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編
者
の
緒
言

　
本
書
に
収
録
し
た
講
義
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
が
、
一
九
六
〇
年
代
の
半
ば
か
ら
一
九
九
五
年
に

退
職
す
る
ま
で
担
当
し
た
近
代
政
治
哲
学（
哲
学
一
七
一
）と
い
う
科
目
の
た
め
に
執
筆
し
た
講
義
お
よ

び
ノ
ー
ト
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
、
ロ
ー
ル
ズ
は
、

彼
自
身
の
正
義
論
、
つ
ま
り
公
正
と
し
て
の
正
義
を
、
他
の
現
代
の
著
作
や
歴
史
的
な
著
作
と
関
連
づ

け
て
講
義
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
た
と
え
ば
一
九
七
一
年
の
講
義
で
彼
が
教
え
た
の
は
、『
正
義
論
』

に
加
え
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
バ
ー
リ
ン
、
そ
し
て
ハ
ー
ト
の
著
作
だ
っ
た
。
一
九
七
〇

年
代
後
半
か
ら
一
九
八
〇
年
代
の
初
め
に
は
、
こ
の
科
目
は
完
全
に
、
本
書
に
登
場
す
る
歴
史
上
の
主

な
政
治
哲
学
者
の
ほ
と
ん
ど
に
つ
い
て
の
講
義
か
ら
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
八
三
年
、
つ

ま
り
、
ロ
ー
ル
ズ
が
『
正
義
論
』
を
含
め
ず
に
歴
史
的
な
人
物
だ
け
に
つ
い
て
教
え
た
最
後
の
年
に
は
、

彼
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
ミ
ル
、
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
講
義
を
行
っ
た
。
そ

れ
以
前
の
講
義
で
は
、
ル
ソ
ー
と
同
様
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
に
つ
い
て
も
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
た
が（
一

九
七
六
、
一
九
七
九
、
一
九
八
一
年
）、
そ
の
際
に
は
ホ
ッ
ブ
ズ
と
マ
ル
ク
ス
の
双
方
、
あ
る
い
は
一
方
は

論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
九
八
四
年
に
は
、
ロ
ー
ル
ズ
は
再
び
『
正
義
論
』
の
一
部
を
、
ロ
ッ
ク
、
ヒ
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ュ
ー
ム
、
ミ
ル
、
カ
ン
ト
、
マ
ル
ク
ス
に
関
連
づ
け
な
が
ら
教
え
た
。
そ
の
後
す
ぐ
彼
は
、
カ
ン
ト
と

ヒ
ュ
ー
ム
を
政
治
哲
学
の
科
目
か
ら
外
し
、
ル
ソ
ー
に
つ
い
て
の
講
義
を
加
え
た
。
こ
の
時
期
を
通
じ

て
ロ
ー
ル
ズ
は
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
、
ミ
ル
、
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
の
本
書
に
収
録
さ
れ
た
講

義
の
最
終
版
を
執
筆
し
、
そ
れ
と
並
行
し
て
二
〇
〇
一
年
に
『
公
正
と
し
て
の
正
義
再
説
』
と
し
て

出
版
さ
れ
る
講
義
を
書
き
進
め
た（
本
書
の
講
義
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
、
公
正
と
し
て
の
正
義
と
比
較

が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
事
情
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
）。
こ
れ
ら
の〔
思
想
家
に
つ
い
て
の
〕講
義
は
、

ロ
ー
ル
ズ
の
教
員
経
歴
最
後
の
一
〇
年
か
ら
一
二
年
の
間
毎
年
行
わ
れ
た
の
で
、
本
書
の
講
義
の
う
ち

で
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
、
ミ
ル
、
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
の
講
義
は
最
も
完
成
度
が
高
い
。
ロ
ー
ル

ズ
は
一
九
九
四
年
ま
で
、
こ
れ
ら
を
電
子
フ
ァ
イ
ル
に
し
て
、
時
間
を
か
け
て
手
を
加
え
洗
練
さ
せ
て

い
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
講
義
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
編
集
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
。

　
そ
れ
に
比
べ
て
完
成
度
が
幾
分
劣
る
の
は
、
一
九
八
三
年
の
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ヒ
ュ
ー
ム
に
つ
い
て
の
講

義
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
講
義
は
、
一
続
き
の
完
結
し
た
講
義
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
よ
う
に
は
見
え
な

い（
最
初
の
ヒ
ュ
ー
ム
講
義
の
大
部
分
を
例
外
と
し
て
）。
本
書
に
収
め
た
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ヒ
ュ
ー
ム
の
講

義
は
主
に
、
こ
の
学
期
の
講
義
の
テ
ー
プ
録
音
を
起
こ
し
た
も
の
で
あ
り
、
ロ
ー
ル
ズ
の
手
書
き
の
講

義
ノ
ー
ト
と
受
講
生
に
配
付
さ
れ
た
資
料
を
用
い
て
そ
れ
を
補
完
し
（
（
（

た
。
ロ
ー
ル
ズ
は
た
い
て
い
、
講

義
の
主
要
な
論
点
を
概
略
的
に
示
し
た
要
約
を
受
講
生
に
配
付
し
た
。
一
九
八
〇
年
代
初
め（
ロ
ー
ル

ズ
が
ワ
ー
プ
ロ
を
使
っ
て
講
義
を
タ
イ
プ
し
は
じ
め
た
頃
）よ
り
も
前
の
時
期
に
は
、
そ
う
し
た
配
付
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資
料
は
細
か
な
字
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
タ
イ
プ
し
た
も
の
に
換
算
す
る
と
シ
ン
グ
ル
・

ス
ペ
ー
ス
で
二
枚
以
上
に
な
る
。
本
書
で
は
そ
う
し
た
配
付
資
料
を
、
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ヒ
ュ
ー
ム
に
つ
い

て
の
講
義
を
補
完
す
る
た
め
に
用
い
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
補
遺
に
収
め
た
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
最
初
の
二

つ
の
講
義
の
内
容
の
ほ
と
ん
ど
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
本
書
の
講
義
か
ら
引
き
だ
し
う
る
大
き
な
利
点
の
一
つ
は
、
ロ
ー
ル
ズ
が
社
会
契
約
論
の
伝
統
が
も

つ
歴
史
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
が
明
ら
か
に
な
り
、
彼
が
自
分
自
身
の
仕
事
を
、
ロ
ッ
ク
、
ル

ソ
ー
、
カ
ン
ト
の
仕
事
、
ま
た
、
あ
る
程
度
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
そ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
見

て
い
た
か
に
つ
い
て
示
唆
が
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
ま
た
、
社
会
契
約
は
浅
薄
で
あ
り
、

「
不
必
要
な
ご
ま
か
し
」（
ロ
ー
ル
ズ
）で
あ
る
と
い
う
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
続
い
て
き
た
批
判
の
パ
タ

ン
を
最
初
に
打
ち
立
て
た
そ
の
議
論
も
含
め
て
、
ロ
ッ
ク
の
社
会
契
約
論
に
対
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
功
利

主
義
的
な
反
応
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
れ
に
応
答
し
て
い
る
。
本
書
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
利
点
は
、

Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
ロ
ー
ル
ズ
が
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
自
身
の
見
解

と
ミ
ル
の
見
解
の
間
に
は
多
く
の
類
似
性
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
ミ
ル
の
自

由
原
理
と
ロ
ー
ル
ズ
の
第
一
原
理
の
明
白
な
類
似
性
だ
け
で
は
な
く
、
ミ
ル
の
政
治
経
済
学
と
ロ
ー
ル

ズ
に
よ
る
分
配
的
正
義
や
財
産
所
有
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
間
に
あ
る
、
さ
ほ
ど
見
え
や
す
く
は
な
い

類
似
性
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　
マ
ル
ク
ス
講
義
は
、
お
そ
ら
く
他
の
講
義
よ
り
も
長
い
年
月
を
か
け
て
徐
々
に
書
き
進
め
ら
れ
た
も
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の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
正
義
の〔
概
念
に
つ
い
て
自
分
の
〕構
想
を
も
た
ず
、
む
し
ろ
、
正
義
を
労
働
者

階
級
の
搾
取
を
維
持
す
る
の
に
必
要
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
概
念
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
見
方（
な
か
で
も

ア
レ
ン
・
ウ
ッ
ド
の
と
る
見
方
）を
、
一
九
八
〇
年
代
初
め
ま
で
ロ
ー
ル
ズ
は
認
め
て
い
た
。
彼
は
本

書
の
マ
ル
ク
ス
講
義
で
は
こ
の
立
場
を
修
正
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
Ｇ
・
Ａ
・
コ
ー
エ
ン
や
他
の
人

の
影
響
が
与
っ
て
い
る
。
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
る
マ
ル
ク
ス
の
労
働
価
値
説
の
解
釈
は
、
彼
自
身
が
こ
の
説

の
主
要
な
目
的
と
み
な
し
て
い
る
も
の
を
そ
の
時
代
遅
れ
の
経
済
学
か
ら
切
り
離
そ
う
と
し
て
い
る
。

彼
は
そ
れ
を
、
正
義
に
適
っ
た
分
配
に
関
す
る
限
界
生
産
性
理
論
や
、
純
粋
な
所
有（ow

nership

）こ
そ

生
産
に
対
し
て
具
体
的
な
貢
献
を
行
う
も
の
で
あ
る
と
見
る
、
他
の
古
典
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
や
右
翼

