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サ
ミ
ュ
エ
ル
・
シ
ェ
フ
ラ
ー

緻
密
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
真
に
独
創
的
な
本
書
に
お
い
て
、
デ
レ

ク
・
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
実
践
哲
学
の
最
も
基
本
的
な
諸
問
題
の
い
く
つ

か
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
本
書
は
そ
れ
ぞ
れ
三
部
か
ら
な
る
二
つ
の

巻
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
書
の
中
心
を
な
す
第
Ⅱ
部
と
第
Ⅲ
部

は
実
質
的
な
道
徳
の
争
点
を
取
り
扱
う
も
の
で
す
が
、
こ
の
部
分
は
パ

ー
フ
ィ
ッ
ト
が
二
〇
〇
二
年
十
一
月
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク

レ
イ
校
で
行
っ
た
全
三
回
の
〈
タ
ナ
ー
講
義
〉
か
ら
来
て
い
ま
す
。
第

Ⅰ
部
と
第
Ⅵ
部
で
は
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
こ
の
バ
ー
ク
レ
イ
の
講
義
で

カ
バ
ー
し
な
か
っ
た
争
点
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。
第
Ⅰ
部
は
理
由
と

合
理
性
に
つ
い
て
の
広
範
な
議
論
で
、
こ
れ
は
第
Ⅱ
部
と
第
Ⅲ
部
の
中

の
道
徳
に
関
す
る
彼
の
主
張
の
背
景
を
与
え
ま
す
。
第
Ⅵ
部
は
、
理
由

と
合
理
性
の
両
方
に
関
す
る
主
張
を
行
う
際
の
わ
れ
わ
れ
の
規
範
的
言

語
の
利
用
が
引
き
起
こ
す
メ
タ
規
範
的
問
題
を
取
り
上
げ
ま
す
。

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
バ
ー
ク
レ
イ
の
〈
タ
ナ
ー
講
義
〉
に
応
答
し
た
三

人
の
コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー
―
―
ト
マ
ス
・
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
、
ス
ー
ザ
ン
・

ウ
ル
フ
、
ア
レ
ン
・
ウ
ッ
ド
―
―
は
、
第
Ⅳ
部
で
彼
ら
の
コ
メ
ン
ト
の

改
訂
版
を
提
出
し
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
、
バ
ー
ク
レ
イ
の
時
に
は
参

加
者
で
な
か
っ
た
バ
ー
バ
ラ
・
ハ
ー
マ
ン
が
本
書
の
た
め
特
別
に
書
い

た
コ
メ
ン
ト
を
寄
稿
し
て
い
ま
す
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
こ
れ
ら
の
コ
メ

ン
ト
の
す
べ
て
に
第
Ⅴ
部
で
答
え
ま
す
。
彼
と
コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー
た
ち

と
の
間
の
や
り
と
り
は
、
主
と
し
て
バ
ー
ク
レ
イ
の
講
義
か
ら
来
た
部

分
に
焦
点
を
当
て
て
い
ま
す
。

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
道
徳
に
関
す
る
部
分
で
、
道
徳
哲
学
の
領
域
を
再

確
定
し
よ
う
と
し
ま
す
。
こ
の
分
野
の
授
業
を
受
け
る
学
生
は
通
常
次

の
よ
う
に
教
え
ら
れ
ま
す
。
―
―
帰
結
主
義
者
と
カ
ン
ト
主
義
者
と
の

間
に
は
根
本
的
な
意
見
の
不
一
致
が
あ
る
。
前
者
は
行
為
の
正
し
さ
は

そ
の
帰
結
全
体
だ
け
の
関
数
だ
と
信
じ
て
い
る
が
、
後
者
は
―
―
し
ば

し
ば
「
定
言
命
法
」
の
何
ら
か
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
言
及
し
て
―
―
わ

れ
わ
れ
は
帰
結
主
義
的
に
最
善
の
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
否
か
に
か

か
わ
ら
ず
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
あ
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
論
ず
る
。

帰
結
主
義
者
の
見
解
も
カ
ン
ト
主
義
者
の
見
解
も
多
く
の
バ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
と
洗
練
を
容
れ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
両
者
の
間
の
区
分
が

深
く
て
根
本
的
だ
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
の
帰
結
主
義
者
と
カ
ン

ト
主
義
者
を
含
む
、
ほ
と
ん
ど
の
哲
学
者
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
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―
―
。

本
書
の
第
Ⅱ
部
と
第
Ⅲ
部
に
お
け
る
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
一
次
的
な
目

的
は
、
こ
の
想
定
を
掘
り
崩
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
相
互
に
敵
対
者
だ
と

み
な
す
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
複
数
の
立
場
の
間
に
驚
く
べ
き
収
斂
が
あ

る
と
証
明
す
る
こ
と
で
す
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
ま
ず
カ
ン
ト
自
身
の
道

徳
哲
学
の
厳
正
な
検
討
か
ら
始
め
ま
す
が
、
そ
の
中
に
は
定
言
命
法
や

そ
の
他
の
カ
ン
ト
の
中
心
的
な
道
徳
観
念
の
多
く
の
、
彼
に
よ
る
さ
ま

ざ
ま
な
定
式
化
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
カ
ン
ト
の
倫
理
学
の
著
作
、
特

に
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
は
道
徳
哲
学
の
歴
史
の
中
で
最
も

広
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
一
つ
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
へ

の
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
取
り
組
み
は
豊
か
で
新
鮮
な
観
察
と
洞
察
を
も
た

ら
し
ま
す
。

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
序
文
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
カ
ン
ト
に
対
す

る
彼
の
態
度
は
複
雑
で
た
や
す
く
要
約
で
き
ま
せ
ん
。
彼
は
カ
ン
ト
を

「
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
以
来
最
大
の
道
徳
哲
学
者
」（
第
１
巻
259
頁
）
と
呼

び
、「
わ
ず
か
四
十
ペ
ー
ジ
の
花
火
の
滝
の
中
で
、
数
世
紀
間
の
哲
学

者
を
全
部
集
め
た
よ
り
も
多
く
の
、
新
し
い
実
り
豊
か
な
観
念
を
わ
れ

わ
れ
に
与
え
る
」（
同
202
頁
）
と
言
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
パ
ー
フ

ィ
ッ
ト
は
す
ぐ
に
、「
カ
ン
ト
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
こ
と
を
達
成
で
き

た
原
因
で
あ
る
資
質
の
一
つ
は
、
首
尾
一
貫
性
の
欠
如
だ
」（
同
202

頁
）
と
つ
け
加
え
ま
す
。
多
く
の
解
釈
者
は
は
っ
き
り
と
カ
ン
ト
の
見

解
の
批
判
者
か
擁
護
者
と
し
て
現
わ
れ
ま
す
が
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
ア

プ
ロ
ー
チ
は
そ
れ
と
は
違
い
ま
す
。
彼
は
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
を
、
優

れ
た
同
時
代
人
の
観
念
に
与
え
る
の
と
同
じ
真
剣
さ
を
も
っ
て
取
り
扱

う
に
値
す
る
が
、
そ
の
多
く
は
明
確
化
か
改
訂
を
必
要
と
し
、
そ
の
い

く
つ
か
は
単
純
に
使
い
物
に
な
ら
な
い
、
主
張
と
議
論
と
観
念
の
宝
庫

と
し
て
取
り
扱
う
の
で
す
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
こ
れ
ら
の
広
範
な
主
張

と
議
論
と
観
念
を
検
討
し
、
精
査
に
さ
ら
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
焦
点
が

定
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
分
析
力
の
強
さ
に
よ
っ
て
注
目
す
べ
き
も
の
で

す
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
一
次
的
な
目
的
は
カ
ン
ト
を
擁
護
す
る
こ
と
で

も
批
判
す
る
こ
と
で
も
な
く
、
彼
の
観
念
の
ど
れ
を
用
い
れ
ば
わ
れ
わ

れ
は
道
徳
哲
学
に
お
い
て
進
歩
で
き
る
の
か
を
確
定
す
る
こ
と
で
す
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
本
当
の
目
的
は
進
歩
な
の
で
す
。

カ
ン
ト
の
定
式
の
一
つ
を
改
訂
す
べ
き
理
由
を
説
明
す
る
際
に
パ
ー
フ

ィ
ッ
ト
が
言
う
よ
う
に
、「
偉
大
な
哲
学
者
た
ち
の
著
作
か
ら
学
ん
だ

後
で
、
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
と
進
歩
し
よ
う
と
す
べ
き
だ
。
巨
人
の
肩
の

上
に
立
つ
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
よ
り
も
さ
ら
に
遠
く
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
」（
同
332
頁
）。

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
カ
ン
ト
の
思
想
の
中
で
、
彼
が
特
に
重
要
だ
と
み

