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2５ 

ニ
ー
チ
ェ
は
率
直
か
つ
明
快
に
、
「
神
は
死
ん
だ
」
と
断
言
す
る
。
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
キ
リ
ス
ト
教
が
深
く
根
を
張
っ
て
き
た
西
欧

世
界
に
お
い
て
、
彼
は
果
敢
に
「
神
は
死
ん
だ
」
と
言
い
放
つ
。
彼
以
前
に
近
代
の
多
く
の
哲
学
者
た
ち
が
、
彼
ら
の
神
に
つ
い
て
の

考
え
に
よ
っ
て
、
教
会
や
国
家
か
ら
制
約
を
受
け
て
き
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
こ
の
よ
う
に
率
直
か
つ
明
快
に
断
言
し
え

た
こ
と
に
、
西
欧
世
界
で
の
キ
リ
ス
ト
教
の
衰
退
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
も
言
え
る
。

彼
の
「
神
は
死
ん
だ
」
と
い
う
言
葉
は
、
し
か
し
、
「
神
は
も
と
も
と
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
と
、
端
的
に
同
一
な
の
で
は
な

い
。
「
神
が
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
？
そ
れ
を
私
が
お
前
た
ち
に
言
っ
て
や
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
神
を
殺
し
た
の
だ
。
お
前
た
ち
と
私

（
１
）
 

と
が
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
ゑ
ん
な
、
神
の
殺
害
者
な
の
だ
。
」
彼
の
「
神
は
死
ん
だ
」
と
い
う
一
言
葉
は
、
近
代
人
が
「
神
を
殺
し
て
し
ま

っ
た
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
西
欧
の
キ
リ
ス
ト
教
の
神
へ
の
表
面
上
の
信
仰
の
深
部
で
、
神
の
否
定
と
い
う
出
来
事
が
起
っ
て
い

た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
彼
岸
に
、
神
的
な
も
の
に
、
向
け
ら
れ
て
い
た
誠
実
さ
が
、
近
代
に
お
い
て
は
此
岸
に
、
自
然

と
人
間
そ
の
も
の
に
、
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
誠
実
さ
の
遂
行
こ
そ
、
神
を
殺
害
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
だ
か
ら
そ
の
言
葉
に
は
、
西
欧
の
歴
史
の
う
ち
に
身
を
お
く
者
の
、
西
欧
の
歴
史
に
対
す
る
一
つ
の
主
体
的
な
態
度
が
語
ら
れ

ニ
ー
チ
ェ
の
真
理
論
二
）

Ｉ
初
期
の
一
遺
稿
に
お
け
る
Ｉ

￣ 

池
田
俊
彦
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2６ 
て
い
る
。
が
し
か
し
、
近
代
の
最
大
の
出
来
事
と
し
て
の
そ
う
し
た
神
の
死
に
、
白
昼
に
ラ
ン
プ
に
火
を
と
も
し
て
市
場
へ
と
駆
け
る

狂
人
以
外
気
づ
い
て
い
な
い
、
と
さ
れ
る
。

し
か
し
ま
た
、
「
神
は
死
ん
だ
」
と
ニ
ー
チ
ェ
が
言
う
と
き
の
「
神
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
だ
け
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、
彼
が
キ
リ
ス
ト
教
と
言
う
と
き
、
聖
書
を
通
じ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
・
そ
う
で
は
な

く
、
キ
リ
ス
ト
教
は
「
大
衆
向
け
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
」
と
言
わ
れ
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
ギ
リ
シ
ア
的
形
而
上
学
と
結
び
つ
い
た
キ
リ
ス

ト
教
の
こ
と
が
、
考
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
彼
が
「
神
は
死
ん
だ
」
と
一
一
一
一
口
う
と
き
、
そ
れ
は
単
に
、
西
欧
の
近
代
だ
け
の
問
題
が
言

わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
西
欧
の
形
而
上
学
思
惟
の
歴
史
全
体
が
、
問
題
な
の
で
あ
る
・

プ
ラ
ト
ン
で
は
、
現
実
の
感
覚
的
世
界
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
、
超
感
覚
的
な
イ
デ
ア
の
世
界
が
構
想
さ
れ
た
。
し
か
も
、
こ
の
超
感

覚
的
な
イ
デ
ア
の
世
界
こ
そ
が
真
な
る
存
在
の
世
界
で
あ
り
、
感
覚
的
な
生
成
と
変
化
の
世
界
は
虚
偽
の
世
界
、
見
せ
か
け
の
世
界
で

あ
る
、
と
さ
れ
た
。
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
の
よ
う
に
、
現
象
の
背
後
に
あ
る
不
変
不
動
の
実
体
的
世
界
こ
そ
が
真
実
の
存
在
で
、
し
か
も
理

性
に
よ
る
知
の
対
象
で
あ
り
、
感
覚
的
な
生
成
し
変
化
す
る
現
象
の
世
界
は
虚
偽
の
世
界
で
あ
る
、
と
象
な
す
思
惟
の
形
態
を
形
而
上

学
と
す
る
。
し
か
も
西
欧
の
思
惟
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
実
体
論
が
、
キ
リ
ス
ト
教
と
結
び
つ
い
た
。
神
的
な
も
の
が

超
感
覚
的
彼
岸
で
あ
り
、
こ
の
世
は
感
覚
的
仮
象
の
此
岸
で
あ
る
と
さ
れ
、
真
の
世
界
で
あ
る
彼
岸
と
虚
偽
の
世
界
で
あ
る
此
岸
と
が
、

対
立
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
思
惟
の
形
態
は
、
そ
れ
ま
で
彼
岸
に
、
神
的
な
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
た
誠
実
さ
が
、
此
岸
に
、
自
然
と
人

間
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
捨
て
ら
れ
た
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
、
近
代
的
思
惟
の
う
ち
に
も
世
俗
化
さ
れ
た

形
で
そ
の
よ
う
に
一
一
つ
の
世
界
を
対
立
さ
せ
る
形
而
上
学
的
思
惟
が
残
っ
た
。
理
想
、
良
心
、
理
性
、
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
、
等

々
。
こ
れ
ら
完
全
に
は
到
達
し
え
な
い
範
型
が
定
立
さ
れ
て
、
真
実
の
も
の
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
範
型
に
対
し
て
真
で
は
な
い
現
実
が
、

否
定
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
現
実
が
依
然
と
し
て
否
定
的
な
真
で
は
な
い
世
界
と
さ
れ
、
真
実
の
世
界
と
対
立
さ
れ
る
。
プ
ラ

ト
ン
主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
が
、
形
而
上
学
的
思
惟
が
、
い
ま
だ
に
「
巨
大
な
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
影
」
を
と
ど
め
て
い
る
。
》
そ
こ
で
こ

う
し
た
プ
ラ
ト
ン
主
義
が
、
逆
転
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
形
而
上
学
的
思
惟
が
否
定
さ
れ
、
克
服
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
が
「
神
は
死
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
こ
れ
は
、
形
而
上
学
的
思
惟
の
拒
否
を
意
味
す
る
。
同
時
に
こ
れ
は
ま
た
、
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2７ 
こ
れ
ま
で
価
値
あ
り
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
す
べ
て
無
価
値
・
無
意
味
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ま
で
価
値
あ
り
と
さ
れ
て

い
た
も
の
の
虚
偽
性
が
暴
露
さ
れ
、
す
べ
て
の
至
高
の
価
値
が
価
値
を
喪
失
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
一
一
ヒ
リ
ズ
ム
を
意
味
す
る
。
い
ま

や
結
局
、
す
べ
て
の
価
値
は
無
（
一
一
ヒ
ル
）
に
よ
っ
て
し
か
支
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
明
ら
か
と
な
る
。
す
べ
て
の
も
の
が
支
え

が
な
く
、
無
の
中
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
無
を
埋
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
形
而
上
学
的
思
惟
に
立
ち
戻
り
、
超

感
覚
的
世
界
を
外
に
立
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
支
え
る
こ
と
は
、
も
は
や
で
き
な
い
。
も
は
や
何
の
支
え
も
な
く
、
無
に
よ
っ
て
し
か
支

え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
受
け
と
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
か
く
あ
っ
た
」
は
、
転
が
す
こ
と
の
で
き
な
い
岩
、
意

志
に
と
っ
て
の
歯
ぎ
し
り
で
し
か
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
受
け
と
め
、
と
同
時
に
、
も
は
や
外
か
ら
は
支
え
ら
れ
も
動
か
さ
れ
も
し
な