の
自
由
至
上
主
義
的
な
考
え
方
に
対
す
る
強
力
な
応
答
と
し
て
解
釈
し
て
い
る（
マ
ル
ク
ス
講
義
Ⅱ
を
参

照
）。

　
ジ
ョ
ゼ
フ
・
バ
ト
ラ
ー
主
教
と
ヘ
ン
リ
ー
・
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
講
義
は
、
本
書
の
他
の
講

義
の
よ
う
に
完
成
さ
れ
た
形
で
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
と
は
い
え
ロ
ー
ル
ズ
は
、
二
〇
〇
二
年
一
一
月

に
逝
去
す
る
直
前
に
こ
れ
ら
の
講
義
を
公
刊
す
る
こ
と
に
同
意
し
、
そ
れ
は
、
補
遺
と
し
て
本
書
に
収

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
政
治
哲
学
の
授
業
で
何
年
間
か
に
わ
た
っ
て（
一
九
七
六
、

一
九
七
九
、
一
九
八
一
年
を
含
む
）シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
を
取
り
上
げ
た
。
彼
は
、
三
人
の
主
要
な
功
利
主
義
の

哲
学
者（
と
彼
が
み
な
す
人
物
）の
著
作
に
つ
い
て
受
講
生
の
理
解
を
は
か
る
た
め
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
、

Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
と
と
も
に
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
を
教
え
た
。
彼
は
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
を
、
ベ
ン
サ
ム
に
は
じ
ま
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る
古
典
的
な
功
利
主
義
の
伝
統
の
頂
点
に
位
置
す
る
と
考
え
て
い
た
。
彼
は
ま
た
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
が

『
倫
理
学
の
方
法
』
で
示
し
た
比
較
の
方
法
を
、
道
徳
哲
学
が
見
習
う
べ
き
一
つ
の
典
型
を
提
供
す
る

も
の
と
み
な
し
た
。
本
書
に
お
け
る
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
最
初
の
二
つ
の
講
義
は
、
ロ
ー
ル
ズ
が
コ
ピ
ー

し
て
受
講
生
に
配
付
し
た
手
書
き
の
ノ
ー
ト
の
ほ
と
ん
ど
の
部
分
を
採
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、

こ
う
し
た
配
付
資
料
を
講
義
ノ
ー
ト
と
し
て
用
い
、
実
際
に
講
義
を
行
う
際
に
は
口
頭
で
詳
し
い
説
明

を
加
え
た
。
こ
の
理
由
か
ら
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
最
初
の
二
つ
の
講
義
は
、
完
成
し
た
講
義
と
み
な
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
第
三
講（
一
九
七
五
年
）は
、
第
二
講
に
お
け
る
功
利

主
義
に
つ
い
て
の
簡
潔
な
議
論
と
内
容
的
に
は
重
な
っ
て
い
る
が
、
古
典
的
な
功
利
主
義
の
立
場
の
前

提
や
含
意
に
つ
い
て
は
る
か
に
詳
し
い
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
講
義
と
短
い
第
四
講（
一
九
七
六

年
）は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
公
刊
し
た
他
の
功
利
主
義
に
つ
い
て
の
議
論
―
『
正
義
論
』、「
社
会
統
合
と

基
本
（
（
（

財
」
や
そ
れ
以
外
の
も
の
に
お
け
る
議
論
―
に
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
多
様
な
内
容
を
含

む
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
バ
ト
ラ
ー
に
つ
い
て
の
五
つ
の
講
義
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
手
書
き
の
ペ
ー
パ
ー
に
含
ま
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
講
義
は
、
一
九
八
二
年
春
の
道
徳
哲
学
史
の
授
業
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ロ
ー
ル
ズ
は
、

こ
の
学
期
に
は
カ
ン
ト
と
ヒ
ュ
ー
ム
に
つ
い
て
も
教
え
て
い
る
。
彼
の
考
え
で
は
、
バ
ト
ラ
ー
は
、
イ

ギ
リ
ス
の
哲
学
者
の
う
ち
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
対
す
る
非
功
利
主
義
的
な
応
答
を
行
っ
た
主
要
な
人
物
で

あ
る
。
彼
は
ま
た
バ
ト
ラ
ー
を
、
近
代
の
道
徳
哲
学
に
お
け
る
主
要
な
人
物
の
一
人
と
み
な
し
て
い
る
。
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ロ
ー
ル
ズ
が
自
分
自
身
の
た
め
に
書
い
た（
講
義
そ
の
も
の
に
は
用
い
な
か
っ
た
）ノ
ー
ト
に
は
、
次
の

文
章
が
含
ま
れ
て
い
る
。「
バ
ト
ラ
ー
に
お
け
る
主
要
な
論
点（
ホ
ッ
ブ
ズ
と
バ
ト
ラ
ー
、
近
代
道
徳
哲

学
の
二
つ
の
偉
大
な
源
泉
。
問
題
を
提
起
す
る
者
と
し
て
の
ホ
ッ
ブ
ズ
、
そ
れ
を
論
駁
す
る
者
と
し
て

の
バ
ト
ラ
ー
。
バ
ト
ラ
ー
は
ホ
ッ
ブ
ズ
が
提
起
し
た
問
い
に
対
し
て
浅
薄
で
な
い
答
え
を
与
え
た
）」。

こ
れ
に
加
え
て
ロ
ー
ル
ズ
は
、
カ
ン
ト
と
バ
ト
ラ
ー
両
者
の
良
心
に
つ
い
て
の
教
説
に
は
あ
る
結
び
つ

き
が
あ
る
こ
と
を
看
取
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
が
、
カ
ン
ト
の
非
自
然
主
義
的
、
非
直
観
主

義
的
な
道
徳
の
説
明
は
ド
イ
ツ
の
観
念
論
哲
学
に
固
有
の
も
の
で
は
な
い
と
、
ロ
ー
ル
ズ
に
確
信
さ
せ

る
根
拠
と
な
っ
（
（
（

た
。
最
後
に
、
バ
ト
ラ
ー
講
義
は
、「
理
に
適
っ
た
道
徳
心
理
学
」
の
観
念
が
、
ロ
ー

ル
ズ
の
道
徳
的
・
政
治
的
哲
学
の
構
想
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る（
ミ
ル
講
義
、
ル
ソ
ー
講
義
に
も
類
似
の
点
が
認
め
ら
れ
る
）。
ロ
ー
ル
ズ
の
仕
事
を
支
え
て
い
る

主
要
な
考
え
の
一
つ
は
、
正
義
と
道
徳
は
人
間
の
本
性
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
、
私

た
ち
の
本
性
の
一
部
で
あ
り
、
実
際
、
人
間
の
善
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
、
少
な
く
と
も
本

質
的
な
も
の
で
あ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る（『
正
義
論
』
第
八
章
「
正
義
感
覚
」
お
よ
び
第
九
章
「
正

義
の
善
」
を
参
照
）。
バ
ト
ラ
ー
が
道
徳
的
徳
性
と
「
自
己
愛
」
を
和
解
さ
せ
た
こ
と
を
め
ぐ
る
ロ
ー
ル

ズ
の
議
論
が
、
正
と
善
の
合
致
を
支
持
す
る
彼
自
身
の
議
論
と
対
応
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
注
目

に
値
す
る
。

　
ロ
ー
ル
ズ
は
、
自
分
の
政
治
哲
学
講
義
に
つ
い
て
論
じ
た
「
私
の
授
業
に
つ
い
て
の
若
干
の
見
解
」
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（
一
九
九
三
年
）と
題
す
る
、
短
い
手
稿
を
彼
の
文
書
の
一
つ
と
し
て
遺
し
て
い
る
。
こ
の
講
義
に
関
連

す
る
部
分
は
次
の
と
お
り
で
あ
（
（
（
る
。

　
　
私
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
、
だ
い
た
い
の
と
こ
ろ
、
道
徳
哲
学
と
政
治
哲
学
を
、
そ
れ
ぞ
れ
隔
年

の
講
義
で
教
え
て
き
た
。
…
…
私
は
、
し
だ
い
に
、
政
治
的
・
社
会
的
な
哲
学
に
よ
り
焦
点
を
当
て

る
よ
う
に
な
り
、
公
正
と
し
て
の
正
義
を
構
成
す
る
諸
部
分
を
、
こ
れ
ま
で
こ
の
主
題
に
つ
い
て
著

作
を
著
し
た
人
々
と
、
い
わ
ば
手
を
携
え
な
が
ら
論
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に

は
じ
ま
り
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
と
つ
づ
き
、
カ
ン
ト
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
を
そ
の
授
業

に
組
み
入
れ
る
の
は
た
い
へ
ん
難
し
か
っ
た
け
れ
ど
も
。
と
き
に
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
ベ
ン
サ
ム
、

Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
を
そ
れ
に
含
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
道
徳
哲

学
は
、
た
い
て
い
は
他
の
著
作
家
と
と
も
に
別
の
授
業〔
道
徳
哲
学
史
講
義
〕で
取
り
上
げ
た
。
カ
ン

ト
と
と
も
に
取
り
上
げ
た
著
作
家
は
一
定
し
な
か
っ
た
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
カ
ン
ト

が
確
実
に
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
、
彼
と
は
著
し
く
異
な
っ
た
教
説
の
例
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ

た
。
折
に
ふ
れ
て
考
察
し
た
他
の
著
作
家
に
は
、
ク
ラ
ー
ク
や
バ
ト
ラ
ー
主
教
や
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
、