な
し
支
持
す
る
用
意
の
あ
る
い
く
つ
か
の
要
素
を
特
定
し
ま
す
が
、
そ

れ
に
は
い
く
つ
か
の
重
要
な
改
訂
と
追
加
が
つ
い
て
い
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
観
念
の
内
容
と
含
意
の
解
釈
の
仕
方
に
お
い
て
パ

ー
フ
ィ
ッ
ト
は
他
の
指
導
的
な
解
釈
者
た
ち
と
し
ば
し
ば
意
見
が
異
な

り
ま
す
。
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
は
、「
普
遍
的
法
則
の
定
式
」
と
し
て



v　　序　論

知
ら
れ
る
定
言
命
法
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
取
り
扱
い
に
お
い
て
一
番
明

ら
か
で
し
ょ
う
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
が
言
う
よ
う
に
、
定
言
命
法
の
こ
の

定
式
は
実
に
た
く
さ
ん
の
深
刻
な
反
論
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
の
で
、
他

の
点
で
は
共
感
を
示
す
解
釈
者
の
多
く
も
、
こ
れ
は
正
と
不
正
を
区
別

す
る
の
に
役
立
ち
う
る
行
動
指
導
原
理
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
価
値
が
な

い
と
い
う
結
論
に
至
っ
て
き
ま
し
た
。
多
く
の
指
導
的
な
カ
ン
ト
学
者

が
、
定
言
命
法
の
他
の
定
式
の
方
が
豊
か
で
啓
発
的
だ
と
い
う
結
論
に

達
し
て
き
た
の
で
す
。

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
対
照
的
に
〈
普
遍
的
法
則
の
定
式
〉
の
中
に
大
き

な
可
能
性
を
見
出
し
ま
す
。
支
配
的
な
解
釈
に
逆
ら
っ
て
、
彼
は
こ
の

定
式
は
「
役
に
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
主
張
し
、「
全
体
的
に

カ
ン
ト
的
な
あ
る
仕
方
で
改
訂
す
れ
ば
、
こ
の
定
式
は
め
ざ
ま
し
く
成

功
す
る
」（
同
325–

326
頁
）
と
論
じ
ま
す
。
実
際
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
こ

の
定
式
を
適
切
に
改
訂
し
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
「
カ
ン
ト
が
見
出
そ
う

と
し
て
い
た
、
道
徳
の
至
上
の
原
理
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」（
同
377

頁
）
と
ま
で
言
っ
て
い
ま
す
。

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
が
支
持
す
る
〈
普
遍
的
法
則
の
定
式
〉
の
改
訂
ヴ
ァ

ー
ジ
ョ
ン
は
「
誰
も
が
、
そ
の
普
遍
的
受
容
を
誰
も
が
理
性
的
に
意
志

で
き
る
よ
う
な
原
理
に
従
う
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。
一
種

の
普
遍
的
な
選
択
あ
る
い
は
合
意
に
訴
え
か
け
る
こ
の
定
式
は
、「
契

約
主
義
」
の
一
形
態
と
し
て
の
資
格
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
パ
ー

フ
ィ
ッ
ト
は
こ
れ
を
「
カ
ン
ト
的
な
契
約
主
義
の
定
式
」
と
呼
び
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
と
、
カ
ン
ト
的
な
立
場
は
契
約
主
義
の
今
日

の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
、
特
に
そ
れ
ら
自
体
が
広
い
意
味
で
カ
ン
ト
的
な
発

想
を
持
っ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
の
比
較
を
誘
い
ま
す
。
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー

ル
ズ
が
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
の
下
で
選
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
原
理
に
訴
え
か

け
た
こ
と
は
そ
の
一
例
で
す
。
も
っ
と
も
ロ
ー
ル
ズ
は
、
こ
の
道
具
を

ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
社
会
の
基
本
的
構
造
の
た
め
の
正
義
原
理
の
選
択

の
た
め
に
し
か
適
用
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
同
じ
道
具
が
も
っ
と
一

般
的
に
道
徳
原
理
の
選
択
に
適
用
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
考
え

を
、
ロ
ー
ル
ズ
は
か
つ
て
『
正
義
論
』
の
中
で
一
時
的
に
持
っ
て
い
た

の
で
す
が
、
彼
は
こ
の
考
え
を
追
究
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
な
が

ら
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
こ
の
考
え
を
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
し
、
こ
れ
は
道

徳
の
一
般
的
説
明
と
し
て
は
ト
マ
ス
・
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
が
発
展
さ
せ
た

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
契
約
主
義
よ
り
も
は
る
か
に
有
望
で
な
い
と
い
う
結

論
に
達
し
ま
す
［
51
節
］ 

。

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
言
い
方
で
は
、「
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
の
定
式
」
は

「
誰
も
が
、
誰
も
合
理
的
に
拒
否
で
き
な
い
原
理
に
従
う
べ
き
で
あ

る
」
と
す
る
も
の
で
す
。
少
な
く
と
も
い
く
つ
か
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、

普
遍
的
受
容
を
誰
も
が
理
性
的
に
意
志
で
き
る
原
理
と
は
、
誰
も
が
合

理
的
に
拒
否
で
き
な
い
原
理
と
ま
さ
に
同
じ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
か
ら
、〈
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
的
契
約
主
義
〉
と
〈
カ
ン
ト
的
契

約
主
義
〉
と
は
一
致
す
る
、
と
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
論
じ
ま
す
。
契
約
主

義
の
こ
の
二
つ
の
形
態
が
一
致
す
る
と
い
う
可
能
性
は
大
し
て
驚
く
よ
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う
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
―
―
も
っ
と
も
パ

ー
フ
ィ
ッ
ト
と
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
は
、
両
者
が
一
致
す
る
正
確
な
範
囲
に

つ
い
て
意
見
が
異
な
る
の
で
す
が
。
そ
れ
よ
り
も
驚
く
べ
き
こ
と
は
、

契
約
主
義
と
帰
結
主
義
の
間
の
関
係
に
関
す
る
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
評
価

で
す
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
主
義
と
帰
結
主
義
と
の
間
の
対
立

は
深
く
て
根
本
的
な
も
の
だ
と
普
通
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
し
、
今
日

の
契
約
主
義
は
ロ
ー
ル
ズ
の
も
の
も
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
の
も
の
も
、
か
な

り
の
程
度
ま
で
、
帰
結
主
義
に
対
す
る
説
得
的
な
代
替
案
を
明
確
化
し

た
い
と
い
う
欲
求
が
動
機
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
パ
ー
フ
ィ
ッ

ト
は
、
カ
ン
ト
的
契
約
主
義
は
実
際
に
は
「
規
則
帰
結
主
義
」
を
含
意

し
て
い
て
、
こ
れ
は
「
誰
も
が
、
そ
の
普
遍
的
な
受
容
が
物
事
を
最
善

に
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
諸
原
理
に
従
う
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
も
の
だ
、

と
論
じ
ま
す
。
誰
も
が
普
遍
的
な
受
容
を
理
性
的
に
意
志
で
き
る
諸
原

理
と
は
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
「
最
善
化
的
」
規
則
帰
結
主
義
の
諸
原
理

で
あ
る
、
と
彼
は
主
張
す
る
の
で
す
。
従
っ
て
〈
カ
ン
ト
的
契
約
主

義
〉
と
〈
規
則
帰
結
主
義
〉
と
を
結
合
し
て
、
彼
が
〈
カ
ン
ト
的
規
則

帰
結
主
義
〉
と
呼
ぶ
も
の
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
誰
も
が
最
善

化
的
諸
原
理
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
の
原
理
だ
け
が
、

普
遍
的
法
則
で
あ
る
こ
と
を
誰
も
が
理
性
的
に
意
志
で
き
る
原
理
だ
か

ら
で
あ
る
」（
同
450
頁
）。
こ
の
立
場
は
人
々
が
従
う
べ
き
諸
原
理
に
関

す
る
内
容
に
お
い
て
は
帰
結
主
義
的
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ら
の

原
理
に
従
う
べ
き
理
由
の
説
明
に
お
い
て
は
帰
結
主
義
的
と
い
う
よ
り

も
カ
ン
ト
主
義
で
す
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
ら
の
原
理
に
従
う
べ
き
で
あ

る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
そ
れ
ら
の
普
遍
的
な
受
容
が
誰
も
が
理
性

的
に
意
志
で
き
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、
帰
結
主
義
者
な
ら
言
う
で

あ
ろ
う
よ
う
に
、
究
極
的
に
重
要
な
こ
と
は
物
事
が
一
番
う
ま
く
行
く

か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

〈
カ
ン
ト
的
契
約
主
義
〉
は
〈
規
則
帰
結
主
義
〉
を
含
意
し
、
そ
し

て
〈
カ
ン
ト
的
契
約
主
義
〉
の
あ
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
〈
ス
キ
ャ
ン
ロ

ン
的
契
約
主
義
〉
の
あ
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
一
致
す
る
の
で
す
か
ら
、

