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田
辺
元
の
い
わ
ゆ
る
「
種
の
論
理
」
に
つ
い
て
考
え
始
め
て
か
ら
す
で
に
二
十
年
余
り
の
歳
月
が
流
れ
た
。
百
数
十
枚
の
田
辺
元
論
を

書
き
上
げ
、
発
表
の
機
会
と
媒
体
を
空
し
く
探
す
数
年
が
続
い
た
後
、『
現
代
思
想
』
二
〇
〇
〇
年
七
月
号
に
初
め
て
「
種
の
論
理
」
を

め
ぐ
る
こ
の
考
察
の
一
部
を
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
た
。「
近
迫
と
渦
流
」
と
い
う
題
で
、
そ
の
全
体
を
『
思
想
』
誌
に
寄
せ
た
の
は
、

田
辺
没
後
五
十
年
に
あ
た
る
二
〇
一
二
年
、
田
辺
元
哲
学
選
全
四
巻
が
二
〇
一
〇
年
に
岩
波
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
田
辺
を
め
ぐ

る
状
況
は
大
き
く
変
化
し
て
い
た
。
翌
一
十
年
に
は
『
田
辺
元
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
―
―
封
印
さ
れ
た
哲
学
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
出
版
）
を
出
版
、
そ

の
後
も
、
田
辺
元
と
そ
の
「
種
の
論
理
」
は
あ
た
か
も
影
の
よ
う
に
発
表
者
の
仕
事
に
取
り
憑
い
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
今
発
表
者
は
「
模
倣
」
な
い
し
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
と
い
う
主
題
で
仕
事
を
し
て
い
て
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
タ
ル
ド
の
も
の
を
集

中
的
に
読
ん
だ
の
だ
が
、「
社
会
的
事
象
」
と
は
何
か
を
め
ぐ
る
タ
ル
ド
と
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ム
と
の
論
争
も
「
種
の
論
理
」
と
決

し
て
無
縁
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
『
自
殺
論
』
の
序
文
で
「
諸
個
人
だ
け
で
は
社
会
は
存
在
し
な
い
」
と

書
い
て
い
る
。『
宗
教
生
活
の
基
本
形
態
』
で
は
デ
ュ
ル
ケ
ム
自
身
「
社
会
は
諸
個
人
の
意
識
に
お
い
て
の
み
、
ま
た
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
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て
存
在
す
る
」
と
微
妙
に
立
場
を
変
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
前
者
の
言
葉
を
、
タ
ル
ド
は
「
諸
個
人
が
な
く
て
も
社
会
は
存
在
す
る
」

と
読
み
替
え
、
中
世
的
「
実
在
論
」
の
悪
し
き
復
活
を
そ
こ
に
見
る
と
共
に
、「
民
族
精
神
」「
国
民
性
」
な
ど
の
名
を
ま
と
う
「
集
団
的

表
象
」、
す
な
わ
ち
諸
個
人
に
と
っ
て
外
的
で
強
制
的
な
「
モ
ノ
」（chose

）
そ
れ
自
体
の
存
在
に
疑
義
を
唱
え
て
い
る
。

　

田
辺
元
が
「
社
会
存
在
の
論
理
」
を
発
表
し
た
の
は
一
九
三
四
年
、
同
論
を
繙
く
な
ら
、
田
辺
に
と
っ
て
い
か
に
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
重
要

で
あ
っ
た
か
は
す
ぐ
分
か
る
だ
ろ
う
。
タ
ル
ド
へ
の
言
及
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
言
及
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
ど
う
解
釈
す
る
か
は

容
易
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
田
辺
の
教
え
子
に
し
て
彼
が
最
も
恐
れ
た
批
判
者
で
も
あ
っ
た
戸
坂
潤
が
一
九
三
〇
年
に
発
表
し
た
「
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
論
理
学
」
で
、「
近
代
に
於
け
る
最
も
意
味
あ
る
、
そ
し
て
最
も
独
創
的
な
社
会
学
者G

