
i

ま
え
が
き

こ
こ
に
集
め
た
の
は
、
主
に
こ
の
二
十
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
に
書
い
た
、
紹
介
や
解
説
と
い
っ
た
性
格
を
も
つ
文
章
で
あ

る
。
本
文
で
も
何
度
か
繰
り
返
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
は
自
分
が
し
て
い
る
の
は
た
だ
の
哲
学
だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
日

本
で
そ
れ
は
、
た
だ
の
哲
学
で
は
な
く
、「
分
析
哲
学
」
と
呼
ば
れ
る
特
殊
な
種
類
の
哲
学
だ
と
一
般
に
思
わ
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
紹
介
や
解
説
が
必
要
な
の
も
、
た
ぶ
ん
、
そ
の
せ
い
だ
ろ
う
。
求
め
ら
れ
る
た
び
に
引
き
受
け
て
い
た
ら
、

い
つ
の
ま
に
か
こ
ん
な
に
溜
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。

紹
介
あ
る
い
は
解
説
で
あ
る
か
ら
、
哲
学
と
し
て
新
し
い
話
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
れ
だ
け
だ
と
退
屈
す
る
ひ
と
も
い

る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
必
ず
し
も
紹
介
と
解
説
に
徹
し
て
い
る
の
で
は
な
い
文
章
も
入
れ
て
お
い
た
。
私
と
し
て
は
、

第
８
章
と
第
15
章
と
が
そ
の
つ
も
り
の
章
で
あ
る
。

本
書
は
、
序
論
と
四
つ
の
パ
ー
ト
か
ら
成
る
。
最
初
の
パ
ー
ト
「
分
析
哲
学
と
は
何
か
？
」
に
つ
い
て
は
説
明
は
要
ら

な
い
だ
ろ
う
。
第
１
章
以
外
の
三
つ
の
章
は
、
同
じ
雑
誌
（『
現
代
思
想
』）
か
ら
、
分
析
哲
学
に
つ
い
て
書
い
て
ほ
し
い
と
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い
う
依
頼
に
応
じ
て
、
異
な
る
年
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
重
な
っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
角
度
か

ら
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
た
い
。

第
二
の
パ
ー
ト
「
フ
レ
ー
ゲ
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
に
集
め
た
文
章
は
ど
れ
も
、
哲
学
史
風
に
フ
レ
ー
ゲ
と
ウ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
解
説
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
の
二
人
の
哲
学
者
が
現
在
の
哲
学
シ
ー
ン
の
な
か
で
、

ど
ん
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
ご
く
簡
単
に
言
え
ば
、
フ
レ
ー
ゲ
が
現
在
の
哲
学
の
専
門

化
の
源
泉
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
そ
の
徹
底
し
た
批
判
者
と
し
て
現
れ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
い
分
に
も
も
っ
と
も
な
点
は
あ
る
と
考
え
る
が
、
私
は
、
基
本
的
に
は
フ
レ
ー
ゲ
の
側
に
立
つ
。

第
三
の
パ
ー
ト
「
真
理
・
様
相
・
意
味
」
に
は
、
言
語
哲
学
あ
る
い
は
哲
学
的
論
理
学
で
扱
わ
れ
る
概
念
に
か
か
わ
る

文
章
を
集
め
た
。
現
在
の
哲
学
の
な
か
で
の
言
語
哲
学
の
位
置
は
、
か
つ
て
ほ
ど
中
心
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、

そ
こ
で
扱
う
概
念
が
哲
学
全
般
に
と
っ
て
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
変
わ
り
は
な
い
。
第
16
章
は
、
拙
著

『
規
則
と
意
味
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』（
二
〇
一
六
年
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
の
書
評
に
対
す
る
返
答
の
形
を
取
っ
て
い
る
が
、
拙

著
の
解
説
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
も
と
の
本
自
体
も
ク
リ
プ
キ
の
議
論
の
解
説
で
あ
る
の
で
、
本
書
に
収
め
る
こ
と
に
し

た
。最

後
の
パ
ー
ト
「
日
本
に
お
け
る
分
析
哲
学
」
は
、
第
一
の
パ
ー
ト
と
同
様
、
こ
の
表
題
が
す
べ
て
を
語
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
収
め
た
文
章
が
、
哲
学
史
的
研
究
と
も
言
え
な
い
、
き
わ
め
て
貧
弱
な
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
パ
ー
ト
を
設
け
て
、
こ
れ
ら
の
文
章
を
再
録
し
た
の
は
、
こ
の
百
五
十
年
の
日