い
輪
を
、
自
ら
回
す
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
克
服
の
思
想
と
し
て
、
と
同
時
に
、
形
而
上
学
的
思
惟
克
服

の
思
想
と
し
て
、
晩
年
の
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
「
権
力
へ
の
意
志
」
の
思
想
が
結
実
し
て
く
る
。

ニ
ー
チ
ェ
は
こ
の
よ
う
に
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
お
よ
び
権
力
へ
の
意
志
の
思
想
に
至
る
。
し
か
し
こ
の
た
め
、
そ
れ
に
至
る
過
程
で
、
形

而
上
学
的
思
惟
の
立
て
る
諸
含
の
原
理
に
対
し
て
、
諸
含
の
至
高
の
価
値
に
対
し
て
、
背
後
に
ま
わ
っ
て
そ
の
虚
偽
性
を
、
欺
臓
性
を
、

暴
き
出
す
。
こ
う
し
て
、
諸
点
の
至
高
の
価
値
の
喪
失
を
、
無
価
値
化
を
、
白
日
の
も
と
に
曝
そ
う
と
す
る
。
し
か
も
そ
う
し
た
も
の

の
一
つ
と
し
て
、
純
粋
な
認
識
、
無
垢
の
認
識
、
つ
ま
り
真
理
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
決
し
て
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
「
わ
れ

わ
れ
が
真
理
を
欲
す
る
に
し
て
も
、
だ
が
何
故
に
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
非
真
理
を
欲
し
な
い
の
か
？
ま
た
、
不
確
実
性
を
？
無

知
を
さ
え
？
真
遅
鈍
価
値
の
問
題
が
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
歩
承
出
て
き
た
。
そ
れ
と
も
、
こ
の
問
題
の
前
に
歩
み
出
た
の
は
、
わ
れ

わ
れ
の
方
だ
っ
た
の
か
？
」
こ
れ
は
彼
の
後
期
に
書
か
れ
た
言
葉
だ
が
、
し
か
し
彼
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
お
よ
び
権
力
へ
の
意
志
の
思
想

に
至
る
ず
っ
と
以
前
の
初
期
の
段
階
か
ら
、
真
理
と
は
何
か
、
つ
ま
り
真
理
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
思
索
を
加
え
て
い
る
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
そ
の
真
理
に
つ
い
て
の
思
索
に
検
討
を
加
え
て
ゑ
た
い
。

Hosei University Repository



2８ 

真
理
な
い
し
認
識
に
つ
い
て
の
ニ
ー
チ
ェ
の
思
索
は
、
彼
の
著
作
の
中
で
ま
と
ま
っ
た
形
で
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

中
期
以
降
、
彼
の
著
作
が
断
章
の
形
式
で
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
幾
つ
か
の
断
章
と
、
か
つ

一
八
八
○
年
代
の
適
さ
れ
た
断
片
の
う
ち
に
、
散
ら
ば
っ
た
形
で
、
そ
の
思
索
は
展
開
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
一
八
八
○
年
代
の
遺

さ
れ
た
断
片
の
う
ち
で
、
権
力
へ
の
意
志
の
思
想
か
ら
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
、
重
要
な
も
の
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
し
か
し
い

ま
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
真
理
お
よ
び
認
識
の
問
題
の
思
索
に
つ
い
て
は
、
彼
の
初
期
に
、
未
完
に
終
り
公
刊
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
一

つ
の
短
い
論
文
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
後
期
の
重
要
な
彼
の
そ
の
思
索
に
触
れ
る
前
に
、
初
期
の
こ
の
論
文
に
見
ら
れ
る
彼
の

思
索
を
検
討
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
と
い
う
の
も
、
晩
年
に
権
力
へ
の
意
志
の
思
想
か
ら
し
て
徹
底
し
た
形
で
追
究
さ
れ
る
そ
の
思

索
が
、
こ
の
論
文
で
は
萌
芽
的
に
予
示
さ
れ
て
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
か
な
り
先
取
り
さ
れ
た
形
で
、
し
か
も
ま
た
あ
る
程
度
ま
と

ま
っ
た
形
で
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
ま
ず
取
り
あ
げ
る
そ
の
論
文
は
、
『
道
徳
以
外
の
意
味
に
お
け
る
真
理
と
虚
偽
に
つ
い
て
』
（
ロ
の
冨
伺
ゴ
ロ
耳
冒
［
目
ｑ
Ｅ
ｍ
の

】
日
自
脇
の
日
］
。
Ｈ
四
一
厨
島
の
ロ
の
】
目
の
）
と
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
原
稿
は
、
一
八
七
三
年
六
月
に
書
か
れ
た
。
と
い
っ
て
も
、
ニ
ー
チ
ェ
は

ま
さ
に
こ
の
一
八
七
三
年
以
来
切
れ
目
な
し
に
ど
こ
か
が
病
気
で
、
同
年
四
月
に
は
ま
ず
眼
疾
が
進
み
、
視
力
が
急
激
に
衰
え
た
。
こ

の
た
め
、
同
時
期
以
降
に
書
か
れ
た
『
反
時
代
的
考
察
』
と
同
様
に
、
こ
の
論
文
の
原
稿
は
、
ゲ
ル
ス
ド
ル
フ
に
口
授
さ
れ
て
筆
記
さ

れ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
草
稿
は
し
っ
と
前
に
断
続
的
に
残
さ
れ
て
い
て
、
前
年
の
早
い
時
期
に
も
見
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
シ
ュ
レ

ヒ
タ
に
よ
れ
ば
、
前
年
の
五
月
末
に
最
初
の
草
稿
が
書
か
れ
て
い
た
、
と
も
さ
れ
る
。

前
年
の
一
八
七
一
一
年
一
月
に
は
、
『
悲
劇
の
誕
生
』
が
出
版
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
書
へ
の
後
年
の
序
言
に
よ
れ
ば
、
こ
の
書
は
、
「
学

（
３
）
 

問
を
芸
術
家
の
光
学
の
も
と
に
見
、
さ
ら
に
、
芸
術
を
生
の
光
学
の
も
と
に
見
る
」
の
で
あ
り
、
生
を
根
源
的
に
凝
視
し
た
う
塵
え
で
、

学
問
よ
り
も
芸
術
が
根
底
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
誕
生
が
解
明
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
ポ
ロ
的
な
も
の
と
デ

｜’ 
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2９ 

こ
の
小
論
文
を
検
討
し
て
染
よ
う
。
そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
、
人
間
の
知
性
（
閂
貝
の
］
一
①
汀
）
に
対
す
る
一
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
的
な
オ

プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
確
固
た
る
信
頼
に
反
対
し
て
、
そ
の
高
慢
な
信
頼
を
打
ち
砕
く
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
冒
頭
一
つ
の
寓
話
に
よ

イ
オ
ー
ー
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
と
の
不
断
の
抗
争
と
和
解
が
、
ギ
リ
シ
ア
芸
術
の
発
展
で
あ
り
、
そ
の
最
高
の
勝
利
が
ア
ッ
テ
ィ
ヵ
悲
劇
で

あ
る
。
ア
ポ
ロ
的
な
も
の
と
は
、
夢
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
よ
う
な
、
物
事
に
光
、
形
、
明
確
さ
、
秩
序
、
個
別
性
を
与
え
、
明
断
で

節
度
あ
る
も
の
、
美
し
い
仮
象
を
生
染
出
す
原
理
で
あ
り
、
美
し
い
節
度
溢
れ
る
仮
象
を
夢
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
の
苦
悩
を
克
服

し
よ
う
と
す
る
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
と
は
、
陶
酔
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
よ
う
な
、
個
の
世
界
を
没
却
し
、
秩
序
づ
け
ら
れ

た
明
か
る
い
世
界
の
背
後
の
混
沌
た
る
根
源
的
一
者
へ
の
合
一
を
求
め
る
原
理
で
あ
り
、
節
度
や
限
界
や
個
体
を
破
壊
し
て
、
生
の
根

底
に
潜
む
苦
悩
と
歓
喜
の
永
遠
の
根
源
的
一
考
と
の
融
合
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
。
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
は
、
音
楽
芸
術
の
精
神
で
あ
る
こ

の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
を
根
源
と
す
る
コ
ロ
ス
の
歌
舞
か
ら
発
生
し
、
そ
れ
が
ア
ポ
ロ
的
な
も
の
と
見
事
仁
結
合
す
る
こ
と
に

