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完
全
な
表
題：

改
革
さ
れ
た
学
校
。
ジ
ョ
ン
・
ヂ
ュ
ー
リ
に
よ
る
。
ロ
ン
ド
ン
、

コ
ー
ン
ヒ
ル
、
聖
ペ
テ
ロ
教
会
の
下
で
ス
タ
ー
の
リ
チ
ャ
ー
ド
ウ
ッ
ド
ノ
ー
ト
の

た
め
に
Ｒ

Ｄ

に
よ
っ
て
印
刷
さ
れ
た
。
こ
の
作
品
は
日
付
が
な
い
。
英
国
博

物
館
目
録
で
は
、
一
六
四
九
年
が
推
測
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
六
五
〇
年
が

よ
り
可
能
が
高
い
（H

D
C

、
二
六
三
頁
参
照
）。『
改
革
さ
れ
た
図
書
館
長
』
も

一
六
五
〇
年
に
し
て
い
る
。

翌
年
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
作
品
は
、『
改
革
さ
れ
た
学
校
』
の
第
二
版
に
採
録

さ
れ
た
。『
改
革
さ
れ
た
学
校：

そ
し
て
改
革
さ
れ
た
図
書
館
長
、
ジ
ョ
ン
・
ジ

ュ
リ
に
よ
る
。
そ
れ
に
、
１

数
学
の
概
念
、
２

ド
イ
ツ
に
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
最
も
学
識
あ
る
君
主
の
一
人
に
よ
っ
て
命
令
さ
れ
て
建
設
さ
れ
た
も
っ
と
も

優
れ
た
図
書
館
の
一
つ
の
記
述
』。
ロ
ン
ド
ン
。
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ヂ
ュ
ガ
ー
ド
に

よ
っ
て
印
刷
さ
れ
、
ロ
ブ
に
よ
っ
て
販
売
さ
れ
る
。
リ
ト
ル
・
ブ
リ
テ
イ
ン
に
お

け
る
ユ
ニ
コ
ー
ン
の
し
る
し
の
あ
る
リ
ト
ル
ベ
リ
。
一
六
五
一
年
。
八
九
頁
と
六

五
頁
。
こ
の
版
の
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
本
が
下
の
抄
録
に
用
い
ら
れ
た
。H

.M
.

ノ

ハ
ー
ト
リ
ッ
ブ
が
主
張
す
る
教
育
論
の
特
質
は
、
教
育
に
よ
り
て
ア
ダ
ム

イ
ブ
に
お
い
て
失
わ
れ
た
本
来
の
人
間
の
霊
的
状
態
を
回
復
す
る
と
い
う
こ

と
と
、
教
育
に
よ
っ
て
、
国
家
・
社
会
に
有
用
な
人
間
を
育
て
る
と
い
う
二

大
目
的
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
教
育
論
は
、
彼
独
特
の
よ
う
に

み
え
て
、
実
は
、
コ
メ
ニ
ウ
ス
、
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
の
そ
れ
に
共
通
す
る

教
育
理
念
で
あ
り
、
今
日
の
教
育
界
に
お
い
て
も
、
妥
当
す
る
古
く
て
新
し

い
普
遍
的
基
礎
的
教
育
論
で
あ
る
。
こ
の
訳
は
、
生
徒
の
年
齢
が
四
（
五
）

歳
か
ら
一
九
（
二
〇
）
歳
ま
で
の
時
期
に
あ
る
男
女
生
徒
学
生
を
対
象
に
し

て
い
る
。
一
般
教
育
、
科
学
教
育
、
外
国
語
教
育
、
人
格
教
育
や
宗
教
道
徳

教
育
上
、
有
益
な
示
唆
を
多
く
秘
め
た
論
文
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

サ
ム
エ
ル
・
ハ
ー
ト
リ
ッ
ブ
、
コ
メ
ニ
ウ
ス
、
ジ
ョ

ン
・
ミ
ル
ト
ン
、
パ
ン
ソ
フ
ィ
ア

〔
抄

録
〕
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ッ
ク
ス
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
、
現
代
式
綴
り
と
句
点
法
の
『
改
革
さ
れ
た
学

校
』
は
、
一
九
五
八
年
に
、
造
ら
れ
た
（
リ
バ
ー
プ
ー
ル
大
学
出
版
局
）。
注
釈

は
、
ジ
ュ
ー
リ
と
ミ
ル
ト
ン
と
の
間
の
多
く
の
対
比
を
示
す
。

『
改
革
さ
れ
た
学
校
』
の
前
書
き
は
、
ハ
ー
ト
リ
ッ
ブ
に
よ
る
も
の
で
、
テ
キ

ス
ト
は
、
ジ
ュ
リ
ー
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
序
文
と
テ
キ
ス
ト

の
両
方
か
ら
、
こ
の
作
品
は
、
ハ
ー
ト
リ
ッ
ブ
・
サ
ー
ク
ル
の
中
心
的
人
物
の
考

え
を
表
現
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。

出
版
社
か
ら
読
者
へ

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
読
者
よ
、

多
面
的
個
人
的
困
難
や
公
的
な
放
棄
を
通
し
て
、
神
が
私
を
こ
れ
ま
で
導
い
て

く
れ
た
人
生
の
間
に
、
私
の
精
神
を
外
側
か
ら
支
え
て
く
れ
た
の
は
、
大
衆
に
対

す
る
私
の
人
生
の
有
用
性
以
外
に
何
も
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
時
々
、
特
に
、
私

が
重
荷
に
沈
ん
で
い
る
時
、
慈
悲
深
い
摂
理
が
援
助
し
て
く
れ
る
間
に
、
私
が
善

行
を
為
す
の
に
、
神
が
シ
オ
ン
か
ら
彼
の
「
救
済
」
を
も
た
ら
す
ま
で
、
神
だ
け

を
仰
ぎ
見
る
こ
と
を
、
心
か
ら
教
わ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
私
の
乏
し
い
才
能
で
、

彼
の
こ
の
よ
う
な
「
救
済
」
を
普
及
さ
せ
、
他
の
人
々
に
、
そ
の
普
及
に
対
し
て

彼
等
の
助
力
を
捧
げ
る
よ
う
に
奮
起
さ
せ
る
こ
と
が
、
寛
大
な
国
会
が
私
を
認
め

て
く
れ
た
学
問
の
機
関
に
お
い
て
、
私
が
抱
く
最
高
の
目
的
で
あ
る38

）

。
そ
し
て
、

私
を
業
務
に
任
命
す
る
こ
と
ほ
ど
、
至
れ
り
つ
く
せ
り
の
親
切
は
な
か
っ
た
（
そ

れ
は
、
し
ば
ら
く
の
間
、
私
の
重
荷
を
幾
分
よ
り
重
く
し
た
）。
だ
が
私
の
才
能

は
、
こ
ち
ら
の
道
に
導
く
。
そ
し
て
、
神
は
奨
励
な
し
に
私
を
放
擲
し
な
い
で
あ

ろ
う
と
、
私
は
未
だ
に
彼
に
希
望
を
抱
い
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
私
は
、
機
会
が

あ
る
限
り
善
行
を
な
す
の
に
、
疲
れ
な
い
。
そ
れ
で
、
誰
か
が
な
し
た
提
案
に
基

づ
き
、
他
の
人
々
か
ら
、
学
校
の
改
革
と
敬
虔
と
、
敬
虔
に
お
け
る
学
問
の
進
歩

に
対
す
る
次
の
方
策
を
引
き
出
す
の
に
、
私
は
精
一
杯
尽
く
し
た
。
キ
リ
ス
ト
者

の
読
者
よ
、
私
は
、
あ
な
た
に
次
の
事
柄
を
知
ら
せ
る
の
が
、
当
を
得
た
こ
と
で

あ
る
、
と
思
っ
た
。
も
し
、
あ
な
た
が
あ
な
た
自
身
、
右
の
よ
う
な
他
者
の
た
め

の
教
育
方
法
の
利
点
を
進
展
さ
せ
る
の
に
、
或
い
は
、
あ
な
た
自
身
の
た
め
の
教

育
方
法
に
加
わ
る
こ
と
に
、
と
に
か
く
、
関
心
が
あ
る
と
思
う
な
ら
ば
、
あ
な
た

は
、
適
切
で
良
心
的
で
あ
る
も
の
を
い
か
に
な
し
た
ら
い
い
か
を
判
断
す
れ
ば
よ

い
、
と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
。
こ
の
よ
う
な
努
力
は
、
公
益
の
た
め
に
為
す
べ
き
、

と
い
う
こ
と
。
こ
れ
が
二
つ
。
私
自
身
と
言
え
ば
、
私
は
、
自
分
の
思
い
と
骨
折

り
（
そ
の
程
度
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
全
生
涯
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
善
に
し
て
理
性

的
な
る
仕
事
の
そ
れ
に
ひ
け
を
取
ら
な
い
が
）
を
私
の
人
生
に
捧
げ
た
す
べ
て
の

対
象
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
方
法
に
お
け
る
子
供
達
の
教
育
へ
の
思
い
と
骨
折

り
ほ
ど
、
私
の
心
に
近
く
に
あ
る
も
の
は
何
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
、
率
直
に

告
白
し
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
の
物
が
正
し
く
量
ら
れ
る
と
、
こ
の
我
々

の
時
代
に
お
い
て
、
改
革
を
遂
げ
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
こ
の
努
力
だ
け
し
か

な
い
、
と
い
う
こ
と
を
私
達
は
、
認
識
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
目
下
の

と
こ
ろ
、
行
政
や
聖
職
が
、
激
し
い
反
論
の
対
象
に
さ
れ
て
い
る
、
そ
し
て
、
そ

れ
に
よ
っ
て
、
教
会
や
イ
ギ
リ
ス
共
和
国
に
お
け
る
悪
徳
の
改
革
に
関
し
て
、
ほ

と
ん
ど
全
面
的
に
、
骨
組
み
を
解
か
れ
無
用
に
さ
れ
て
い
る
。
彼
等
が
、
そ
の
地

位
の
執
行
に
お
い
て
、
問
題
の
解
決
を
す
る
こ
と
は
期
待
は
出
来
な
い
。
そ
れ
故

に
、
今
や
落
ち
着
き
、
彼
等
自
身
で
選
択
し
た
や
り
方
が
習
慣
と
な
っ
た
大
勢
の
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老
人
達
（
彼
等
の
責
任
の
対
象
で
あ
る
）
に
直
接
干
渉
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ

こ
か
ら
彼
等
を
引
き
出
す
こ
と
は
、
分
別
な
き
こ
と
、
不
可
能
事
を
試
み
る
こ
と

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
今
日
、
我
々
が
陥
る
異
常
な
精
神
的
緊
張
と
身
体
的
不

調
は
、
見
せ
し
め
と
な
る
風
紀
紊
乱
を
拘
束
す
べ
き
外
的
権
威
や
権
力
の
、
或
い

は
、
今
日
、
人
々
の
職
業
の
中
で
、
完
全
に
衰
退
し
た
事
柄
で
あ
る
、
人
々
を
基

督
の
軛
（
く
び
き
）
の
下
に
束
縛
し
よ
う
と
導
く
、
内
的
確
信
の
異
常
な
能
力
な

し
に
、
改
革
さ
れ
得
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
当
時
代
の
そ
れ

ら
の
腐
敗
は
、
通
常
で
弱
い
手
段
で
は
征
服
出
来
な
い
ほ
ど
強
く
頑
丈
で
あ
り
、

異
常
な
あ
る
い
は
、
十
分
に
強
い
手
段
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
鑑
み
て
、
次
の

よ
う
な
結
果
に
な
る
。
若
者
達
に
、
何
ら
か
の
腐
敗
し
た
習
慣
や
邪
な
関
与
が
取

り
付
か
な
い
内
に
、
彼
等
を
扱
う
こ
と
し
か
、
道
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
等
は
、