三
つ
の
立
場
の
す
べ
て
も
ま
た
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の

結
果
生
ま
れ
る
「
三
重
理
論
」
は
、「
あ
る
行
為
が
不
正
で
あ
る
の
は
、

最
善
化
的
で
、
そ
れ
だ
け
が
普
遍
的
に
意
志
可
能
で
、
合
理
的
に
斥
け

ら
れ
な
い
諸
原
理
が
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
否
認
す
る
と
き
だ
け
で
あ

る
」（
同
451
頁
）
と
主
張
し
ま
す
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
信
ず
る
と
こ
ろ

で
は
、
立
場
の
一
致
の
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
の
可
能
性
か
ら
出
て
く
る

結
論
は
、
カ
ン
ト
主
義
者
と
契
約
主
義
者
と
帰
結
主
義
者
と
の
間
に
深

い
意
見
の
不
一
致
が
あ
る
と
考
え
る
の
は
間
違
い
だ
、
と
い
う
も
の
で

す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、「
こ
れ
ら
の
人
々
は
同
じ
山
に
別
々
の
方
向

か
ら
登
っ
て
い
る
の
だ
」（
同
458
頁
）。

こ
の
中
心
と
な
る
議
論
を
展
開
す
る
際
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
理
由
と

合
理
性
に
関
す
る
実
質
的
な
主
張
に
多
く
を
依
拠
し
て
い
ま
す
。
パ
ー

フ
ィ
ッ
ト
が
検
討
す
る
諸
理
論
の
す
べ
て
は
、
人
々
が
さ
ま
ざ
ま
な
事
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柄
を
欲
し
た
り
行
っ
た
り
す
る
た
め
の
理
由
の
種
類
と
、
諸
個
人
の
行

動
が
い
か
な
る
条
件
の
下
で
合
理
的
あ
る
い
は
理
性
的
で
あ
る
の
か
と

に
関
す
る
主
張
を
行
い
ま
す
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
理
論
に
つ
い
て
の

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
評
価
の
多
く
は
、
こ
の
種
の
異
な
っ
た
主
張
の
持
つ

力
の
評
価
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
こ
の
こ
と
を
認
識

し
て
、
道
徳
に
関
す
る
部
分
の
前
置
き
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
ト
ピ
ッ
ク

に
関
す
る
彼
自
身
の
見
解
の
詳
述
と
弁
護
を
加
え
て
い
ま
す
［
第
Ⅰ

部
］。多

く
の
哲
学
者
は
、
行
為
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
理
由
は
す
べ
て

わ
れ
わ
れ
の
欲
求
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
わ
れ
わ

れ
の
現
実
の
欲
求
、
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
が
理
想
的
状
況
の
下
で
持
つ

で
あ
ろ
う
欲
求
を
最
も
よ
く
実
現
す
る
こ
と
な
ら
、
そ
れ
が
何
で
あ
れ
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
行
う
べ
き
理
由
を
一
番
多
く
持
っ
て
い
る
、
と
い

う
の
で
す
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
が
「
主
観
主
義
の
諸
理
論
」
と
し
て
分
類

す
る
、
欲
求
に
基
礎
を
置
く
そ
の
よ
う
な
諸
見
解
は
哲
学
の
中
で
も
外

で
も
大
変
有
力
で
す
が
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
そ
れ
ら
は
深
い
と
こ
ろ
で

見
当
違
い
だ
と
信
じ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
に
対
す
る
彼
の
批
判

は
徹
底
的
で
す
。
そ
れ
ら
の
見
解
は
ひ
ど
く
も
っ
と
も
ら
し
く
な
い
含

意
を
持
つ
だ
け
で
な
く
、
最
終
的
に
は
「
砂
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
」

［
98
頁
］、
と
彼
は
論
じ
ま
す
。
そ
れ
ら
の
見
解
が
含
意
す
る
と
こ
ろ
は
、

わ
れ
わ
れ
が
持
つ
理
由
は
わ
れ
わ
れ
が
理
由
な
し
に
持
っ
て
い
る
欲
求

か
ら
そ
の
規
範
的
な
力
を
引
き
出
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ

の
よ
う
な
欲
求
は
そ
れ
自
体
で
は
わ
れ
わ
れ
に
理
由
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
、
と
彼
は
論
じ
ま
す
。
す
る
と
結
局
の
と
こ
ろ
、
欲
求
に
基

づ
く
見
解
が
含
意
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
行
為
の
た
め
の
理
由
を
何

も
持
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
も
っ
と
根
本
的
に
は
、
わ

れ
わ
れ
は
自
分
が
実
際
に
気
に
か
け
て
い
る
こ
と
の
い
ず
れ
に
つ
い
て

も
気
に
か
け
る
べ
き
理
由
を
持
た
な
い
と
い
う
意
味
で
、
何
も
実
際
に

は
重
要
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
こ
れ
ら
の
「
荒
涼
た
る
」
見
解
を
斥
け
て
、
わ
れ

わ
れ
は
そ
の
代
わ
り
に
価
値
に
基
づ
く
客
観
主
義
を
受
け
入
れ
る
べ
き

だ
と
論
じ
ま
す
。
こ
の
説
に
よ
る
と
、
行
為
の
た
め
の
理
由
を
提
供
す

る
も
の
は
そ
れ
ら
の
行
為
が
現
実
化
あ
る
い
は
実
現
す
る
価
値
（
あ
る

い
は
彼
の
言
い
方
で
は
、
あ
る
事
柄
を
そ
れ
自
体
の
た
め
に
行
う
に
値
す
る

も
の
た
ら
し
め
る
事
実
、
あ
る
い
は
あ
る
結
果
を
善
い
も
の
や
悪
い
も
の
た

ら
し
め
る
事
実
）
で
す
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
合
理
性
に
関
す

る
判
断
よ
り
も
理
由
に
関
す
る
判
断
の
方
が
根
本
的
だ
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
見
解
に
よ
る
と
、
わ
れ

わ
れ
が
理
由
あ
る
い
は
表
見
的
理
由
に
応
え
る
と
き
に
、
わ
れ
わ
れ
は

理
性
的
だ
か
ら
で
す
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
信
念
が
真
で
あ
る
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
が
な
す
べ
き
善
い
理
由
を
持
つ
こ
と
を
行
っ
て
い
る
と
き
に

わ
れ
わ
れ
の
行
為
は
理
性
的
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は

実
践
的
合
理
性
に
関
す
る
人
気
の
あ
る
説
の
い
く
つ
か
と
は
対
照
的
で

す
。
後
者
は
た
と
え
ば
、
実
践
的
合
理
性
を
期
待
効
用
の
最
大
化
と
同
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一
視
し
た
り
、
実
践
的
な
不
合
理
性
を
非
一
貫
性
の
一
形
態
と
し
て
解

釈
し
た
り
す
る
説
で
す
。

ト
マ
ス
・
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
が
そ
の
寄
稿
部
分
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

理
由
の
方
が
合
理
性
に
先
立
つ
と
い
う
考
え
は
カ
ン
ト
の
見
解
と
も
衝

突
し
ま
す
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
定
言
命
法
の
権
威
も
内
容
も
、
理

性
的
行
為
の
要
請
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
人
々

が
持
つ
理
由
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
独
立
の
と
ら
え
方
に
よ
っ
て
理
解

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
が
「
理
由
に
関

す
る
カ
ン
ト
的
構
成
主
義
」
と
呼
ぶ
カ
ン
ト
的
見
解
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
通
り
で
す
。「
理
由
（
も
っ
と
厳
密
に
言
う
と
、
人
が

理
由
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
）
に
関
す
る
主
張
は
、
理
性
的

行
為
に
関
す
る
主
張
、
つ
ま
り
、
人
が
自
分
自
身
を
理
性
的
行
為
と
し

て
見
る
こ
と
と
矛
盾
せ
ず
に
取
れ
る
態
度
に
関
す
る
主
張
に
基
づ
い
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
当
化
が
こ
れ
と
反
対
の
方
向
で
、
理
由
に

関
す
る
主
張
か
ら
合
理
性
の
要
請
す
る
も
の
に
関
す
る
主
張
へ
と
進
む

こ
と
は
決
し
て
な
い
」（
第
２
巻
119
頁
）。

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
と
同
様
、
理
由
に
関
す
る
カ
ン
ト

的
構
成
主
義
を
斥
け
ま
す
。
そ
し
て
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
が
収
斂
す
る
と
証
明
し
よ
う
と
努
め
る
道
徳
理
論

の
す
べ
て
は
、「
人
が
持
っ
て
い
る
理
由
と
そ
れ
ら
の
相
対
的
な
力
と

い
う
、
独
立
し
て
理
解
可
能
な
考
え
方
を
ま
ず
前
提
と
し
た
、『
人
が

理
性
的
に
意
志
す
る
こ
と
が
で
き
る
』
と
い
う
観
念
に
訴
え
か
け
る
」

よ
う
な
仕
方
で
築
き
あ
げ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら

の
理
論
を
カ
ン
ト
自
身
の
理
論
か
ら
、
ま
た
ク
リ
ス
テ
ィ
ン
・
コ
ー
ス

ガ
ー
ド
の
よ
う
な
今
日
の
何
人
か
の
有
力
な
カ
ン
ト
主
義
者
の
見
解
か

ら
も
、
区
別
す
る
も
の
で
す
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
が
認
め
る
よ
う
に
、
彼

