
幾

何
学
の
起
源
と
し
て
の
古
代
ギ
リ
シ
ャ
を
特
権
化
し
て
い
る

の
は
、
『幾
何
学
の
起
源
』
お
よ
び
『ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
人
間
性

の
危
機
と
哲
学
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
は

『危
機
』本
文
に
お
い
て
、理
性
の
起
源
は
ル
ネ
サ
ン
ス
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
ｃ，

「こ
の
最
初
の
偉
大
な
発
見
の
歩
み
と
は
、
す
で
に
客

観
的
な
即
自
態
と
考
え
ら
れ
て
い
る
自
然
の
有
限
性
を

超
克
す
る
こ
と
、明
白
な
無
限
性
を
も
つ
に
も
関
わ
ら

ず
、有
限
性
に
と
ど
ま
つ
て
い
る
も
の
を
超
克
す
る
こ

と
で
す
。
無
限
性
は
ま
ず
、
大
き
さ
、
量
、
数
、
形
態
、

度
、
極
、
平
面
な
ど
の
理
念
化
と
い
う
形
で
発
見
さ
れ

ま
す
。
自
然
、
空
間
、
時
間
は
、
無
限
的
な
も
の
へ
と

理
念
的
に
延
長
可
能
と
な
り
、無
限
に
分
割
が
可
能
に

な
り
ま
す
。
測
量
術
か
ら
数
学
が
、
日
常
的
な
道
具
い

じ
り
か
ら
数
学
的
な
力
学
等
々
が
、
生
ま
れ
て
き
ま

す
。
今
や
、
そ
れ
ら
素
朴
な
も
の
か
ら
は
つ
き
り
あ
る

仮
説
を
つ
く
ら
な
く
と
も
、‐直
観
的
な
自
然
や
世
界

は
、
数
学
的
世
界
へ
と
、
つ
ま
り
、
数
学
的
自
然
科
学

の
世
界
へ
と
変
化
し
て
い
き
ま
す
。古
代
は
こ
の
模
範

を
示
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、古
代
の
数
学
で
も
っ
て
同

時
に
無
限
な
課
題
の
最
初
の
発
見
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、す
べ
て
の
後
世
に
と
っ
て
科
学
の
導
き

の
星
に
な
り
ま
す
。」『ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
人
間
性
の
危
機

と
哲
学
』
六
九
／
三
四
〇
頁

「確
か
に
古
代
人
た
ち
も
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
に

導
か
れ
て
、経
験
的
な
数
や
量
、経
験
的
な
空
間
形
象
、

す
な
わ
ち
点
と
か
線
と
か
平
面
と
か
立
体
と
か
を
す
で

に
理
念
化
し
て
は
い
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、幾
何
学
の

命
題
や
証
明
を
、理
念
幾
何
学
的
な
命
題
や
証
明
に
変

え
て
も
い
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド

幾
何
学
と
と
も
に
、広
く
高
く
掲
げ
ら
れ
た
理
念
的
な

目
標
を
目
指
す
体
系
的
統
一を
も
った
演
繹
的
理
論
と

い
う
、
き
わ
め
て
感
銘
の
深
い
理
念
が
生
じ
て
も
い

た
。こ
の
理
論
は
、「公
理
的
な
」基
礎
概
念
と
原
理
と

に
基
礎
を
お
き
、必
当
然
的
な
推
論
に
よ
つ
て
進
行
す

る
、
純
粋
な
合
理
性
に
基
づ
く
全
体
な
の
で
あ
る
。す

な
わ
ち
、
ま
った
く
無
条
件
的
な
、直
接
間
接
に
明
証

的
な
真
理
の
全
体
で
あ
り
、そ
の
無
条
件
の
真
理
性
を

洞
察
し
う
る
全
体
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
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ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
や
古
代
数
学
一般
は
、た
だ
有

限
な
課
題
、
有
限
に
完
結
し
て
い
る
ア
プ
リ
オ
リ
だ

け
し
か
知
ら
な
い
。・…
‥古
代
が
到
達
し
た
の
は
こ
こ

ま
で
で
あ
っ
て
、無
限
の
可
能
性
を
把
握
す
る
ま
で
に

は
い
た
ら
な
か
った
。」
『危
機
』
四
六
／
十
八
頁

つ
ま
り
奇
妙
な
こ
と
に
、
一方
で
は
、古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お