幼
児
期
か
ら
、
徳
と
学
問
の
両
者
の
改
革
の
過
程
ま
で
訓
練
さ
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
一
つ
や
二
つ
の
学
校
で
の
訓
練
は
、
大
規
模
に
非
常
に
厳
格
に
改
革
さ
れ

る
が
、
全
国
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
考
慮
に
値
し
な
い
事
柄
で
あ
る
、
そ
し
て
、

多
く
の
学
校
が
改
革
さ
れ
ず
に
留
ま
り
、
腐
敗
を
伝
播
す
る
と
こ
ろ
に
い
る
若
者

達
に
は
、
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
そ
れ
故
に
、
改
革
さ
れ
た
学
校
の
普
及

が
主
に
目
標
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
目
的
の
為
に
、
改
革
さ
れ
た
学
校
長
の

訓
練
が
、
こ
の
計
画
の
主
な
役
目
の
一
つ
で
あ
る
。
教
会
と
共
和
国
の
両
者
を
改

革
す
る
即
座
の
方
法
は
、
そ
の
中
の
教
育
学
校
を
改
革
す
る
こ
と
で
あ
る
、
そ
し

て
、
こ
れ
ら
を
改
革
す
る
方
法
は
、
改
革
さ
れ
た
学
校
の
校
長
を
他
の
学
校
に
送

り
出
す
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
私
が
想
像

す
る
に
、
全
く
不
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
い
か
な
る
理
性
的
な
人
も
、
世

界
の
ど
の
国
に
お
い
て
も
、
普
通
学
校
か
ら
、
す
べ
て
の
治
安
判
事
、
牧
師
と
国

家
公
務
員
が
、
他
者
を
を
支
配
す
る
よ
う
に
、
連
れ
て
こ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
、
彼
等
が
学
校
で
受
け
た
悪
徳
と
有
徳
と
の
両
方
の
印
象
は
後
に
な
っ
て
、

教
会
や
共
和
国
に
対
す
る
彼
等
の
地
位
に
お
い
て
、
行
使
さ
れ
て
、
善
き
に
つ
け

悪
し
き
に
つ
け
、
効
き
目
が
出
る
と
い
う
こ
と
、
が
分
か
ら
な
い
ほ
ど
、
世
故
に

長
け
た
社
会
が
事
情
に
疎
い
と
は
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
結
果
、
学
校

は
、
我
々
の
腐
敗
や
、
そ
し
て
も
し
神
が
少
し
で
も
我
々
を
祝
福
し
て
く
れ
る
の

で
あ
れ
ば
、
我
々
の
改
革
の
、
普
通
の
自
然
の
定
着
の
源
泉
と
し
て
見
な
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
秩
序
の
よ
い
国
家
に
お
け
る
学
校
の
先
生
は
、
聖
職
者

ま
た
は
治
安
判
事
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
聖
職
者
あ
る
い

は
治
安
判
事
も
、
教
師
な
く
し
て
栄
え
た
り
存
続
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。
私
は
、

仕
事
の
有
用
さ
、
或
い
は
、
そ
の
仕
事
に
お
け
る
私
の
遂
行
の
範
囲
の
い
ず
れ
か

を
あ
な
た
方
に
気
付
か
せ
る
た
め
に
、
こ
の
主
題
に
関
し
て
こ
れ
以
上
何
も
言
い

足
す
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

賢
明
で
真
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
読
者
よ
（
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
方
以
外
に

こ
の
仕
事
に
お
い
て
何
も
理
解
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
）
私
は
更
に
次
の
事
だ
け

は
述
べ
た
い
。
即
ち
、
こ
の
新
型
教
育
の
著
者
は
、
彼
に
為
さ
れ
た
真
剣
な
提
案

に
基
づ
い
て
、
そ
れ
を
文
書
や
幾
人
か
の
彼
の
友
人
に
表
現
す
る
よ
う
に
、
他
の

人
々
に
よ
っ
て
懇
願
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
協
会
の
受
け
入
れ

と
規
制
の
た
め
に
、
そ
の
す
べ
て
の
会
員
は
、
お
互
い
と
一
般
大
衆
に
対
し
て
、

役
立
つ
よ
う
に
な
る
よ
う
に
、
そ
れ
故
に
、
彼
は
、
協
会
に
関
し
て
、
自
分
自
身

の
名
前
だ
け
で
な
く
、
共
同
し
て
協
会
に
賛
成
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
、
こ
れ
ら

の
提
案
に
お
い
て
著
者
に
同
意
し
た
人
々
の
名
前
に
お
い
て
、
語
る
の
で
あ
る
。

提
案
は
、
ま
だ
、
そ
れ
を
最
初
に
作
っ
た
人
々
の
決
心
に
お
い
て
、
ま
だ
、
成
熟
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に
達
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
原
因
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
す

の
に
幾
分
好
都
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、（
提
案
の
結
果
に
対
す
る
）
不

安
へ
の
恐
れ
で
あ
る
。
そ
れ
が
熟
し
た
後
に
、
こ
の
提
案
が
動
き
出
す
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
「
計
画
」
の
実
施
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
更
な
る
理
由
が
出
て
来

る
迄
、
少
女
の
教
育
に
関
す
る
規
則
書
を
著
す
こ
と
は
不
必
要
で
あ
ろ
う39

）

。
そ
の

一
方
、
論
理
学
の
教
育
の
た
め
の
幾
つ
か
の
規
則
に
付
け
加
え
て
、
こ
の
著
を
出

版
す
る
こ
と
は
よ
い
こ
と
で
あ
る
、
と
思
っ
た
。
そ
れ
は
、
判
断
出
来
る
者
が
、

徳
の
完
成
や
幸
福
を
獲
得
す
る
の
に
、
誰
か
が
こ
の
世
で
出
版
し
た
り
、
実
践
し

た
も
の
よ
り
も
、
よ
り
容
易
で
よ
り
準
備
の
で
き
た
、
既
知
の
、
実
践
可
能
な
方

法
が
あ
る
こ
と
を
知
る
た
め
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
（
提
案
の
）
車
輪
を
動
か
す

る
た
め
に
必
要
な
も
の
は
、
閑
静
な
住
ま
い
と
、
必
要
な
保
護
の
保
証
だ
け
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
を
知
る
た
め
で
あ
る
。

も
し
あ
な
た
が
、
す
べ
て
の
人
々
の
た
め
に
そ
れ
に
関
し
て
求
め
ら
れ
た
公
益

の
理
性
的
或
い
は
精
神
的
懸
念
を
持
つ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
不
足
を
補
う
た
め
に
、

あ
な
た
の
祈
り
を
し
て
、
そ
れ
と
共
に
進
ま
し
め
よ
。
そ
し
て
、
も
し
出
来
る
な

ら
、
預
言
者
と
共
に
言
お
う
。
詩
篇
十
四
章
七
節：

「
ね
が
は
く
は
シ
オ
ン
よ
り

イ
ス
ラ
エ
ル
の
救
の
い
で
ん
こ
と
を

エ
ホ
バ
そ
の
民
の
と
ら
は
れ
た
る
を
返
し

た
ま
ふ
と
き
ヤ
コ
ブ
は
よ
ろ
こ
び
イ
ス
ラ
エ
ル
は
楽
し
ま
ん
」
私
は
、
あ
な
た
を
、

こ
の
希
望
と
約
束
の
期
待
と
達
成
に
、
委
ね
る
、「
わ
れ
ら
が
救
い
の
か
み
よ

地
と
海
と
の
も
ろ
も
ろ
の
極
な
る
き
は
め
て
遠
き
も
の
の
恃
み
と
す
る
な
ん
ぢ
は

公
義
に
よ
り
て
畏
る
べ
き
こ
と
を
も
て
我
ら
に
こ
た
へ
た
ま
わ
ん
」（
詩
篇
六
十

五
章
五
節
）。
私
は
、
そ
の
神
に
休
ら
う
、

敬
虔
と
学
問
の
進
歩
の
た
め
に
、
熱
意
の
あ
る
汝
の
僕
、

サ
ム
エ
ル
・
ハ
ー
ト
リ
ッ
ブ

﹇
十
三
﹈

子
供
の
教
育
の
た
め
の

協
会
に
関
し
て

あ
る
人
数
の
子
供
達
、
少
年
や
少
女
達
が
宗
教
、
倫
理
的
知
識
、
及
び
徳
の
教

育
を
受
け
る
べ
き
社
会
に
お
い
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
為
さ
れ
た
提
案
に
関
し
て
、

我
々
は
こ
の
返
答
を
返
そ
う
。

１

い
か
な
る
人
や
社
会
に
お
い
て
も
、
信
仰
深
さ
の
進
展
に
対
し
て
、
あ
る

い
は
、
我
々
が
住
ん
で
い
る
こ
の
バ
ビ
ロ
ン
の
世
代40

）

に
神
の
裁
き
を
も
た
ら
す
悪

徳
の
改
革
に
対
し
て
我
々
が
為
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
貢
献
す
る
気
が
な
い
、

と
見
ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て
望
ま
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

２

よ
り
熟
し
た
年
齢
に
属
す
る
人
々
の
間
に
、
キ
リ
ス
ト
教
協
会
の
方
法
を

我
々
が
着
想
す
る
と
い
う
こ
と
。﹇
十
四
﹈
及
び
、
こ
れ
ら
の
目
的
に
非
常
に
助

け
と
な
る
べ
き
分
別
の
年
齢
に
未
だ
到
達
し
て
い
な
い
人
々
の
間
に
、
キ
リ
ス
ト

教
的
教
育
の
規
則
を
着
想
す
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
故
に
、
こ
れ
ら
の
思
い
を
抱

く
よ
う
な
者
に
喜
ん
で
奉
仕
し
賛
成
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
我
々
は
摂
理
の
手

が
導
き
、
我
々
に
対
し
て
ド
ア
が
開
か
れ
る
の
を
見
た
い
と
願
う
で
あ
ろ
う
。

３

そ
し
て
、
イ
エ
ス
か
ノ
ー
か
、
ど
の
程
度
か
、
い
か
よ
う
な
方
法
で
、
誰

と
共
に
、
こ
の
目
的
が
遂
行
さ
れ
る
べ
き
か
を
、
我
々
は
発
見
す
る
事
が
出
来
る

か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
。
我
々
は
、（
そ
の
提
案
を
我
々
に
為
す
人
々
、

そ
し
て
、
そ
の
傾
向
が
こ
の
道
を
曲
げ
る
か
も
知
れ
な
い
他
の
す
べ
て
の
人
々
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に
）
こ
れ
ら
の
次
の
点
を
考
慮
す
べ
く
提
供
す
る
だ
ろ
う
。
も
し
も
、
そ
の
提
案

に
基
づ
い
て
、
い
か
な
る
正
し
い
取
り
決
め
が
次
に
起
こ
ろ
う
と
も
、
我
々
は
、

こ
の
企
画
の
実
行
に
お
い
て
、
神
を
我
々
の
前
に
見
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
。

最
初
に
、
協
会
に
つ
い
て41

）

１

協
会
は
、
自
由
な
人
々
か
ら
の
み
な
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
我
々

は
、
い
か
な
る
者
に
も
（
特
に
、
女
性
と
は
）
つ
な
が
る
の
に
同
意
し
な
い
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
方
法
で
、
彼
等
が
そ
の
行
動
を
説
明
す
べ
き
両
親
と
か
後
見
人