本
の
哲
学
に
つ
い
て
の
研
究
が
、
も
っ
ぱ
ら
京
都
学
派
中
心
で
、
分
析
哲
学
と
限
ら
ず
、
第
二
次
大
戦
後
の
七
十
五
年
間

に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
手
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
の
は
異
様
だ
と
日
頃
感
じ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
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序
論
は
、
そ
う
銘
打
っ
て
は
い
る
が
、
最
初
に
読
む
必
要
は
な
い
。
そ
れ
を
言
え
ば
、
本
書
の
各
章
に
つ
い
て
も
、
ど

ん
な
順
番
で
読
ん
で
も
ら
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
も
と
も
と
独
立
に
読
め
る
よ
う
に
書
い
た
も
の
を
集
め
た
の
だ
か
ら
、

当
た
り
前
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
互
い
に
重
複
す
る
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
あ
え
て
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
る
。

で
は
、
な
ぜ
こ
う
し
て
ま
と
め
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
聞
か
れ
る
だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
は
、
こ
う
し
て
ま
と
め
て
み
る
と
、

互
い
に
共
通
す
る
主
題
や
モ
チ
ー
フ
の
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
パ
ー
ト
に
分
け
た
の
は
、
そ
の
こ
と
を

見
や
す
く
す
る
た
め
で
あ
る
が
、
異
な
る
パ
ー
ト
に
属
す
る
文
章
の
あ
い
だ
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
関
連
が
あ
る
。
そ
れ
を
探

る
に
は
、
巻
末
の
索
引
を
ぜ
ひ
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
こ
う
し
た
本
を
ま
と
め
る
と
き
強
く
は
た

ら
く
動
機
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
異
な
る
時
に
、
互
い
に
か
け
離
れ
た
場
所
に
発
表
さ
れ
て
、
い
ま
と
な
っ
て
は
見
つ
け

る
の
が
む
ず
か
し
く
な
っ
て
い
る
文
章
に
、
も
う
一
度
読
ま
れ
る
機
会
を
与
え
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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哲
学
の
変
わ
り
行
く
媒
体

論
理
実
証
主
義
は
も
と
も
と
国
際
化
の
志
向
を
も
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
こ
こ
に
集
ま
っ
た
の
が
主
に
、
科
学
者
で

あ
っ
た
り
、
科
学
教
育
を
受
け
た
哲
学
者
で
あ
り
、
科
学
は
自
然
に
国
際
化
を
目
指
す
も
の
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
も

あ
る
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
語
圏
で
始
ま
っ
た
運
動
で
あ
る
が
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
科
学
に
お
け
る
国
際
化
と
同
様
、
そ
の

国
際
化
は
必
ず
し
も
言
語
上
の
標
準
化
を
目
指
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
論
理
実
証
主
義
者
の
多
く
が
ナ
チ
ス

の
台
頭
と
と
も
に
英
語
圏
へ
の
移
住
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
英
語
で
著
作
す
る
よ
う
に
な
り
、
ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
大
学
の

哲
学
科
で
主
要
な
ポ
ス
ト
を
占
め
た
こ
と
と
、
ム
ー
ア
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
大
き
く
影
響
さ
れ
た
哲
学
者
が
イ

ギ
リ
ス
の
哲
学
の
主
流
を
形
作
っ
た
こ
と
と
い
う
二
つ
の
事
情
か
ら
、
分
析
哲
学
は
も
っ
ぱ
ら
英
語
圏
の
哲
学
と
な
っ
た
。

分
析
哲
学
の
仕
事
の
多
く
が
英
語
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
両
者
の
関
係
は
も
っ
と
緊
密
な
も

の
に
ま
で
な
っ
て
い
る
。
そ
の
証
拠
に
、
分
析
哲
学
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
非
英
語
圏
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
国
々
、
と
く
に
ド
イ
ツ
と
北
欧
諸
国
で
は
、
分
析
哲
学
者
と
み
な
さ
れ
る
哲
学
者
は
、
母
語
で
は
な
く
英
語
を
用
い
て

自
身
の
成
果
を
発
表
す
る
こ
と
が
増
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
次
に
述
べ
る
英
語
の
支
配
と
無
関
係
で
は
な
い
が
、
そ
う
し