け
る
幾
何
学
の
誕
生
は
「無
限
の
課
題
」
の
発
見
と
さ
れ
て

い
る
が
、
他
方
で
は
、
古
代
の
幾
何
学
の
誕
生
は
「有
限
の

課
題
」、
「有
限
に
完
結
し
て
い
る
ア
プ
リ
オ
リ
」
と
言
わ
れ

て
い
る
。

こ
こ
で
デ
リ
ダ
は
こ
の
よ
う
な
皿
嬌
に
関
し
て
一
つ
の
解

釈
を
提
案
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
の
初
頭
、
つ
ま
り

ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
、ガ
リ
レ
イ
に
よ
る
自
然
の
数
学
化

は
、幾
何
学
と
いう
超
感
性
的
な
完
結
し
た
体
系
の
内
部
か

ら
生
じ
た
。古
代
の
幾
何
学
の
有
限
性
と
は
、
完
結
的
体
系

と
いう
意
味
で
の
有
限
性
で
あ
り
、そ
こ
で
は
自
然
全
体
ヘ

の
適
応
は
い
ま
だ
考
え
ら
れ
て
は
い
な
か
った
し
、そ
の
有

限
性
の
内
部
で
無
限
に
概
念
を
操
作
し
、
無
限
の
幾
何
学

的
可
能
性
を
追
究
し
、公
理
体
系
を
無
限
に
精
級
化
し
て
い

く
こ
と
が
関
心
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。し
か
し
ル
ネ
サ
ン
ス

に
お
け
る
「自
然
の
数
学
化
」で
は
、そ
の
無
限
の
操
作
の

解
放
、つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
幾
何
学
の
完
結
的
体
系
を
手
引

き
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
「経
験
的
測
定
」
が
、幾
何
学
的

ア
プ
リ
オ
リ
か
ら
派
生
し
た
「普
遍
的
ア
プ
リ
オ
リ
」
に

よ
つ
て
達
成
さ
れ
た
。
つ
ま
り
有
限
性
か
ら
の
解
放
は
、
一

方
で
完
結
的
体
系
に
外
部
を
開
く
あ
ら
た
な
無
限
化
で
は

あ
つた
が
、し
か
し
そ
れ
も
ア
プ
リ
オ
リ
の
有
限
な
体
系
を

導
き
と
し
て
し
か
行
わ
れ
な
か
った
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
完
結
的
体
系
を
有
限
性
と
し
て
名
指
す
こ
と

は
、そ
の
完
結
性
の
外
部
に
ま
た
無
限
の
領
野
が
開
か
れ
て

い
な
い
限
り
は
不
可
能
だ
か
ら
、古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
幾
何
学

の
有
限
性
は
ル
ネ
サ
ン
ス
に
新
た
に
開
示
さ
れ
た
無
限
性
と

同
時
に
認
識
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。そ
の
と
き
数
学
的
ア
プ

リ
オ
リ
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
幾
何
学
的
ア
プ
リ
オ
リ
は
、数

学
的
ア
プ
リ
オ
リ
一般
の
う
ち
で
特
殊
な
も
の
に
す
ぎ
な
く

な
り
、古
代
の
幾
何
学
は
そ
の
と
き
無
限
の
全
体
で
あ
る
こ

と
を
や
め
る
。古
代
の
幾
何
学
の
特
権
性
は
、
科
学
一般
の

内
部
で
は
忘
れ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、あ
の
自
己
の
内
部
か
ら
生
じ
て
自
己

を
包
摂
す
る
歴
史
の
弁
証
法
的
運
動
は
、あ
ら
た
な
超
出
に
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よ
っ
て
無
限
に
自
ら
を
解
放
し
て
い
く
運
動
で
あ
り
な
が