の
下
に
い
な
い
者
と
し
て
、
彼
等
自
身
の
権
利
に
よ
っ
て
、
又
は
、
彼
等
を
監
督

し
そ
の
手
続
き
を
管
理
す
る
権
利
を
持
つ
友
人
の
完
全
な
同
意
に
よ
っ
て
、
こ
の

よ
う
に
、
自
由
に
、
身
を
処
す
る
者
し
か
参
加
す
る
の
に
同
意
し
な
い
。﹇
十
五
﹈

２

参
加
す
る
人
々
は
、
あ
ら
ゆ
る
心
配
の
な
い
安
易
な
生
活
を
す
る
た
め
に
、

集
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
彼
等
全
体
の
目
的
は
、
自
分
達
と

他
人
と
の
間
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
生
活
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
べ
き

だ
。３

協
会
に
加
わ
り
、
そ
こ
に
滞
在
し
た
り
、
そ
こ
か
ら
脱
退
す
る
方
法
は
、

自
由
で
あ
る
べ
き
だ
。
参
加
し
た
り
脱
退
す
る
時
だ
け
、
協
会
を
選
ん
だ
り
中
止

す
る
た
め
の
は
っ
き
り
と
し
た
動
機
が
述
べ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
光

の
子
供
達
に
ふ
さ
わ
し
く
、
す
べ
て
が
公
に
、
啓
発
さ
れ
る
よ
う
に
な
さ
れ
る
た

め
で
あ
る
。

４

協
会
の
形
態
は
、
日
毎
の
神
礼
拝
の
共
同
の
勤
行
の
た
め
や
、
相
互
の
協

力
に
よ
り
有
益
な
仕
事
の
推
進
の
た
め
、
食
卓
の
親
交
の
安
ら
ぎ
の
た
め
、
そ
し

て
必
要
な
相
談
に
お
け
る
相
互
の
援
助
の
た
め
に
参
加
す
る
者
達
が
同
じ
家
で
共

同
生
活
す
る
こ
と
に
あ
る
。

集
団
生
活
の
場
所
に
つ
い
て
、
参
加
す
る
者
の
数
と
名
前
が
分
か
れ
ば
、
容
易

に
見
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。

神
へ
の
日
毎
の
礼
拝
は
、
祈
り
、
瞑
想
、
神
の
言
葉
に
関
す
る
会
議
に
お
い
て
、

為
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
実
施
は
、
私
的
に
公
的
に
、
共
同
し
て
個
別
に
、

そ
れ
に
参
加
す
る
人
々
の
能
力
や
自
由
で
自
発
的
な
傾
向
に
従
っ
て
、
調
整
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。﹇
十
六
﹈

有
益
な
仕
事
の
促
進
は
、
一
部
に
、
す
べ
て
の
者
が
、
そ
の
天
職
に
よ
っ
て
、

他
者
に
奉
仕
す
る
義
務
が
あ
る
出
来
事
を
、
正
し
く
、
管
理
す
る
た
め
の
理
性
、

分
別
、
そ
し
て
、
慎
重
さ
の
改
善
の
た
め
に
。
又
一
部
に
は
、
す
べ
て
の
者
が
喜

ん
で
自
ら
を
大
き
く
す
る
そ
の
割
合
に
従
っ
て
、
貧
し
い
人
々
の
救
援
に
な
る
よ

う
に
、
両
性
に
固
有
な
、
手
仕
事
や
商
い
の
改
善
の
た
め
で
あ
る
。

食
卓
の
交
わ
り
の
楽
し
み
の
た
め
に
。
食
事
や
そ
の
他
の
事
柄
の
為
に
定
め
ら

れ
た
或
る
係
り
番
が
い
る
べ
き
だ
。
そ
し
て
、
指
定
さ
れ
た
係
り
番
に
従
っ
て
、

万
事
を
提
供
し
世
話
を
す
る
べ
き
指
名
さ
れ
た
給
仕
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

彼
は
、
そ
の
す
べ
て
の
支
出
の
勘
定
を
週
ご
と
に
或
い
は
月
ご
と
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

必
要
な
相
談
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
べ
き
相
互
の
援
助
は
、
三
つ
の
事
を
重
ん

じ
る
べ
き
で
あ
る
。
先
ず
、
霊
的
関
心
事
、
第
二
に
、
一
般
的
な
外
的
関
心
事
の

事
柄
、
第
三
に
、
霊
的
で
あ
ろ
う
と
肉
体
的
で
あ
ろ
う
と
、
特
別
な
関
心
事
の
事

柄
で
あ
る
。

一
般
的
関
心
事
の
す
べ
て
の
事
柄
に
関
し
て
、
霊
的
で
あ
ろ
う
と
外
的
で
あ
ろ

う
と
、
も
ち
ろ
ん
、
先
ず
、
協
会
の
霊
的
状
態
、
そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
、
外
的
事
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柄
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
或
る
定
め
ら
れ
た
時
間
が
指
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。﹇
十
七
﹈

霊
的
状
態
に
関
し
て
、
一
般
的
教
化
の
事
柄
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
、
キ
リ
ス

ト
ス
の
御
名
の
共
通
の
告
白
に
お
い
て
、
お
互
い
に
対
し
て
持
つ
べ
き
あ
の
用
心

深
さ
の
果
実
と
し
て
、
そ
の
中
に
お
い
て
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

外
的
事
柄
に
関
し
て
、
そ
れ
を
規
定
す
る
傾
向
が
あ
る
す
べ
て
の
秩
序
は
、
相

互
の
自
由
な
同
意
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
こ
の

基
本
的
規
則
は
、
遵
守
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
者
が
、
自
由
に
そ
し
て

自
発
的
に
関
係
し
て
い
る
と
、
自
ら
、
知
っ
て
賢
明
に
表
明
す
る
も
の
で
な
い
限

り
、
何
事
も
共
通
の
関
心
事
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

特
別
の
関
心
事
に
関
し
て
、
相
談
を
必
要
と
す
る
人
々
が
、
そ
の
他
の
仲
間
、

そ
の
す
べ
て
で
あ
ろ
う
と
幾
人
か
で
あ
ろ
う
と
、
彼
等
に
そ
こ
で
援
助
を
与
え
る

に
た
め
に
い
か
な
る
時
も
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
し
も
こ
れ
ら
の
一
般
的
規
則
が
、
最
初
に
、
そ
の
よ
う
な
方
法
で
、
喜
ん
で

携
わ
ろ
う
と
す
る
人
々
に
よ
っ
て
、
賛
成
さ
れ
る
な
ら
ば
、
日
毎
の
礼
拝
、
瞑
想

や
そ
れ
に
よ
っ
て
お
互
い
に
真
の
キ
リ
ス
ト
教
を
進
展
さ
せ
る
会
議
に
関
す
る
詳

細
や
他
の
こ
と
に
お
け
る
彼
等
の
日
常
の
仕
事
の
日
課
に
関
す
る
詳
細
は
、
後
で
、

み
ん
な
の
同
意
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
る
よ
う
に
、
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。﹇
十

八
﹈

第
二
に
、
子
供
達
の
教
育
に
つ
い
て

少
女
達
は
、
す
べ
て
、
協
会
員
の
女
性
達
と
一
緒
に
同
じ
家
に
宿
泊
し
て
、
女

性
家
庭
教
師
の
絶
え
間
の
な
い
監
視
の
下
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
女
性
家
庭
教
師

は
、
彼
女
達
の
週
の
す
べ
て
の
曜
日
や
一
日
の
時
間
の
た
め
の
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事

を
定
め
た
り
、
命
令
さ
れ
た
り
厳
格
に
順
守
さ
れ
た
こ
と
す
べ
て
に
関
し
て
、
彼

女
達
を
評
価
す
る
回
数
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

少
年
達
は
、
少
女
達
と
の
自
由
な
交
流
を
い
か
な
る
時
に
も
持
つ
こ
と
が
な
い

よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
中
に
、
あ
る
い
は
、
そ
の
家
の
一
部
の
中
に
お
る
べ

き
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
等
は
、
女
性
が
従
事
す
る
の
に
適
切
で
な
い
よ
う
な
職

務
の
た
め
に
、
協
会
に
属
す
る
男
性
の
指
導
教
師
の
常
な
る
監
視
の
下
に
あ
る
べ

き
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
指
導
教
師
達
は
、
全
員
、
一
人
の
総
監
督
の
下
に

あ
る
べ
き
で
あ
る
。
彼
は
、
彼
等
に
任
務
を
与
え
、
定
め
ら
れ
た
規
則
に
従
っ
て
、

そ
れ
が
遂
行
さ
れ
る
の
を
見
届
け
る
べ
き
で
あ
る
。

教
育
の
全
仕
事
の
主
要
な
る
範
囲
は
、
少
年
や
少
女
に
お
い
て
も
、
こ
れ
に
つ

き
る
。
彼
等
を
キ
リ
ス
ト
ス
に
お
い
て
神
を
知
る
よ
う
に
訓
練
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
彼
等
が
、
福
音
に
お
け
る
彼
﹇
基
督
﹈
に
相
応
し
く
歩
み
、
彼
等
の
世

代
に
お
い
て
国
家
の
有
用
な
道
具
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
た
め
に
、

二
つ
の
事
が
彼
等
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
は
、
敬
虔
の
道
﹇
十
九
﹈

で
あ
る
。
そ
の
中
に
お
い
て
、
彼
等
は
、
毎
日
祈
り
、「
御
言
葉
」
の
読
書
、
教

義
問
答
の
制
度
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
生
活
に
付
随
す
る
他
の
訓
練
に
よ
っ
て
、

鍛
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
は
、
彼
等
が
住
む
社
会
に
対
す
る
職
務
の
方
法

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
に
お
い
て
、
彼
等
が
、
有
益
な
用
途
へ
の
合

法
的
天
職
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
あ
り
、
こ
の
時
代
の
学
校
か
ら
卒
業
す

る
者
の
通
例
の
よ
う
に
、
怠
惰
と
無
秩
序
と
の
中
に
生
活
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ

の
世
代
の
お
荷
物
に
な
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。

彼
等
の
教
育
が
根
本
的
に
改
革
さ
れ
る
べ
き
規
則
は
、
こ
の
よ
う
で
あ
る
。
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一
日
の
い
か
な
る
時
も
、
教
練
な
く
し
て
、
失
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
そ

の
中
に
お
い
て
、
福
音
書
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
る
職
業
に
彼
等
を
適
合
さ
せ
る
社

会
に
対
し
て
そ
れ
自
体
に
お
い
て
有
用
な
も
の
、
そ
し
て
、
シ
オ
ン
の
丘
の
上
の

子
羊
と
共
に
神
の
御
ま
え
に
歩
む
よ
う
に
召
さ
れ
た
者
に
相
応
し
く
、
即
ち
、
彼

の
教
会
の
聖
徒
と
し
て
、
行
動
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
も
の
以
外
、
何
事
も
教
え
ら

れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

こ
の
基
礎
に
立
っ
て
、
こ
の
世
に
お
い
て
、
人
々
の
空
想
を
喜
ば
せ
る
も
の
、

た
と
え
、
そ
れ
ら
が
、
知
識
や
実
践
に
お
い
て
、
効
用
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
見

せ
物
や
外
観
の
あ
ら
ゆ
る
事
柄
（
そ
の
中
に
お
い
て
、
普
通
学
校
に
お
い
て
は

﹇
二
十
﹈、
青
年
の
す
べ
て
の
時
間
が
通
例
過
ご
さ
れ
る
）
は
、
こ
の
教
育
の
期

間
中
は
、
捨
て
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
故
に
、
少
女
達
に
関
し
て
、
彼
女
ら
の
髪
の
飾
り
や
衣
服
を
身
に
つ
け
る

と
い
う
、
普
通
の
虚
飾
や
好
奇
心
、
不
可
制
御
と
大
胆
な
行
動
の
習
慣
と
原
理
と

は
、
彼
女
達
が
ダ
ン
ス
を
す
る
時
に
教
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
高
慢
を
助
長
し
好