た
傾
向
が
顕
著
と
な
る
前
か
ら
あ
っ
た
傾
向
で
あ
る
。
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最
近
の
分
析
哲
学
に
お
け
る
専
門
化
と
、
そ
れ
と
リ
ン
ク
し
て
い
る
、
関
連
す
る
個
別
科
学
と
の
連
携
の
傾
向
は
、
英

語
化
と
い
う
形
で
の
国
際
化
を
さ
ら
に
い
っ
そ
う
強
め
て
い
る
。
学
会
で
の
発
表
で
あ
ろ
う
が
、
論
文
と
い
う
形
で
あ
ろ

う
が
、
意
味
あ
る
仕
方
で
研
究
成
果
を
発
表
す
る
に
は
、
現
在
事
実
上
国
際
的
な
共
通
語
に
な
っ
て
い
る
英
語
を
用
い
る

こ
と
が
ほ
と
ん
ど
不
可
欠
に
ま
で
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
英
語
は
、
分
析
哲
学
に
お
け
る
標
準
的
な
言
語
媒
体
と
な
っ

て
か
ら
久
し
い
。

「
哲
学
の
媒
体
」
と
言
う
と
き
、
そ
こ
に
は
二
種
類
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
哲
学
的
思
考
を
表
現
す
る

た
め
の
媒
体
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
い
っ
た
ん
あ
る
形
を
取
っ
た
哲
学
的
思
考
を
他
人
に
伝
達
す
る
た
め
の
媒
体
で

あ
る
。
言
語
以
外
の
手
段
で
哲
学
的
思
考
を
表
現
す
る
こ
と
も
、
ま
た
、
そ
の
産
物
を
伝
達
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い

わ
け
で
は
な
い
が
、
言
語
の
助
け
を
ま
っ
た
く
借
り
な
い
で
そ
う
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
現

在
国
際
標
準
と
な
っ
て
い
る
言
語
は
英
語
で
あ
る
。

哲
学
の
媒
体
に
関
し
て
現
在
進
行
し
て
い
る
も
う
ひ
と
つ
の
種
類
の
変
化
は
、
第
二
の
意
味
で
の
媒
体
、
つ
ま
り
、
言

語
で
表
現
さ
れ
た
哲
学
的
思
考
の
成
果
を
、
ど
の
よ
う
な
手
段
を
用
い
て
伝
え
る
か
に
関
す
る
変
化
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
の
は
、「
Ｓ
Ｅ
Ｐ
」
と
略
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
哲
学
百

科
事
典Stanford Encyclopeida of Philosophy

が
、
現
在
哲
学
の
な
か
で
果
た
し
て
い
る
役
割
で
あ
る
。
あ
る
テ
ー

マ
で
研
究
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
哲
学
の
院
生
が
ま
っ
さ
き
に
向
か
う
の
は
、
こ
の
事
典
だ
ろ
う
。
関
連
す
る
項
目
が

こ
こ
に
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
院
生
で
な
く
と
も
、
あ
る
主
題
な
り
分
野
に
つ
い
て
、
現
在
の
研
究
状
況

を
知
る
た
め
に
は
、
こ
こ
に
当
た
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
事
典
は
、
哲
学
的
問
題
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
一
般
の
人

が
使
う
こ
と
も
で
き
る
が
、
基
本
的
に
は
、
専
門
家
向
け
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
を
書
い
て
い
る
の
は
、
哲
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学
の
大
御
所
と
い
っ
た
人
は
珍
し
く
、
た
い
て
い
の
項
目
の
書
き
手
は
、
そ
の
主
題
な
り
分
野
に
関
し
て
第
一
線
で
仕
事

を
し
て
い
る
若
手
の
哲
学
者
で
あ
り
、
分
量
も
、
短
め
の
雑
誌
論
文
程
度
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
事
典
で
あ
る
こ

と
の
強
み
で
、
各
項
目
は
、
定
期
的
に
改
訂
さ
れ
る
。
と
く
に
重
要
な
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
の
最
後
に
あ
る
文
献
表

で
あ
る
。
こ
れ
が
改
訂
の
た
び
に
増
補
さ
れ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
自
分
の
研
究
に
関
連
す
る
項
目
に
挙
が
っ

て
い
る
文
献
の
す
べ
て
に
目
を
通
す
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
る
研
究
者
も
結
構
い
る
に
違
い
な
い
。