ハ
チ
ス
ン
と
い
っ
た
一
八
世
紀
英
国
の
他
の
人
た
ち
が
含
ま
れ
る
。
ム
ー
ア
や
ロ
ス
、
ブ
ロ
ー
ド
や

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
ン
を
現
代
の
例
と
し
て
扱
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
人
々
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
私
は
、
い
つ
も
二
つ
の
こ
と
を
行
お
う
と
努
め
て
き
た
。
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一
つ
は
、
彼
ら
の
哲
学
的
問
題
を
―
当
時
の
道
徳
的
・
政
治
的
な
哲
学
の
状
況
に
つ
い
て
の
彼
ら

の
理
解
を
所
与
と
し
て
―
彼
ら
自
身
が
そ
れ
を
理
解
し
て
い
た
よ
う
に
設
定
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

そ
う
や
っ
て
、
私
は
、
彼
ら
が
何
を
自
分
に
と
っ
て
主
要
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
を
見
分

け
よ
う
と
努
め
た
。
私
は
、
た
び
た
び
、
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の
『
自
伝
』
に
お
け
る
見
解
を
引
い
た

も
の
で
あ
る
。
政
治
哲
学
の
歴
史
は
、
同
一
の
問
い
に
対
す
る
一
連
の
答
え
の
歴
史
で
は
な
く
、
異

な
っ
た
問
い
に
対
す
る
一
連
の
答
え
の
歴
史
で
あ
る
こ
と
、
彼
が
実
際
に
用
い
て
い
る
言
葉
で
言
え

ば
、
そ
れ
は
「
大
な
り
小
な
り
絶
え
ず
変
化
す
る
あ
る
問
題
の
歴
史
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
そ
の

解
決
も
変
化
す
る
歴
（
（
（

史
」
で
あ
る
こ
と
を
、
受
講
生
に
伝
え
よ
う
と
し
た
。
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の
見

解
は
完
全
に
正
し
い
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
政
治
哲
学
が
時
代
を
越
え
て
ど
の
よ
う

に
、
そ
し
て
な
ぜ
展
開
し
て
き
た
の
か
を
理
解
す
る
た
め
に
、
同
時
代
の
政
治
的
世
界
に
つ
い
て
の

著
作
家
た
ち
の
視
点
を
探
究
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
私
た
ち
に
伝
え
て
い
る
。
私
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

著
作
家
は
、
民
主
的
な
思
想
を
支
持
す
る
教
説
の
展
開
に
寄
与
し
て
い
る
と
見
て
い
る
。
そ
の
な
か

に
は
マ
ル
ク
ス
も
含
ま
れ
、
彼
に
つ
い
て
は
い
つ
も
政
治
哲
学
の
授
業
で
論
じ
た
。

　
私
が
心
が
け
た
も
う
一
つ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
家
の
思
想
を
、
そ
の
最
も
力
強
い
と
私

が
考
え
る
形
で
示
す
こ
と
だ
っ
た
。
私
は
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
を
評
し
た
際
の
ミ
ル
の
言
葉
、「
教
説

と
い
う
も
の
は
、
そ
の
最
良
の
形
で
判
断
さ
れ
る
ま
で
は
け
っ
し
て
判
断
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
」

（CW
: X
, p.52

）を
深
く
心
に
刻
ん
で
い
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
講
義
で
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
試
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み
た
。
私
は
、
彼
ら
が
言
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
っ
た
と
私
が
考
え
た
こ
と
を
少
な
く
と
も
意
図
し
て

は
語
ら
ず
、
ま
さ
に
彼
ら
が
語
っ
た
こ
と
を
、
彼
ら
の
テ
ク
ス
ト
の
最
も
理
に
適
っ
た
解
釈
と
私
が

み
な
す
も
の
に
依
拠
し
な
が
ら
語
っ
た
。
テ
ク
ス
ト
は
ま
ず
熟
知
さ
れ
、
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、

教
説
は
最
良
の
形
で
示
さ
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
テ
ク
ス
ト
を

脇
に
お
い
や
る
こ
と
は
無
礼
で
あ
り
、
あ
る
種
の
虚
勢
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
離

れ
る
―
そ
の
こ
と
に
害
は
な
い
―
と
き
は
、
私
は
必
ず
そ
う
述
べ
た
。
こ
う
い
う
仕
方
で
講
義

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
著
作
家
の
見
解
は
よ
り
力
強
く
、
よ
り
説
得
力
の
あ
る
も
の
と
な
り
、
ま
た

受
講
生
に
と
っ
て
も
よ
り
い
っ
そ
う
研
究
に
値
す
る
対
象
に
な
る
、
と
私
は
信
じ
て
い
る
。

　
そ
う
す
る
際
、
い
く
つ
か
の
指
針
が
私
を
導
い
た
。
た
と
え
ば
、
私
は
、
い
つ
も
、
私
た
ち
が
研

究
し
て
い
る
著
作
家
は
つ
ね
に
私
よ
り
も
は
る
か
に
賢
明
で
あ
る
と
想
定
し
た
。
も
し
そ
う
で
な
い

と
し
た
ら
、
彼
ら
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
自
身
と
受
講
生
の
時
間
を
無
駄
に
費
や
し
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
議
論
に
何
か
誤
り
を
見
出
し
た
場
合
に
は
、
私
は
、

彼
ら﹇
哲
学
者
﹈に
も
ま
た
そ
の
こ
と
が
見
え
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
ど
こ
か
別
の
と
こ
ろ
で

論
じ
て
い
る
は
ず
だ
、
と
考
え
た
。
そ
こ
で
私
は
、
彼
ら
の
解
決
の
仕
方
を
探
究
し
た
。
私
の
解
決

の
仕
方
で
は
な
い
。
と
き
に
は
、
そ
の
解
決
の
仕
方
は
、
歴
史
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
当
時
は
、

〔
私
が
問
題
と
思
っ
て
い
る
〕当
の
問
題
は
提
起
さ
れ
る
必
要
が
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
提
起

さ
れ
、
実
り
あ
る
仕
方
で
論
じ
ら
れ
る
慣
行
が
な
か
っ
た
。
ま
た
、
私
が
見
落
と
し
て
い
た
り
、
あ
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る
い
は
き
ち
ん
と
読
ん
で
い
な
か
っ
た
テ
ク
ス
ト
の
一
部
に
そ
の
答
え
が
あ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
そ
う
す
る
に
あ
た
っ
て
、
私
は
、
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』（B866

）で
述
べ
た
こ
と
に
従
っ

て
い
る
。
彼
は
、
哲
学
と
は
可
能
な
学
と
い
う
た
ん
な
る
理
念
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
ど
こ
に
も
存

在
し
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
で
は
、
私
た
ち
は
、
そ
れ
を
い
か
に
し
て
認
識
し
、
学
ぶ
こ
と
が
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。「
…
…
私
た
ち
は
い
か
な
る
哲
学
を
も
学
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
際
、
哲
学

は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
誰
が
哲
学
を
所
有
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
何
を
手
が
か
り
と
し
て
哲
学
は
哲

学
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
か
。
私
た
ち
が
学
び
う
る
の
は
哲
学
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
理
性
の
能
力
を
そ
の
普
遍
的
原
理
に
従
い
つ
つ
、
現
存
す
る
あ
る
種
の
試
み
に
即
し
て
行
使

す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、
そ
う
し
た
試
み
そ
の
も
の
を
そ
の
源
泉
に
お
い
て

探
求
し
、
確
証
し
、
あ
る
い
は
拒
否
す
る
理
性
の
権
利
は
、
つ
ね
に
留
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」。

し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
は
、
道
徳
的
・
政
治
的
哲
学
に
つ
い
て
も
、
哲
学
の
他
の
ど
の
部
分
に
つ
い

て
も
、
諸
々
の
範
例
―
大
切
に
扱
わ
れ
て
き
た
試
み
を
行
っ
た
著
名
な
人
物
た
ち
―
を
研
究
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
か
ら
学
ぼ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
乗
り
越
え
て
い
く
途
が
幸

運
に
も
あ
る
か
ど
う
か
を
尋
ね
る
の
で
あ
る
。
私
の
務
め
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
や
ヒ

ュ
ー
ム
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
カ
ン
ト
を
―
つ
ね
に
、
彼
ら
が
実
際
に
述
べ
た
こ
と
に
注
意
深
く
耳

を
傾
け
な
が
ら
―
私
が
な
し
う
る
か
ぎ
り
明
晰
に
か
つ
力
強
く
そ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

　
そ
う
い
う
わ
け
で
、
私
は
、
そ
う
し
た
範
例
に
対
し
て
異
論
を
唱
え
る
気
持
ち
に
は
な
れ
な
か
っ
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た
。
そ
う
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
安
易
で
、
本
質
的
な
事
柄
を
逸
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
同
じ
伝
統
の
な
か
で
後
に
登
場
す
る
者
が
修
正
し
よ
う
と
し
た
難
点
を
指
摘
し
た
り
、

別
の
伝
統
に
属
す
る
者
が
誤
り
で
あ
る
と
考
え
る
見
解
を
指
摘
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
が（
私
が

こ
こ
で
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、
社
会
契
約
論
と
功
利
主
義
と
い
う
二
つ
の
伝
統
で
あ
る
）。
も

し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
哲
学
的
思
考
は
進
展
し
え
な
い
し
、
後
代
の
著
作
家
た
ち
が
実
際
な
ぜ
批
判

を
提
起
し
た
の
か
は
神
秘
の
闇
に
包
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
た
と
え
ば
、
ロ
ッ
ク
に
つ
い
て
言
え
ば
、
彼
の
見
方
は
、
私
た
ち
な
ら
受
け
入
れ
な
い
だ
ろ
う
あ