奇
心
や
空
想
的
な
喜
び
を
満
足
さ
せ
る
傾
向
し
か
な
い
、
そ
の
他
の
も
の
は
何
で

も
、
こ
の
我
々
の
教
育
の
間
に
、
質
素
で
慎
み
深
い
清
潔
さ
と
、
彼
ら
自
身
を
飾

る
、
健
康
な
方
法
へ
と
変
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
神
が
彼
女
等
を
結
婚
す
る
よ
う

に
と
命
令
さ
れ
る
時
、
神
へ
の
畏
れ
を
通
し
て
、
善
良
で
注
意
深
い
、
夫
や
子
供

達
へ
の
愛
の
あ
る
主
婦
に
な
る
よ
う
に
、
彼
女
達
を
慣
ら
す
た
め
の
彼
女
等
の
心
、

頭
や
手
の
行
使
へ
と
、
そ
し
て
、
ソ
ロ
モ
ン
が
有
徳
の
信
仰
深
い
女
性
に
つ
い
て

語
る
特
徴
に
従
っ
て
、
家
族
の
世
話
に
属
す
る
す
べ
て
に
お
け
る
理
解
。
そ
し
て
、

言
語
と
学
問
の
能
力
の
あ
る
者
は
、（
す
べ
て
の
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
ス
の
恵
み

と
知
識
に
お
い
て
、
彼
女
達
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
、
普
通
の
類
を
越
え
て
、
彼

に
差
し
向
け
る
こ
と
で
あ
る
）
疎
か
に
で
き
る
も
の
で
な
く
、
彼
女
等
の
知
的
能

力
の
改
善
に
向
か
っ
て
援
助
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

少
年
達
に
関
し
て
は
、
同
じ
規
則
が
、
言
語
、
学
問
及
び
仕
事
の
た
め
に
、
彼

等
の
教
育
に
お
い
て
遵
守
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
等
の
人
生
の
時
間
が
失
わ
れ

る
だ
け
で
な
く
、
彼
等
の
魂
と
情
愛
が
、
無
秩
序
の
、
虚
栄
心
の
、
傲
慢
の
、
自

惚
れ
の
悪
い
慣
習
ー
そ
れ
は
、
偽
っ
て
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
学
問
や
科
学
の
事

柄
に
関
す
る
我
々
の
す
べ
て
の
論
争
の
根
元
で
あ
る
ー
に
慣
れ
る
と
こ
ろ
の
、
だ

か
ら
﹇
二
十
一
﹈
そ
れ
を
教
え
る
す
べ
て
の
不
合
理
な
教
育
方
法
、
そ
し
て
、
キ

リ
ス
ト
教
の
目
的
か
ら
、
こ
の
世
の
習
慣
へ
と
引
き
去
る
事
柄
に
お
い
て
、
彼
等

の
精
神
や
体
の
す
べ
て
の
無
益
な
行
使
は
、
農
業
に
お
け
る
、
必
要
な
通
商
に
お

け
る
、
航
海
に
お
け
る
、
司
法
当
局
の
た
め
の
市
民
局
に
お
け
る
、
彼
等
が
彼
等

自
身
の
家
族
や
隣
人
の
た
め
に
奉
仕
で
き
る
経
済
的
義
務
に
お
け
る
、
国
家
の
秩

序
に
と
っ
て
基
本
的
な
す
べ
て
の
事
柄
の
知
識
に
よ
っ
て
、
彼
等
を
善
良
な
共
和

国
の
国
民
に
な
る
よ
う
に
す
る
の
に
適
す
る
、
有
益
な
仕
事
へ
と
変
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
も
し
こ
れ
ら
の
一
般
的
意
見
が
、
会
員
に
加
入
す
る
意
志
を
持
ち
、

我
々
の
時
代
に
お
い
て
、
あ
る
真
の
改
革
の
濫

の
た
め
の
、
青
年
の
教
育
に
向

か
っ
て
援
助
を
し
よ
う
と
す
る
意
志
の
あ
る
人
々
に
賛
成
さ
れ
る
な
ら
ば
、
少
年

や
少
女
の
施
設
、
監
視
、
そ
し
て
、
雇
用
の
た
め
の
特
別
な
模
範
が
す
ぐ
に
彼
等

の
考
慮
に
加
え
ら
れ
提
供
さ
れ
よ
う
。

﹇
三
十
八
﹈
彼
等
の
学
問
の
熟
達
に
つ
い
て

普
通
学
校
に
お
い
て
、
真
の
教
育
の
最
後
の
最
も
僅
か
な
部
分
が
注
意
さ
れ
て
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い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
も
、
非
常
に
表
面
的
で
不
合
理
な
方
法
に
お
い
て
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
子
供
達
は
、
そ
れ
ら
の
言
葉
や
文
章
が
表
意
す
る
事
柄
、
或

い
は
、
そ
れ
ら
を
綴
っ
た
著
者
の
気
分
や
機
知
に
関
す
る
何
ら
か
の
概
念
を
持
た

な
い
う
ち
に
、
書
物
を
読
み
、
言
葉
や
文
章
を
学
ぶ
よ
う
に
教
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
彼
等
は
、
こ
れ
ら
の
規
則
や
教
え
を
適
用
す
べ
き
何
ら
か
の
問
題
を
備
え
ら

れ
な
い
う
ち
に
、
一
般
的
規
則
、
文
章
や
技
術
の
教
え
を
暗
記
さ
せ
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
彼
等
は
、
理
性
を
用
い
る
べ
き
こ
れ
ら
の
事
柄
が
教
え
ら
れ
る
と
、
理
解

し
に
く
い
不
利
益
な
概
念
の
迷
路
へ
と
迷
い
込
む
。﹇
三
十
九
﹈
そ
れ
に
よ
っ
て
、

彼
等
の
精
神
は
、
知
識
の
中
身
の
な
い
自
惚
れ
、
有
益
な
真
理
の
明
白
さ
か
ら
切

り
取
ら
れ
た
彼
等
の
愛
着
、
傲
慢
、
虚
栄
及
び
改
革
さ
れ
ず
寧
ろ
、
倒
錯
行
為
に

お
い
て
強
化
さ
れ
た
論
争
癖
へ
の
、
彼
等
の
生
来
の
堕
落
し
た
傾
向
で
膨
れ
上
が

る
。
そ
の
結
果
、
彼
等
は
、
そ
の
単
純
性
の
な
か
で
、
神
或
い
は
人
間
の
い
か
な

る
真
理
も
求
め
る
こ
と
を
嫌
が
り
、
そ
し
て
、
そ
う
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
等
の
頭
は
、「
物
」
の
い
か
な
る
実
体
或
い
は
堅
固
さ

を
も
含
ま
な
い
、
或
い
は
、
彼
等
が
人
類
の
益
の
た
め
に
知
っ
て
い
る
も
の
を
利

用
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
の
手
際
よ
さ
を
彼
等
に
与
え
な
い
、
或
る
術
語
や
学

問
の
空
虚
な
誇
示
で
一
杯
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
す
べ
て
の
学
校
や
大
学
を
所
有
し
人
文
学
の
す
べ
て
の
事
柄
に
広
が
っ

た
我
々
の
無
知
と
無
秩
序
の
原
因
を
正
す
た
め
に
、
我
々
は
、
い
や
し
く
も
理
性

的
で
偏
見
の
な
い
も
の
は
、
相
反
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
我
々
が
思
う
理
由
と
規
則

に
よ
っ
て
、
文
章
の
教
授
の
真
の
方
法
を
求
め
る
よ
う
に
努
力
す
る
で
あ
ろ
う
。

学
科
目
を
教
え
る
根
拠
と
規
則
に
つ
い
て

我
々
は
、
こ
れ
が
、
若
者
に
学
科
目
を
教
え
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
分
野
を
教
え
る

上
で
、
す
べ
て
の
守
る
べ
き
規
則
の
基
本
的
﹇
四
十
﹈、
且
つ
、
否
定
出
来
な
い

原
理
で
あ
る
と
考
え
る
。
即
ち
、
彼
の
企
て
の
方
法
全
体
は
、
目
的
の
性
質
に
答

え
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
し
て
、
学
問
の
手
段
と
本
分
の
特
性
に
釣
り
合
う
よ
う
に

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
従
属
せ
ず
、
そ
れ
ら
に
釣
り
合
わ
な
い

も
の
は
何
で
も
、
学
問
の
進
歩
に
対
し
て
非
理
性
的
に
不
利
益
に
為
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
、
有
益
な
真
の
方
法
の
中
に
我
々
を
差
し
向
け
る
あ
ら
ゆ
る
規

則
を
我
々
が
集
め
る
根
拠
は
三
つ
あ
る
。
第
一
に
、
目
的
に
関
し
て
、
第
二
に
、

方
法
に
関
し
て
、
三
番
目
に
、
学
問
の
本
分
に
関
し
て
で
あ
る
。

学
問
の
目
的
に
関
し
て

す
べ
て
の
人
文
学
の
真
の
目
的
は
、
我
々
自
身
と
他
者
の
中
に
、
被
造
物
の
性

質
と
そ
の
用
途
に
対
す
る
我
々
の
無
知
や
、
そ
れ
ら
を
用
い
た
り
そ
れ
ら
を
熟
考

す
る
上
で
の
我
々
の
生
来
の
能
力
の
無
秩
序
か
ら
生
じ
る
欠
陥
を
補
充
す
る
こ
と

で
あ
る
。

次
に
挙
げ
る
規
則
が
、
こ
の
真
理
か
ら
生
じ
る
教
育
か
ら
結
果
的
に
生
じ
る
。

１

我
々
の
生
来
の
幸
福
を
幾
分
で
も
我
々
か
ら
奪
う
こ
れ
ら
の
欠
陥
の
補
充

に
向
か
っ
て
﹇
41
﹈、
人
類
に
直
接
に
役
立
た
な
い
も
の
は
、
何
事
も
真
の
学
問

の
実
体
と
し
て
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
。

２

も
し
も
誰
で
も
、
こ
れ
以
外
の
他
の
目
的
の
た
め
に
い
か
な
る
学
科
目
を

教
え
た
り
学
ん
だ
り
す
れ
ば
、
彼
は
（
彼
が
教
育
や
学
習
に
お
い
て
自
分
自
身
に

提
案
す
る
偽
り
の
目
的
に
よ
っ
て
）
学
問
又
は
そ
の
方
法
の
い
ず
れ
か
、
又
は
、

そ
の
両
者
の
真
理
を
歪
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
我
々
の
病
の
治
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療
は
損
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、
我
々
の
病
を
不
治
に
す
る
の
で
あ
る
。

３

誰
も
、
学
ぼ
う
と
す
る
学
問
の
真
の
目
的
や
、
そ
の
目
的
に
向
け
て
そ
れ

を
使
用
す
る
方
法
を
理
解
し
な
い
う
ち
に
、
い
か
な
る
学
問
も
教
え
ら
れ
る
べ
き

で
な
い
、
と
い
う
こ
と
。
と
い
う
の
は
、
も
し
彼
が
こ
れ
ら
の
二
つ
に
つ
い
て
無

知
で
あ
れ
ば
、
彼
は
、
彼
の
労
働
を
失
う
だ
け
で
な
い
、
彼
は
、
彼
の
知
識
に
よ

っ
て
、
自
分
自
身
と
他
人
に
対
し
て
、
有
害
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、「
愚
か
な