Ｓ
Ｅ
Ｐ
の
項
目
の
文
献
表
に
挙
が
っ
て
い
る
論
文
の
多
く
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
、
英
語
圏
の
哲
学
の
専
門
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
雑
誌
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
電
子
化

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
論
文
そ
の
も
の
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
は
、
雑
誌
を
購
読
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
、
そ

の
購
読
料
は
個
人
で
支
払
え
る
よ
う
な
額
で
は
な
い
か
ら
、
大
学
の
よ
う
に
そ
れ
を
購
読
し
て
い
る
研
究
機
関
に
所
属
し

て
い
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
も
、
ス
プ
リ
ン
ガ
ー
や
ワ
イ
リ
ー
＝
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ェ
ル
の
よ
う
な
多
国
籍
企
業
の
出
版
社
か

ら
出
て
い
る
雑
誌
の
場
合
に
は
、
と
ん
で
も
な
い
値
段
で
あ
る
た
め
に
、
購
読
で
き
る
だ
け
の
予
算
を
も
っ
て
い
る
の
は
、

ご
く
限
ら
れ
た
大
学
で
し
か
な
い
。
こ
れ
は
、
研
究
者
の
あ
い
だ
で
そ
の
研
究
環
境
が
大
き
く
異
な
る
と
い
う
状
況
を
作

り
出
し
て
い
る（

11
（

。

た
だ
幸
い
な
こ
と
に
、
現
役
の
研
究
者
の
書
い
た
も
の
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
に
当
た
ら
な
く
と
も
、

い
く
つ
か
の
手
段
で
、
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
研
究
者
個
人
の
ウ
ェ
ッ
ブ
サ
イ
ト
で
論
文
が
公
開
さ
れ
て
い

る
場
合
は
、
そ
れ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
、ACAD

EM
IA

やResearchG
ate

と
い
っ
た
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
研
究
者
向
け
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
い
う
手
が
あ
る
。
こ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
用
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
同
じ
分
野
の
研
究
者
ど
う
し
で
論
文
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
二
つ
は
、
商
業
ベ
ー
ス
の
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
国
内
の
も
の
で
は
、
科
学
技
術
振
興
機
構
が
運
営
し
て
い
る（

11
（

非

営
利
の� researchm

ap�

が
あ
る
。
こ
れ
に
も
、
自
分
の
論
文
を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
て
、
読
み
た
い
ひ
と
が
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
る
よ
う
に
す
る
仕
組
み
が
備
わ
っ
て
い
る
。

い
ま
挙
げ
た
三
つ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
自
然
科
学
系
も
含
め
た
大
が
か
り
な
も
の
で
あ
る
が
、
哲
学
に
限
っ
た
も
の
と
し

て
は
、
哲
学
文
献
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス� PhilPapers�

が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
オ
ー
プ
ン
・
ア
ク
セ
ス
が
可
能
な
論
文
を
検

索
で
き
る
機
能
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
由
に
利
用
で
き
る
論
文
の
な
か
に
は
、
オ
ー
プ
ン
・
ア
ク
セ
ス
を
謳
っ
た
オ
ン

ラ
イ
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
こ
う
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
ル
に
投
稿
す
る
こ
と
は
、
学
術
雑
誌
の
一
部

が
多
国
籍
企
業
に
支
配
さ
れ
て
い
る
現
状
に
反
対
す
る
意
味
も
あ
る
。
ま
た
、
日
本
の
哲
学
系
の
学
会
の
機
関
誌
の
多
く

は
、
そ
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
含
め
て
電
子
化
さ
れ
て
お
り
、
誰
で
も
自
由
に
ア
ク
セ
ス
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

雑
誌
論
文
と
い
う
形
式
は
、
哲
学
の
歴
史
を
通
じ
て
、
分
析
的
伝
統
の
哲
学
に
お
い
て
初
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す

こ
と
に
な
っ
た
形
式
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ラ
ッ
セ
ル
の
「
表
示
に
つ
い
て
」（
一
九
〇
五
年
）、
ク
ワ
イ
ン
の
「
経
験

主
義
の
ふ
た
つ
の
ド
グ
マ
」（
一
九
五
一
年
）、
ゲ
テ
ィ
ア
の
「
正
当
化
さ
れ
た
真
で
あ
る
信
念
は
知
識
で
あ
る
か
」（
一
九