は
「
理
由
」
と
い
う
、
原
始
的
で
「
定
義
で
き
な
い
」
観
念
に
依
拠
し
、

そ
し
て
還
元
不
可
能
に
規
範
的
な
真
理
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
も

同
時
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
た
め
に
、
彼
の
見
解
は
コ
ー
ス
ガ
ー
ド
が

「
独
断
的
理
性
主
義
」
と
名
づ
け
た
も
の
の
一
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
彼
の
見
解
は
、
コ
ー
ス
ガ
ー
ド
の
よ
う
な
カ

ン
ト
的
構
成
主
義
者
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
の
形
態
の
自
然
主
義
や

非
認
知
主
義
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
極
め
て
異
質
な
メ
タ
倫
理
学
上
の

見
方
を
と
る
論
者
か
ら
も
抵
抗
を
受
け
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
ゆ
え
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
第
Ⅵ
部
で
規
範
性
に
関
す
る
彼
の
と
ら

え
方
を
説
明
し
擁
護
し
よ
う
と
し
ま
す
。
彼
は
自
ら
が
「
非
形
而
上
学

的
・
非
自
然
主
義
的
認
知
主
義
」
と
呼
ぶ
見
解
を
支
持
し
ま
す
が
、
こ

れ
は
還
元
で
き
な
い
仕
方
で
規
範
的
な
真
理
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
知

っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
、
あ
る
直
観
的
信
念
に
訴
え
か
け
る
も
の
で
す
。

こ
の
見
解
は
現
実
の
時
空
の
外
に
あ
る
と
想
定
さ
れ
た
部
分
に
関
す
る

主
張
を
行
う
と
い
う
意
味
で
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
そ
れ
が
直
観
に
依
存
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
規
範
的
事
実
は
知
覚
に

類
似
し
た
心
理
的
能
力
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
る
と
示
唆
し
て
い
る
わ
け

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
れ
わ
れ
は
正
し
さ
と
か
合
理
性
と
い
っ
た
規
範
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的
性
質
の
因
果
的
な
影
響
を
受
け
た
結
果
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
性
質
の

存
在
を
探
知
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
わ
れ

わ
れ
は
数
学
や
論
理
学
の
真
理
を
理
解
す
る
の
と
何
か
同
じ
よ
う
な
仕

方
で
、
規
範
的
な
真
理
を
理
解
す
る
の
で
す
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
数
学

や
論
理
学
の
推
論
自
体
、
わ
れ
わ
れ
が
信
ず
べ
き
理
由
を
持
つ
こ
と
に

関
す
る
規
範
的
真
理
を
認
め
て
そ
れ
に
応
え
る
と
い
う
こ
と
を
含
ん
で

い
る
、
と
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
論
じ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
p
で
あ
る
と
い

う
こ
と
と
、
も
し
p
な
ら
ば
q
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
と
も
に
真
だ
と

い
う
こ
と
は
、
q
で
あ
る
と
信
ず
べ
き
決
定
的
な
理
由
を
わ
れ
わ
れ
に

与
え
る
、
と
わ
れ
わ
れ
は
認
め
ま
す
。
こ
れ
ら
の
真
理
が
わ
れ
わ
れ
の

信
ず
べ
き
こ
と
に
関
す
る
真
理
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ

が
な
す
べ
き
理
由
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
も
真
理
が
あ
る
、
と
パ
ー
フ

ィ
ッ
ト
は
主
張
し
ま
す
。

む
ろ
ん
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
、
彼
の
意
味
で
還
元
不
可
能
に
規
範
的
な

真
理
の
存
在
を
受
け
入
れ
な
い
哲
学
者
が
た
く
さ
ん
い
る
と
い
う
こ
と

を
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。
ニ
ヒ
リ
ス
ト
と
エ
ラ
ー
理
論
家
は
、
す
べ
て

の
規
範
的
主
張
は
偽
で
あ
る
と
主
張
し
ま
す
。
自
然
主
義
者
は
、
規
範

的
事
実
は
自
然
的
事
実
に
還
元
で
き
る
と
主
張
し
ま
す
。
非
認
知
主
義

者
は
、
規
範
的
主
張
は
人
間
生
活
の
上
で
は
重
要
だ
が
、
事
実
の
言
明

と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
は
全
然
な
い
と
主
張
し
ま
す
。
パ
ー
フ
ィ

ッ
ト
は
こ
れ
ら
の
立
場
の
影
響
力
あ
る
多
く
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
論
じ

て
批
判
し
ま
す
が
、
そ
の
中
に
は
サ
イ
モ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
、
リ

チ
ャ
ー
ド
・
ブ
ラ
ン
ト
、
ア
ラ
ン
・
ギ
バ
ー
ド
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ヘ
ア
、

ジ
ョ
ン
・
マ
ッ
キ
ー
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
見
解
が
含
ま

れ
ま
す
。
彼
の
論
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
見
解
の
い
ず
れ

も
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
の
規
範
的
な
次
元
を
十
分
に
説
明
で
き
ず
、
そ

の
よ
う
な
見
解
に
よ
れ
ば
規
範
性
は
幻
想
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
り
、

た
だ
消
え
う
せ
て
し
ま
う
、
と
い
う
の
で
す
。
結
局
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
、

こ
の
よ
う
な
見
解
は
す
べ
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
向
か
う
、
そ
し
て
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
は
還
元
不
可
能
に
規
範
的
な
真
理
が
あ
る
と
認
め
る
こ
と
に
対
す

る
唯
一
の
真
正
な
代
替
案
で
あ
る
、
と
信
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

彼
は
ま
た
、
規
範
性
に
関
す
る
「
実
在
論
」
に
対
す
る
コ
ー
ス
ガ
ー
ド

の
カ
ン
ト
的
反
論
に
も
説
得
さ
れ
ま
せ
ん
。
彼
女
の
主
張
と
反
対
に
、

彼
は
こ
う
断
言
し
ま
す
。
―
―
規
範
性
は
そ
の
起
源
を
意
志
に
持
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
逆
に
、
わ
れ
わ
れ
が
信
じ
た
り
欲
し
た
り
行

っ
た
り
す
べ
き
理
由
を
持
つ
こ
と
に
関
す
る
、
還
元
不
可
能
に
規
範
的

な
理
由
の
存
在
が
そ
の
起
源
で
あ
る
―
―
。

や
が
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
す
が
、
理
由
と
規
範
性
に
関
す
る
議

論
［
第
Ⅰ
部
と
第
Ⅵ
部
］
に
お
け
る
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
目
的
は
、
規
範

的
道
徳
理
論
を
論
ず
る
と
き
に
彼
が
追
求
す
る
目
的
と
は
極
め
て
異
な

っ
て
い
ま
す
。
道
徳
の
場
合
の
彼
の
目
的
は
、
対
立
す
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
あ
る
理
論
は
実
際
に
は
収
斂
す
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
そ
れ

ら
の
間
の
一
見
し
た
と
こ
ろ
の
不
一
致
は
消
滅
す
る
、
と
証
明
す
る
こ

と
で
す
。
そ
の
一
方
、
彼
は
理
由
と
規
範
性
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
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本
書
に
は
要
約
が
あ
る
か
ら
、
私
は
こ
こ
で
本
書
の
内
容
に
つ
い
て

ほ
と
ん
ど
述
べ
な
い
。
本
書
は
長
い
が
、
そ
の
中
に
は
い
く
つ
か
の
短

い
本
が
含
ま
れ
て
い
る
。
第
Ⅲ
部
の
中
の
重
要
な
こ
と
は
何
一
つ
第
Ⅱ

部
に
基
づ
い
て
い
な
い
か
ら
、
第
Ⅰ
部
と
第
Ⅲ
部
だ
け
を
読
む
こ
と
も

で
き
よ
う
。
主
と
し
て
倫
理
学
に
関
心
が
あ
る
人
な
ら
、
第
六
章
か
ら

第
十
七
章
ま
で
だ
け
を
読
む
こ
と
も
で
き
よ
う
。
主
と
し
て
理
由
と
合

理
性
と
メ
タ
倫
理
学
に
関
心
が
あ
る
人
な
ら
、
第
Ⅰ
部
と
第
Ⅵ
部
だ
け

を
読
む
こ
と
も
で
き
よ
う
。

シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
自
ら
の
単
調
な
大
著
『
倫
理
学
の
方
法
』
を
い
か

に
し
て
書
く
に
至
っ
た
か
を
述
べ
る
際
、
自
分
は
カ
ン
ト
と
ミ
ル
と
い

う
「
二
人
の
師
」
を
持
っ
て
い
た
と
言
う
。
私
の
二
人
の
師
は
シ
ジ
ウ

ィ
ッ
ク
と
カ
ン
ト
だ
。

カ＊
＊

ン
ト
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
以
来
、
最
大
の
道
徳
哲
学
者
で
あ
る
。

シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
『
倫
理
学
の
方
法
』
は
、
私
の
信
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、

か
つ
て
倫
理
学
に
つ
い
て
書
か
れ
た
最
善
の
本
だ
。
プ
ラ
ト
ン
の
『
国

家
』
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
倫
理
学
』
の
よ
う
に
、
そ
れ
よ
り
も
偉

大
な
業
績
で
あ
る
本
は
存
在
す
る
が
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
本
は
、
重
要

で
あ
り
真
で
も
あ
る
主
張
を
他
の
ど
の
本
よ
り
も
数
多
く
含
ん
で
い
る
。

シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
が
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ヒ
ュ
ー
ム
や
カ
ン

ト
ほ
ど
に
は
偉
大
な
哲
学
者
で
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
よ

り
も
よ
い
本
を
書
け
た
の
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
シ
ジ
ウ
ィ
ッ

ク
の
方
が
後
に
生
き
た
か
ら
だ
。
ホ
メ
ロ
ス
や
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
よ
り

も
後
の
詩
人
や
劇
作
家
は
こ
の
二
人
よ
り
も
優
位
に
立
つ
わ
け
で
は
な

い
が
、
哲
学
は
進
歩
す
る
か
ら
、
後
に
生
ま
れ
た
哲
学
者
は
優
位
に
立

つ
。シ

ジ
ウ
ィ
ッ
ク
も
カ
ン
ト
も
、
と
も
に
弱
点
も
欠
点
も
持
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
時
と
し
て
退
屈
で
、
カ
ン
ト
は
時
と
し
て

腹
を
立
て
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
の
弱
点
の
存
在
を
認
め
、
そ
し
て
わ
れ
わ

れ
が
そ
の
た
め
に
失
望
し
た
り
意
欲
を
な
く
し
た
り
す
べ
き
で
な
い
理

由
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
い
く
ら
か
の
人
々
が
シ
ジ
ウ
ィ
ッ

ク
の
『
倫
理
学
の
方
法
』
と
カ
ン
ト
の
数
冊
の
本
を
読
む
か
再
読
す
る



序　文　　xviii

よ
う
説
得
で
き
る
だ
ろ
う
。

カ
ン
ト
と
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
す
ば
ら
し
く
対
照
的
な
ペ
ア
だ
。
た
と

え
ば
自
分
自
身
の
業
績
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
カ
ン
ト
は
こ
う
書
く
。

批＊
＊

判
哲
学
は
、
理
性
の
道
徳
的
・
実
践
的
目
的
だ
け
で
な
く
理
論
的

目
的
を
も
満
た
そ
う
と
す
る
抵
抗
で
き
な
い
傾
向
に
自
信
を
持
ち
、

い
か
な
る
見
解
の
変
更
も
、
い
か
な
る
修
正
も
、
そ
の
他
い
か
な
る

形
態
の
再
構
築
も
、
そ
の
余
地
が
な
い
と
確
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。『
批
判
』
の
体
系
は
十
分
に
確
定
し
た
基
礎
に
よ
っ
て
お
り
、

永
遠
に
確
立
し
て
い
る
。
そ
れ
は
未
来
の
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
人
類
の

高
貴
な
目
的
に
と
っ
て
も
不
可
欠
で
あ
る
と
示
さ
れ
よ
う
。

シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
こ
う
書
く
。

本＊
＊

書
は
何
一
つ
解
決
し
な
い
が
、
一
人
か
二
人
の
人
の
考
え
を
い
く

ら
か
整
理
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

カ
ン
ト
は
極
め
て
独
創
的
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
崇
高
な
主
張
を
行

い
、
激
し
く
情
熱
的
だ
。
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
自
分
が
こ
れ
ら
の
資
質
に

欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
彼
は
友
人
に
こ
う
書
い
て

い
る
。
―
―
「
私
は
自
分
自
身
を
批
判
す
る
こ
と
が
好
き
だ
。
そ
し
て

こ
の
点
に
つ
い
て
以
下
の
定
式
化
を
し
た
。

長
所
：
常＊
＊

に
考
え
深
く
、
し
ば
し
ば
精
妙
だ
。
一
般
的
に
分
別
が
あ

り
不
偏
的
だ
。
対
象
に
正
し
い
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。

短
所
：
筋
道
立
て
て
整
理
す
る
こ
と
が
下
手
だ
。
文
体
に
お
い
て
堅

苦
し
く
、
議
論
に
お
い
て
本
当
に
印
象
的
な
と
こ
ろ
や
独
創
的
な
と

こ
ろ
が
な
い
。」

シ＊
＊

ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
ま
た
、
自
分
の
「
冗
漫
で
難
解
な
退
屈
さ
と
い
う

恐
ろ
し
い
欠
陥
」
に
も
触
れ
て
い
る
。

こ
の
最
後
の
文
句
は
あ
ま
り
に
も
厳
し
す
ぎ
る
。
シ＊
†

ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の

本
は
長
く
、
そ
し
て
そ
の
中
の
い
く
つ
か
の
章
は
今
で
は
無
視
で
き
る

が
、
冗
漫
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
め
っ
た
に
同
じ
こ

と
を
繰
り
返
さ
ず
、
多
く
の
重
要
な
点
を
簡
潔
に
、
か
つ
一
度
だ
け
述

べ
る
。
ま
た
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
本
は
難
解
で
も
な
い
。
彼
の
主
張
と
議

論
の
中
に
は
複
雑
な
も
の
も
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
明
快
に
書

か
れ
て
い
る
。

シ＊
＊

ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
退
屈
さ
は
も
っ
と
多
く
の
議
論
を
必
要
と
す
る
。

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
『
方
法
』
に
す
っ
か
り
う
ん
ざ
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り
し
て
、
そ
の
た
め
他
の
倫
理
学
の
本
も
一
冊
も
読
も
う
と
し
な
か
っ

た
。
し
か
し
ケ
イ
ン
ズ
は
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
回
想
録
と
書
簡
集
を
読
ん

だ
後
で
「
私
は
こ
れ
ほ
ど
退
屈
な
本
に
こ
れ
ほ
ど
引
き
入
れ
ら
れ
た
こ

と
が
な
い
」
と
言
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
を
論
じ
て
シ
ジ
ウ
ィ

ッ
ク
は
書
い
て
い
る
。

ケ＊
＊

ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
私
は
そ
れ
を
何
か
こ
う
い
う
も
の
と
見
る
の
に
慣

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
か
つ
て
は
生
き
て
成
長
し
て
い
た
が
、
今
で
は

複
雑
な
建
物
の
中
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
柱
か
支

え
壁
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
存
在
し
て
い
る
が
、
誰
も
今
す

ぐ
そ
れ
を
壊
そ
う
と
は
し
な
い
も
の
だ
。
だ
が
私
は
こ
こ
で
は
、
水

か
ら
上
が
っ
た
大
き
な
魚
を
見
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
ス
ム
ー

ス
に
動
き
な
が
ら
、
陽
気
に
成
功
へ
の
大
道
を
進
ん
で
い
る
魚
を
。

さ
ら
に
二
つ
の
文
章
を
引
用
し
よ
う
。

疑＊
＊

い
も
な
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
男
た
ち
は
主
と
し
て
異
常
な
時
に
恋

に
落
ち
る
よ
う
だ
。
―
―
読
書
会
と
か
、
海
岸
と
か
、
外
国
の
ホ
テ

ル
と
か
、
ク
リ
ス
マ
ス
と
か
、
と
も
か
く
何
か
外
的
な
状
況
あ
る
い

は
支
配
的
な
感
情
が
永
遠
の
氷
を
溶
か
す
時
に
。
残
念
な
の
は
、
こ

の
一
時
的
な
雪
解
け
が
長
続
き
し
な
い
と
、
す
べ
て
の
利
益
が
失
わ

れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
。
交
差
し
た
二
つ
の
生
涯
の
線
が
お
そ

ら
く
は
永
遠
に
離
れ
て
ゆ
き
、
一
層
強
い
霜
が
お
り
て
く
る
。

私＊
＊

は
人
間
性
の
重
荷
を
贅
沢
な
生
活
と
い
う
膝
の
上
に
置
い
て
い
て
、

そ
の
結
果
そ
の
重
荷
を
あ
ま
り
感
じ
て
い
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、

パ
ス
カ
ル
は
実
際
正
し
か
っ
た
。
―
―
も
し
人
が
無
限
の
疑
念
を
抱

く
な
ら
ば
、
そ
れ
が
は
ら
わ
た
の
中
に
水
の
よ
う
に
、
骨
の
中
に
油

の
よ
う
に
は
い
り
こ
む
な
ら
ば
、
そ
れ
は
悔
恨
に
苦
し
み
独
房
の
中

で
生
き
る
べ
き
で
、
四
七
年
産
の
ポ
ー
ト
ワ
イ
ン
や
Ｗ
・
Ｇ
・
ク
ラ

ー
ク
［
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
一
九
世
紀
後
半
の
公
定
演
説
家
］
の
さ