る
者
の
口
に
た
も
つ
箴
言
は
酔
へ
る
も
の
の
棘
あ
る
杖
を
手
に
て
挙
ぐ
る
が
ご
と

し
」（
箴
言
二
十
六
章
九
節
）。
そ
し
て
、
せ
い
ぜ
い
、
彼
は
そ
れ
に
よ
る
彼
の
歩

行
に
お
い
て
、
他
人
に
対
し
て
、
役
立
た
ず
、
釣
り
合
い
が
と
れ
な
く
な
る
だ
ろ

う
。
と
い
う
の
は
、
脚
の
不
自
由
な
人
々
の
脚
が
同
じ
で
な
い
よ
う
に
、
愚
か
な

者
の
口
の
な
か
の
寓
話
も
そ
う
で
あ
る
。「
跛
者
の
足
は
用
な
し

愚
か
な
る
者

の
口
の
戒
め
の
如
し

（
箴
言
二
十
六
章
七
節
）。
さ
て
、
彼
は
自
分
が
持
つ
物

の
目
的
や
使
い
道
を
知
ら
な
い
愚
か
者
で
あ
る
。

４

学
問
が
秩
序
正
し
く
有
益
に
教
授
さ
れ
る
た
め
に
、
学
問
を
正
し
く
整
理

す
る
こ
と
。﹇
四
十
二
﹈
学
問
の
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
お
互
い
の
他
の
目
的
に
従

属
さ
せ
る
こ
と
（
こ
れ
ら
は
人
の
欠
陥
を
補
充
す
る
た
め
に
、
共
同
し
て
人
に
関

係
す
る
の
で
）。
そ
し
て
（
教
授
さ
れ
る
べ
き
人
々
の
能
力
に
適
す
る
よ
う
に
）

学
問
を
教
授
す
る
方
法
が
順
守
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
。
と
い
う
の

は
、
も
し
こ
れ
ら
の
事
柄
が
順
守
さ
れ
な
け
れ
ば
、
学
問
が
お
互
い
に
無
益
に
さ

れ
る
か
、
或
い
は
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
、
教
授
さ
れ
る
者
に
対
し
て
、
無
益
に

さ
れ
る
か
の
い
づ
れ
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
を
教
え
る
彼
は
ど
の
よ

う
に
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
の
生
徒
達
を
益
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う

か

と
い
う
の
は
、『
学
問
百
科
事
典
』
は
、
人
情
味
の
あ
る
能
力
の
輪
に
答
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
輪
は
、
人
が
自
分
の
欠
陥
を
補
う
べ
き

「
被
造
物
の
輪
」
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
、
時
計
の
中
に
あ
る

よ
う
に
、
正
し
く
据
え
ら
れ
た
一
つ
の
輪
は
、
そ
の
歯
で
他
の
歯
を
捕
ら
え
る
。

そ
し
て
そ
れ
を
第
三
の
歯
に
対
し
て
働
か
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
、
す
べ

て
は
、
一
つ
を
他
に
よ
っ
て
動
か
す
。
そ
の
時
、
そ
れ
ら
は
、
そ
の
時
計
が
造
ら

れ
た
目
的
に
と
っ
て
適
切
な
場
所
に
あ
る
。
神
が
そ
れ
ら
を
創
造
し
た
目
的
に
正

し
く
秩
序
づ
け
ら
れ
た
人
情
味
の
あ
る
性
質
の
能
力
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
も
し
、
輪
が
正
し
く
据
え
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
或

い
は
、
時
計
が
、
十
分
に
巻
き
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
者
に

と
っ
て
、
そ
れ
は
役
立
た
な
い
。
人
の
能
力
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
も
し
、

彼
の
輪
が
、
そ
れ
ら
の
服
従
下
に
あ
る
科
学
の
目
的
に
よ
っ
て
、
正
し
く
秩
序
づ

け
ら
れ
、
巻
き
上
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
彼
の
能
力
に
従
っ
て
、
神
が
そ
の
目
的
の

た
め
に
そ
れ
ら
を
造
っ
た
被
造
物
を
利
用
す
る
よ
う
に
、
彼
に
能
力
を
使
う
よ
う

に
、
導
か
な
け
れ
ば
。
彼
は
、
そ
れ
ら
を
乱
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身

と
他
人
に
対
し
て
無
益
に
な
る
だ
け
で
な
く
、﹇
四
十
三
﹈

重
荷
と
な
り
、
有

害
に
さ
え
な
る
。

学
問
の
手
段
に
つ
い
て

す
べ
て
の
人
文
学
が
そ
れ
に
よ
っ
て
、
獲
得
す
る
真
の
手
段
は
三
つ
で
あ
っ
て
、

そ
れ
以
上
で
は
な
い
。
最
初
は
、
感
覚
、
第
二
番
は
、
伝
統
、
第
三
番
は
、
理
性

で
あ
る
。

感
覚
は
、
第
一
で
あ
る
、
何
故
な
ら
ば
そ
れ
は
、
記
憶
が
蓄
え
、
理
性
が
利
用

す
る
万
物
の
形
象
や
心
象
を
我
々
の
想
像
に
伝
え
る
か
ら
で
あ
る
。
い
か
な
る
伝
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統
も
、
想
像
が
感
覚
か
ら
最
初
の
表
象
を
受
け
取
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
し
に
、

有
益
に
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

伝
統
は
、
第
二
で
あ
る
、
何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
我
々
の
そ
れ
ら
に
対
す
る

知
識
不
足
が
そ
れ
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
被
造
物
に
つ
い
て
他
者
が
な
し
た
観
察

の
伝
達
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
我
々
は
、
前
時
代
を
探
求
し
て
、

進
ん
で
祖
先
の
研
究
を
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
我
々
は
、

や
っ
と
昨
日
か
ら
来
た
者
で
あ
り
、
何
も
知
ら
ず
、
地
上
に
お
け
る
我
々
の
日
数

は
影
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
請
ふ
汝
過
ぎ
に
し
代
の
人
に
問
へ
彼
ら
の
父
祖
の
尋

研
め
し
と
こ
ろ
の
事
を
学
べ

（
我
ら
は
昨
日
有
り
し
の
み
に
て
何
を
も
知
ら
ず

我
ら
が
世
に
あ
る
日
は
影
の
ご
と
し
。）（
ヨ
ブ
第
八
章
８

９
節
）。

理
性
は
第
三
番
で
あ
り
、
人
文
学
の
最
後
の
手
段
で
あ
る
、
何
故
な
ら
ば
、
そ

れ
は
、
我
々
の
感
覚
と
他
の
手
段
伝
統
と
の
す
べ
て
の
報
告
を
用
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
が
な
け
れ
ば
、
知
識
を
拡
大
す
る
た
め
の
、
或
い
は
、

﹇
四
十
四
﹈
必
要
な
機
会
に
対
す
る
被
造
物
の
正
し
い
使
用
を
我
々
に
教
え
る
た

め
の
推
論
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
手
段
の
他
の
も
の
へ
の
従
属
と
我
々
を
学
問
へ
と
進
歩
さ
せ
る
そ
れ

ら
の
属
性
と
か
ら
、
我
々
は
技
術
と
学
問
を
教
え
る
次
の
規
則
を
収
集
し
よ
う
。

１

単
な
る
感
覚
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
技
術
あ
る
い
は
学
問
は
、
他
の

方
法
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
。
と
い
う
の
は
、
わ
ざ
わ
ざ
仕
事
を
抱

え
る
と
い
う
の
は
、
叡
智
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｜F

ru
sta

 
fit
 
per

 
plu
ra

 
qu
od
 
fieri potest per

 
pau

ciora

（
よ
り
少
な
き
に
よ
り
な
さ
れ
得
る
の
だ
か

ら
、
よ
り
多
く
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
は
無
益
だ
）。

２

い
か
な
る
技
術
あ
る
い
は
学
問
に
お
い
て
も
、
感
覚
に
対
し
て
明
白
に
さ

れ
得
る
も
の
は
何
で
も
、
伝
統
的
或
い
は
理
性
的
教
訓
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
る
も

の
に
対
す
る
事
前
認
知
と
し
て
、
最
初
に
、
利
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

３

自
然
に
お
い
て
、
感
覚
は
、
想
像
、
記
憶
の
想
像
、
理
性
の
記
憶
の
召
使

い
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
学
芸
や
学
問
を
教
え
る
際
に
、
我
々
は
、
教
え

ら
れ
る
べ
き
す
べ
て
の
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
適
切
な
対
象
に
向
か
っ
て
、

こ
の
順
序
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
能
力
を
働
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
か

ら
次
の
こ
と
が
生
じ
る
、
即
ち
、
人
間
の
魂
の
能
力
が
、
当
然
に
、
そ
れ
ら
の
相

互
の
従
属
に
よ
っ
て
、
互
い
に
完
成
さ
せ
合
う
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら

の
能
力
を
完
成
さ
せ
る
技
術
は
、
徐
々
に
提
案
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、

能
力
が
、
技
術
の
規
則
に
従
っ
て
、
精
通
し
て
い
る
対
象
物
は
、
そ
れ
ら
の
適
切

な
目
的
﹇
四
十
五
﹈
と
使
用
に
応
ず
る
そ
の
順
序
で
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
万
物
の
そ
れ
自
身
の
目
的
に
対
す
る
釣
り
合
い
は
、
我
々
が
使
用

す
べ
き
秩
序
と
場
所
と
を
決
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
自
然
の
場
所
に
お
け
る

以
外
、
何
事
も
真
に
有
用
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

４

子
供
達
の
能
力
は
、
そ
れ
ら
の
中
で
発
芽
し
て
、
徐
々
に
年
齢
と
彼
等
の

体
の
成
長
と
共
に
、
活
発
に
な
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
彼
等
は
、
彼
等
に
可
能

な
対
象
で
満
た
さ
れ
、
技
術
を
執
拗
に
勧
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
子

供
達
に
推
論
の
行
為
が
不
可
能
で
あ
る
間
、
彼
等
の
感
覚
や
想
像
を
外
部
的
対
象

物
で
満
た
す
方
法
が
、
勧
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
に
な
る
。
又
、

こ
の
時
の
彼
等
の
記
憶
は
、
更
に
、
い
か
な
る
対
象
を
も
課
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。

そ
う
す
れ
ば
、
正
し
く
秩
序
づ
け
ら
れ
、
整
え
ら
れ
た
彼
等
の
想
像
は
、
自
ず
と
、

同
一
物
を
彼
等
に
印
象
づ
け
る
。
更
に
次
の
よ
う
に
結
果
と
し
て
言
え
る
。
感
覚
、
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想
像
そ
し
て
記
憶
が
そ
れ
に
関
す
る
彼
等
が
そ
の
印
象
を
受
け
取
る
ま
で
は
、
い

か
な
る
一
般
的
規
則
も
、
あ
ら
ゆ
る
技
術
や
学
問
の
規
則
に
従
っ
て
、
知
ら
れ
た

り
実
践
さ
れ
た
り
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
関
し
て
、
誰
に
も
与
え
ら
れ
る
べ
き
で

な
い
、
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
能
力
が
、
観
察
の
事
柄
を
蓄
え
ら
れ

る
限
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
そ
の
使
用
に
お
い
て
、
精
神
を
指
示
す
る
よ
う
に

規
則
が
与
え
ら
れ
て
よ
い
。
そ
れ
以
上
で
は
な
い
。
最
後
に
、
次
の
よ
う
な
こ
と

が
結
果
と
し
て
言
え
る
。
特
定
の
感
覚
的
対
象
か
ら
直
接
に
出
て
来
こ
ず
、
推
論

と
い
う
普
遍
的
行
為
を
直
接
指
示
す
る
傾
向
に
あ
る
技
術
や
学
問
は
﹇
四
十
六
﹈

は
す
べ
て
の
残
余
の
後
に
教
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
推
論
の
使

用
は
、
残
余
す
べ
て
を
使
用
す
る
も
の
を
調
節
す
る
こ
と
｜
即
ち
、
理
性
的
能
力

｜
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
推
論
よ
り
感
覚
や
想
像
に
依
存
す
る
他
の