る
種
の
政
治
的
不
平
等
―
投
票
す
る
基
本
的
な
権
利
に
お
け
る
不
平
等
―
を
許
し
た
が
、
ル
ソ

ー
が
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
事
実
に
つ
い
て
私
は
述
べ
た
し
、
彼
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
行
っ

た
か
を
論
じ
た
。
け
れ
ど
も
、
私
は
、
ロ
ッ
ク
は
、
そ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
、
彼
の
時
代
の

先
を
行
き
、
君
主
の
絶
対
主
義
に
立
ち
向
か
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
。
彼
は
危
険
に
た
じ
ろ
ぐ
こ
と

は
な
か
っ
た
し
、
一
六
八
三
年
の
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
暗
殺
を
企
て
た
ラ
イ
ハ
ウ
ス
陰
謀
に
も
関

与
し
さ
え
す
る
―
そ
う
思
え
る
―
な
ど
、
彼
の
友
人
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
伯
に
忠
実
で
あ
っ
た
。
彼

は
オ
ラ
ン
ダ
に
亡
命
し
、
か
ろ
う
じ
て
処
刑
を
逃
れ
た
。
ロ
ッ
ク
は
、
危
険
に
身
を
さ
ら
す
こ
と
を

い
と
わ
な
い
勇
気
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
途
方
も
な
い
リ
ス
ク
を
あ
え

て
引
き
受
け
る
数
少
な
い
偉
大
な
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
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こ
れ
ら
の
講
義
の
ど
れ
一
つ
と
し
て
、
出
版
を
意
図
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
実
際
、
ロ
ー

ル
ズ
は
、
右
に
引
用
し
た
ロ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
言
及
の
直
後
に
つ
づ
く
段
落
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
を
論

じ
な
が
ら
こ
う
述
べ
て
い
る
。「﹇
カ
ン
ト
﹈講
義
の
最
近
の
版（
一
九
九
一
年
）は
、
前
の
も
の
よ
り
も
明

ら
か
に
改
善
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
の
ま
ま
の
形
で
出
版
す
る
こ
と
に
は
耐
え
ら
れ
な
い（
そ
う
い
う

催
促
も
あ
る
が
）。
そ
れ
は
ま
だ
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
ま
だ
カ
ン
ト
を
正
し
く
と
ら
え
て
は
い

な
い
し
、
い
ま
他
の
論
者
が
な
し
う
る
と
こ
ろ
ま
で
追
い
つ
け
て
い
な
い
」。
こ
の
文
章
に
示
さ
れ
る

よ
う
に
、
ロ
ー
ル
ズ
は
、
長
い
間
、
講
義
を
出
版
す
る
こ
と
に
抵
抗
し
て
き
た
。
し
か
し
、
ロ
ー
ル
ズ

は
、『
道
徳
哲
学
史
講
義
』（
バ
ー
バ
ラ
・
ハ
ー
マ
ン
の
編
集
に
よ
り
二
〇
〇
〇
年
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
出
版
局
か

ら
公
刊
）を
出
版
す
る
こ
と
に
つ
い
て
説
得
に
応
じ
、
こ
の
本
が
実
質
的
に
完
成
し
て
よ
う
や
く
、
政

治
哲
学
史
講
義
に
つ
い
て
も
、
出
版
に
同
意
し
て
く
れ
た
。

　
最
後
に
、「
私
の
授
業
に
つ
い
て
の
若
干
の
見
解
」
を
締
め
く
く
り
な
が
ら
、
ロ
ー
ル
ズ
は
こ
う
述

べ
て
い
る（
彼
は
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
謙
虚
な
態
度
で
語
っ
て
い
る
こ
と
を
、
本
書

の
他
の
哲
学
者
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
語
る
は
ず
で
あ
る
）。

　
　
と
は
い
え
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
私
は
、
カ
ン
ト
の
全
体
に
わ
た
る
構
想
か
ら
自
分
が
得
る

こ
と
の
で
き
た
理
解
に
け
っ
し
て
満
足
し
た
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
不
幸
な
気
持
ち
を

い
だ
か
せ
る
し
、
ホ
ー
マ
ー
や
サ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
並
ぶ
偉
大
な
ア
メ
リ
カ
の
水
彩
画
家
、
ジ
ョ
ン
・
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マ
リ
ン
を
め
ぐ
る
話
を
私
に
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
マ
リ
ン
の
絵
は
、
あ
な
た
方
の
多
く
も
見
た
こ
と

が
あ
る
は
ず
だ
が
、
あ
る
種
の
具
象
的
な
表
現
主
義
の
特
徴
を
そ
な
え
て
い
る
。
一
九
四
〇
年
代
後

半
に
は
、
彼
は
、
お
そ
ら
く
指
導
的
な
芸
術
家
、
少
な
く
と
も
そ
の
数
少
な
い
一
人
と
し
て
高
く
評

価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
の
水
彩
画
を
見
れ
ば
、
そ
れ
が
何
に
つ
い
て
描
か
れ
た
も
の
か
を
言

い
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
摩
天
楼
、
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
の
タ

オ
ス
の
山
並
み
、
メ
イ
ン
州
の
ス
ク
ー
ナ
ー
船
や
港
な
ど
。
一
九
二
〇
年
代
の
八
年
間
、
マ
リ
ン
は
、

絵
を
描
く
た
め
に
メ
イ
ン
州
の〔
港
町
〕ス
ト
ニ
ン
グ
ト
ン
に
出
か
け
た
。
マ
リ
ン
に
つ
い
て
素
晴
ら

し
い
本
を
書
い
た
ル
ー
ス
・
フ
ァ
イ
ン
は
、
当
時
の
彼
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
誰
か
に
出
会
え
な
い

か
と
当
地
を
訪
ね
た
と
き
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
彼
女
は
、
よ
う
や
く
、
次
の
よ
う
に
語
る
ロ
ブ

ス
タ
ー
漁
師
に
出
会
っ
た
。「
も
ち
ろ
ん
、
も
ち
ろ
ん
。
み
ん
な
彼
の
こ
と
は
知
っ
て
る
よ
。
彼
は
、

毎
日
、
毎
週
、
毎
夏
、
小
舟
に
乗
っ
て
絵
を
描
き
に
出
か
け
た
よ
。
ま
あ
、
懸
命
に
頑
張
っ
た
け
ど
、

つ
い
ぞ
も
の
に
で
き
な
か
っ
た
ね
」。

　
こ
れ
は
い
つ
も
言
わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
ま
さ
し
く
私
に
も
当
て
は
ま
る
。
と
り
わ
け
い
ま
と
な
っ

て
は
。「
つ
い
ぞ
も
の
に
で
き
な
か
っ
（
（
（
た
」。

　　
こ
れ
ら
の
講
義
を
編
集
す
る
仕
事
に
お
い
て
、
私
は〔
ロ
ー
ル
ズ
の
伴
侶
〕マ
デ
ィ
・
ロ
ー
ル
ズ
に
多

く
を
負
っ
て
い
る
。
も
し
彼
女
の
助
力
と
助
言
が
な
か
っ
た
ら
、
私
は
そ
れ
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
で
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き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、（
ジ
ャ
ッ
ク〔
ロ
ー
ル
ズ
の
愛
称
〕の
最
初
の
心
臓
発
作
後
の
）一
九

九
五
年
以
降
、
マ
デ
ィ
は
、
多
く
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
結
実
さ
せ
る
う
え
で
非
常
に
貴
重
な
役
割
を
引

き
受
け
て
く
れ
た
。
彼
女
は
、
講
義
の
一
つ
ひ
と
つ
を
注
意
深
く
読
み
、
誤
っ
て
解
さ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
文
章
を
明
確
に
し
た
り
、
指
摘
す
る
こ
と
に
労
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
に
、
ジ
ャ
ッ

ク
が
本
書
の
編
集
を
私
に
依
頼
す
る
前
に
、
す
で
に
マ
デ
ィ
は
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
、
ミ
ル
、
マ
ル
ク

ス
の
講
義
の
編
集
を
ほ
ぼ
完
成
さ
せ
て
い
た
。
ジ
ャ
ッ
ク
は
、
こ
れ
ら
の
講
義
を
注
意
深
く
再
読
し
、

そ
れ
を
自
分
の
も
の
と
し
て
認
め
た
。
ア
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
は
、（
二
〇
〇
一
年
に
）ホ
ッ
ブ
ズ
と
ヒ
ュ
ー

ム
の
講
義
の
録
音
テ
ー
プ
を
起
こ
し
て
く
れ
た
。
そ
の
後
、
マ
デ
ィ
は
、
そ
れ
ら
を
読
む
こ
と
の
で
き

る
形
に
直
し
、
さ
ら
に
私
が
、
ロ
ー
ル
ズ
の
タ
イ
プ
な
い
し
は
手
書
き
の
ノ
ー
ト
や
配
付
資
料
に
も
と

づ
い
て
、
修
正
や
追
加
を
行
っ
た
。
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
と
バ
ト
ラ
ー
の
講
義
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の

手
書
き
の
講
義
ノ
ー
ト
を
タ
イ
プ
し
た
。
私
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
講
義
フ
ァ
イ
ル
に
あ
る
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク

に
つ
い
て
の
他
の
ノ
ー
ト
を
用
い
て
、
最
初
の
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
講
義
に
加
筆
し
た
。
全
体
と
し
て
、
こ