わ
や
か
な
弁
舌
の
中
に
あ
る
べ
き
で
は
な
い
。
私
は
自
分
の
部
屋
に

は
い
る
と
、
奇
妙
な
恐
ろ
し
い
感
じ
に
打
た
れ
る
。
そ
れ
が
あ
な
た

に
手
紙
を
書
く
理
由
だ
。
だ
が
ま
た
―
―
も
し
こ
の
「
時
間
は
短

い
」
と
い
う
意
識
を
強
く
な
る
ま
ま
に
し
て
お
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は

全
生
涯
を
情
熱
的
な
一
瞬
に
包
み
込
む
よ
う
に
思
え
る
。

　
　

世
界
が
私
の
衝
動
を
感
ず
る
か
、
私
が
死
ぬ
か
だ
［
出
典
不
明
］

　

こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
死
ん
だ
二
流
の
人
々
の
こ
と
を
考
え
て
み

よ
―
―
そ
し
て
―
―
誰
が
気
に
す
る
だ
ろ
う
？

　
　

蝶
々
も
死
滅
を
恐
れ
る
か
も
し
れ
な
い

　
［
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
詩 “A

 T
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こ
れ
は
私
に
は
奇
妙
な
気
分
だ
。
だ
が
今
日
ト
ラ
ン
ピ
ン
グ
ト
ン

で
私
は
ク
モ
を
殺
し
て
「
こ
れ
も
知
覚
が
あ
る
」
と
言
っ
た
。
私
は

複
雑
な
知
覚
以
上
の
何
物
だ
ろ
う
か
？

シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
人
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
の

会
話
は
「
陽
光
き
ら
め
く
さ
ざ
波
の
小
川
」
と
描
写
さ
れ
た
。
し
か
し

『
方
法
』
の
初＊
†

版
に
は
ほ
ん
の
い
く
つ
か
の
冗
談
し
か
な
く
、
そ
の
う

ち
の
い
く
つ
か
を
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
そ
の
後
削
除
し
た
。
だ
が
こ
の
本

の
多
く
は
う
ま
く
書
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

｢

＊1
＊

自
分
自
身
に
し
か
従
わ
な
い｣

と
い
う
理
想
が
〈
代
表
民
主
政
〉

に
よ
っ
て
近
似
的
に
で
も
実
現
で
き
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
一
層
明

白
な
不
条
理
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
代
表
議
会
は
通
常
国
民
の
一

部
だ
け
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
し
、
個
々
の
法
律
は
議
会
の
一
部
分
だ

け
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
る
し
、
自
分
が
投
票
し
た
一
人
の
メ
ン
バ
ー

に
反
対
し
て
議
会
の
過
半
数
が
通
過
さ
せ
た
法
律
に
そ
の
人
が
合
意

し
た
な
ど
と
言
う
の
は
ば
か
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

あ
る
い
は
も
っ
と
生
真
面
目
に
、

〈
義
＊
†
＊＊
＊

務
の
コ
ス
モ
ス
〉
は
か
く
し
て
実
際
に
は
〈
カ
オ
ス
〉
に
至
り
、

理
性
的
行
動
と
い
う
完
璧
な
理
想
を
形
作
ろ
う
と
し
て
き
た
人
間
知

性
の
長
き
に
わ
た
る
努
力
は
、
不
可
避
の
失
敗
へ
と
運
命
づ
け
ら
れ

て
き
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

こ
の
壮
大
で
暗
鬱
な
主
張
は
カ
ン
ト
の
激
し
さ
を
い
く
ら
か
持
っ
て

い
る
。
カ
ン
ト
に
つ
い
て
書
か
れ
た
別
の
文
章
も
そ
う
だ
。

私＊＊＊は
、
自
分
の
す
べ
て
の
義
務
を
神
の
命
令
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み

な
す
と
い
う
道
徳
的
必
然
性
の
下
に
自
分
自
身
が
置
か
れ
て
い
る
と

考
え
る
、
と
い
う
方
便
に
頼
る
こ
と
が
で
き
な
い
―
―
何
か
そ
の
よ

う
な
〈
至
上
の
存
在
〉
が
実
在
す
る
と
い
う
思
弁
へ
の
資
格
も
持
た

な
い
の
に
。
私
は
と
る
べ
き
理
由
の
な
い
思
弁
的
な
真
理
を
実
践
的

目
的
の
た
め
に
信
ず
る
義
務
を
全
然
感
じ
な
い
。
そ
の
程
度
と
い
え

ば
、
こ
れ
ら
の
言
葉
が
記
述
し
て
い
る
ら
し
い
心
の
状
態
を
想
像
さ

え
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
る
―
―
哲
学
的
絶
望
の
暴
力
的
発
作
の
際
の

一
時
的
な
愚
か
し
い
非
合
理
性
と
し
て
で
な
け
れ
ば
。

多
く
の
名
文
句
は
全
部
引
用
す
る
に
は
長
す
ぎ
る
。
そ
の
よ
う
な
文

章
の
一
つ
は
次
の
よ
う
に
終
わ
っ
て
い
る
。

利＊＊＊己
的
な
人
は
、
広
い
関
心
が
与
え
る
高
揚
と
拡
大
の
感
覚
を
欠
い

て
い
る
。
彼
は
一
個
人
の
幸
福
よ
り
も
有
望
な
諸
目
的
に
向
け
ら
れ



xxi　　序　文

た
活
動
に
継
続
し
て
伴
う
、
も
っ
と
安
定
し
た
穏
や
か
な
満
足
感
を

持
て
な
い
。
彼
は
共
感
の
入
り
組
ん
だ
反
射
に
依
存
す
る
独
特
の
豊

か
な
甘
美
さ
を
感
じ
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
そ
の
共
感
こ
そ
、
わ
れ
わ

れ
が
愛
し
感
謝
す
る
人
々
の
た
め
に
行
う
奉
仕
の
中
に
常
に
見
出
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
利
己
的
な
人
は
、
彼
自
身
の
生
命
の
リ
ズ
ム
と
、

自
分
自
身
の
生
命
が
取
る
に
足
ら
ぬ
一
部
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
も
っ

と
大
き
な
生
命
の
リ
ズ
ム
と
の
間
の
不
調
和
を
、
一
千
も
の
さ
ま
ざ

ま
な
仕
方
で
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。

別
の
文
章
は
こ
う
終
わ
っ
て
い
る
。

｢

汝＊＊＊邪
悪
で
あ
れ｣

［
ミ
ル
ト
ン
『
失
楽
園
』
第
4
巻
1 

1 

0
行
］
と
言

っ
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
自
分
の
行
為
の
恐
る
べ
き
非
合
理
性
を

わ
ず
か
に
曖
昧
に
意
識
し
て
い
た
―
―
と
い
う
の
は
、
自
分
が
感
嘆

さ
れ
る
べ
き
者
に
な
れ
る
唯
一
の
チ
ャ
ン
ス
は
、
今
到
達
し
て
い
る

下
降
の
道
の
極
に
し
か
な
い
と
い
う
間
違
っ
た
想
像
の
た
め
に
曖
昧

に
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
―
―
者
で
さ
え
、
率
直
で
首
尾
一
貫
し
た
邪

悪
さ
の
中
に
あ
る
に
違
い
な
い
。

シ＊＊＊ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
友
人
に
、
自
分
の
本
は｢

思
考
の
厳
格
さ｣

を
達

成
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
か
ら
「
い
く
ら
か
無
味
乾
燥
で
読
み
に
く
く

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
と
警
告
し
た
。
し
か
し
こ
の
厳
密
さ
は
し
ば
し

ば
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
友
情
を
論
ず
る
個
所
で
シ
ジ

ウ
ィ
ッ
ク
は
書
い
て
い
る
。

〈
常＊＊＊識
〉
が
、
す
べ
て
の
密
接
で
強
い
愛
着
を
見
る
時
の
感
嘆
と
す

っ
か
り
同
じ
で
は
な
い
共
感
、
そ
し
て
〈
常
識
〉
が
、
そ
の
愛
情
の

崩
壊
を
見
る
時
の
不
満
と
す
っ
か
り
同
じ
で
は
な
い
残
念
さ
…
…

ド
ラ
イ
だ
と
は
い
え
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
鋭
さ
を
持
っ
た
文
章
も
多
い
。

た
と
え
ば
、

子＊＊＊ど
も
は
そ
の
生
存
を
作
り
出
し
た
人
々
に
感
謝
す
べ
き
だ
と
言
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
生
活
を
幸
福
に
す
る
こ
と
な
し
の
生