人
文
学
の
前
に
あ
る
い
は
そ
れ
と
共
に
論
理
学
や
形
而
上
学
を
教
え
る
こ
と
は
、

非
常
に
愚
か
で
不
合
理
な
課
程
で
あ
る
。

学
習
の
分
野
に
つ
い
て

子
供
達
が
訓
練
さ
れ
る
べ
き
人
文
学
の
分
野
は
、
第
一
に
、
有
益
な
技
術

（A
rts

）
と
学
問
（S
cien

ces

）
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
の
知
識
を
拡
大
す
る

の
に
非
常
に
有
益
な
言
語
で
あ
る
。

有
益
な
技
術
と
学
問
は
、
人
を
す
べ
て
の
被
造
物
に
対
す
る
正
し
い
使
用
と
、

そ
れ
ら
に
関
す
る
彼
自
身
の
能
力
の
秩
序
化
へ
と
差
し
向
け
る
知
識
の
全
事
を
意

味
す
る
。

こ
れ
ら
の
技
術
や
学
問
の
知
識
を
拡
大
す
る
の
に
普
通
非
常
に
役
立
つ
言
語
は
、

ラ
テ
ン
語
と
ギ
リ
シ
ャ
語
で
あ
る
。
そ
し
て
、
特
異
な
点
で
や
が
て
、
そ
れ
に
対

し
て
役
立
つ
で
あ
ろ
う
言
語
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
と
、
そ
れ
に
近
い
東
洋
語
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
学
問
の
分
野
に
関
し
て
、﹇
四
十
七
﹈
我
々
は
、
次
の
原
理
を
そ
れ

を
教
え
る
基
礎
と
し
て
規
定
す
る
。

１

技
術
（A

rts

）
と
学
問
（S

cien
ces

）
は
、
被
造
物
に
よ
っ
て
、
我
々

の
性
質
の
欠
陥
を
回
復
す
る
の
に
、
そ
れ
自
体
直
接
に
役
立
つ
。

２

言
語
は
、
最
終
的
に
伝
統
的
学
問
を
拡
大
す
る
こ
と
以
上
に
出
る
こ
と
は

な
い
。
そ
し
て
、
学
芸
と
科
学
に
対
す
る
そ
れ
ら
の
服
従
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら

は
、
我
々
の
幸
福
に
対
し
て
何
の
価
値
も
な
い
。

３

言
語
の
直
接
の
使
用
は
、
そ
れ
ら
の
話
す
習
慣
に
従
っ
て
、
他
者
が
我
々

に
語
る
事
柄
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
き
る
。
そ
し
て
、
我
々
の
習
慣
に
従
っ
て
、

我
々
の
思
い
を
有
意
義
に
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
原
理
か
ら
、
次
の
教
育
規
則
を
結
論
づ
け
る
。

１

技
術
や
学
問
の
教
育
は
、
未
知
の
言
語
の
教
育
に
よ
っ
て
、
停
止
し
て
は

な
ら
ず
、
最
初
に
、
彼
等
の
母
国
語
能
力
に
合
わ
さ
れ
、
後
に
、
他
の
言
語
の
使

用
に
よ
っ
て
、
拡
大
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

２

我
々
自
身
の
能
力
を
省
み
る
こ
と
な
く
、
被
造
物
の
使
用
へ
と
非
常
に
直

接
的
に
我
々
を
導
く
技
術
や
学
問
が
最
初
に
教
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な

ら
ば
、
そ
れ
ら
は
、
多
く
の
推
論
な
く
、
感
覚
、
想
像
、
そ
し
て
記
憶
の
単
純
な

行
為
に
よ
っ
て
、
取
り
上
げ
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。﹇
四
十
八
﹈

３

我
々
自
身
の
能
力
の
使
用
を
省
み
る
よ
う
に
さ
せ
る
技
術
や
学
問
は
、

我
々
が
そ
の
適
切
な
対
象
と
そ
れ
ら
に
関
す
る
能
力
の
直
接
の
行
為
を
十
分
熟
知

し
て
は
じ
め
て
教
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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４

言
語
の
知
識
は
、
推
論
の
能
力
で
は
な
く
記
憶
の
適
切
な
結
果
で
あ
る
。

何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
、
人
々
の
常
な
る
習
慣
の
み
へ
の
観
察
に
依
存
す
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
何
故
彼
等
が
そ
う
す
る
の
か
に
関
す
る
理
性
的
帰
納
に

依
存
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
次
の
こ
と
を
、
結
論
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

1.

判
断
を
要
す
る
も
の
で
な
く
、
記
憶
に
と
っ
て
非
常
に
助
け
に
な
り
補
助
的

な
も
の
は
、
言
語
を
教
え
る
に
お
い
て
、
活
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
。
2.

言
葉
の
音
と
そ
れ
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
事
に
対
し
て
、
非
常
に
効
果

的
に
、
想
像
を
整
え
整
理
す
る
方
法
は
、
こ
の
教
授
法
に
と
っ
て
非
常
に
有
利
で

あ
る
と
い
う
こ
と
。
3.

言
葉
の
教
授
が
有
用
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
意

味
さ
れ
た
事
柄
が
、
想
像
に
知
ら
れ
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
言
葉

の
実
質
的
意
味
が
知
ら
れ
な
い
う
ち
に
、
或
い
は
、
そ
れ
ら
の
構
文
が
文
章
の
中

で
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
事
柄
の
形
式
的
首
尾
一
貫
性
が
理
解
さ
れ
な
い
う
ち
に
、

規
則
を
教
え
る
こ
と
は
、
記
憶
に
と
っ
て
、
全
く
不
合
理
で
あ
り
無
益
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
。

５

子
供
達
が
、
伝
統
的
知
識
の
能
力
が
あ
る
限
り
、
学
問
の
す
べ
て
の
程
度

﹇
四
十
九
﹈
に
お
い
て
、
彼
等
が
そ
の
使
用
に
役
立
つ
言
語
を
教
え
ら
れ
る
限
り
、

し
か
し
、
彼
等
が
前
者
﹇
学
問
﹈
の
能
力
が
で
き
る
ま
で
、
後
者
﹇
言
語
﹈
は
彼

等
に
と
っ
て
無
益
で
あ
る
。

６

言
語
の
教
授
に
お
い
て
、
学
問
の
「
真
の
真
理
」
の
顕
示
に
よ
っ
て
、
伝

統
的
知
識
に
と
っ
て
助
け
と
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
は
何
で
も
、
不
必
要
で
あ
る
、

そ
し
て
、
特
に
子
供
達
に
は
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
次
の
こ
と
が

結
論
さ
れ
る
。
著
作
者
の
文
体
に
対
す
る
批
評
や
意
見
や
、
機
知
の
あ
る
口
調
に

対
す
る
好
奇
心
を
そ
そ
る
研
究
｜
そ
れ
は
、
学
問
の
「
実
在
」（R

ea
lity

）
に
つ

い
て
は
語
る
と
こ
ろ
は
何
も
な
い
｜
は
、
真
理
よ
り
は
虚
栄
を
楽
む
よ
う
な
人
達

に
残
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
主
義
と
規
則
か
ら
、
次
の
方
法
の
合
理
性
は
、
も
し
も
時
が
許
せ
ば
、

十
分
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
。
し
か
し
、
我
々
は
、
今
、
そ
れ
を
主
張
し
な
い
で
あ

ろ
う
。
只
、
我
々
は
、
こ
の
順
序
で
、
学
問
の
問
題
を
教
え
考
慮
す
る
よ
う
に
な

る
と
い
う
こ
と
を
、
示
す
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
、
教
え
ら
れ
る
べ
き
子
供
達
を
考
慮
す
る
事
。
第
二
に
、
彼
等
に
教
え

ら
れ
る
べ
き
事
柄
、
第
三
に
、
そ
れ
を
教
え
る
様
式
と
方
法
。

子
供
達
に
つ
い
て
。
我
々
は
、
彼
等
の
普
通
の
能
力
を
考
え
、
そ
れ
を
彼
ら
の

天
性
の
程
度
へ
と
分
類
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
え
ら
れ
る
べ
き
事
柄
に
関
し
て
我
々
は
、
そ
の
な
か
に
お
け
る
二
重
の
釣
り

合
い
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
初
に
、
我
々
は
、﹇
五
十
﹈
す
べ
て
の

者
の
能
力
の
程
度
に
釣
り
合
っ
た
も
の
を
見
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二

に
、
我
々
は
、
そ
れ
が
教
え
ら
れ
る
べ
き
目
的
に
、
各
々
の
能
力
に
合
う
す
べ
て

の
事
柄
を
秩
序
付
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
そ
の
適
切
な
場
所
に
、
他
の
事
柄

に
従
属
す
る
よ
う
に
、
教
育
の
課
程
に
お
い
て
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
を
教
え
提
案
す
る
方
法
と
様
式
に
関
し
て
。
我
々
は
、
教
え
る
べ
き
事
柄

の
特
質
に
よ
っ
て
、
利
点
の
あ
ら
ゆ
る
様
式
を
見
い
だ
す
よ
う
に
、
研
究
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
環
境
に
従
っ
て
、
時
間
の
損
失
に
な
ら
ず
、
子
供
達

に
と
っ
て
、
疲
れ
や
す
く
退
屈
で
な
く
、
教
え
る
事
柄
を
彼
等
の
理
解
の
た
め
に

非
常
に
容
易
で
、
そ
れ
を
理
解
す
る
彼
等
の
愛
着
に
と
っ
て
、
楽
し
い
も
の
に
す

る
方
法
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
問
題
の
結
論
は
、
他

の
問
題
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
数
学
的
証
明
の
よ
う
に
、
堅
個
で
あ
る
、
と
私
は
推
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測
す
る
。
即
ち
、
も
し
あ
ら
ゆ
る
段
階
の
子
供
達
の
能
力
が
、
適
切
な
対
象
に
合

う
な
ら
、
も
し
彼
等
の
ど
ん
な
能
力
も
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
物
事
の
ど
れ

一
つ
も
教
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
も
し
教
え
る
時
間
の
損
失
が
な
け
れ
ば
、
又
は
、

何
事
も
、
適
宜
の
う
ち
に
提
供
さ
れ
る
な
ら
ば
、
も
し
最
初
に
教
え
ら
れ
る
も
の

が
、
そ
の
後
に
来
る
も
の
か
ら
分
離
さ
れ
ず
に
、
そ
れ
に
対
す
る
第
一
歩
と
な
る

な
ら
ば
。

も
し
、
提
供
さ
れ
た
も
の
す
べ
て
が
、
そ
れ
ら
の
結
合
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を

受
け
る
彼
を
完
全
な
人
間
に
し
、﹇
五
十
一
﹈
気
を
散
ら
さ
ず
彼
を
そ
の
真
の
目

的
へ
と
導
く
の
で
あ
れ
ば
。
そ
し
て
、
も
し
教
え
ら
れ
る
彼
の
性
癖
に
、
彼
の
魂

を
壊
す
強
制
的
な
手
段
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
隷
属
的
強
制
も
課
さ
れ
な
い
な
ら

ば
。
し
か
し
、
も
し
彼
の
愛
着
が
提
供
さ
れ
る
も
の
を
受
け
取
る
の
に
、
喜
ば
し

い
乗
り
気
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
な
ら
ば
。
魅
惑
物
と
寛
大
な
ほ
の
め
か
し
に
よ
っ

て
、
楽
々
と
。

も
し
も
、
教
育
の
課
程
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
事
柄
が
、
守
ら
れ
た

め
に
（
と
私
は
言
う
）、
そ
れ
な
ら
、
こ
の
方
法
に
お
け
る
学
問
の
進
歩
に
対
し

て
望
み
得
る
も
の
で
、
或
い
は
、
理
性
的
努
力
と
人
道
的
勤
勉
に
よ
っ
て
、
遂
行

さ
れ
得
る
も
の
で
、
欠
け
る
も
の
は
殆
ど
な
い
、
或
い
は
、
全
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