れ
ら
の
講
義
に
お
け
る
編
者
に
よ
る
校
訂
は
、
ロ
ー
ル
ズ
自
身
が
書
い
た
文
章
や
段
落
を
配
置
し
直
す

こ
と
を
含
ん
で
い
る
。

　
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
と
バ
ト
ラ
ー
に
つ
い
て
の
手
書
き
の
講
義
ノ
ー
ト
を
判
読
し
、
タ
イ
プ
し
て
く
れ
た

こ
と
に
つ
い
て
、
ま
た
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
、
ミ
ル
、
マ
ル
ク
ス
の
講
義
に
つ
い
て
編
集
上
必
要
な
修

正
を
行
っ
て
く
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
マ
ー
ク
・
ネ
イ
ヴ
ィ
ン
に
感
謝
し
て
い
る
。
ま
た
、
ホ
ッ
ブ
ズ
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と
ヒ
ュ
ー
ム
に
つ
い
て
の
手
書
き
の
講
義
ノ
ー
ト
を
タ
イ
プ
し
、
全
哲
学
者
か
ら
の
引
用
を
注
意
深
く

チ
ェ
ッ
ク
し
、
最
終
版
の
原
稿
を
用
意
し
て
く
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
と
く
に
ケ
イ
ト
・
モ
ラ
ン
に
感

謝
し
て
い
る
。
マ
ッ
ト
・
リ
ス
タ
ー
、
ト
マ
ス
・
リ
ケ
ッ
ツ
、
コ
ク
・
チ
ョ
ー
・
タ
ン
も
さ
ま
ざ
ま
な

仕
方
で
本
書
の
編
集
を
助
け
て
く
れ
た
。
ロ
ー
ル
ズ
の
シ
ラ
バ
ス
に
関
し
て
有
益
な
助
言
を
く
れ
た
ウ

ォ
レ
ン
・
ゴ
ル
ト
フ
ァ
ル
ブ
と
ア
ン
デ
ィ
・
リ
ー
ス
に
も
感
謝
し
て
い
る
。
Ｔ
・
Ｍ
・
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
、

と
く
に
ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
コ
ー
エ
ン
は
、
本
書
の
編
集
に
つ
い
て
非
常
に
有
益
な
助
言
を
与
え
て
く
れ
た
。

そ
れ
は
、
本
書
に
何
を
収
録
し
、
何
を
公
け
に
し
な
い
か
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
お
二
人
に
は

最
も
感
謝
し
て
い
る
。

　
最
後
に
、
私
の
妻
で
あ
る
、
ア
ネ
ッ
テ
・
ラ
ロ
ー=

フ
リ
ー
マ
ン
に
も
こ
こ
で
感
謝
し
た
い
。
彼
女

は
、
こ
れ
ら
の
重
要
な
文
書
を
公
刊
す
る
と
こ
ろ
ま
で
仕
事
を
進
め
る
際
、
賢
明
な
助
言
と
不
断
の
助

力
を
与
え
て
く
れ
た
。

 

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
フ
リ
ー
マ
ン

　
注（

1
）　
編
者
は
、
一
九
八
三
年
春
学
期
に
、
ロ
ー
ル
ズ
の
大
学
院
生
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
の
一
人

を（
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ズ
・
リ
ー
ス
と
と
も
に
）務
め
、
本
書
に
収
録
し
た
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ヒ
ュ
ー
ム
の
講
義
を
録
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音
し
た
。
ロ
ッ
ク
、
ミ
ル
、
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
の
講
義
も
、
一
九
八
三
年
に
録
音
し
た
。
こ
れ
ら
の
テ
ー

プ
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
一
九
八
四
年
の
講
義
の
テ
ー
プ
と
と
も
に
、
電
子
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
形
で
、
ハ
ー
バ
ー

ド
大
学
ウ
ィ
デ
ナ
ー
図
書
館
の
ロ
ー
ル
ズ
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）　John  Raw

ls,  Collected  Papers,  ed.  Sam
uel  Freem

an

（Cam
bridge,  M

ass.:  H
arvard  U

ni-
versity Press, 1999

）, chap.17

〔「
社
会
統
合
と
基
本
財
」、
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ

ィ
リ
ア
ム
ズ
編
著
、
後
藤
玲
子
監
訳
『
功
利
主
義
を
の
り
こ
え
て
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
九
年
、
第

八
章
〕を
参
照
。

（
3
）　
こ
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
コ
ー
エ
ン
に
感
謝
す
る
。
そ
れ
は
、
ロ

ー
ル
ズ
が
自
分
自
身
の
た
め
に
つ
く
っ
た
ノ
ー
ト
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
へ
の
参
照
を
書
き
記

し
た
ロ
ー
ル
ズ
の
ノ
ー
ト
に
は
、
次
の
二
つ
の
箇
所
で
、
バ
ト
ラ
ー
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
⑷
ホ
ッ
ブ
ズ
に
反
対
す
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
　

―
　

バ
ト
ラ
ー
は
、
道
徳
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
自
己
の
他
の

部
分（
私
た
ち
の
自
然
的
欲
望
な
ど
）と
同
じ
く
ら
い
自
己
の
一
部
を
な
し
て
い
る
と
考
え
る
。
カ
ン
ト

は
Ｍ
Ｌ﹇
道
徳
法
則
﹈を
Ｒ
＋
Ｒ﹇
合
理
的
な
も
の
と
理
に
適
っ
た
も
のRational and Reasonable

﹈

に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
論
点
を
深
め
て
い
る
…
…
。

　
⑼
こ
れ
を
カ
ン
ト
に
結
び
つ
け
る
　

―
　

彼〔
バ
ト
ラ
ー
〕の
理
に
適
っ
た
信
仰
の
観
念
を
含
め
て
。

（
4
）　
自
分
の
授
業
に
つ
い
て
の
ロ
ー
ル
ズ
の
説
明
の
幾
分
類
似
し
た
版
は
、
本
書
の
姉
妹
書
で
あ
る
、Lec-

tures  on  the  H
istory  of  M

oral  Philosophy,  ed.  Barbara  H
erm
an

（Cam
bridge,  M

ass.:  H
arvard 

 U
niversity Press, 2000

）〔『
ロ
ー
ル
ズ
哲
学
史
講
義
』〕に
抜
粋
さ
れ
て
い
る（pp.xvi-xviii〔
一
八
―
二

一
頁
〕）。
こ
の
説
明
は
、
ロ
ー
ル
ズ
が
自
分
の
授
業
に
つ
い
て
公
表
し
た
見
解
か
ら
引
か
れ
て
い
る
。
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John Raw
ls, 

“Burton D
reben:  A

  Rem
iniscence,

”  in  Future  Pasts:  Perspectives  on  the  Place 
 of  the  A

nalytic  T
radition  in  T

w
entieth-Century  Philosophy,  ed.  Juliet  Floyd  and  Sanford 

 Shieh

（N
ew
  Y
ork:  O

xford U
niversity Press, 2000

）.
（
5
）　R.G. Collingw

ood, A
n A
utobiography

（O
xford: Clarendon Press, 1939

）, p.62.

〔
玉
井
治
訳

『
思
索
へ
の
旅
　

―
　

自
伝
』
未
来
社
、
一
九
八
一
年
〕

（
6
）　﹇
マ
デ
ィ
・
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
る
注
。
ジ
ャ
ッ
ク
が
こ
の
話
を
受
講
生
に
何
度
も
語
っ
た
こ
と
が
思
い 

出
さ
れ
る
。
私
た
ち
は
、
マ
リ
ン
の
絵
「
鹿
島
、
小
島
」（
“Deer Isle, Islets,

” 1922

）をJustice as Fair-
ness: A

 R
estatem

ant〔『
公
正
と
し
て
の
正
義
再
説
』〕の
表
紙
に
選
ん
だ
。﹈
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序
　
言

　
政
治
・
社
会
哲
学
を
長
年
教
え
る
な
か
で
し
だ
い
に
発
展
し
て
き
た
本
書
の
講
義
を
準
備
す
る
際
、

私
は
六
人
の
著
作
家
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
ミ
ル
、
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
が
、

政
治
哲
学
に
つ
い
て
の
私
自
身
の
著
作
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
一
定
の
主
題
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る

か
を
考
察
し
て
き
た
。
初
め
は
授
業
の
半
分
を
、『
正
義
（
（
（

論
』
と
関
連
す
る
主
題
に
当
て
て
い
た
。
後

に
、『
公
正
と
し
て
の
正
義
再
（
（
（
説
』
の
テ
ク
ス
ト
を
書
き
進
め
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、

こ
の
講
義
も
『
正
義
論
』
の
代
わ
り
に
近
年
の
私
の
仕
事
を
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
。
受
講
者
に
は
、
そ

の
原
稿
の
コ
ピ
ー
を
入
手
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

　
い
ま
で
は
『
再
説
』
が
公
刊
さ
れ
た
の
で
、
そ
れ
に
関
わ
る
講
義
は
本
書
に
は
収
め
て
い
な
い
。
六

人
の
著
作
や
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
た
諸
観
念
と
私
自
身
の
仕
事
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
、
明
確
な
仕

方
で
指
摘
し
た
箇
所
は
少
な
い
。
し
か
し
、
公
正
と
し
て
の
正
義
に
言
及
し
た
と
こ
ろ
で
は
、『
再
説
』

の
節
へ
の
参
照
を
注
に
示
し
て
あ
る
し
、
そ
れ
が
有
益
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
重
要
な
観
念
や
概

念
を
そ
の
注
で
定
義
し
た
り
説
明
し
て
い
る
。
序
論
の
講
義
は
、
政
治
哲
学
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
見