お
い
て
誕
生
し
た
、
と
さ
れ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
こ
の
解
明
は
、
ア
ポ
ロ
的
な
も
の
と
デ
ィ
オ
ニ
ニ
ソ
ス
的
な
も
の
と
の
二
元
的
図
式
か

ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
彼
が
あ
く
ま
で
も
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
を
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
誕
生

の
よ
り
根
源
的
な
原
理
と
考
え
て
い
た
、
の
承
な
ら
ず
、
生
の
よ
り
根
源
的
な
原
理
と
考
え
て
い
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
悲
劇
の
誕
生
』
が
出
版
さ
れ
た
あ
と
、
翌
一
八
七
三
年
の
八
月
に
、
『
反
時
代
的
考
察
』
の
第
一
部
が
出
版
さ

れ
た
。
こ
れ
は
、
彼
が
ま
だ
『
悲
劇
の
誕
生
』
の
精
神
圏
内
に
あ
る
こ
と
を
濃
厚
に
示
し
て
い
る
が
、
と
も
か
く
そ
こ
で
は
、
ダ
ー
フ

ィ
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
を
論
じ
て
「
教
養
俗
物
」
が
批
判
さ
れ
る
。
以
降
第
四
部
ま
で
出
さ
れ
る
こ
の
『
反
時
代
的
考
察
』
で
は
、
ニ

ー
チ
ェ
が
『
悲
劇
の
誕
生
』
以
前
か
ら
心
に
抱
い
て
い
た
時
代
批
判
の
思
索
が
、
順
次
展
開
さ
れ
て
い
く
。
い
ま
こ
れ
か
ら
扱
う
論
文

は
、
公
刊
さ
れ
た
こ
の
両
著
作
の
間
に
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
公
刊
さ
れ
た
著
作
の
裏
面
で
、
ニ
ー
チ
ェ
の
関
心
が
奈
辺
に
あ
っ
た
か

を
う
か
が
わ
せ
る
。

一一一
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釦
っ
て
、
知
性
に
よ
る
認
識
の
発
明
必
４
世
界
史
の
も
っ
と
も
誇
り
高
い
瞬
間
で
も
あ
れ
ば
、
ま
た
同
時
に
も
っ
と
も
欺
臓
に
満
ち
た
瞬

間
で
も
あ
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
（
の
．
四
＄
）
も
ち
ろ
ん
ニ
ー
チ
ェ
は
、
知
性
を
全
面
的
に
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
人
間
の

知
性
が
「
い
か
に
惨
め
で
、
影
の
よ
う
に
不
確
か
で
、
束
の
間
の
は
か
な
い
も
の
に
見
え
る
か
、
ま
た
い
か
に
無
目
的
で
、
身
勝
手
な

も
の
に
見
え
る
か
」
（
旨
』
・
）
を
強
調
す
る
。
し
か
し
こ
の
強
調
も
、
人
間
の
生
Ｐ
の
肩
口
）
の
う
ち
に
そ
れ
を
位
置
づ
け
る
た
め
の
も

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
も
ニ
ー
チ
ェ
は
明
ら
か
に
、
生
の
光
学
の
も
と
に
知
性
を
見
て
い
る
。
だ
か
ら
、
「
人
間
の
知
性
に

と
っ
て
は
、
お
よ
そ
人
間
の
生
を
超
え
て
そ
こ
か
ら
先
へ
導
く
よ
う
な
使
命
な
ど
は
、
存
在
し
な
い
」
（
言
」
・
）
と
さ
れ
、
ま
た
、
知
性

は
「
何
と
言
っ
て
も
補
助
手
段
と
し
て
、
不
幸
き
わ
ま
り
な
い
、
繊
細
こ
の
う
え
も
な
い
、
無
常
は
か
な
い
存
在
者
た
ち
に
、
ほ
ん
の

添
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
も
彼
ら
を
一
瞬
間
生
存
に
つ
な
ぎ
と
め
て
お
く
た
め
な
の
で
あ
る
」
（
印
・
亀
Ｓ
と

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
知
性
を
、
認
識
を
、
生
の
手
段
と
す
る
考
え
が
、
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
初
め
か
ら
明
確
に
表
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
、
知
性
も
生
の
視
点
の
も
と
に
そ
の
補
助
手
段
と
見
な
さ
れ
る
が
、
こ
の
た
め
さ
ら
に
、
知
性
は
個
体
保
存

の
手
段
で
あ
る
、
と
い
う
点
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
（
旨
ｇ
）
し
か
も
、
「
個
体
保
存
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
知
性
は
、
そ
の
主
た

る
力
を
偽
装
（
ご
；
区
］
目
輌
）
に
お
い
て
発
揮
す
る
」
（
旨
。
．
）
と
い
う
の
が
、
知
性
の
使
用
に
つ
い
て
の
一
一
１
チ
ェ
の
捉
え
方
で
あ

る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
人
間
に
あ
っ
て
は
欺
臓
が
、
お
べ
っ
か
が
、
嘘
と
誤
魔
化
し
が
、
ひ
そ
ひ
そ
話
が
、
体
面
保
持
が
、
借
り
も

の
の
光
輝
を
ま
と
っ
て
生
き
る
こ
と
が
、
仮
面
を
か
ぶ
っ
て
い
る
こ
と
が
、
真
相
を
覆
い
隠
す
因
襲
が
、
他
人
や
自
分
自
身
に
対
す
る

お
芝
居
が
、
要
す
る
に
絶
え
間
の
な
い
虚
栄
こ
そ
が
、
お
定
ま
り
の
通
常
の
あ
り
方
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
彼
は
す
る
。
（
守
匙
・
）
例
え
ば

こ
こ
に
す
で
に
、
「
仮
面
を
か
ぶ
っ
て
い
る
こ
と
」
（
冨
四
、
嵐
Ｈ
厨
の
旨
）
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。
外
見
に
欺
か
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の

か
ぶ
っ
て
い
る
仮
面
を
は
い
で
、
そ
の
見
え
て
い
な
か
っ
た
所
を
見
抜
く
、
と
い
っ
た
暴
露
的
な
手
法
ご
そ
、
彼
の
哲
学
者
と
し
て
の

や
り
方
だ
っ
た
。
が
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
す
べ
て
深
み
を
あ
つ
し
の
は
表
面
と
仮
面
と
を
愛
す
る
、
と
い
う
認
識
と
一
体
と
な
っ
て

い
る
。
す
で
に
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
し
て
か
ら
が
、
ア
ポ
ロ
的
な
も
の
と
い
う
仮
象
の
、
つ
ま
り
仮
面
の
、
そ
の
根
源
に
あ
る
デ
イ
オ

ー
ー
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
を
挾
り
出
す
こ
と
が
、
主
題
だ
っ
た
。
彼
は
の
ち
に
、
自
分
自
身
の
仮
面
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。
「
深
い

も
の
は
す
べ
て
、
仮
面
を
愛
す
る
。
何
に
も
ま
し
て
深
い
事
物
は
、
形
象
や
比
楡
に
対
し
て
憎
悪
を
さ
え
抱
く
。
正
反
対
の
も
の
に
し
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3１ 
て
初
め
て
、
神
の
毒
恥
が
ま
と
っ
て
歩
く
の
に
、
最
適
の
仮
装
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
．
．
…
・
本
能
か
ら
、
沈
黙
し
黙
秘
す
る
た
め
に
語

る
こ
と
を
用
い
、
限
り
な
く
伝
達
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
隠
栖
者
は
、
仮
而
が
自
分
の
代
わ
り
に
友
人
た
ち
の
心
や
頭
の
中
を
歩
き
ま

わ
る
こ
と
を
欲
し
、
ま
た
そ
れ
を
促
す
。
そ
し
て
、
彼
が
そ
れ
を
欲
し
な
い
と
し
て
も
、
い
つ
か
彼
の
眼
が
開
け
て
、
そ
れ
で
も
そ
こ

に
は
彼
の
仮
面
が
あ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
で
よ
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
悟
る
だ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
深
い
精
神
は
、
仮
面
を
必
要

と
す
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
深
い
精
神
の
ま
わ
り
に
は
、
た
え
ず
仮
面
が
生
ず
る
。
彼
の
与
え
る
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
が
、

（
５
）
 

そ
れ
ぞ
れ
の
足
ど
り
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
気
息
が
、
つ
ね
に
間
違
っ
て
、
つ
ま
り
浅
薄
に
、
解
釈
さ
れ
る
お
か
げ
で
。
」
彼
は
仮
面
を
は