命
だ
け
で
は
、
価
値
が
疑
わ
し
い
恵
み
で
あ
っ
て
、
生
命
の
受
け
手

へ
の
配
慮
な
し
に
与
え
ら
れ
た
と
き
に
は
、
ほ
と
ん
ど
感
謝
を
引
き

起
こ
さ
な
い
。

Ａ＊＊＊を
Ｂ
よ
り
も
幸
福
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
何
の
正
し
さ
も
な
さ

そ
う
だ
―
―
そ
の
原
因
が
、
Ａ
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
い
状
況
が
ま

ず
彼
を
幸
福
に
し
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
な
ら
ば
。

す＊＊＊る
と
〈
功
利
主
義
〉
の
結
論
は
、
入
念
に
述
べ
る
と
次
の
よ
う
な

も
の
に
な
り
そ
う
だ
。
―
―
〈
あ
る
行
為
を
秘
密
に
す
る
方
が
そ
の
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行
為
を
正
し
い
も
の
に
す
る
〉
と
い
う
見
解
そ
れ
自
体
も
比
較
的
秘

密
に
し
て
お
か
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
同
様
に
、〈
密
教
的
道
徳

は
便
宜
に
か
な
っ
て
い
る
〉
と
い
う
ド
ク
ト
リ
ン
自
体
も
密
教
に
し

て
お
か
れ
る
べ
き
だ
。

本＊1＊当
に
透
徹
し
た
批
判
と
い
う
も
の
は
、
特
に
倫
理
学
で
は
、
ブ
ラ

ッ
ド
レ
イ
氏
が
決
し
て
習
い
覚
え
な
か
っ
た
入
念
な
共
感
の
努
力
と
、

彼
が
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ら
し
い
平
静
な
気
質
と
を
要
求
す

る
。

［
こ＊＊
＊

の
本
は
］
決
定
的
な
よ
う
に
見
え
る
が
、
論
争
的
す
ぎ
る
こ
と

に
よ
っ
て
敗
北
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
破
壊
的
な
攻
撃
の
中
に
は
、

少
な
く
と
も
公
正
さ
を
気
取
る
と
こ
ろ
が
あ
る
べ
き
だ
。

シ＊
†

ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
そ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
た
め
に
、
実
際
に
は
秩
序
紊

乱
的
で
あ
る
と
き
に
も
堅
苦
し
く
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば

バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
、
性
道
徳
に
関
す
る
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク

の
議
論
は
時
に
は
少
々
勇
敢
だ
が
「
純
潔
と
い
う
観
念
を
か
な
り
無
批

判
に
利
用
し
て
い
る
」
と
書
い
た
時
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
誤
解
し
て
い

た
。
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
確
か
に
「
で
は
〈
純
潔
〉Purity

が
禁
ず
る

行
動
は
何
だ
ろ
う
か
？
」
と
書
い
た
が
、
彼
の
書
い
て
い
る
こ
と
を
注

意
し
て
読
む
な
ら
ば
、
彼
の
回
答
は
「
何
も
な
い
」
と
い
う
も
の
だ
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
一
八
七
四
年
に
出
版
さ
れ
た

本
で
、
性
的
快
楽
を
そ
れ
自
体
の
た
め
に
楽
し
む
こ
と
に
何
の
道
徳
的

反
論
も
な
い
と
―
―
慎
重
な
表
現
を
し
て
い
る
と
は
い
え
―
―
論
ず
る

の
は
、
少
々
勇
敢
だ
と
い
う
以
上
の
こ
と
だ
っ
た
。

人
々
が
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
退
屈
だ
と
感
ず
る
と
き
、
彼
ら
は
シ
ジ
ウ

ィ
ッ
ク
の
文
体
で
は
な
く
彼
の
最
大
の
哲
学
的
長
所
の
一
つ
に
反
応
し

て
い
る
こ
と
が
多
い
。
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
日
記
の
中
で
こ
の
長
所
に
つ

い
て
う
ま
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

コ＊＊＊ン
ト
と
ス
ペ
ン
サ
ー
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
だ
。
前
か
ら
い
つ
も
、
彼

ら
の
知
的
な
力
と
勤
勉
さ
に
感
嘆
し
、
彼
ら
の
ば
か
げ
た
自
信
に
は

驚
き
以
上
の
も
の
を
感
ず
る
。
私
に
は
二
人
と
も
自
己
批
判
と
い
う

こ
と
の
意
味
を
知
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
彼
ら
の
卓
越

性
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
確
か
に
私
は
自

分
の
自
己
批
判
が
た
く
ま
し
い
気
迫
あ
る
著
述
へ
の
妨
げ
に
な
っ
て

い
る
と
わ
か
っ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
私
の
著
作
が
い
く
ら
か

で
も
持
っ
て
い
る
価
値
は
そ
の
お
か
げ
だ
と
感
じ
て
い
る
。

シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
自
分
の
見
解
へ
の
反
論
の
力
を
人
並
み
は
ず
れ
て

よ
く
理
解
し
た
。
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
が
あ
る
論
文
を
擁
護
す
る
の
を
聞
い

て
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
言
っ
た
。
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シ＊＊＊ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
時
に
は
い
ら
だ
た
し
く
な
る
ほ
ど
率
直
な
反
省
を

示
し
た
。
人
は
自
分
の
敵
に
対
し
て
そ
れ
ほ
ど
公
正
で
あ
る
権
利
を

持
た
な
い
。

た
と
え
ば
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
論
敵
の
本
を
論
じ
て
次
の
よ
う
に
書
い

た
。私＊＊＊は

本
書
を
で
き
る
限
り
賞
賛
し
た
い
。
…
…
こ
れ
は
す
ぐ
れ
た
能

力
を
持
っ
た
著
者
に
よ
る
書
物
で
あ
る
。
…
…
と
は
い
え
―
―
彼
は

私
に
は
全
く
間
違
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
は
彼
の
理
論
を

ふ
さ
わ
し
い
尊
敬
を
も
っ
て
取
り
扱
う
こ
と
が
難
し
い
。
疑
い
も
な

く
、
私
も
彼
の
眼
に
は
そ
の
よ
う
に
映
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
わ
れ
わ

れ
の
い
ず
れ
も
間
違
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？　

本
書
は
倫
理
学
に

つ
い
て
私
を
か
な
り
憂
鬱
に
さ
せ
た
。

こ
れ
ら
の
美
徳
の
た
め
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
書
い
た
も
の
は
読
み
に

く
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。
一
つ
の
問
題
は
、
Ｃ
・
Ｄ
・
ブ
ロ
ー
ド
が
書

い
た
も
の
だ
。
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
、

休＊＊＊む
こ
と
な
く
純
化
し
、
限
定
し
、
反
論
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
答

え
、
そ
の
回
答
に
対
す
る
さ
ら
な
る
反
論
を
見
出
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の

反
論
と
回
答
と
再
反
論
と
再
回
答
は
そ
れ
自
体
と
し
て
立
派
な
も
の

で
、
著
者
の
鋭
敏
さ
と
率
直
さ
を
限
り
な
く
証
拠
立
て
る
。
し
か
し

読
者
は
い
ら
い
ら
し
て
、
議
論
の
筋
を
失
い
が
ち
に
な
る
。
机
か
ら

頭
を
上
げ
て
、
こ
れ
ま
で
感
心
し
続
け
な
が
ら
た
く
さ
ん
読
ん
で
き

た
の
に
、
今
や
ほ
と
ん
ど
何
も
覚
え
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
く
の
で

あ
る
。

『
倫
理
学
の
方
法
』
を
わ
れ
わ
れ
が
最
初
に
読
む
と
き
の
印
象
は
、

そ
こ
に
刺
激
的
な
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
、
あ
る
意
味
で
は
最
悪

だ
。
だ
が
こ
の
本
を
再
読
す
る
た
び
に
、
わ
れ
わ
れ
は
以
前
見
落
と
し

て
い
た
い
く
つ
か
の
新
し
い
よ
い
論
点
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
少
な
く
と

も
私
が
見
出
し
た
こ
と
だ
。

シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
自
ら
を
批
判
し
て
こ
う
書
い
て
い
る
。

私＊＊＊は
独
創
的
で
な
い
。
私
は
毎
日
自
分
の
思
考
を
一
層
低
く
評
価
す

る
。

こ
の
評
言
は
厳
し
す
ぎ
る
。
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
い
く
つ
か
の
点
で
独

創
的
だ
。
し
か
し
彼
の
偉
大
さ
は
そ
こ
に
は
な
い
。
カ
ン
ト
や
ヒ
ュ
ー

ム
の
よ
う
な
他
の
哲
学
者
は
も
っ
と
独
創
的
で
輝
か
し
い
。
こ
れ
ら
の

哲
学
者
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
や
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
よ
う
な
も
の
で
、
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明
々
白
々
た
る
天
才
だ
。
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
も
っ
と
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
似

て
い
る
。
彼
は
「
ほ＊＊＊と
ん
ど
天
才
の
域
に
達
す
る
ほ
ど
の
よ
い
セ
ン

ス
」
を
持
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
。
ブ
ロ
ー
ド
が
言
う
よ
う
に
、『
倫