解
や
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
主
要
な
観
念
に
つ
い
て
の
私
の
考
え
を
含
ん
で
お
り
、
六
人
の
著
作
家
を
論
じ
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る
た
め
の
土
台
と
し
て
役
に
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。

　
私
は
、
民
主
的
な
立
憲
主
義
の
伝
統
か
ら
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
眺
め
た
と
き
の
正
義
の
政
治
的
構
想
を

表
現
す
る
も
の
と
し
て
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
よ
り
中
心
的
な
特
徴
を
特
定
す
る
よ
う
努
め
て
い
る
。
こ

の
伝
統
の
一
つ
の
構
成
要
素
で
あ
る
社
会
契
約
論
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
に
よ
っ
て
代
表

さ
れ
て
い
る
。
別
の
構
成
要
素
で
あ
る
功
利
主
義
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
に
よ
っ
て
代
表
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
社
会
主
義
な
い
し
は
社
会
民
主
主
義
の
構
成
要
素
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ

っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
批
判
者
と
み

な
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
本
書
の
講
義
は
、
歴
史
的
な
観
点
か
ら
見
て
も
、
体
系
的
な
観
点
か
ら
も
見
て
も
、
そ
れ
が
当
て
て

い
る
焦
点
の
幅
は
狭
い
。
そ
れ
は
、
政
治
・
社
会
哲
学
の
諸
問
題
へ
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
導
入
を
提

起
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
議
論
の
対
象
と
な
る
哲
学
者
に
つ
い
て
、
私
と
異
な
っ
た
解
釈
を
評
価

す
る
試
み
は
し
て
い
な
い
。
私
が
示
し
た
解
釈
は
、
私
た
ち
の
研
究
す
る
テ
ク
ス
ト
に
照
ら
し
て
理 

に
適
っ
た
正
確
さ
を
も
ち
、
私
の
解
釈
を
示
す
と
い
う
限
定
的
な
目
的
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
思 

わ
れ
る
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
政
治
・
社
会
哲
学
の
多
く
の
重
要
な
問
題
は 

ま
っ
た
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
講
義
が
、
私
た
ち
の
考
察
す
る
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
教 

育
的
な
取
組
み
を
促
し
、
他
の
仕
方
で
得
ら
れ
る
よ
り
も
も
っ
と
深
い
理
解
に
達
す
る
こ
と
を
私
た 

ち
に
可
能
と
す
る
な
ら
、
狭
い
焦
点
の
当
て
方
も
許
し
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
私
の
希
望
で 
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niversity  Press,  2007

）の
全
訳
で
あ
る
。
日
本

語
版
で
は
、
Ⅰ
・
Ⅱ
に
分
け
、
Ⅱ
巻
末
に
「
事
項
・
人
名
索
引
」
を
付
し
た
。

二
、
文
中
の﹇
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編
者
に
よ
る
注
記
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訳
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に
よ
る
補
足
な
い
し
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注
記
で
あ
る
。

三
、
原
文
に
お
け
る
イ
タ
リ
ッ
ク
体
の
表
記
は
、
日
本
語
訳
で
は
傍
点
を
付
し
た
。

四
、
著
者
に
よ
り
引
用
さ
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
、
日
本
語
訳
の
あ
る
も
の
は
そ
の
書
誌
デ
ー
タ
を

〔
〕に
記
し
た
。
引
用
文
に
つ
い
て
は
、
日
本
語
訳
を
参
照
し
た
も
の
が
多
い
が
、
文
脈
に
応
じ
適
宜

変
更
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加
え
た
。

五
、
原
著
に
お
け
る
明
ら
か
な
誤
記
は
、
訳
者
の
責
任
に
お
い
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正
し
た
。

六
、
索
引
は
、
原
著
の
索
引
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基
礎
と
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、
人
名
と
事
項
に
分
け
て
あ
ら
た
に
作
成
し
た
。

七
、
頻
出
す
る
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著
者
に
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る
他
の
著
作
の
書
誌
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つ
い
て
は
、
そ
の
つ
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表
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ま
と
め
る
。
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1　　

序
論
　

―
　

政
治
哲
学
に
つ
い
て
の
見
解

第
一
節
　
政
治
哲
学
を
め
ぐ
る
四
つ
の
問
い

1
ま
ず
、
政
治
哲
学
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
一
般
的
な
問
い
を
挙
げ
る
こ
と
か
ら
講
義
を
は
じ
め
た

い
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
政
治
哲
学
に
関
心
を
も
つ
の
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
が

政
治
哲
学
に
つ
い
て
考
え
る
理
由
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
す
る
こ
と
で
私
た
ち
は
何
を
得
ら
れ
る

―
得
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
―
と
期
待
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
気
構
え
を

も
っ
て
、
私
た
ち
の
考
察
に
と
っ
て
有
益
か
も
し
れ
な
い
よ
り
限
定
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
問
い
を
検
討

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
次
の
問
い
か
ら
は
じ
め
ま
し
ょ
う
。
政
治
哲
学
の
聴
衆
と
は
誰
で
し
ょ
う
か
。
政
治
哲
学
は
誰
に
呼

び
か
け
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
聴
衆
は
、
社
会
構
造
や
直
面
し
て
い
る
問
題
に
応
じ
て
社
会
ご

と
に
異
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
は
立
憲
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
社
会
に
お
け
る
聴
衆
と
は 

誰
か
と
尋
ね
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
私
た
ち
の
社
会
で
誰
が
そ
の
聴
衆
な
の
か
を
見
て
み
ま 
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し
ょ
う
。

　
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
こ
う
な
り
ま
す
。
す
べ
て
の

市
民
一
般
が
そ
の
聴
衆
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
投
票
に
よ
っ
て
―
必
要
と
あ
ら
ば
憲
法
を
修
正
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
―
す
べ
て
の
政
治
的
問
題
に
対
し
て
制
度
上
の
最
終
的
な
権
威
を
行
使
す
る
す
べ

て
の
人
々
か
ら
な
る
一
団
と
し
て
の
市
民
で
す
。
民
主
的
な
社
会
に
お
け
る
政
治
哲
学
の
聴
衆
と
は
市

民
団（the body of citizens

）で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
重
要
な
帰
結
を
も
ち
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
は
、
一
つ
に
は
、
も
と
よ
り
立
憲
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
観
念
を
受
け
入
れ
擁
護
す
る
リ

ベ
ラ
ル
な
政
治
哲
学
は
、
い
わ
ば
一
個
の〔
専
門
的
な
〕理
論
と
は
み
な
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
ま
す
。
そ
う
し
た
教
説
を
著
す
者
を
、
特
殊
な
主
題
に
関
す
る
専
門
家
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
科
学
に
つ
い
て
は
そ
う
み
な
す
こ
と
も
可
能
で
し
ょ
う
が
。
政
治
哲
学
は
、
正
義
や
共
通
善
に
つ

い
て
の
根
本
的
な
真
理
や
理
に
適
っ
た
観
念
へ
の
、
あ
る
い
は
他
の
基
本
的
な
考
え
へ
の
特
別
な
通
路

を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
政
治
哲
学
が
何
ら
か
の
メ
リ
ッ
ト
を
も
ち
う
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
、
民
主
的
な
体レ

ジ
ー
ム制
の
制
度
や
政
策
に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
判
断
を
明
確
に
す
る
の
に
役
立
つ
よ

う
な
、
基
本
的
な
政
治
的
観
念
を
め
ぐ
る
諸
構
想
を
―
研
究
や
省
察
を
通
じ
て
―
よ
り
深
く
、
よ

り
有
益
な
も
の
に
洗
練
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

2
第
二
の
問
い
は
こ
う
で
す
。
こ
う
し
た
聴
衆
に
呼
び
か
け
る
際
、
政
治
哲
学
の
信
憑
性
を
証
す
も
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の
は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
何
に
よ
っ
て
権
威
を
主
張
し
う
る
の
で
し
ょ
う
か
。
私
が
こ
こ
で
「
権

威
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
は
、
道
徳
的
・
政
治
的
哲
学
の
著
作
家
の
な
か
に
は
、
少
な
く
と
も
暗

黙
の
う
ち
に
一
定
の
権
威
を
主
張
す
る
者
も
い
る
か
ら
で
す
。
政
治
哲
学
は
認
識
へ
の
要
求
を
担
う
も

の
で
あ
り
、
こ
の
認
識
へ
の
要
求
は
支
配
へ
の
要
求
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
語
ら
れ
て
き
ま
し
（
（
（

た
。
こ
の

よ
う
な
主
張
は
、
完
全
に
誤
っ
て
い
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
、
民
主
的
な
社
会
に
お
い
て

は
、
政
治
哲
学
は
い
か
な
る
権
威
も
も
ち
ま
せ
ん
。
権
威
と
い
う
言
葉
が
、
あ
る
種
の
政
治
的
問
題
に

対
す
る
一
定
の
法
的
な
地
位
や
権
威
的
な
重
み
の
保
有
を
意
味
し
、
あ
る
い
は
、
ま
た
別
の
意
味
で
、

長
き
に
わ
た
る
習
慣
や
慣
行
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
、
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
明
証
的
な
力
を
も
つ
も
の
と
し

て
扱
わ
れ
る
権
威
を
指
す
と
す
れ
ば
、
政
治
哲
学
に
は
い
か
な
る
権
威
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
政
治
哲
学
が
意
味
し
う
る
の
は
政
治
哲
学
の
伝
統
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に