ぎ
、
現
象
の
根
底
に
あ
る
も
の
を
暴
露
的
に
あ
ば
き
出
す
、
と
同
時
に
、
自
身
の
表
現
に
お
い
て
仮
面
を
必
要
と
し
た
。
そ
う
し
た
彼

の
あ
り
方
が
、
さ
き
の
彼
の
言
葉
に
も
含
ま
れ
て
い
る
。
と
も
か
く
、
知
性
の
主
た
る
力
に
つ
い
て
の
基
本
テ
ー
ゼ
は
、
彼
に
よ
れ
ば

こ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
個
体
が
他
の
諸
々
の
個
体
に
対
し
て
自
己
を
保
全
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
事
物
の
自
然
な
状
態

か
ら
い
っ
て
、
個
体
は
た
い
て
い
は
知
性
を
偽
装
の
た
め
に
利
用
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
」
（
の
，
胃
Ｃ

で
は
そ
う
し
た
状
態
か
ら
し
て
、
真
理
を
誠
実
に
純
粋
に
目
ざ
す
衝
動
は
、
ど
の
よ
う
に
生
じ
え
た
の
か
。
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
う
解
釈

す
る
。
「
し
か
し
、
人
間
は
必
要
に
迫
ら
れ
て
か
、
ま
た
退
屈
し
の
ぎ
に
よ
っ
て
か
、
社
会
的
に
群
を
な
し
て
生
存
し
よ
う
と
欲
す
る

も
の
だ
か
ら
、
何
ら
か
の
平
和
条
約
の
締
結
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
う
え
な
く
殺
風
景
な
「
万
人
に
対
す
る
万
人
の
戦
い
」

を
、
少
な
く
と
も
自
分
の
世
界
か
ら
は
消
し
去
ろ
う
と
、
努
力
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
平
和
条
約
の
締
結
こ
そ
ば
必
然
的
に
、
あ
の

謎
と
思
わ
れ
て
い
る
真
理
衝
動
の
獲
得
へ
の
第
一
歩
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
を
、
伴
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
今
後
－
１
真
理
」
で
あ
る

べ
き
と
さ
れ
る
も
の
が
、
い
ま
や
固
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
事
物
に
つ
い
て
均
一
に
妥
当
し
か
つ
拘
束
力
を
も
つ
と
い

っ
た
表
示
が
考
案
さ
れ
、
言
葉
の
立
法
に
よ
っ
て
真
理
の
最
初
の
諸
法
則
も
ま
た
告
示
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
に
お
い
て
初
め
て
、

真
理
と
虚
偽
と
の
対
照
が
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
旨
１
．
）
こ
の
よ
う
に
ニ
ー
チ
ェ
は
、
真
理
を
「
誠
実
に
、
純
粋
に
」
目
ざ
す
と

さ
れ
る
そ
の
衝
動
の
、
そ
の
心
理
の
、
内
面
を
暴
露
し
て
み
せ
る
。
彼
は
、
隠
れ
た
内
面
を
暴
露
し
て
ふ
せ
る
心
理
学
者
で
あ
る
こ
と

を
、
つ
ね
に
自
認
し
て
い
た
。
「
そ
も
そ
も
私
以
前
に
、
哲
学
者
た
ち
の
う
ち
の
誰
が
心
理
学
者
で
あ
っ
た
か
？
む
し
ろ
そ
の
反
対
、

（
６
）
 

「
高
等
詐
欺
師
」
、
「
理
想
主
義
者
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
」
と
の
ち
に
言
っ
て
い
る
。
こ
の
彼
自
身
の
一
一
一
口
葉
が
、
い
ま
こ
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3２ 
》
」
で
も
あ
て
は
ま
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
が
自
認
す
る
心
理
学
者
と
は
、
現
代
の
心
理
学
の
よ
う
に
、
実
験
と
観
察
を
実
行
し
、
計
量
的

な
科
学
を
行
な
う
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
カ
ン
ト
以
前
に
行
な
わ
れ
た
よ
う
に
、
霊
魂
論
を
論
ず
る
の
で
も
な
い
。
そ
う
で

は
な
く
、
さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
彼
は
、
外
見
に
欺
か
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
か
ぶ
っ
て
い
る
仮
面
を
は
い
で
、
そ
の
「
見
え
て
い

（
７
）
 

な
い
所
を
見
抜
く
」
、
と
い
っ
た
意
味
で
の
心
理
学
を
実
行
す
る
。
表
面
の
仮
面
を
は
ぎ
、
現
象
の
根
底
に
あ
る
心
理
を
、
生
理
を
、

本
能
を
、
暴
露
的
に
あ
ば
き
出
す
。
こ
れ
が
、
彼
の
心
理
学
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
す
で
に
、
彼
は
そ
の
手
法
に
よ
っ
て
、
真
理

へ
の
衝
動
の
外
見
上
の
「
誠
実
さ
」
、
「
純
粋
さ
」
の
、
そ
の
内
面
を
快
り
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
も
言
わ
れ
て
い
る
。
「
人
間

は
真
理
に
対
し
て
、
生
を
保
持
す
る
快
適
な
諸
結
果
を
求
め
て
い
る
。
結
果
を
生
ま
な
い
純
粋
な
認
識
に
対
し
て
は
、
人
間
は
無
関
心

で
あ
り
、
お
そ
ら
く
有
害
で
破
壊
的
で
も
あ
る
よ
う
な
諸
真
理
に
対
し
て
は
、
敵
意
を
さ
え
抱
き
か
ね
な
い
。
」
（
の
・
亀
、
）
こ
う
し
た

彼
の
分
析
は
、
真
理
を
希
求
す
る
誠
実
さ
、
純
粋
さ
と
い
っ
た
も
の
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
は
が
す
。
そ
れ
は
本
来
決
し
て
、
単
純
に
誠
実
な

の
で
も
、
純
粋
な
の
で
も
な
い
。
個
体
の
生
の
保
存
に
起
因
す
る
内
容
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
は
、
諸
角
の
偽
装
の

結
果
で
あ
る
。
諸
々
の
欺
臓
、
虚
偽
、
不
誠
実
、
不
純
な
る
意
図
、
等
々
の
結
果
で
あ
る
。
真
理
へ
の
衝
動
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
結
局
、

生
の
保
持
に
快
適
な
諸
結
果
を
生
む
よ
う
な
社
会
的
含
意
、
締
結
さ
れ
た
平
和
条
約
、
偽
装
さ
れ
た
慣
習
、
確
固
と
し
た
因
襲
目
の

庁
：
ロ
（
ど
ロ
ぐ
の
目
・
月
口
）
（
、
．
⑭
曰
）
、
と
い
っ
た
も
の
を
目
ざ
す
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
－
－
－
チ
ェ
は
こ
の
よ
う
に

個
体
の
生
の
保
存
の
根
源
か
ら
、
真
理
を
目
ざ
す
衝
動
の
誠
実
さ
、
純
粋
さ
、
と
言
わ
れ
る
も
の
の
内
容
を
あ
ば
き
出
す
。
た
だ
、
い

ま
見
た
真
理
へ
の
衝
動
の
獲
得
の
経
緯
に
つ
い
て
の
彼
の
説
明
に
は
、
多
分
に
、
道
徳
の
成
立
に
つ
い
て
と
同
一
に
近
い
解
釈
が
見
う

け
ら
れ
る
。
い
ま
扱
っ
て
い
る
論
文
の
表
題
が
、
『
道
徳
以
外
の
意
味
に
お
け
る
真
理
と
虚
偽
に
つ
い
て
』
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
う
し
た
解
釈
で
、
真
理
と
称
さ
れ
る
も
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
説
明
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
は
、
あ
る
意

味
で
こ
の
解
釈
の
延
長
上
に
あ
る
「
権
力
へ
の
意
志
」
の
思
想
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
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3３ 
そ
の
点
の
検
討
は
の
ち
に
触
れ
る
と
し
て
、
次
に
は
、
真
理
あ
る
い
は
認
識
と
関
連
し
て
、
一
一
一
一
口
語
な
い
し
言
葉
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
言
葉
に
よ
る
表
現
に
つ
い
て
は
、
ニ
ー
チ
ェ
は
生
涯
自
信
を
も
っ
て
お
り
、
の
ち
に
彼
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
「
私
以
前
に