六
三
年
）
な
ど
を
思
い
出
せ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
か
つ
て
、
こ
う
し
た
論
文
を
読
む
に
は
、
そ
れ
が
最
初
に
掲
載
さ
れ
た

雑
誌
か
、
そ
れ
が
再
録
さ
れ
た
論
文
集
や
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
の
（
紙
の
）
コ
ピ
ー
を
手
に
入
れ
る
必

要
が
あ
っ
た
。
現
在
こ
う
し
た
論
文
を
読
む
の
に
、
そ
う
す
る
必
要
は
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
環

境
さ
え
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

読
む
に
は
紙
に
印
刷
し
な
け
れ
ば
と
い
う
研
究
者
は
、
ま
だ
多
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ま
や
論
文
の
流
通
に
紙
を
介

す
る
必
要
は
な
い
。
多
く
の
学
術
雑
誌
は
ま
だ
冊
子
体
で
も
出
て
い
る
が
、
そ
れ
が
廃
止
さ
れ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ジ
ャ
ー
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ナ
ル
に
な
る
の
は
、
時
間
の
問
題
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
当
然
出
て
く
る
問
い
は
、「
で
は
、
本
は
ど
う
な
る
の
か
」
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
紙
の
形
で
残
る
か
ど
う
か

は
別
と
し
て
、
哲
学
に
お
い
て
は
「
本
」
と
い
う
観
念
は
残
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
理
由
は
、
論
文
と

は
別
に
本
と
い
う
形
式
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
外
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
ひ
と
つ
の
問
題
に
絞
っ

て
論
じ
る
の
が
論
文
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
全
体
的
な
展
望
の
も
と
に
、
複
数
の
問
題
や
論
点
に
わ
た
っ
て
、

あ
る
結
論
に
向
か
っ
て
議
論
を
展
開
す
る
の
が
、
哲
学
の
本
の
理
想
で
あ
る
。
こ
の
「
序
論
」
の
第
1
節
の
最
後
に
、

「
作
品
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
書
物
と
し
て
挙
げ
た
内
外
の
本
は
す
べ
て
、
そ
う
し
た
理
想
を
か
な
り
の
程
度
実
現
し

て
い
る
。

本
に
関
し
て
も
英
語
圏
で
は
、「
デ
ジ
タ
ル
化
」
が
進
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
版
局
の

哲
学
関
係
の
本
の
カ
タ
ロ
グ
を
見
て
み
る
と
よ
い
。
ほ
と
ん
ど
の
本
は
、
電
子
書
籍
の
形
で
も
購
入
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
出
版
局
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
大
学
出
版
局
で
も
同
様
で
あ
る
。
電
子
書
籍
を
読
む
た
め
の

リ
ー
ダ
ー
は
、
キ
ン
ド
ル
に
し
て
も
ア
ド
ビ
・
デ
ジ
タ
ル
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
に
し
て
も
、
ま
だ
ま
だ
い
ろ
ん
な
点
で
不
便
で

あ
る
し
、
そ
う
か
と
言
っ
て
、
本
一
冊
分
を
印
刷
す
る
手
間
を
か
け
る
気
に
も
な
ら
な
い
か
ら
、
紙
の
本
は
し
ば
ら
く
は

残
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
電
子
書
籍
リ
ー
ダ
ー
が
ず
っ
と
使
い
や
す
い
も
の
に
な
る
ま
で
、
そ
れ
ほ
ど
の
時
間
は
か
か
ら

な
い
だ
ろ
う
。
論
文
の
場
合
と
同
様
、
本
も
、
紙
離
れ
す
る
に
違
い
な
い
。

論
文
も
本
も
、
紙
で
は
な
く
電
子
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合

の
大
き
な
問
題
は
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
論
文
や
本
を
、
い
わ
ゆ
る
ト
ン
デ
モ
説
の
信
奉
者
や
狂
信
者
の
も
の
か
ら
区
別
す
る

こ
と
で
あ
る
。
ど
の
学
問
も
こ
う
し
た
課
題
を
抱
え
て
い
る
が
、
哲
学
の
場
合
は
、
こ
の
課
題
を
果
た
す
こ
と
を
他
よ
り
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も
ず
っ
と
困
難
に
し
て
い
る
事
情
が
あ
る
。

分
析
的
伝
統
の
も
と
で
哲
学
の
専
門
化
が
進
ん
で
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
専
門
の
内
部
で
も
、
ま
た
、
専
門
の
外
部
か