ら
、ゝ
」の
新
た
な
超
出
が
そ
れ
に
先
立
つ
も
う
一
つ
の
超
出

の
再
現
と
い
う
性
格
を
も
つ
の
で
あ
る
。こ
の
水
準
で
は
す

で
に
、歴
史
に
お
け
る
現
象
学
的
な
「遡
行
的
問
い
」は
、起

源
へ
の
遡
及
で
あ
る
と
同
時
に
、歴
史
的
発
展
の
実
践
で
も

あ
る
。
と
い
う
の
も
、起
源
の
再
現
は
歴
史
の
前
進
運
動
そ

の
も
の
な
の
だ
か
ら
。

「哲
学
す
な
わ
ち
学
問
と
は
、人
間
性
そ
の
も
の
に
「生
得

的
」で
普
遍
的
な
理
性
が
開
示
さ
れ
て
い
く
歴
史
的
運
動
だ

と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。」
（『危
機
〓
二七
／
一三
頁
）
冨
ロ

説
の
方
法
と
し
て
の
現
象
学
は
」、
と
こ
こ
で
デ
リ
ダ
に
し

た
が
っ
て
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
「自
ら
の
全
的
歴
史
性

を
意
識
し
て
い
る
思
考
そ
の
も
の
で
あ
る
。」
（『起
源
。序

説
』
二
四
六
／
一四
六
頁
）
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
お
い
て
、

方
法
論
的
原
理
が
歴
史
の
原
理
そ
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る

（②
）。

し
か
し
他
方
で
、新
た
な
超
出
は
も
と
の
超
出
つ
ま
り
起

源
を
浮
上
さ
せ
、
根
こ
ぎ
に
し
、‐凝
固
さ
せ
る
運
動
で
も

あ
った
。と
す
れ
ば
、古
代
の
幾
何
学
の
起
源
が
ル
ネ
サ
ン

ス
に
お
い
て
そ
う
だ
った
よ
う
に
、起
源
は
自
己
を
あ
ら
わ

に
す
る
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
に
、自
己
を
隠
す
。し
た
が
つ
て
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
問
い
を
徹
底
化
し
て
、幾
何
学
の
母
胎
で
あ

る
「測
量
技
術
」
の
隠
さ
れ
た
起
源
に
つ
い
て
間
う
こ
と
が

で
き
る
。
な
る
ほ
ど
「測
量
技
術
」
は
経
験
的
文
化
に
属
し

て
お
り
、感
性
的
な
疑
似
理
念
性
で
あ
る
想
像
変
更
の
有
限

な
能
力
し
か
も
た
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
こ
の

問
い
は
理
念
的
な
も
の
が
そ
の
も
の
で
あ
る
限
り
で
の
起
源

に
か
か
わ
る
「理
性
の
普
遍
的
目
的
論
」
に
属
し
て
は
い
な

い
。
し
か
し
こ
の
有
限
性
も
ま
た
、
幾
何
学
の
誕
生
、
無
限

な
理
念
性
そ
の
も
の
の
解
放
に
お
い
て
は
じ
め
て
有
限
性
と

し
て
現
れ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。そ
う
考
え
る
と
、「測

量
技
術
」
は
幾
何
学
の
先
駆
で
あ
る
限
り
で
、
「遡
行
的
問

い
」
の
主
題
に
な
り
得
る
は
ず
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
フ
ッ
サ
ー
ル
が
そ
う
し
な
い
の
は
、や

は
り
理
念
の
現
前
を
テ
ロ
ス
と
す
る
「ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
」

的
な
言
語
観
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「測
量
技

術
」
の
想
像
変
更
の
疑
似
理
念
性
は
、
理
念
性
一般
の
先
駆

で
あ
る
に
せ
よ
、や
は
り
依
然
と
し
て
理
念
そ
の
も
の
で
は

な
い
。
し
た
が
つ
て
こ
れ
の
手
前
で
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「遡
行

的
問
い
」
は
歩
み
を
と
め
て
し
ま
う
。
デ
リ
ダ
が
フ
ッ
サ
ー
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ル
と
快
を
分
か
つ
の
は
こ
の
点
に
関
し
て
で
あ
る
。

結
論

本
論
が
示
し
え
た
こ
と
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

・フ
ッ
サ
ー
ル
は
『幾
何
学
の
起
源
』
に
お
い
て
、
ア
プ
リ

オ
リ
な
も
の
が
歴
史
を
通
じ
て
い
か
に
し
て
構
成
さ
れ
る
か

を
示
し
て
い
る
点
で
、カ
ン
ト
流
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
存
在
論
的
地
位
の
不
可
解
さ
を
解
消
し
て
い
る
。