（
８
）
 

は
、
ひ
と
は
ド
イ
ツ
語
で
も
っ
て
何
が
可
能
で
あ
る
か
を
、
そ
も
そ
も
言
葉
で
も
っ
て
何
が
可
能
で
あ
る
か
を
、
知
ら
な
か
っ
た
。
」

し
か
し
そ
の
彼
の
、
言
語
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
考
え
は
、
彼
の
著
作
中
に
散
見
さ
れ
る
の
が
、
ま
と
ま
っ
て
論
じ
ら
れ
て
は
い
な

い
。
い
ま
取
り
あ
げ
て
い
る
遺
稿
中
の
こ
の
部
分
が
、
そ
れ
を
や
や
ま
と
め
て
論
じ
て
い
る
重
要
な
個
所
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
こ

の
個
所
で
の
彼
の
考
え
は
、
「
言
語
に
お
い
て
、
真
理
と
か
妥
当
な
表
現
な
ど
と
い
う
も
の
は
決
し
て
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
」
（
の
．

⑮
国
）
、
と
一
一
一
一
口
語
へ
の
強
い
懐
疑
、
深
い
不
信
感
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

一
一
一
一
口
語
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
音
で
表
わ
さ
れ
た
神
経
の
刺
激
の
複
写
で
あ
る
、
と
－
－
－
チ
ェ
は
言
う
。
（
ｍ
・
亀
⑭
）
し
か
し
、
そ
の
神

経
の
刺
激
か
ら
発
し
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
外
に
あ
る
或
る
何
ら
か
の
原
因
へ
と
推
論
を
進
め
る
の
は
、
す
で
に
根
拠
の
原
理
の
誤
っ

た
不
当
な
適
用
の
結
果
で
あ
る
。
言
葉
は
決
し
て
、
人
間
の
外
の
或
る
何
ら
か
の
原
因
そ
の
ま
ま
の
妥
当
な
表
現
な
ど
で
は
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
言
葉
は
、
そ
れ
を
作
る
人
間
に
対
す
る
事
物
の
関
係
を
表
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
関
係
を
表
現
す
る
の

に
、
き
わ
め
て
大
胆
な
隠
噛
（
ｚ
［
爵
已
①
○
が
、
つ
ま
り
「
跳
び
越
し
」
が
、
援
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
神
経
の
刺
激

が
ま
ず
形
象
（
国
巨
）
に
移
さ
れ
る
場
合
に
、
第
一
の
隠
嚥
が
援
用
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
形
象
が
さ
ら
に
音
に
模
造
さ
れ
る
場
合

に
、
第
二
の
隠
嚥
が
援
用
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
隠
楡
で
は
そ
の
た
び
ご
と
に
、
全
く
別
種
の
新
し
い
領
域
の
真
只
中
へ
の
、
そ
れ
ぞ
れ

の
領
域
の
完
全
な
跳
び
越
し
が
、
行
な
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
樹
木
と
か
、
色
彩
と
か
、
雪
と
か
、
花
と
か
に
つ
い
て
語
る

場
合
、
そ
う
し
た
事
物
そ
の
も
の
に
つ
い
て
何
事
か
を
知
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
所
有
し
て
い
る
の
は
、

根
源
的
本
質
と
は
徹
頭
徹
尾
一
致
し
な
い
と
こ
ろ
の
、
事
物
の
隠
楡
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
言
葉
の
成
立
に
際

し
て
は
、
物
事
は
論
理
的
に
運
ん
で
は
い
な
い
。
だ
か
ら
哲
学
者
た
ち
は
、
こ
う
し
た
言
語
を
全
材
料
と
し
て
用
い
て
、
真
理
を
目
ざ

し
て
仕
事
を
し
、
体
系
を
築
き
あ
げ
る
が
、
言
語
は
そ
う
し
た
も
の
だ
か
ら
、
事
物
の
本
質
か
ら
由
来
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
。

（
ぃ
・
亀
国
Ｉ
⑬
国
）
言
語
に
つ
い
て
－
－
１
チ
ェ
は
こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
段
階
で
の
大
胆
な
跳
び
越
し
、
つ
ま
り
隠
職
に
よ
っ
て
、
成
立
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
と
見
る
。
こ
の
た
め
そ
れ
は
、
事
物
の
隠
職
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
事
物
に
対
す
る
人
間
の
関
係
の
表
示
に
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3４ 

で
は
次
に
、
概
念
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
の
か
。
「
概
念
は
す
べ
て
、
等
し
く
な
い
も
の
の
等
置
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
」
ａ
・

弓
』
）
つ
ま
り
、
一
回
限
り
の
徹
底
し
て
個
別
化
さ
れ
た
根
源
体
験
こ
そ
、
概
念
を
音
で
表
わ
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
一
一
一
一
百
語
の
成
立
の
母
体
だ

が
、
し
か
し
そ
の
言
語
は
、
こ
う
し
た
体
験
の
記
憶
の
役
を
果
た
さ
せ
よ
う
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、

多
少
と
も
似
て
い
る
無
数
の
事
例
に
、
す
な
わ
ち
厳
密
に
考
え
れ
ば
断
じ
て
等
し
く
な
い
全
く
不
同
の
事
例
に
、
当
て
は
ま
ら
な
く
て

は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
成
立
し
て
い
る
。
（
ｍ
・
亀
⑬
‐
い
『
←
）
し
た
が
っ
て
概
念
に
お
い
て
は
、
一
回
限
り
の
徹
底
し
て
個
別
化
さ
れ

す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
事
物
の
本
質
を
そ
の
ま
ま
に
表
現
し
て
い
る
も
の
な
ど
で
は
な
い
こ
と
を
、
強
調
す
る
。

と
こ
ろ
で
彼
は
さ
ら
に
、
こ
の
二
つ
の
段
階
で
の
隠
臓
、
す
な
わ
ち
直
観
と
概
念
と
の
そ
れ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
も
う
少
し
詳

細
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
の
直
観
の
隠
職
は
、
も
と
も
と
は
溶
岩
の
よ
う
な
流
れ
と
し
て
人
間
の
想
像
力
（
国
］
目
国
鳥
）

と
い
う
根
源
能
力
か
ら
流
出
し
て
き
た
形
象
の
か
た
ま
り
で
あ
る
。
（
の
．
圀
司
）
神
経
の
刺
激
が
形
象
に
移
さ
れ
る
こ
の
「
直
観
の
隠
職

は
、
ど
れ
も
み
な
個
別
内
で
、
他
に
似
た
も
の
を
も
た
な
い
の
で
、
い
つ
も
あ
ら
ゆ
る
分
類
の
網
か
ら
も
れ
て
し
ま
う
。
」
（
印
・
葛
Ｓ

つ
ま
り
第
一
点
と
し
て
、
直
観
の
隠
職
は
、
個
別
的
な
現
実
的
な
し
の
ａ
’
⑭
恩
）
を
、
一
回
限
り
の
徹
底
し
て
個
別
化
さ
れ
た
根
源

体
験
（
“
・
四
国
）
を
、
厳
密
に
考
え
れ
ば
断
じ
て
等
し
く
な
い
全
く
不
同
の
事
例
（
の
・
圀
昌
）
を
、
よ
り
近
く
表
現
し
て
い
る
も
の
と

解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
他
方
で
、
神
経
の
刺
激
と
そ
れ
に
よ
っ
て
産
承
出
さ
れ
た
形
象
と
の
関
係
が
、
す
で
に
そ
れ
自
体
と
し

て
、
何
ら
必
然
的
な
関
係
で
は
な
い
。
（
ｍ
・
笥
巴
同
じ
形
象
が
何
百
万
回
も
産
染
出
さ
れ
、
幾
世
代
も
受
け
継
が
れ
、
最
後
に
全
人
類

に
同
じ
動
機
の
結
果
と
し
て
た
ち
現
わ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
つ
い
に
、
人
間
に
と
っ
て
同
一
の
意
義
を
獲
得
し
、
ま
る
で
唯
一
の

必
然
的
な
形
象
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
も
と
の
神
経
の
刺
激
と
そ
れ
に
よ
っ
て
産
承
出
さ
れ
た
形
象
と
の
関
係
が
、

ま
る
で
厳
密
な
因
果
関
係
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
る
。
が
し
か
し
、
直
観
的
隠
嚥
が
い
く
ら
こ
の
よ
う
に
固
定
さ
れ
凝
結
さ
れ

た
と
し
て
も
、
こ
の
隠
職
が
必
然
性
を
そ
な
え
専
一
的
な
正
当
性
を
も
っ
て
い
る
、
と
保
証
す
る
こ
と
に
は
全
く
な
ら
な
い
。
（
凄
匙
・
）