お
い
て
は
、
こ
の
伝
統
は
つ
ね
に
著
作
家
と
読
者
の
共

ワ
ー
ク

･

ジ
ョ
イ
ン
ト

同
の
仕
事
で
す
。
こ
の
仕
事
は
共
同
の
も
の
で

す
。
と
い
う
の
も
、
世
代
を
越
え
て
政
治
哲
学
の
作
品
を
生
み
だ
し
、
そ
れ
を
大
切
に
育
て
る
の
は
そ

の
著
作
家
と
読
者
が
と
も
に
行
う
こ
と
で
す
し
、
そ
れ
ら
が
提
起
す
る
諸
観
念
を
基
本
的
な
制
度
に
具

体
化
す
る
か
ど
う
か
は
つ
ね
に
有
権
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
あ
っ
て
は
、
政
治
哲
学
の
著
作
家
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
市
民
が
も
つ

以
上
の
権
威
を
も
ち
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
を
主
張
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
私
は
、
こ
れ
を
ま
っ
た
く

明
白
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
し
、
と
き
に
そ
れ
と
は
反
対
の
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
と
し
て
も
、
い
か
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な
る
コ
メ
ン
ト
も
必
要
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
懸
念
は
脇
に
お
き
さ
え
す
れ

ば
よ
い
と
言
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
次
の
よ
う
に
言
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
政
治
哲
学
は
、
人
間
理
性
の
信
憑
性

を
望
む
の
で
あ
り
、
暗
黙
の
う
ち
に
そ
の
権
威
を
引
き
合
い
に
だ
し
て
い
る
の
だ
、
と
。
端
的
に
言
っ

て
、
そ
う
し
た
人
間
理
性
は
、
理
性
を
身
に
つ
け
る
年
齢
に
達
し
た
す
べ
て
の
十
分
に
正
常
な
個
人
、

言
い
換
え
れ
ば
、
す
べ
て
の
正
常
な
大
人
の
市
民
が
行
使
す
る
、
熟
慮
さ
れ
た
思
想
、
判
断
、
推
論
の

共
有
さ
れ
た
力
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
に
同
意
し
て
、
政
治
哲
学
は
こ
の
意
味
で
の
権
威
を

引
き
合
い
に
だ
す
の
だ
と
想
定
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
ま
っ
た
く
同
様
に
、
政
治
的
問
題
に
つ
い

て
の
み
な
ら
ず
、
他
の
い
か
な
る
問
題
に
つ
い
て
も
、
他
者
に
呼
び
か
け
る
際
に
理
性
的
に
か
つ
誠
実

に
語
る
あ
ら
ゆ
る
市
民
も
、
こ
の
権
威
を
引
き
合
い
に
だ
す
と
想
定
し
ま
し
ょ
う
。
私
た
ち
が
人
間
理

性
の
権
威
と
呼
ん
だ
も
の
を
求
め
る
こ
と
は
、
私
た
ち
が
自
分
の
見
解
を
、
他
者
が
そ
れ
を
き
ち
ん
と

理
解
し
て
判
断
で
き
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
支
持
す
る
理
由
を
理
に
適
っ
た
、
適
切
な
仕
方
で
挙
げ
な
が

ら
提
起
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
人
間
理
性
の
信
憑
性
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
ど
の

よ
う
な
主
題
に
つ
い
て
も
、
政
治
哲
学
を
他
の
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
な
議
論
か
ら
区
別
す
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
で
誠
実
な
思
考
は
、
人
間
理
性
と
い
う
権
威
を
求
め
ま
す
。

　
民
主
的
な
社
会
に
お
い
て
世
代
を
越
え
て
読
み
継
が
れ
、
引
き
続
き
研
究
さ
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
政
治
哲
学
は
、
実
際
、
根
本
的
な
民
主
的
な
教
説
や
観
念
に
つ
い
て
の
並
外
れ
て
体



5　　序論　―　政治哲学についての見解

系
的
で
完
成
度
の
高
い
言
明
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
は
、

読
み
継
が
れ
る
こ
と
の
な
い
テ
ク
ス
ト
に
比
べ
て
、
議
論
が
よ
り
し
っ
か
り
と
し
、
よ
り
明
晰
に
表
現

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
、
そ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
は
、
人
間
理
性
の
権
威

を
よ
り
成
功
裡
に
引
き
合
い
に
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
と
は
い
え
、
人
間
理
性
の
権
威
は
と

て
も
特
殊
な
種
類
の
権
威
で
す
。
と
い
う
の
も
、
政
治
哲
学
の
テ
ク
ス
ト
が
そ
う
し
た
ア
ピ
ー
ル
を
成

功
裡
に
な
し
う
る
か
否
か
は
、
私
た
ち
の
集
合
的
な
判
断
に
か
か
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
、
世

代
を
越
え
て
、
社
会
の
一
般
的
な
文
化
の
う
ち
で
、
市
民
の
一
人
ひ
と
り
が
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
研
究
や

省
察
に
値
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
下
す
判
断
に
依
存
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
場
合
に
は
、
最
終
的
な

決
定
権
、
さ
ら
に
は
暫
定
的
な
決
定
権
を
も
つ
こ
と
が
正
統
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
公
職
者
や
法
廷
や

立
法
団
体
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
理
性
の
作
用
を
評
価
す
る
の
は
、
公
式
の
団
体
の
仕
事
で
は
な
く
、
習

慣
と
長
く
存
続
し
て
き
た
慣
行
に
よ
っ
て
正
統
な
も
の
と
認
め
ら
れ
て
き
た
団
体〔
市
民
団
〕の
仕
事
な

の
で
す
。

　
こ
の
事
情
は
政
治
哲
学
に
特
有
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
じ
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
科
学
者
、
も

っ
と
限
定
し
て
言
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
物
理
学
者
の
共
同
体
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
一
般

相
対
性
理
論
が
正
し
い
か
否
か
を
宣
言
す
る
権
威
を
も
っ
た
制
度
的
な
団
体
は
そ
こ
に
は
存
在
し
ま
せ

ん
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
政
治
的
正
義
に
つ
い
て
言
え
ば
、
市
民
団
が
、
こ
の
場
合
の
あ
ら
ゆ
る

科
学
者
の
団
体
に
類
似
し
た
位
置
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
近
代
の
民
主
的
な
世
界
に
特
有
の
事
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柄
で
あ
り
、
政
治
的
な
自
由
と
平
等
に
つ
い
て
の
そ
の
観
念
に
根
ざ
し
て
い
ま
す
。

3
第
三
の
問
い
は
こ
う
で
す
。
政
治
哲
学
は
、
ど
の
地
点
で
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
民
主
的
な
政
治
に

参
入
し
、
そ
の
行
方
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
政
治
哲
学
は
自
ら
を
ど

の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
れ
に
つ
い
て
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
見
解
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
見
解
は
、

政
治
哲
学
は
正
義
と
共
通
善
に
つ
い
て
の
真
理
を
確
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
と
り
ま
す
。

こ
の
見
解
は
次
い
で
、
そ
の
真
理
を
人
々
が
自
由
に
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
は
人
々
が
理
解

し
て
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
に
関
わ
り
な
く
、
そ
れ
を
制
度
に
現
実
化
し
て
い
く
政
治
的
行
為

者
を
求
め
ま
す
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
政
治
哲
学
に
よ
る
真
理
の
認
識
は
、
そ
れ
が
政
治
の
行
方
を

定
め
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
の
行
方
を
―
説
得
に
よ
っ
て
、
必
要
と
あ
ら
ば
強
制
力
を
も
っ
て
―

統
制
す
る
こ
と
さ
え
正
統
化
し
ま
す
。
プ
ラ
ト
ン
の
哲
人
王
、
レ
ー
ニ
ン
の
革
命
的
前
衛
が
そ
の
証
左

で
す
。
こ
の
場
合
に
は
、
真
理
へ
の
主
張
は
認
識
へ
の
主
張
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
的
に
統
制
し
、
行

動
す
る
こ
と
へ
の
主
張
も
担
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
も
う
一
つ
の
見
解
、
つ
ま
り
民
主
的
な
見
解
は
、
い
わ
ば
政
治
哲
学
を
民
主
的
な
社
会
の
一
般
的
な

背
景
文
化
の
一
部
と
み
な
し
ま
す
。
も
っ
と
も
、
特
定
の
古
典
的
な
テ
ク
ス
ト
が
公
共
的
な
政
治
文
化

の
一
部
と
な
る
数
少
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
、
参
照
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
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そ
れ
ら
は
公
共
的
な
知
恵
の
一
部
と
な
り
、
社
会
の
基
本
的
な
政
治
的
観
念
の
フ
ァ
ン
ド
と
な
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
政
治
哲
学
は
、
そ
の
基
本
的
な
観
念
と
そ
の
歴
史
が
論
じ
ら
れ
、
研
究
さ
れ

る
市

ソ
サ
イ
エ
テ
ィ

･

シ
ヴ
ィ
ッ
ク民

社
会
の
文
化
に
貢
献
す
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
あ
る
場
合
に
は
、
公
共
の
政
治
的
討
論
に

参
入
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
今
日
流
布
し
て
い
る
学
術
的
な
政
治
哲
学
の
文
体
や
ス
タ
イ
ル
を
好
ま
な
い
著
作
（
（
（
家
も
い
て
、
彼
ら

は
そ
れ
が
、
日
々
の
民
主
的
政
治
―
政
治
と
い
う
偉
大
な
ゲ
ー
（
（
（
ム
―
を
避
け
、
こ
れ
を
不
要
に
し

て
い
る
と
見
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
著
作
家
に
よ
れ
ば
、
学
術
的
な
政
治
哲
学
は
実
際
に
は
プ
ラ
ト
ン