。そ
の
際
さ
ら
に
歴
史
一般
の
可
能
性
の
条
件
を
明
確
化
し

た
点
で
、
ヘ
ー
グ
ル
に
類
比
し
う
る
射
程
を
持
っ
て
い
る
。

。し
か
し
フ
ッ
サ
ー
ル
の
特
色
は
、
歴
史
一般
の
可
能
性
の

条
件
を
言
語
に
、と
り
わ
け
書
く
行
為
お
よ
び
書
か
れ
た
文

字
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
う
ち
に
見
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

。し
た
が
っ
て
開
示
す
る
と
同
時
に
隠
蔽
す
る
と
い
う
エ
ク

リ
チ
ュ
ー
ル
の
機
能
→
）が
、
遡
行
即
ち
前
進
で
あ
る
と
い

う
優
れ
て
ヘ
ー
グ
ル
的
な
運
動
の
本
質
で
あ
る
。

デ
リ
ダ
は
、
ヘ
ー
グ
ル
的
弁
証
法
を
独
自
に
読
み
変
え
る

？ゝ
えで
、フ
ッ
サ
ー
ル
の
以
上
の
特
色
を
援
用
し
た
の
で
あ

２一。

註
（１
）
『声
と
現
象
』
一四
六
／
八
五
頁
。
例
え
ば
『精
神
現

象
学
』
の
精
神
章
Ｂ
Ｉ
ａ、
ズ
ー
ル
カ
ン
プ
版
三
百
七

十
六
頁
等
々
。

（２
）あ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
彼
が
「現
象
学
的
訓
練
や
そ
の

方
法
論
的
な
厳
密
さ
を
放
棄
し
た
こ
と
は
一度
も
あ
り

ま
せ
ん
」
気
現
象
学
の
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
』
一九
四

頁
）
と
言
う
と
き
、
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
こ
れ

で
あ
る
ｃ，

（３
Ｙ
」う
し
て
生
じ
て
く
る
限
り
で
は
、歴
史
主
義
的
精
神

科
学
と
客
観
主
義
的
自
然
科
学
と
の
対
立
は
、サ
ル
ト

ル
流
の
生
成
の
哲
学
と
、時
間
を
捨
象
し
た
共
時
性
に

依
拠
す
る
構
造
主
義
と
の
対
立
に
類
似
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
デ
リ
ダ
が
『エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
差
異
』

に
お
い
て
考
慮
し
て
い
た
生
成
の
思
惟
と
構
造
の
思
惟

と
の
乖
離
と
い
う
状
況
も
ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ

て
と
同
様
、」理く
カ
ン
ト
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
言
え

る
ｆ
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（４
）
こ
れ
は
デ
リ
ダ
の
整
理
を
踏
ま
え
た
便
宜
的
な
も
の

な
の
で
、例
え
ば
ヘ
ー
グ
ル
な
い
し
カ
ン
ト
は
実
際
は

そ
う
で
は
な
い
側
面
も
も
つ
と
い
う
批
判
は
、ヽ
」の
論

文
全
体
の
主
張
と
矛
盾
な
く
両
立
す
る
。

（５
）
ち
な
み
に
こ
こ
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
対
決
を
読
み
と

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「現
存
在

０
”∽ｏ一日）」
は
間
う
も
の
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
で
あ
る

と
同
時
に
、
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
す
な
わ
ち
一
つ

の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
（
現
存
在
の
「現
０
”と
は
真
理

が
開
示
さ
れ
る
場
な
の
で
あ
る
（し
か
し
ま
た
真
理
は

言
表
Ｔ
ｃ∽∽溜
ｏこ
さ
れ
、
単
な
る
言
表
と
い
う
形
式
を

う
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
、隠
蔽
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う