概
念
の
母
で
あ
る
直
観
の
隠
噛
は
、
神
経
の
刺
激
を
芸
術
的
に
形
象
に
移
す
錯
覚
（
皀
圖
○
口
）
で
あ
る
。
（
、
，
亀
①
）
こ
の
よ
う
に
第
一
一

点
と
し
て
、
直
観
の
形
象
が
す
で
に
隠
輪
で
あ
っ
て
、
事
物
そ
の
も
の
な
ど
で
は
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
錯
覚
で
さ
え
あ
る
こ
と
が
、
強

点
と
し
て
、

調
さ
れ
る
。
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3５ 
た
根
源
体
験
は
、
厳
密
に
考
え
れ
ば
断
じ
て
等
し
く
な
い
全
く
不
同
の
事
例
は
、
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
一
一
－

チ
ニ
は
、
「
木
の
葉
」
（
国
自
『
）
を
例
に
述
べ
て
い
る
。
（
ｍ
・
酋
置
）
す
な
わ
ち
、
一
枚
の
木
の
葉
が
他
の
一
枚
の
木
の
葉
と
全
く
同
じ
と

い
っ
た
こ
と
は
断
じ
て
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
同
様
に
確
実
な
こ
と
だ
が
、
木
の
葉
と
い
う
概
念
は
、
こ
う
し
た
個
別

的
な
諸
角
の
差
異
を
任
意
に
棄
て
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
相
異
点
を
忘
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
彼
は
、
絶
対
に
個
別
的
な
事
例
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
概
念
は
そ
の
絶
対
的
な
個
別
性
を
、
他
と
の
絶
対
的
な
相
異
を
、

棄
却
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
い
っ
た
ん
「
木
の
葉
」
と
い
う
概
念
が
形
成
さ
れ
る
と
、
こ
の

概
念
は
、
自
然
の
中
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
木
の
葉
の
ほ
か
に
、
ま
さ
に
「
木
の
葉
」
そ
の
も
の
と
で
も
言
え
る
よ
う
な
も
の
が
、
つ
ま
り

例
え
ば
一
つ
の
原
型
が
、
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
考
え
を
呼
び
さ
ま
す
。
そ
し
て
す
べ
て
の
木
の
葉
が
、
こ
の
原
型
に
則
っ
て
織

ら
れ
、
描
か
れ
、
測
ら
れ
、
彩
色
さ
れ
、
縮
ら
さ
れ
、
塗
ら
れ
る
が
、
し
か
し
下
手
な
手
で
そ
れ
が
な
さ
れ
る
結
果
、
ど
の
一
葉
の
見

本
も
、
原
型
の
忠
実
な
描
写
と
し
て
は
正
確
で
は
な
い
し
、
信
頼
す
る
に
耐
え
な
い
も
の
に
終
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
よ
う
に
見
な
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
彼
に
よ
れ
ば
、
概
念
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
絶
対
に
個
別
的
な
事
例
に
対
し
て
一
つ
の
原
型
が
、

一
つ
の
原
因
が
、
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
考
え
を
呼
び
さ
ま
す
。
が
ま
さ
に
存
在
し
て
い
る
と
前
提
さ
れ
る
こ
の
原
型
、
概
念
こ

そ
、
す
べ
て
の
絶
対
に
個
別
的
な
事
例
の
捨
象
で
あ
っ
て
、
抽
象
に
す
ぎ
な
い
。
「
個
別
的
な
現
実
的
な
も
の
を
看
過
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
概
念
が
、
そ
れ
に
ま
た
形
式
が
、
与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
自
然
は
、
い
か
な
る
形
式
も
、
い
か
な
る
概
念

も
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
い
か
な
る
種
属
も
、
知
ら
な
い
。
自
然
が
知
っ
て
い
る
の
は
、
た
だ
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
近
づ
き
難
い
定
義

し
え
な
い
Ｘ
だ
け
で
あ
る
。
」
（
淳
匙
・
）

ニ
ー
チ
ェ
は
さ
ら
に
、
さ
き
の
真
理
へ
の
衝
動
で
も
問
題
と
な
っ
た
「
誠
実
さ
」
（
同
旨
一
一
Ｃ
罵
島
）
の
概
念
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

（
昏
区
・
）
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
の
は
、
多
数
の
個
別
化
さ
れ
た
諸
行
動
、
し
た
が
っ
て
等
し
か
ら
ざ
る
諸
行
動
の
み
で
あ
る
。
し

か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
等
し
か
ら
ざ
る
も
の
を
棄
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
等
置
し
、
あ
る
人
間
を
誠
実
だ
と
言
っ
た
り
す
る
。
し
か

も
さ
ら
に
、
そ
の
人
間
が
今
日
あ
の
よ
う
に
誠
実
に
振
舞
っ
た
の
は
、
彼
の
誠
実
さ
の
た
め
だ
、
と
言
っ
た
り
す
る
。
こ
れ
は
し
か
し

ま
た
し
て
も
、
「
木
の
葉
」
そ
の
も
の
が
さ
ま
ざ
ま
な
木
の
葉
の
原
因
で
あ
る
、
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
誠
実
さ
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3６ 
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
本
質
的
な
一
性
質
に
つ
い
て
は
、
全
く
何
も
知
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
の
は
、
多
数
の
個
別
化
さ
れ

た
諸
行
動
で
し
か
な
い
の
に
、
そ
れ
ら
か
ら
一
つ
の
「
隠
れ
た
特
性
」
（
名
島
：
・
・
・
口
］
国
）
を
定
式
化
し
て
、
そ
れ
に
「
誠
実
さ
」
と

い
う
名
称
を
付
与
し
、
し
か
も
こ
の
誠
実
さ
の
原
型
こ
そ
が
存
在
し
て
原
因
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
ニ
ー
チ
ェ
は
概
念
の
形
成
に
関
し
て
述
べ
、
そ
れ
と
関
連
し
て
と
く
に
、
概
念
に
お
け
る
絶
対
的
な
個
別
性
の
棄
却
、

ま
た
、
概
念
で
固
定
さ
れ
た
そ
の
も
の
自
体
と
で
も
言
え
る
も
の
の
存
在
や
原
因
の
想
定
、
に
触
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
が
注
目
さ

れ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
れ
以
上
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
彼
は
さ
ら
に
、
概
念
に
関
し
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
人
間
を
動
物
に
対
し
て
際
立
た
せ
て
い
る
す
べ
て
の
点
は
、
直
観
的
隠
噛
を
一
つ
の
図
式
（
の
島
の
日
国
）
へ
と
昇
華
さ
せ
る
能
力
に
、

つ
ま
り
、
形
象
を
一
つ
の
概
念
へ
と
解
消
さ
せ
る
能
力
に
、
か
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
図
式
の
領
野
に
お
い
て
、
最
初
の
直
観
的

な
印
象
の
も
と
で
は
う
ま
く
い
き
そ
う
に
も
な
い
よ
う
な
こ
と
が
、
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
階
級
や
等
級
に
従
っ
て
一
つ
の

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
秩
序
を
築
き
あ
げ
る
こ
と
が
、
法
律
や
特
権
や
服
従
や
限
界
規
定
な
ど
か
ら
な
る
一
つ
の
新
し
い
世
界
を
創
り
出
す

こ
と
が
、
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
新
し
い
世
界
は
、
最
初
の
印
象
か
ら
な
る
直
観
的
世
界
に
対
し
て
、
よ
り
強
固
な
、
よ
り
普
遍

的
な
、
よ
り
周
知
の
、
よ
り
人
間
的
な
、
そ
れ
ゆ
え
規
制
力
の
あ
る
命
法
的
な
世
界
と
し
て
、
現
わ
れ
て
く
る
。
（
印
・
閨
切
１
⑪
計
）
し
か

も
ま
た
、
概
念
と
い
う
大
き
な
建
築
物
は
、
ロ
ー
マ
の
納
骨
堂
の
よ
う
な
が
っ
し
り
し
た
規
則
正
し
さ
を
示
し
、
数
学
の
特
徴
を
も
な

す
よ
う
な
厳
格
さ
と
冷
や
や
か
さ
を
、
論
理
に
お
い
て
発
揮
す
る
。
（
印
，
弓
Ｓ
だ
か
ら
概
念
は
、
殿
子
と
同
様
に
骨
製
で
八
つ
の
角
を