理
学
の
方
法
』
の
中
で
は
「
倫
理
学
の
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
主
要
問
題

が
極＊＊＊端
に
鋭
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
」。
そ
し
て
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
極
め

て
た
く
さ
ん
の
こ
と
に
つ
い
て
正
し
い
。
彼
は
古
代
と
近
代
の
倫
理
学

の
中
の
快
楽
主
義
・
利
己
主
義
・
帰
結
主
義
と
い
う
三
つ
の
重
要
な
主

題
に
つ
い
て
最
善
の
批
判
的
説
明
を
与
え
た
。
ま
た
そ
の
本
の
全
四
部

の
中
で
一
番
長
い
部
分
で
、
彼
は
多
元
主
義
的
な
非
帰
結
主
義
の
常
識

道
徳
に
つ
い
て
も
最
善
の
批
判
的
説
明
を
与
え
て
い
る
。
シ＊
†

ジ
ウ
ィ
ッ

ク
は
間
違
い
も
犯
し
て
い
て
、
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
に
私
は
注
の
中

で
言
及
す
る
が
、
私
の
信
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
数
は
多
く
な
い
。

シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
『
倫
理
学
の
方
法
』
は
こ
れ
ら
の
事
実
の
た
め
に
、

倫
理
学
に
関
心
を
持
つ
誰
も
が
読
み
、
記
憶
し
、
そ
し
て
他
の
人
々
も

読
ん
だ
と
推
定
で
き
る
、
最
善
の
書
物
に
な
っ
て
い
る
。

シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
へ
の
私
の
恩
義
は
た
や
す
く
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

私
が
哲
学
の
大
学
院
生
に
な
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
い
か
に
し
て
自
分

の
人
生
を
過
ご
す
べ
き
か
を
考
え
て
い
た
時
、
本
当
に
重
要
な
も
の
が

何
か
を
決
め
に
く
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
私
は
哲
学
者
た
ち
が

こ
の
問
題
に
答
え
て
賢
く
な
ろ
う
と
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て

い
た
。
私
が
失
望
し
た
こ
と
に
、
私
を
教
え
て
く
れ
た
哲
学
者
と
私
が

著
作
を
読
む
よ
う
に
言
わ
れ
た
哲
学
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、「
何
が
重
要

か
？
」
と
い
う
問
い
に
は
真
の
解
答
が
な
い
か
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
も

そ
も
意
味
が
な
い
と
信
じ
て
い
た
。
し
か
し
私
は
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
本

を
古
本
で
買
っ
て
、
彼
が
少
な
く
と
も
い
く
つ
か
の
事
柄
は
重
要
だ
と

信
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
し
て
私
が
道
徳
哲
学
者
の
問

う
べ
き
他
の
問
題
や
解
答
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
最
も
多
く
を
学
ん
だ

の
は
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
か
ら
だ
っ
た
。

私
は
今
や
も
う
一
人
の
師
で
あ
る
カ
ン
ト
に
向
か
う
。
私
が
最
初
に

カ
ン
ト
の
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
を
一
九
六
〇
年
代
に
読
ん

だ
時
、
私
は
こ
の
本
が
魅
力
的
だ
が
曖
昧
だ
と
思
っ
た
。
そ
れ
か
ら
三

十
年
後
私
が
こ
の
本
と
カ
ン
ト
の
他
の
本
の
大
部
分
を
再
読
し
た
時
、

私
は
意
外
に
も
カ
ン
ト
の
倫
理
学
に
と
り
つ
か
れ
た
。
そ
れ
か
ら
二
、

三
年
の
間
、
私
は
そ
れ
以
外
の
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
考
え
な
か
っ
た
。

私
が
カ
ン
ト
に
と
り
つ
か
れ
た
こ
と
が
私
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
与
え
た

と
は
い
え
、
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
最
初
ほ
と
ん
ど
全
く
否
定
的
な
も
の

だ
っ
た
と
告
白
す
べ
き
だ
ろ
う
。
私
は
カ
ン
ト
が
天
才
だ
と
い
う
こ
と

を
疑
わ
な
い
。
し
か
し
私
は
他
の
多
く
の
人
々
と
同
様
、
カ
ン
ト
の
主

要
な
主
張
の
い
く
つ
か
に
も
、
彼
の
哲
学
の
や
り
方
に
も
、
深
く
反
対

し
て
い
る
。
私
が
カ
ン
ト
に
そ
れ
ほ
ど
反
対
す
る
点
に
言
及
し
、
私
の

態
度
が
ど
う
変
化
し
た
の
か
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
人
か
の
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人
々
に
、
私
が
そ
う
し
か
か
っ
た
よ
う
に
カ
ン
ト
を
無
視
し
な
い
よ
う

説
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

カ
ン
ト
は
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
が
欠
い
て
い
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
資
質

を
持
っ
て
い
る
が
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
が
持
っ
て
い
る
い
く
つ
か
の
重
要

な
資
質
を
欠
い
て
も
い
る
。
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
明
晰
に
書
き
、
大
体
と

し
て
首
尾
一
貫
し
て
お
り
、
た
ま
に
し
か
間
違
い
を
犯
さ
な
い
が
、
こ

れ
ら
の
こ
と
は
カ
ン
ト
に
は
言
え
な
い
。

シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
『
倫
理
学
の
方
法
』
と
違
っ
て
、
カ
ン
ト
の
『
基

礎
づ
け
』
は
最
初
に
読
む
時
が
あ
る
意
味
で
は
一
番
よ
い
。
読
者
を
鼓

舞
す
る
刺
激
的
な
主
張
が
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ

は
気
に
し
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
『
基
礎
づ
け
』
を
再
読
す
る
と
、
わ

れ
わ
れ
の
多
く
は
意
気
阻
喪
し
て
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
。
カ
ン
ト
は
偉

大
な
哲
学
者
か
も
し
れ
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
適
さ
な
い
と
決
め
て

し
ま
う
の
だ
。

最
初
の
問
題
は
カ
ン
ト
の
文
体
だ
。
正
真
正
銘
の
悪
文
を
哲
学
的
に

受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
に
し
た
の
は
カ
ン
ト
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
誰

か
別
の
人
の
ひ
ど
い
文
章
を
取
り
上
げ
て
「
こ
ん
な
文
章
を
書
く
人
の

も
の
が
ど
う
し
て
読
む
に
値
す
る
か
？
」
と
言
う
こ
と
が
も
は
や
で
き

な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
は
い
つ
で
も
「
カ
ン
ト
は
ど
う
な
の
か
？
」
と

答
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

も
っ
と
深
刻
な
問
題
も
あ
る
。
私
が
カ
ン
ト
に
と
り
つ
か
れ
た
時
、

私
は
カ
ン
ト
の
主
要
な
主
張
と
議
論
の
い
く
つ
か
を
も
っ
と
明
快
に
述

べ
よ
う
と
し
て
み
た
が
、
こ
の
仕
事
は
非
常
に
い
ら
だ
た
し
い
も
の
だ

と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
私
は
カ
ン
ト
の
複
数
の
主
張
を
一
貫
し
た

見
解
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
し
、
カ
ン
ト
の
議
論
の
多
く

は
明
ら
か
に
妥
当
で
も
健
全
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
カ
ン
ト
の

最
大
の
崇
拝
者
の
中
に
さ
え
同
じ
よ
う
に
感
ず
る
人
が
い
る
と
知
っ
て

い
れ
ば
私
の
助
け
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
オ
ノ
ラ
・
オ
ニ
ー
ル

は
『
基
礎
づ
け
』
を
カ
ン
ト
の
本
の
中
で
「
最＊＊＊も
腹
を
立
て
さ
せ
る
」

も
の
だ
と
言
う
。

カ
ン
ト
が
単
一
の
一
貫
し
た
理
論
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
、

と
知
る
こ
と
も
私
の
助
け
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
あ
る
主
張
を

受
け
入
れ
て
い
る
の
か
そ
れ
と
も
斥
け
て
い
る
の
か
、
と
わ
れ
わ
れ
が

問
う
と
き
、
そ
の
答
え
は
し
ば
し
ば
「
両
方
だ
」
で
あ
る
。
ケ
ン
プ=

ス
ミ
ス
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
「
一＊1＊つ
の
文
章
を
引
用
す
る
だ
け
で
は

全
く
決
定
的
で
な
い
」。
た
と
え
ば
カ
ン
ト
が
「
個＊＊＊々
の
時
点
に
お
け

る
人
間
の
義
務
は
、
自
分
に
で
き
る
す
べ
て
の
善
を
行
う
こ
と
だ
」
と

書
い
て
い
る
と
き
、
彼
は
こ
の
主
張
が
含
意
し
て
い
る
よ
う
な
〈
行
為

帰
結
主
義
者
〉
な
の
で
は
な
い
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
彼
が
カ
ン
ト
の
テ
ク
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