ら
で
も
、
あ
る
段
階
で
そ
の
専
門
の
な
か
で
は
当
然
と
さ
れ
て
い
る
前
提
に
対
し
て
疑
義
が
出
さ
れ
る
こ
と
が
、
哲
学
の

場
合
に
は
許
さ
れ
る
と
い
う
建
前
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
疑
義
が
、
単
純
な
誤
解
や
間
違
っ
た
推
論
に
固
執
す
る

こ
と
か
ら
生
じ
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
誤
り
を
犯
す
ひ
と
の
な
か
に
は
、
自
分
の
間
違
い
を
ど
う
し
て
も

認
め
よ
う
と
し
な
い
と
い
っ
た
ひ
と
が
、
残
念
な
こ
と
に
少
な
か
ら
ず
、
い
る
。
こ
の
こ
と
自
体
は
、
世
の
な
か
に
は
理

不
尽
な
こ
と
を
信
じ
る
ひ
と
も
い
る
と
い
う
、
周
知
の
事
実
を
裏
書
き
す
る
だ
け
の
こ
と
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
と
く
に

問
題
と
は
な
ら
な
い
。

哲
学
の
場
合
、
そ
れ
で
す
ま
な
い
の
は
、
第
一
に
、
な
さ
れ
て
い
る
主
張
が
、
常
識
に
反
し
て
い
た
り
、
一
見
不
合
理

だ
と
み
え
て
い
て
も
、
哲
学
的
に
大
き
な
価
値
が
あ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
で
あ
り（
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、
第
二
に
、
当
初
は
理
解
で
き
な
い
と

思
わ
れ
た
主
張
や
議
論
が
実
り
あ
る
結
果
に
導
く
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
哲
学
的
価
値
が
隠
さ
れ
て

い
る
「
本
物
」
と
、
単
な
る
混
乱
と
ご
ま
か
し
で
し
か
な
い
「
偽
物
」
と
は
、
ひ
と
に
よ
っ
て
は
、
ち
ょ
っ
と
見
た
だ
け

で
は
区
別
で
き
な
い
。
事
態
を
悪
化
し
て
い
る
の
は
、
社
会
一
般
に
お
け
る
「
哲
学
と
は
特
別
な
人
に
し
か
わ
か
ら
な
い

も
の
だ
」
と
い
う
偏
見
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
偏
見
は
、
哲
学
の
書
き
物
に
関
し
て
、
わ
か
ら
な
い
も
の
ほ
ど
あ
り
が
た

が
る
と
い
う
風
潮
ま
で
生
み
出
し
て
い
る
。
圧
倒
的
に
多
く
の
場
合
、
哲
学
の
書
き
物
が
わ
か
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
を
書

い
た
ひ
と
が
き
ち
ん
と
考
え
て
い
な
い
こ
と
の
表
れ
に
す
ぎ
ず
、
本
人
自
身
が
わ
か
っ
て
い
な
い
か
ら
読
む
ひ
と
に
わ
か

ら
な
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ご
く
稀
で
は
あ
る
が
、
わ
か
り
に
く
さ
の
根
底
に
真
剣
な
思
考
が
隠
さ
れ
て
い

る
場
合
も
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
そ
の
い
い
例
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
場
合
を
排
除
せ
ず
、
し
か
し
、
混
乱
や
欺
瞞
に
由
来
す
る
も
の
を
排
除
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
を

果
た
す
こ
と
は
、
学
会
お
よ
び
学
術
書
の
出
版
社
の
仕
事
で
あ
る
。
誰
も
が
自
分
の
書
い
た
も
の
を
「
論
文
」
や
「
本
」

と
称
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、
何
も
わ
ざ
わ
ざ
学
術
雑
誌
に
投
稿
し
た
り
、
出
版

社
に
相
談
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
大
き
な
間
違
い
で
あ
る
。
学
界
で
認
め
ら
れ
て
い
る
学
会
が
出

し
て
い
る
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
り
、
名
の
通
っ
た
出
版
社
か
ら
出
版
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
論
文
な
り
本
な
り
が

学
問
的
に
ち
ゃ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
証
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
な
さ
れ
る
の
は
、
論
文
な
ら

ば
同
じ
専
門
の
研
究
者
に
よ
る
査
読
で
あ
り
、
本
な
ら
ば
同
様
の
査
読
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
編
集
者
に
よ
る
チ
ェ