も
ち
、
置
き
か
え
が
可
能
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
た
だ
、
隠
嚥
の
残
津
と
し
て
残
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
（
崖
』
．
）

以
上
の
よ
う
に
言
語
、
直
観
、
概
念
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
あ
ら
た
め
て
「
真
理
」
と
は
何
か
。
真
理
と
は
、

い
ま
言
っ
た
隠
職
の
残
津
と
し
て
の
概
念
の
般
子
遊
び
の
最
中
に
、
般
子
の
目
が
刻
ま
れ
て
い
る
通
り
に
、
す
べ
て
の
般
子
を
使
用
す

る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
般
子
の
目
を
精
確
に
読
糸
、
正
し
い
分
類
表
を
作
成
し
、
階
級
の
秩
序
や
位
階
の
序
列
に
決
し
て
違
反
し

五
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3７ 
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
う
し
た
も
の
と
し
て
、
「
真
理
と
は
、
隠
嚥
（
冨
の
国
冒
の
Ｈ
）
、
換
嚥
（
富
の
【
・
旨
］
日
一
の
）
、
擬

人
観
（
少
員
胃
・
ｇ
Ｂ
Ｂ
ご
嵐
の
日
巨
⑮
）
の
動
的
な
一
群
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
人
間
的
諸
関
係
の
総
和
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
詩
的
に
か
つ
修

辞
的
に
高
め
ら
れ
、
転
用
さ
れ
、
修
飾
さ
れ
、
そ
し
て
長
く
使
わ
れ
た
の
ち
に
、
あ
る
民
族
に
と
っ
て
確
固
た
る
も
の
、
規
準
的
な
し

の
、
拘
束
力
の
あ
る
も
の
、
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
理
と
は
錯
覚
（
三
国
・
ロ
）
で
あ
る
。
た
だ
そ

れ
は
、
錯
覚
で
あ
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
錯
覚
で
あ
る
。
真
理
と
は
隠
楡
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
は
、
使
い
古
さ
れ
て
、
感
覚

的
に
無
力
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
隠
嚥
で
あ
る
。
真
理
と
は
貨
幣
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
は
、
そ
の
肖
像
が
消
え
て
し
ま
っ
て
、
い
ま
や
金

属
で
あ
っ
て
も
は
や
貨
幣
で
は
な
い
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
貨
幣
で
あ
る
。
」
（
の
．
亀
ム
ー
ョ
⑨
）
こ
の
よ
う
に
、
隠
職
で
あ
る
直

観
、
さ
ら
に
そ
れ
が
昇
華
さ
れ
た
隠
輪
で
あ
る
概
念
、
こ
れ
ら
の
う
え
に
成
立
し
て
「
真
理
」
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
れ
自
体

が
隠
楡
に
す
ぎ
な
い
、
と
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
換
言
す
れ
ば
、
錯
覚
（
皇
国
。
□
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
も
は
や
、
真
理
と

錯
覚
と
の
間
に
、
つ
ま
り
真
理
と
虚
偽
と
の
間
に
、
区
別
を
設
け
な
い
。

直
観
が
、
概
念
が
、
事
物
の
隠
職
で
あ
っ
て
、
事
物
そ
の
も
の
に
、
事
物
の
本
質
に
、
由
来
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
が
、

事
物
の
本
質
に
対
応
し
て
い
な
い
、
と
言
う
の
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
言
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
主
張
は
、
独
断
的
な
主
張
で
あ
っ
て
、

反
対
の
「
対
応
し
て
い
る
」
と
い
う
主
張
と
同
様
に
、
証
明
不
可
能
だ
ろ
う
。
（
、
．
②
浪
）
正
し
い
知
覚
が
成
立
し
て
い
る
、
つ
ま
り
、

客
観
が
主
観
に
お
い
て
適
切
な
表
現
を
得
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
そ
も
そ
も
矛
盾
だ
ら
け
の
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
「
な
ぜ
な
ら
、

主
観
と
客
観
と
の
間
と
い
う
よ
う
な
二
つ
の
絶
対
に
相
異
な
る
領
域
の
間
に
は
、
い
か
な
る
因
果
性
も
、
い
か
な
る
正
し
さ
も
、
い
か

な
る
表
現
も
あ
り
は
せ
ず
、
せ
い
ぜ
い
、
美
的
な
関
係
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
意
味
は
、
全
く
異
質
な
言
葉
へ
の
暗
示
的
な
転

移
が
、
吃
り
な
が
ら
の
翻
訳
が
、
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
な
す
た
め
に
も
い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
由
に
詩
作
し
自
由
に
虚

構
を
な
す
中
間
領
域
と
媒
体
力
と
を
、
必
要
と
す
る
。
」
Ｇ
・
切
忌
）
認
識
に
お
け
る
事
物
の
本
質
と
の
対
応
、
主
観
に
お
け
る
客
観
と

の
対
応
、
と
い
っ
た
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
。
直
観
に
よ
る
形
象
の
形
成
が
芸
術
的
な
（
の
．
②
『
９
ｍ
・
畠
Ｓ
隠
噛
の
形
成
で
あ
り
、
そ
も

そ
も
人
間
の
主
観
が
芸
術
的
に
創
造
す
る
主
観
（
冨
曰
⑰
【
］
の
爲
房
：
闇
冨
儒
且
の
②
の
：
］
の
岸
【
）
（
の
．
胃
『
）
で
あ
る
、
と
い
う
だ
け
で
は
な

い
。
主
観
と
客
観
と
の
間
の
対
応
、
と
い
っ
た
こ
と
は
独
断
的
な
主
張
で
あ
り
、
仮
定
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
両
者
の
間
に
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3８ 
は
美
的
な
（
勝
号
島
沼
匠
）
関
係
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
さ
れ
る
。

そ
う
し
た
主
観
、
お
よ
び
主
観
と
客
観
と
の
関
係
に
お
い
て
、
真
理
と
は
結
局
、
い
わ
ば
主
体
と
し
て
の
人
間
の
姿
に
型
ど
ら
れ
た

し
の
で
あ
る
。
「
真
理
は
、
徹
頭
徹
尾
人
間
の
姿
に
型
ど
っ
た
（
目
昏
８
日
日
・
召
嵐
の
・
ヶ
）
も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
を
度
外
視
し
て
「
真

理
そ
れ
自
体
」
で
あ
る
よ
う
な
点
を
、
現
実
的
で
普
遍
妥
当
的
で
あ
る
よ
う
な
点
を
、
た
だ
の
一
点
さ
え
も
含
ん
で
は
い
な
い
。
こ
の

よ
う
な
真
理
の
探
究
者
は
、
根
本
に
お
い
て
は
た
だ
、
人
間
の
姿
に
世
界
を
変
形
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
彼
は
、
世

界
を
人
間
的
な
種
類
の
事
物
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
奮
闘
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
ど
ん
な
に
蒲
闘
し
よ
う
と
も
せ
い
ぜ
い
、
同

化
の
感
情
を
勝
ち
と
る
だ
け
で
あ
る
。
…
…
彼
は
全
世
界
を
、
人
間
に
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
、
人
間
と
い
う
一
つ
の
根
源
的
音
響

の
無
限
に
砕
け
散
っ
た
反
響
と
し
て
、
人
間
と
い
う
一
つ
の
根
源
的
形
象
の
幾
重
に
も
分
か
れ
た
模
写
と
し
て
、
考
察
し
て
い
る
。
人

間
を
尺
度
と
し
て
万
物
に
あ
て
が
う
の
が
、
彼
の
や
り
方
で
あ
る
。
」
ａ
・
弓
『
）
こ
こ
で
は
、
真
理
は
徹
頭
徹
尾
人
間
の
姿
に
型
ど
っ

た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
た
だ
ニ
ー
チ
ェ
の
こ
の
考
え
は
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
上
の
主
観
主
義
と
決
し
て
同
列
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
に
お

い
て
も
、
学
的
認
識
は
、
主
観
の
も
つ
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
形
式
が
客
観
の
う
ち
へ
と
置
き
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
、
感
性
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
形
式
で
あ
る
空
間
と
時
間
を
通
じ
て
、
直
観
の
多
様
性
が
受
け
と
ら
れ
、
そ

れ
が
さ
ら
に
悟
性
の
ァ
・
プ
リ
オ
リ
な
形
式
で
あ
る
範
畷
に
基
づ
い
て
、
概
念
に
ま
で
綜
合
的
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
的