子
供
達
の
生
来
の
能
力
の
普
通
の
程
度
に
つ
い
て

子
供
の
舌
が
、
言
葉
の
普
通
の
音
を
話
模
倣
す
る
の
に
或
程
度
解
放
さ
れ
固
ま

る
ま
で
、
彼
は
、
幼
児
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
普
通

は
、
子
供
達
が
四
歳
か
五
歳
に
な
る
頃
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
時
以
前
に
、
彼
等

の
感
覚
は
目
覚
め
、
彼
等
の
想
像
は
、
怠
惰
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、
彼
等
の
未

来
の
学
習
（L

ea
rn
in
g

）
の
準
備
に
対
し
て
、
彼
等
の
記
憶
の
構
成
に
と
っ
て

相
応
し
い
い
く
つ
か
の
対
象
で
訓
練
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

幼
児
の
時
か
ら
、
二
十
歳
ま
で
、
能
力
の
三
つ
の
異
な
っ
た
段
階
が
あ
る
。

﹇
五
十
二
﹈
そ
れ
は
、
通
常
、
年
代
の
三
つ
の
期
間
に
生
じ
る
。
四
〜
五
歳
か
ら

八
〜
九
歳
ま
で
が
、
第
一
期
。
八
〜
九
歳
か
ら
十
三
〜
十
四
歳
ま
で
が
、
第
二
期
。

そ
し
て
十
三
〜
十
四
歳
か
ら
十
九
〜
二
十
歳
ま
で
が
、
能
力
の
第
三
期
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
時
期
の
第
一
期
に
お
い
て
、
子
供
達
の
能
力
は
、
記
憶
の
始
ま
り
と

共
に
、
感
覚
と
想
像
以
外
の
何
も
の
で
は
な
い
。

第
二
期
に
お
い
て
、
そ
れ
は
、
推
論
の
始
ま
り
と
共
に
、
想
像
と
記
憶
で
あ
り
、

我
々
は
、
彼
を
子
供
時
代
を
過
ぎ
て
、
青
年
と
し
て
見
な
す
。

第
三
期
に
お
い
て
、
彼
は
、
推
論
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
と
、
彼
が
、
万
事
を
神
と

人
間
に
対
し
て
自
分
自
身
を
正
し
く
処
す
る
べ
き
で
あ
る
、
判
断
と
分
別
の
原
理

を
可
能
と
す
る
。
そ
し
て
、
学
生
が
こ
こ
ま
で
育
て
ら
れ
る
時
、
彼
は
、
も
は
や
、

個
別
指
導
教
師
の
下
に
い
る
べ
き
で
な
い
。
そ
し
て
、
彼
が
こ
こ
ま
で
育
て
ら
れ

る
ま
で
、
何
ら
か
の
個
人
教
育
や
修
養
な
し
に
は
安
全
で
は
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
段
階
に
対
し
て
教
え
る
べ
き
事
柄
に
関
し
て

最
初
に
、
子
供
は
感
覚
に
よ
っ
て
、
感
覚
対
象
の
類
似
点
に
基
づ
い
て
、
彼
が

受
け
取
る
も
の
し
か
、
の
し
か
、
そ
の
適
用
能
力
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
戸
口
に
よ

っ
て
入
っ
て
く
る
も
の
以
外
彼
の
記
憶
へ
と
提
供
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
こ
こ
で
、

彼
が
教
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
次
で
あ
る
。﹇
五
十
三
﹈

１

は
っ
き
り
と
彼
の
母
国
語
を
話
す
こ
と
。

２

彼
の
母
国
語
を
読
ん
で
素
早
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
そ
し
て
子
供
じ
み
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た
音
調
へ
の
感
情
を
持
た
ず
に
、
彼
自
身
の
自
然
な
言
葉
の
発
音
を
以
て
。

３

判
読
で
き
る
よ
う
に
自
分
自
身
の
母
国
語
を
書
く
こ
と
、
あ
る
い
は
、
い

か
な
る
他
の
言
語
で
も
、
写
し
に
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
文
字
の
形
成
に
応
じ
て
。

４

定
規
」
と
も
の
さ
し
で
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
線
や
数
学
上
の
図
形
を
描
く
こ

と
。
そ
し
て
、
物
の
輪
郭
特
徴
や
を
表
す
た
め
の
画
法
の
基
本
で
あ
る
他
の
線
や

図
。５

あ
ら
ゆ
る
数
字
の
表
示
を
知
る
こ
と
。
そ
し
て
目
や
耳
や
手
に
よ
っ
て
、

数
、
部
分
、
量
、
単
位
、
均
衡
、
そ
し
て
不
均
衡
等
の
点
に
お
い
て
、
物
の
違
い

を
観
察
す
る
こ
と
。

６

彼
の
感
覚
に
提
供
さ
れ
た
す
べ
て
の
事
柄
に
注
意
す
る
こ
と
。
そ
れ
ら
の

適
切
な
名
前
を
知
る
こ
と
、
そ
れ
ら
の
形
を
観
察
す
る
こ
と
。
そ
し
て
、
口
の
言

葉
や
白
黒
の
絵
に
よ
っ
て
、
そ
の
詳
細
な
記
述
を
作
る
こ
と
。

７

自
分
に
語
ら
れ
る
事
柄
に
注
意
し
反
復
す
る
こ
と
。
そ
れ
ら
は
、
世
界
の

歴
史
の
一
般
的
項
目
で
あ
ろ
う
。
そ
の
基
礎
仕
事
は
聖
書
の
歴
史
的
教
義
問
答
集

で
あ
ろ
う
﹇
五
十
四
﹈。
そ
し
て
、
世
界
の
上
部
構
造
、
世
界
の
地
方
の
描
写
、

そ
の
中
に
あ
る
物
事
、
特
に
、
地
球
の
国
家
、
そ
の
建
国
以
来
に
生
じ
た
最
も
主

な
革
命
と
変
化
。

こ
れ
ら
の
事
柄
は
、
子
供
達
が
、
協
会
に
属
す
る
案
内
係
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て

来
る
前
に
、
教
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
八
或
い
は
九
歳
以
下
の

者
は
、
彼
等
が
、
そ
の
年
齢
前
に
、
十
分
に
、
こ
れ
ら
の
才
能
を
有
し
て
い
る
の

で
な
け
れ
ば
、
彼
等
の
と
こ
ろ
に
来
る
べ
き
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ

れ
ら
の
事
柄
は
、
彼
等
の
未
来
の
学
問
教
育
の
た
め
の
準
備
と
し
て
、
十
分
に
教

え
ら
れ
る
。
特
殊
の
学
校
は
、
社
会
か
ら
遠
く
な
い
と
こ
ろ
に
、
育
児
所
と
し
て
、

定
め
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
年
齢
の
子
供
達
が
、
そ
の
趣
旨

で
出
さ
れ
る
指
図
に
従
っ
て
、
訓
練
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
理
事
長
は
、

彼
等
に
対
し
て
ど
ん
な
検
査
の
責
任
は
負
わ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
彼
は
、
あ
る

都
合
の
よ
い
時
に
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
彼
等
に
教
え
る
べ
き
人
々
を
、
彼
等
と
相

談
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
助
言
で
以
て
助
け
、
彼
等
の
や
り
方
を
監
督
し
、
主
に

作
法
の
観
点
か
ら
、
指
図
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
補
う
義
務
が
あ
る
。
悪

習
慣
や
邪
な
性
癖
の
慣
習
｜
そ
れ
は
、
頭
を
も
た
げ
現
れ
始
め
る
｜
を
防
ぐ
方
法
。

そ
し
て
然
る
べ
き
予
防
の
欠
如
の
故
に
﹇
五
十
五
﹈、
一
般
的
に
、
後
の
教
育
に

お
い
て
、
彼
等
の
教
育
に
と
っ
て
大
き
な
損
害
に
な
る
。

第
二
番
目
に
、
八
或
い
は
九
歳
か
ら
十
三
或
い
は
十
四
歳
ま
で
、
子
供
の
想
像

と
記
憶
は
、
十
分
に
陶
冶
さ
れ
訓
練
さ
れ
る
。
そ
れ
な
ら
、
子
供
が
母
国
語
を
明

瞭
に
直
ぐ
に
話
す
こ
と
が
で
き
、
読
ん
だ
り
書
い
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
、
す
べ

て
の
事
柄
に
対
す
る
一
般
的
な
考
え
を
持
ち
、
母
国
語
で
そ
の
適
切
な
名
前
に
よ

っ
て
、
彼
の
感
覚
に
明
ら
か
な
も
の
の
名
付
を
言
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
仮
定
す

る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
事
柄
の
印
象
や
形
式
は
、
彼
の
頭
の
中
で
「
混
沌
」
或
い

は
混
乱
し
た
概
念
の
塊
の
よ
う
で
あ
る
。
彼
の
教
育
の
第
二
時
期
に
お
け
る
こ
れ

ら
の
事
柄
は
、
秩
序
づ
け
ら
る
こ
と
に
な
り
、
彼
の
教
育
の
第
三
期
と
最
後
の
期

間
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
為
さ
れ
る
べ
き
伝
統
的
・
理
性
的
学
問
を
彼
が

受
け
入
れ
る
準
備
と
な
る
よ
う
に
、
彼
の
記
憶
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
訓
練
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
こ
に
お
い
て
、
子
供
達
は
訓
練
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。

１

は
っ
き
り
と
直
ぐ
に
書
く
こ
と
に
お
い
て
。
そ
し
て
、
彼
等
の
記
憶
の
中
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に
そ
の
印
象
が
留
め
ら
れ
る
事
柄
の
絵
を
描
く
こ
と
に
お
い
て
。

２

彼
等
の
想
像
が
或
る
方
法
に
お
い
て
、
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
、
世
界
に
存

在
す
る
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
・
人
工
的
事
物
を
観
察
す
る
こ
と
に
お
い
て
。
そ
れ
ら

に
つ
い
て
、
順
序
正
し
く
彼
等
に
内
省
さ
せ
、
そ
れ
ら
の
中
に
そ
れ
ら
各
々
の
種

類
、﹇
五
十
六
﹈
理
路
整
然
性
、
相
違
、
部
分
、
行
為
、
特
性
、
利
用
法
、
そ
し

て
、
商
売
と
製
造
に
よ
る
人
間
へ
の
言
及
を
観
察
さ
せ
る
こ
と
。

３

ラ
テ
ン
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
、
そ
し
て
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
、
物
事
そ
れ
自
体
と
、

そ
れ
ら
に
属
す
る
も
の
の
す
べ
て
の
名
前
を
学
ぶ
際
に
、
そ
れ
ら
の
言
語
を
彼
等

は
同
時
に
読
ん
だ
り
書
い
た
り
す
る
こ
と
。
そ
し
て
、
事
物
の
観
察
に
お
け
る
彼

等
の
観
察
の
経
験
に
関
す
る
限
り
｜
そ
れ
以
上
で
は
な
い
｜
、
解
釈
す
る
こ
と
を

を
学
ぶ
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
こ
ま
で
は
、
各
々
の
言
語
に
お
け
る
彼
等

の
『
言
葉
の
扉
は
開
か
れ
た
』（Ja

n
u
a

）
は
進
み
、
事
物
そ
れ
自
体
に
お
い
て

観
察
す
る
よ
う
に
彼
等
に
教
え
ら
れ
た
も
の
が
、
同
じ
よ
う
に
、
彼
等
に
与
え
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

(E
n
g
lish

:

,
o
ften m

istra
n
sla
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s T
h
e G

a
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n
g
u
a
g
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n
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tex
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w
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４

数
学
の
実
践
的
部
に
お
い
て
。
彼
等
は
（
そ
の
ラ
テ
ン
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
、

そ
し
て
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
名
前
と
共
に
）
教
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
1.
球
面
と
平
面