的
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
基
本
的
な
真
理
を
提
供
し
よ
う
、
少
な
く
と
も
主
要
な
政
治
的
問
題
に
解
答

を
与
え
、
解
決
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
通
常
の
政
治
を
不
要
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
う
の

で
す
。
哲
学
に
対
し
て
批
判
的
な
著
作
家
は
ま
た
、
通
常
の
政
治
は
哲
学
の
助
け
な
し
で
、
そ
の
論
争

に
気
を
煩
わ
せ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
だ
け
で
上
手
く
や
っ
て
い
け
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
仕

方
で
や
っ
て
い
け
ば
、
よ
り
活
発
で
生
き
生
き
と
し
た
公
共
的
生
活
が
、
そ
し
て
政
治
に
も
っ
と
能
動

的
に
関
与
す
る
市
民
団
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
と
彼
ら
は
考
え
る
の
で
す
。

　
さ
て
、
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
哲
学
は（
先
に
定
義
し
た
意
味
で
）プ
ラ
ト
ン
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
明

ら
か
に
正
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
民
主
的
統
治
と
い
う
観
念
を
肯
定
す
る
の
で
す
か
ら
、

そ
れ
が
日
々
の
民
主
的
政
治
の
行
方
を
覆
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
現

に
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
リ
ベ
ラ
ル
な
哲
学
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
し
て
適
切
な
仕
方
で
そ
の
よ
う
に
振



8

る
舞
う
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
正
統
な
も
の
と
し
て
立
憲
的
に
受
任
さ
れ
た
政
治
的
行
為

者
に
影
響
を
与
え
、
こ
の
行
為
者
に
民
主
的
な
多
数
者
の
意
志
を
覆
す
よ
う
説
得
す
る
こ
と
だ
け
に
限

ら
れ
ま
す
。
哲
学
の
リ
ベ
ラ
ル
な
著
作
家
に
と
っ
て
こ
う
し
た
こ
と
が
生
じ
う
る
一
つ
の
途
は
、
私
た

ち
の
体
制
の
よ
う
な
立
憲
体
制
に
お
い
て
最
高
裁
判
所
の
判
事
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
で
す
。
ブ
ル
ー

ス
・
ア
ッ
カ
マ
ン
、
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
、
フ
ラ
ン
ク
・
マ
イ
ケ
ル
マ
ン
と
い
っ
た
リ
ベ
ラ
ル

な
学
術
的
著
作
家
は
、
最
高
裁
判
所
を
名
宛
人
と
し
て
語
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
は

多
く
の
保
守
主
義
者
や
他
の
リ
ベ
ラ
ル
で
な
い
著
作
家
た
ち
も
行
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
彼
ら
は
憲
法

政
治
に
携
わ
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
言
い
方
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
の
立
憲
シ
ス
テ
ム
に
お

け
る
最
高
裁
判
所
の
役
割
を
考
え
る
と
、
民
主
的
な
政
治
を
覆
す
試
み
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
は
、
実

際
に
は
司
法
審
査
を
受
け
入
れ
る
、
つ
ま
り
、
憲
法
が
通
常
の
立
法
上
の
多
数
者
の
意
志
が
及
ば
な
い

と
こ
ろ
に
一
定
の
基
本
的
な
権
利
や
自
由
を
位
置
づ
け
て
い
る
と
い
う
観
念
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
学
術
的
な
著
作
家
を
め
ぐ
る
議
論
は
し
ば
し

ば
、
多
数
決
規
則
の
範
囲
や
限
界
に
つ
い
て
の
、
ま
た
、
憲
法
上
の
基
本
的
な
自
由
を
特
定
し
、
そ
れ

を
擁
護
す
る
最
高
裁
判
所
に
固
有
の
役
割
に
つ
い
て
の
議
論
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
司
法
審
査
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
、
そ
し
て
、
民
主
的
な
憲
法
は
憲
法
政
治
に
対
比

さ
れ
る
通
常
政
治
に
お
い
て
、
立
法
上
の
多
数
者
の
意
志
が
及
ば
な
い
と
こ
ろ
に
一
定
の
根
本
的
な
権

利
や
自
由
を
お
く
べ
き
と
す
る
観
念
を
、
私
た
ち
が
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
に
多
く
は
依
存
し
ま
す
。
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こ
の
点
に
つ
い
て
私
は
司
法
審
査
を
受
け
入
れ
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
の
立
場
に
も
十
分
な
論

拠
が
あ
り
、
こ
れ
は
民
主
的
な
市
民
が
自
分
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
な
の
で
す
。
重
要
な
の

は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
二
つ
の
構
想
、
す
な
わ
ち
立
憲
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
多
数
決
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
の
い
ず
れ
を
選
ぶ
か
を
決
め
る
こ
と
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
司
法
審
査
を
支
持
す
る
者
で
さ
え
、

通
常
政
治
に
お
い
て
は
、
い
つ
も
は
立
法
上
の
多
数
者
が
統
治
す
る
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
み
な
し
て

い
ま
す
。

　
私
た
ち
の
第
三
の
問
い
は
こ
う
で
し
た
。
政
治
哲
学
は
、
ど
の
地
点
で
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
民
主
的

な
政
治
に
参
入
し
、
そ
の
行
方
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
。
こ
の
問
い
に
は
こ
う
答
え
ま
し
ょ
う
。
司
法

審
査
を
そ
な
え
る
体
制
に
お
い
て
、
政
治
哲
学
は
、
少
な
く
と
も
憲
法
上
の
事
柄
に
関
し
て
は
大
き
な

公
共
的
役
割
を
果
た
す
、
と
。
そ
の
際
、
し
ば
し
ば
議
論
の
的
と
な
る
政
治
的
な
争
点
は
、
民
主
的
な

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
基
本
的
な
権
利
や
自
由
に
関
わ
る
憲
法
上
の
争
点
な
の
で
す
。
こ
れ
以
外
の
と

こ
ろ
で
は
、
政
治
哲
学
は
、
背
景
文
化
の
一
部
と
し
て
教
育
的
な
役
割
を
担
い
ま
す
。
こ
の
教
育
的
役

割
が
、
私
た
ち
の
第
四
の
問
い
の
主
題
で
す
。

4
政
治
的
見
解
と
は
、
政
治
的
正
義
と
共
通
善
に
つ
い
て
の
見
解
、
ど
の
よ
う
な
制
度
や
政
策
が
そ

れ
ら
を
最
も
よ
く
促
進
す
る
か
に
つ
い
て
の
見
解
で
す
。
市
民
は
、
基
本
的
な
権
利
や
自
由
に
つ
い
て

判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
何
ら
か
の
仕
方
で
こ
れ
ら
の
観
念
を
習
得
し
、
理
解
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し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
こ
う
問
い
を
立
て
ま
し
ょ
う
。
市
民
は
、
人
格
や
政
治
社
会
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
な
基
本
的
な
構
想
、
ど
の
よ
う
な
自
由
や
平
等
、
正
義
や
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
理
想

を
、
民
主
的
な
政
治
に
ま
ず
も
っ
て
導
き
入
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
市
民
は
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
う
し

た
構
想
や
理
想
に
し
だ
い
に
愛
着
を
い
だ
く
よ
う
に
な
り
、
そ
の
愛
着
を
ど
の
よ
う
な
考
え
方
が
支
え

る
の
で
し
ょ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
市
民
は
統
治
に
つ
い
て
学
び
、
そ
れ
に
つ
い
て
い
か
な
る
見

解
を
獲
得
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
互
い
に
自
由
か
つ
平
等
な
者
で
あ
り
、
公
共
的
理
性
を
行
使
し
、
投
票
を
通
じ
て
政
治
的
正
義
や
共

通
善
が
要
請
す
る
熟
慮
さ
れ
た
意
見
を
表
明
し
う
る
者
で
あ
る
と
い
う
市
民
の
構
想
を
も
っ
て
、
市
民

は
政
治
に
参
入
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
市
民
が
い
だ
く
政
治
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
あ
る

人
は
生
ま
れ
な
が
ら
他
の
人
よ
り
も
劣
っ
て
い
る
と
見
る
社
会
的
な
位ヒ

エ
ラ
ル
キ
ー

階
秩
序
の
理
想
に
よ
っ
て
支
持

さ
れ
な
が
ら
、
自
ら
を
、
た
だ
自
分
自
身
の
経
済
的
・
階
級
的
利
益
や
宗
教
的
・
民
族
的
な
敵
対
関
係

を
投
票
に
よ
っ
て
表
す
者
と
し
て
し
か
考
え
な
い
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
立
憲
体
制
を
構
成
す
る
市
民
が
そ
も
そ
も
、
そ
の
基
本
的
な
政
治
制
度
を
是
認
し
、
強
化
す
る
根
本

的
な
構
想
や
理
想
を
も
っ
て
民
主
的
な
政
治
に
加
わ
る
の
で
は
な
い
と
し
た
ら
、
立
憲
体
制
は
長
く
は

持
ち
こ
た
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た
政
治
制
度
は
、
市
民
が
自

分
自
身
で
そ
の
よ
う
な
構
想
や
理
想
を
支
え
る
と
き
に
最
も
堅
固
な
も
の
に
な
り
ま
す
。
と
は
い
え
明

ら
か
に
、
市
民
が
こ
う
し
た
構
想
や
理
想
を
獲
得
す
る
の
は
、
一
部
に
は
―
あ
く
ま
で
一
部
に
す
ぎ