認
識
が
成
立
す
る
。
つ
ま
り
い
わ
ば
、
主
観
と
し
て
の
人
間
の
姿
に
型
ど
ら
れ
た
し
の
と
し
て
、
学
的
認
識
は
成
立
す
る
。
こ
の
点
で
、

表
面
的
に
は
カ
ソ
ト
は
い
ま
見
た
ニ
ー
チ
ェ
の
考
え
と
近
く
見
え
る
が
、
し
か
し
内
容
的
に
は
決
定
的
に
異
な
る
。
’
－
１
チ
ェ
自
身
、

こ
う
言
っ
て
い
る
。
「
観
念
論
は
か
つ
て
あ
ま
り
に
も
し
ば
し
ば
、
自
然
法
則
の
永
遠
の
首
尾
一
貫
性
や
遍
在
性
や
不
可
謬
性
を
非
常

に
は
っ
き
り
と
確
信
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
考
察
に
練
達
し
て
い
る
人
間
は
誰
で
も
、
そ
う
し
た
種
類
の
あ
ら
ゆ
る
観
念
論
に

対
し
て
、
疑
い
も
な
く
深
い
不
信
の
念
を
抱
い
た
。
」
（
の
．
“
己
）
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
見
た
彼
の
考
察
か
ら
す
れ
ば
、
ま
ず
第
一
に
、

カ
ン
ト
に
お
い
て
感
性
や
悟
性
や
そ
れ
ら
の
ァ
・
プ
リ
オ
リ
を
形
式
等
々
と
い
っ
た
形
で
、
そ
の
も
の
自
体
と
し
て
固
定
さ
れ
る
も
の

が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
抽
象
さ
れ
て
固
定
さ
れ
た
隠
嶮
、
つ
ま
り
、
錯
覚
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
第
二
に
、
カ
ン
ト
は
幾
何
学
的

認
識
と
物
理
学
的
認
識
と
を
学
的
認
識
の
事
実
と
し
て
前
提
し
、
そ
の
う
え
で
、
そ
れ
ら
の
成
立
の
条
件
を
追
究
し
た
。
し
か
し
－
－
－
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ニ
ー
チ
ェ
は
以
上
の
よ
う
に
、
認
識
の
「
遠
近
法
」
（
勺
の
円
呂
の
百
ぐ
の
）
と
い
う
言
葉
は
い
ま
だ
用
い
て
い
な
い
に
し
て
も
、
す
で
に
、

あ
ら
ゆ
る
真
理
を
相
対
化
し
、
真
理
と
虚
偽
と
の
間
に
区
別
を
設
け
ず
、
す
べ
て
の
も
の
が
偽
装
で
あ
り
、
隠
噛
で
あ
り
、
錯
覚
で
あ

り
、
虚
偽
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
に
達
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
彼
は
す
で
に
、
真
偽
の
彼
岸
に
立
っ
て
い
る
。
唯
一
の
絶
対
的
な
不
変

の
認
識
、
と
い
っ
た
も
の
は
否
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
凝
結
ざ
れ
固
定
さ
れ
た
虚
偽
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
が
、
暴
か
れ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
ゲ
ー
テ
の
生
と
芸
術
と
が
示
し
た
よ
う
な
成
熟
を
拒
ま
れ
た
人
間
、
円
熟
を
拒
ま
れ
た
人

間
で
、
あ
る
意
味
で
そ
の
思
想
は
初
期
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
出
揃
っ
て
い
た
、
と
す
る
見
方
が
あ
る
が
、
確
か
に
、
こ
れ
ま
で
検
討
し

て
き
た
彼
の
思
索
に
つ
い
て
も
、
そ
の
こ
と
が
言
え
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
真
理
に
つ
い
て
の
ニ
ー
チ
ェ
の
見
解
は
、
権
威
あ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
き
た
真
理
の
価
値
を
、
引
き
ず
り
落

す
。
真
理
の
不
動
性
、
不
変
性
に
対
し
て
動
揺
を
与
え
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
が
生
の
そ
の
つ
ど
の
立
場
と
の
関
係
の
も
の
で
あ
る
、
と

い
う
見
解
に
導
く
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
不
変
不
動
の
認
識
と
見
な
さ
れ
た
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
は
と
も
に
、

そ
の
後
あ
る
意
味
で
克
服
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
認
識
の
問
題
に
つ
い
て
の
そ
う
し
た
経
総
の
背
後
で
は
、
た
と
え
間
接
的
で
あ

っ
た
に
し
て
も
、
こ
の
ニ
ー
チ
ェ
的
見
解
の
出
現
も
一
つ
の
意
義
を
も
つ
と
言
え
る
。
た
だ
し
か
し
彼
は
い
ま
の
場
合
、
知
性
の
本
質

を
、
認
識
の
本
質
を
、
生
の
保
存
と
い
う
根
源
か
ら
解
釈
す
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
真
理
と
は
偽
装
さ
れ
た
慣
習
で
あ
る
、
確
固
と

し
た
因
襲
で
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
道
徳
の
成
立
に
つ
い
て
と
同
一
に
近
い
解
釈
が
、
真
理
に
つ
い
て
も
見
う
け
ら
れ
る
。
あ
る
い

は
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
解
釈
以
上
に
出
て
い
な
い
。
（
ｍ
・
弓
］
〉
の
．
⑭
鼠
ｍ
・
弓
、
）
が
こ
う
し
た
解
釈
で
、
真
理
と
称
さ
れ
る
も
の
す

べ
て
に
つ
い
て
、
説
明
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
は
、
あ
る
意
味
で
こ
こ
で
の
解
釈
の
延
長
上
に
あ
る
「
権
力
へ
の
意
志
」
の
思
想

な
ろ
う
。

チ
ェ
か
ら
す
れ
ば
、
自
然
法
則
の
認
識
に
し
て
か
ら
が
、
直
観
的
「
隠
嚥
を
土
台
に
し
た
、
時
間
や
空
間
や
数
の
諸
関
係
の
模
倣
」

（
ｍ
・
畠
Ｓ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ど
う
し
て
カ
ン
ト
の
よ
う
に
、
現
象
に
つ
い
て
し
て
唯
一
の
絶
対
的
な
不
変
の
学
的
認
識
が
成
立
し
て

い
る
、
な
ど
と
い
う
信
仰
が
必
要
な
の
か
。
結
局
の
と
こ
ろ
自
然
法
則
の
認
識
に
し
て
も
、
生
の
保
存
に
起
因
し
、
生
の
保
持
に
快
適

な
諸
結
果
を
生
む
よ
う
に
固
定
さ
れ
た
因
襲
、
偽
装
さ
れ
た
慣
習
、
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
の
隠
楡
、
錯
覚
、
虚
偽
、
と
い
う
こ
と
に
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4０ 
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
一
一
一
｜
ｐ
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
０
も
含
め
て
、
次
に
「
権
力
へ
の
意
志
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
ニ

ー
チ
ェ
の
真
理
に
つ
い
て
の
思
索
に
検
討
を
加
え
て
ふ
た
い
。

′■、ゲロ、’■、ゲヘグ■、〆、'、

８７６５４３２ 
、.ノーノ、－'、ソ、.〃、‐'、-'

Ｔ注
里ゴ

ｚ
儲
蔚
⑫
○
ゲ
の
ご
「
曾
戸
⑪
》
尻
門
崖
“
骨
の
。
⑰
閏
日
冒
己
ｍ
ｍ
ｇ
⑩
》
冨
潤
・
『
．
。
』
自
噴
。
○
。
］
岸
巨
口
』
言
い
§
旨
。
旨
目
瓦
旨
覺
】
（
笥
陸
」
冨
吋
』
⑦
の
目
鴬
⑥
『
）

（
以
下
【
の
言
と
略
す
）
》
ぐ
園
・
印
・
忌
塵
Ｉ
］
巴
・

丙
。
。
（
ぐ
円
陣
、
．
』
’

【
の
二
戸
目
［
』
）
②
・
唾
・

尻
日
買
日
噌
の
頁
数
を
指
す
。
以
下
本
文
中
に
直
接
あ
げ
る
の
は
、
こ
の
巻
の
頁
数
で
あ
る
。

尻
の
一
貢
ぐ
Ｐ
の
・
認
－
段
・

尻
の
。
ふ
く
鈩
蓮
、
患
厘

【
の
ご
戸
ぐ
鈩
・
⑪
．
、
震
．

【
の
一
男
く
い
』
、
⑭
９
．
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