に
お
け
る
世
界
と
そ
の
諸
王
国
の
地
理
的
記
述
。
2.
模
型
、
球
儀
、
平
板
に
よ
る

天
体
の
天
文
学
的
記
述
。
3.
し
算
、
引
き
算
、
か
け
算
、
わ
り
算
、
分
数
の
通
分
、

そ
し
て
黄
金
律
と
呼
ば
れ
る
釣
り
合
い
の
規
則
。
4.
直
線
、
平
面
、
立
体
の
幾
何

学
的
教
義
及
び
、
そ
れ
ら
を
測
定
し
、
そ
れ
ら
の
釣
合
を
示
す
規
則
、
そ
れ
ら
と

共
に
土
地
を
測
定
す
る
経
験
的
方
法
と
数
学
の
そ
の
部
分
に
属
す
る
道
具
の
使
用

も
﹇
五
十
七
﹈。

５

農
業
や
造
園
、
漁
業
や
野
鳥
狩
り
の
観
察
に
お
い
て
。
そ
し
て
、
そ
の
一

般
的
規
則
。

６

そ
の
す
べ
て
の
部
分
の
模
型
や
絵
に
よ
る
人
体
の
解
剖
に
お
い
て
、
そ
の

学
術
語
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
名
前
と
共
に
。

７

キ
リ
ス
ト
の
時
代
以
来
の
簡
易
教
会
歴
史
と
共
に
、
世
界
の
四
つ
の
君
主

制
や
自
分
自
身
の
国
家
の
歴
史
の
総
合
的
知
識
に
お
い
て
、

８

文
法
構
造
の
基
礎
や
必
要
な
規
則
に
お
い
て
、
彼
等
が
そ
れ
に
つ
い
て
、

物
事
そ
れ
自
体
の
観
察
と
共
に
、
簡
単
な
言
葉
を
学
ぶ
で
あ
ろ
う
彼
等
の
『
言
葉

の
扉
は
開
か
れ
た
』（Ja

n
u
a

）
を
解
釈
す
る
の
を
可
能
に
す
る
限
り
。
そ
し
て
、

三
つ
の
言
語
す
べ
て
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
則
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
最

初
に
、
そ
れ
ら
が
一
致
す
る
そ
の
中
に
お
い
て
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
、
そ
れ
ら

が
異
な
っ
て
い
る
そ
の
中
に
お
い
て
。
そ
し
て
、
彼
等
の
『
言
葉
の
扉
は
開
か
れ

た
』（Ja

n
u
a

）
の
相
互
の
訳
に
お
い
て
、
訓
練
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
三
番
に
、
十
三
歳
〜
十
四
歳
か
ら
十
九
歳
〜
二
十
歳
ま
で
。
彼
等
に
教
え
ら

れ
、
彼
等
が
訓
練
さ
れ
る
べ
き
事
柄
は
、
す
べ
て
有
用
な
技
術
で
あ
り
学
問
で
あ

り
、
そ
れ
ら
は
、
教
会
や
国
家
に
お
け
る
い
か
な
る
仕
事
に
対
し
て
も
彼
等
を
相

応
し
い
も
の
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
﹇
五
十
八
﹈
伝
統
的
理
性
的
学

問
の
手
段
は
、
足
を
地
面
に
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
趣
旨
に
お
い
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て
、
彼
等
は
以
前
よ
り
も
、
も
っ
と
正
確
に
そ
し
て
十
分
に
彼
等
の
文
法
の
規
則

を
教
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
等
が
そ
の
基
礎
を
獲
得
し
た
そ
の
す
べ

て
の
学
問
の
著
者
を
読
む
よ
う
に
な
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
髄
と
方
法
を
観
察
し
、

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
中
か
ら
、
彼
等
自
身
に
百
科
事
典
を
集
め
る
指
図
と
共
に
。

こ
の
趣
旨
の
た
め
に
、

１

農
業
の
ラ
テ
ン
語
の
著
者
カ
ト
、
ヴ
ァ
ロ
、
コ
リ

ュ
メ
ラ
が
、
彼
等
が
既
に
農
業
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
た
も
の
に
加
え
て
、
ど
っ
さ

り
と
、
彼
等
の
手
の
中
に
置
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

２

プ
リ
ニ
や
そ
の
他
の
選
ば
れ
た
博
物
誌
は
、
流
星
や
鉱
物
等
々
の
博
物
誌

と
共
々
に
、
彼
等
が
ど
っ
さ
り
と
閲
覧
し
、
以
前
見
た
も
の
を
再
認
識
す
る
こ
と

に
な
る
。

３

同
様
に
、
建
築
、
機
械
、
防
備
、
花
火
、
武
器
、
軍
事
教
練
、
航
海
術
の

模
型
や
書
物
は
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

４

道
徳
哲
学
の
ギ
リ
シ
ャ
の
著
者
達
、
エ
ピ
ク
テ
ス
、
ケ
ベ
ス
、
ア
リ
ア
ヌ

ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
、
プ
ル
タ
ー
ク
。
そ
し
て
こ
の
種
類
の
幾
つ
か

の
ラ
テ
ン
語
の
論
文
は
彼
等
が
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
彼
等
の
熟
達
度
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

５

経
済
学
の
原
理
、
民
政
﹇
五
十
九
﹈
の
原
理
、
国
家
の
法
律
の
中
に
お
け

る
自
然
的
正
義
と
平
等
と
の
原
理
と
が
、
彼
等
に
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
基
礎
と
し
て
、
法
学
（Ju

rispru
d
en
tia

）
が
。
そ
の
総
和
は
、「
民
法
の
基

礎
」
と
「
法
律
の
規
則
」（Ju

stin
ian an

d R
egu

lae Ju
ris

）
の
協
会
か
ら
提
供

さ
れ
る
。

６

す
べ
て
の
数
学
の
理
論
が
、
彼
等
の
以
前
の
施
設
に
お
い
て
欠
乏
し
て
い

た
も
の
の
十
分
な
訓
練
と
共
に
。
そ
の
施
設
で
は
、
光
学
と
そ
れ
に
属
す
る
器
具

と
、
羅
針
盤
の
技
術
が
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
算
術
に
お
い
て
は
、

会
計
を
つ
け
る
方
法
。

７

自
然
哲
学
の
原
理
と
医
学
の
主
要
な
基
礎
、
蒸
留
し
た
り
他
の
科
学
的
実

験
の
道
具
と
共
に
、
そ
し
て
薬
剤
の
技
術
が
、
部
分
的
に
、
書
物
に
お
い
て
、
部

分
的
に
、
そ
の
視
覚
と
そ
れ
ら
の
薬
の
検
査
に
よ
る
実
験
そ
れ
自
体
に
お
い
て
。

８

書
物
の
な
か
で
記
述
さ
れ
た
外
科
の
技
術
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
の
道
具
や

石
膏
や
軟
膏
の
構
成
物
に
対
す
る
視
覚
的
検
査
、
及
び
、
そ
の
使
用
。

９

論
理
学
、
修
辞
学
及
び
詩
学
の
規
則
、
彼
等
に
ま
ず
著
者
を
分
析
し
彼
等

の
理
性
の
技
術
と
説
得
す
る
発
言
の
観
察
の
方
法
を
教
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
か

ら
、
彼
等
自
身
の
思
想
と
表
現
に
秩
序
を
与
え
る
か
、﹇
六
十
﹈
真
理
を
探
求
し

そ
れ
を
、
歴
史
的
に
、
哲
学
的
に
、
修
辞
的
に
、
詩
的
に
宣
言
す
る
方
法
を
教
え

る
。一

〇

す
べ
て
の
人
間
の
歴
史
の
研
究
と
そ
れ
ら
の
中
で
何
を
観
察
す
べ
き
か

に
対
す
る
指
図
。
人
間
自
身
の
生
活
の
統
制
に
お
け
る
叡
智
と
分
別
の
獲
得
の
た

め
の
指
図
。
そ
こ
で
は
、
他
者
の
方
法
を
守
る
た
め
の
指
図
で
、
判
断
の
規
則
、

分
別
、
熟
慮
と
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
正
し
く
彼
等
自
身
の
方
法
を
秩
序
化
す
る

た
め
の
礼
儀
正
し
い
会
話
が
、
彼
等
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
ソ
ロ
モ
ン
の
知
恵
と
伝
道
の
書
へ
の
特
別
の
認
識
と
洞
察
で
終
結
す
る
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
、
だ
か
ら
彼
等
は
、
ど
ん
な
仕
事
で
も
、
あ
る
い
は
、
神
が
彼

等
を
召
す
で
あ
ろ
う
も
っ
と
特
別
な
研
究
へ
と
適
合
さ
せ
ら
れ
て
世
に
送
ら
れ
る
。

と
い
う
の
は
、
今
、
人
の
努
力
が
彼
等
を
進
歩
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
限
り
、
彼

等
は
そ
れ
に
相
応
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。

こ
れ
ら
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
私
は
、
音
楽
、
声
楽
や
器
楽
そ
れ
自
体
を
述
べ
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な
か
っ
た
、
何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
数
学
の
一
部
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
練
習
は
、
彼
等
の
娯
楽
の
一
部
と
し
て
、
彼
等
の
間
に
、
時
た
ま
、
行
わ

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
又
私
は
、
彼
等
が
読
む
べ
き
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
書
物

に
つ
い
て
は
、
何
一
つ
言
わ
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
ば
、
彼
等
の
聖
書
の
日
常
の

読
書
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
と
ヘ
ブ
ラ
イ
語
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
。﹇
六
十
一
﹈

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
分
析
的
練
習
は
、
殆
ど
の
神
学
教
義
材
料
に
関
し
て
、
聖
書

の
合
理
性
を
解
決
す
る
た
め
に
、
大
抵
の
場
合
、
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
又

私
は
、
ど
ん
な
特
定
の
神
学
体
系
も
彼
等
の
手
に
入
る
よ
う
に
言
っ
た
こ
と
は
な

い
。
何
故
な
ら
ば
私
は
、
人
文
学
の
方
法
、
そ
れ
が
如
何
に
し
て
配
布
さ
れ
る
べ

き
か
し
か
、
語
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
如
何
な
る
神
学
も
人
々
の
教
育

の
見
地
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
聖
書
か
ら
の
み
受
け

入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
毎
日
の
教
義
問
答
練
習
と
こ
の
第
３
期
間
の

こ
れ
ら
に
定
め
ら
れ
で
あ
ろ
う
会
議
は
、
神
の
祝
福
に
よ
っ
て
、
十
分
に
彼
等
を

理
論
的
及
び
実
践
的
神
学
の
す
べ
て
の
真
理
を
把
握
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、

そ
の
種
類
の
他
の
機
関
の
必
要
性
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
彼
等
の
教
育
に
定
め
ら
れ
た
一
定
の
期
間
内
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

能
力
の
段
階
に
教
え
ら
れ
る
べ
き
す
べ
て
の
事
柄
を
、
私
は
扱
っ
て
き
た
。
さ
て
、

こ
の
方
法
の
最
後
の
点
が
続
く
。
い
か
に
し
て
こ
の
す
べ
て
が
、
楽
に
喜
ん
で
一

定
の
期
間
内
に
教
え
ら
れ
促
進
さ
れ
る
べ
き
か
で
あ
る
。（
完
）

訳
者
後
記

こ
の
翻
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ハ
ー
ト
リ
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ブ
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、
ミ
ル
ト
ン
の
『
教
育
論
』
の
関
与
者
で
あ
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者
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催
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で
あ
る
。
こ
の
学
会
に
出
席
し
て
英
国
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
の
真
摯
な
る
探
究
心
に

触
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
翻
訳
は
佛
教
大
学
平
成
二
十
二
年
度
特
別
研
究
費
に
よ
る

成
果
で
あ
る
。
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。
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