ッ
ク
で
あ
る（
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。
よ
っ
て
、
紙
の
本
が
な
く
な
っ
て
も
、
出
版
社
が
不
要
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

論
文
と
本
だ
け
が
研
究
の
成
果
を
発
表
す
る
方
法
で
は
な
い
。
学
会
や
講
演
会
で
の
講
演
、
あ
る
い
は
講
義
と
い
っ
た

方
法
も
あ
る
。
こ
う
し
た
講
演
や
講
義
は
、
最
終
的
に
は
論
文
や
本
と
い
う
形
に
な
っ
て
初
め
て
完
成
し
た
も
の
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
従
来
、
講
演
や
講
義
の
録
音
や
録
画
は
、
広
く
流
通
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

例
外
だ
っ
た
の
は
、
ク
リ
プ
キ
の
場
合
で
、
か
れ
は
も
っ
ぱ
ら
講
演
や
講
義
の
形
で
研
究
成
果
を
世
に
出
す
の
で
、
そ
う

し
た
も
の
の
な
か
に
は
、
文
字
に
直
さ
れ
な
い
ま
ま
録
音
テ
ー
プ
の
形
で
し
か
出
回
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
も
あ
っ
た（
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（

。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
た
こ
と
と
、
録
音
録
画
の
編
集
が
容
易
に
な
っ
た
こ
と
は
す
で
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

教
育
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
哲
学
の
普
及
に
貢
献
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
文
字
以
外
の
手
段
も
用

い
た
新
し
い
形
の
哲
学
作
品
が
こ
れ
か
ら
現
れ
て
き
て
も
お
か
し
く
な
い
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
流
通
が
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
変
化
の
な
か
に
は
、
哲
学
の
「
作
品
」
の
同
一
性
に
か
か

わ
る
も
の
も
あ
る
。
と
く
に
本
と
い
う
形
態
に
つ
い
て
は
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
う
る
。
こ
れ
ま
で
の
や
り
方
な
ら
ば
、
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著
者
が
原
稿
を
書
き
、
そ
れ
を
出
版
社
に
渡
し
、
出
版
社
は
著
者
と
や
り
取
り
を
し
な
が
ら
、
紙
に
印
刷
さ
れ
て
綴
じ
ら

れ
た
本
を
作
成
し
て
、
取
次
を
通
じ
て
書
店
に
置
い
て
も
ら
う
と
い
う
手
順
が
必
要
だ
っ
た
。
こ
の
や
り
方
だ
と
、
す
で

に
出
版
さ
れ
た
も
の
に
著
者
が
改
訂
を
施
し
た
い
と
思
っ
て
も
、
最
初
に
印
刷
さ
れ
た
本
の
残
部
が
少
な
く
な
っ
て
、
出

版
社
が
そ
の
本
を
出
し
続
け
よ
う
と
考
え
る
の
で
な
い
限
り
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
原
稿
を
作
り
、
そ
れ
を

流
通
可
能
な
形
に
成
型
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
す
る
と
い
う
一
連
の
過
程
が
す
べ
て
電
子
化
さ
れ
る
な
ら
ば
、

い
っ
た
ん
形
を
取
っ
た
本
を
改
訂
し
た
り
、
増
補
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
ご
く
簡
単
に
な
る
。
哲
学
の
歴
史
の
な
か
に
は
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
『
エ
セ
ー
』
や
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
『
意
志
と
表
象
の
世
界
』
の
よ
う
に
、
著
者
が
そ
の
生
涯
を

か
け
て
訂
正
や
増
補
を
続
け
た
本
が
あ
る
。
紙
の
本
に
よ
る
出
版
が
む
し
ろ
例
外
と
な
る
よ
う
な
将
来
に
お
い
て
は
、
最

終
的
な
形
態
を
も
た
な
い
本
が
増
え
て
も
お
か
し
く
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
「
本
」
は
、
そ
れ
を
書
く
人
と
同
じ
く
、

時
間
を
通
じ
て
変
化
し
な
が
ら
も
そ
の
同
一
性
を
保
つ
存
在
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
き
な
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
論
文
に
し
て
も
本
に
し
て
も
、
進
行
す
る
議
論
の
一
コ
マ
と
し
て
、
さ
ら
な

る
議
論
を
進
め
る
た
め
の
き
っ
か
け
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
し
た
議
論
も
ま
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
な
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ

う
か
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
議
論
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
誰
も
が
自
由
に
参
加
で
き
る
よ
う
な
形
で
行
う
こ
と
は
概
し

て
不
毛
な
結
果
に
な
る
と
い
う
の
が
私
の
印
象
で
あ
る
。
不
毛
に
な
り
や
す
い
原
因
と
し
て
、
二
種
類
の
も
の
が
考
え
ら

れ
る
。
第
一
に
、
哲
学
的
議
論
に
は
持
続
し
た
集
中
性
が
必
要
な
の
に
、
い
つ
で
も
ど
こ
か
ら
で
も
誰
か
が
新
し
く
議
論

に
加
わ
れ
る
と
い
う
状
況
で
は
、
集
中
性
を
維
持
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
第
二
に
、
お
互
い
に
よ
く
知
っ
て
い
る
者
ど

う
し
で
な
い
と
き
、
議
論
と
は
関
係
の
な
い
こ
と
に
気
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
、
狂
信
者
と
ま
で
行
か
な

く
と
も
、
間
違
い
を
容
易
に
認
め
な
い
よ
う
な
人
物
が
議
論
に
加
わ
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
議
論
を
続
け
る
こ
と
は
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マ
イ
ナ
ス
の
結
果
に
し
か
な
ら
な
い
。

こ
う
言
う
こ
と
は
、
哲
学
の
議
論
は
閉
ざ
さ
れ
た
サ
ー
ク
ル
の
な
か
に
と
ど
め
る
べ
き
だ
と
言
う
こ
と
で
は
な
い
。
興

味
を
共
有
し
て
い
る
人
た
ち
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
、
お
互
い
を
よ
く
知
る
よ
う
に
な
り
、
議
論
を
一
緒
に
で
き

る
相
手
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
合
え
れ
ば
、
哲
学
の
議
論
は
可
能
に
な
る
。

哲
学
の
議
論
が
も
っ
と
も
生
産
的
で
あ
り
う
る
の
は
、
お
互
い
に
気
心
が
知
れ
た
少
数
の
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
で
あ
る
。

た
し
か
グ
ラ
イ
ス
は
ど
こ
か
で
、
哲
学
の
議
論
を
す
る
人
数
は
「
室
内
楽
を
す
る
人
数
程
度
ま
で
」
と
言
っ
て
い
る
。
十

人
を
超
え
る
よ
う
な
人
数
で
は
、
哲
学
の
議
論
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
室
内
楽
の
比
喩
は
、
理
想
的
な

哲
学
の
議
論
が
満
た
す
べ
き
も
う
ひ
と
つ
の
条
件
も
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
室
内
楽
を
楽
し
む
人
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
楽
器
を
携
え
て
、
ひ
と
つ
の
場
所
に
集
ま
る
よ
う
に
、
哲
学
の
議
論
を
行
お
う
と
い
う
人
た
ち
は
、
そ
の
つ
も
り
で
、

ひ
と
つ
の
場
所
に
集
ま
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
時
に
同
じ
場
所
に
い
る
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
だ
が
、

現
在
で
も
ス
カ
イ
プ
を
使
っ
た
議
論
と
い
う
も
の
も
あ
る
か
ら
、
理
想
の
哲
学
的
議
論
の
た
め
の
条
件
は
、
同
じ
時
に
お

互
い
に
反
応
で
き
る
よ
う
な
場
所
に
い
る
こ
と
と
い
っ
た
、
も
っ
と
ゆ
る
い
も
の
と
な
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

哲
学
的
議
論
を
日
常
的
に
交
わ
す
こ
と
の
で
き
る
グ
ル
ー
プ
や
サ
ー
ク
ル
の
存
在
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
分
析
哲
学

の
歴
史
が
示
す
こ
と
で
も
あ
る
。
二
〇
世
紀
初
め
の
ラ
ッ
セ
ル
と
ム
ー
ア
を
中
心
と
す
る
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
、
一
九
二
〇
年

代
か
ら
一
九
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
ウ
ィ
ー
ン
、
一
九
四
〇
年
代
か
ら
一
九
五
〇
年
代
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
と
い
っ
た
、

時
と
場
所
が
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
。
こ
れ
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
時
と
場
所
が
、
日
本
の
な
か
に
も
存
在
す
る
よ
う
に
な
る

の
を
夢
想
す
る
こ
と
は
無
駄
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。