る
。
他
方
デ
リ
ダ
に
あ
っ
て
は
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
な

い
し
テ
ク
ス
ト
は
真
理
を
「開
示
す
る
も
の
で
も
あ
れ

ば
隠
蔽
す
る
も
の
で
も
あ
り
う
る
８
一８
昇
３
ａ
ｓや
ヽ

お
ａ
８
″①ａ
器
〓
百
ヨ
」
亀
存
在
と
時
間
』
四
四
節
二

二
六
頁
）
の
で
は
な
く
、
開
示
し
か
つ
同
時
に
隠
蔽
す

る
も
の
な
の
で
あ
る
。

文
献
註

ベ
ー
ジ
数
は
一般
に
邦
訳
／
原
典
と
し
た
が
、
カ
ン
ト
、

ヘ
ー
ゲ
ル
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
原
典
の
み
と
し
た
。
ま
た
そ
の

他
原
典
が
入
手
困
難
な
も
の
は
邦
訳
の
み
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に

関
し
て
は
原
典
は
フ
ッ
セ
リ
ア
ー
ナ
。そ
の
他
は
以
下
の
通

『危
機
』
弯
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象

学
し
細
谷
恒
夫
・木
田
元
訳
、
中
公
文
庫
、　
一九
九
五
年

『起
源
』
亀
幾
何
学
の
起
源
じ
田
島
節
夫
・矢
島
忠
夫
・鈴

木
修
一訳
、
青
土
社
、　
一九
九
二
年

『ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
人
間
性
の
危
機
と
哲
学
』清
水
多
吉
・鈴
木

修
一訳
弯
３０
年
代
の
危
機
と
哲
学
』所
収
）、イ
ザ
ラ
書
房
、

一九
七
六
年

『発
生
の
問
題
』
弯
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
に
お
け
る
発
生
の

問
題
じ
や
さヽ
いヽ
ミヽ
キ
ヽ
Ｒ
ミヽ
Ｋ
ミ
ミ
ゃ
、ヽき
』ξ
やヽ
ヽ

さヽおいヽ
「卜
「Ｃ「■つつ）

『起
源
。序
説
』
弯
幾
何
学
の
起
源
じ
田
島
節
夫
・矢
島
忠

夫
・鈴
木
修
一訳
、
青
土
社
、　
一九
九
二
年
／
卜ゞ
おヽ
、ミ
゛

ヽヽ

い
ヽ
ο
ミ
ヽ
ヽヽ
．ヽヽ
・
ｍ
■
｛
ｃ
∽
∽ｏ
ユ
・
”黒
ンＯ
Ｃ
Ｏ
〓
○
●
０
一
一●
（『Ｏ
ａ
Ｃ
ｏ
〓
Ｏ
●
ｏ
”
『

』Ｒ
お
ｃｏ∽
∪
９
〓
αＰ
「Ｃ
「
）〓
さ
い

『声
と
現
象
』
葛
声
と
現
象
　
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
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る
記
号
の
問
題
へ
の
序
論
じ
高
橋
允
昭
訳
、理
想
社
、
一九

七
〇
年
／
ｒ
【ξ
諄
ミ
お
ぉヽむ
ｏミ卦
♪
き̈ヽ
「もき
ミ
ミ
ミ

ヽ
き
Ｗ
、
き
畠
ミ
ぉ
驚
ミ
ヽ
卦
ミ
き
ｏざ̈
ゃ
、
雙
驚
』ヽ
エ

一理Ｃ「・いい蒸望Ч

『グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
』
翁
根
元
の
彼
方
に
　
グ
ラ
マ
ト
ロ

ジ
ー
に
つ
い
てし
足
立
和
浩
訳
、現
代
思
想
社
、
一九
七
二

年
／
じヽ
ミ
¨ヽ
ミ
ミ
さざ％ド
〓
一日
Ｆ
【よ
哺

『他
者
の
言
語
』
ａ
他
者
の
言
語
　
デ
リ
ダ
の
日
本
公
演
じ

高
橋
允
昭
編
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、　
一九
八
九
年

『現
象
学
の
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
』リ
チ
ャ
ー
ド
・カ
ー
ニ
ー

編
、
毬
藻
充
・松
葉
洋
一
・庭
田
茂
吉
訳
、　
一九
八
八
年

（む
ら
た
　
の
り
お
　
一橋
大
学
）
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