.Tarde

」
と
タ
ル
ド
を
称
え
、
そ

れ
の
み
な
ら
ず
、
タ
ル
ド
社
会
学
の
問
題
点
を
的
確
に
抉
り
出
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
道
元
に
よ
っ
て
田
辺
と
結
ば
れ
た
和
辻
哲
郎
が

そ
の
『
倫
理
学
』
第
一
章
「
人
間
存
在
の
根
本
構
造
」
第
四
節
「
人
間
存
在
の
否
定
的
構
造
」
で
、
ま
さ
に
タ
ル
ド
と
デ
ュ
ル
ケ
ム
双
方

を
批
判
的
に
解
釈
し
て
い
る
こ
と
を
想
う
と
き
、
田
辺
に
お
け
る
タ
ル
ド
の
不
在
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推

測
を
禁
じ
え
な
い
。

　

タ
ル
ド
の
議
論
は
「
す
べ
て
の
事
象
は
社
会
的
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
実
は
「
個
人
」
な
い
し
「
個
体
」
の

観
念
そ
の
も
の
を
改
鋳
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
和
辻
の
言
う
よ
う
に
、
タ
ル
ド
に
と
っ
て
「
社
会
は
、
個
人
意
識
と
独
立
な
実

体
で
は
な
く
し
て
、
個
人
の
意
識
と
意
識
と
の
間
の
心
理
学
的
関
係
、
す
な
わ
ち
模
倣
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
」（Œ

uvres de G
abriel 

Tarde, volum
e I, Les Em

pécheurs de penser en rond, 1999, p.157

）
の
だ
と
す
れ
ば
、
し
か
も
、「
か
か
る
対
象
的
な
関
係
を
タ

ル
ド
は
た
だ
二
人
の
個
人
の
関
係
、
特
に
大
人
と
小
人
と
の
関
係
に
ま
で
導
き
返
し
て
い
る
」（id.

）
の
だ
す
れ
ば
、
個
人
と
個
人
と
の

こ
の
よ
う
な
関
係
―
―「
我
と
汝
」の
関
係
―
―
か
ら
社
会
を
導
出
し
よ
う
と
す
る
そ
も
そ
も
無
理
の
あ
る
論
理
を
斥
け
る
こ
と
こ
そ
、「
種

の
論
理
」
構
築
の
動
機
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
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そ
れ
に
し
て
も
、
こ
う
書
き
進
め
て
い
る
と
、「
種
の
論
理
」
の
構
築
が
、
ジ
ュ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
、
ミ
シ
ェ
ル
・
レ
イ
リ
ス
、
ロ
ジ
ェ
・

カ
イ
ヨ
ワ
に
よ
る
「
聖
社
会
学
」
の
展
開
や
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
社
会
学
研
究
所
の
動
き
と
ま
さ
に
同
時
併
行
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
に
、
遅
ま
き
な
が
ら
新
鮮
な
感
慨
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。

　
「
種
の
論
理
」
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
発
表
者
が
い
つ
も
思
い
浮
か
べ
て
い
る
二
つ
の
言
葉
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
神

学
政
治
論
』
に
記
さ
れ
た
言
葉
で
、「
自
然
は
民
族
を
創
ら
ず
、
た
だ
個
々
の
人
間
を
創
る
の
み
で
、
個
々
の
人
間
は
言
語
、
法
律
な
ら

び
に
風
習
の
相
違
に
よ
っ
て
初
め
て
民
族
に
区
別
さ
れ
る
」
と
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
は
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
が
遺
し
た
言
葉
で
、
そ
れ

に
よ
る
と
、「
私
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
以
上
に
わ
れ
わ
れ
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」（Il ne faut pas être m

oi, m
ais il faut 

encore m
oins être nous

）
と
い
う
の
だ
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
答
え
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
困
難
な
理
論
化
の
努
力
を
要
請

し
て
い
る
の
だ
が
、「
種
の
論
理
」
を
根
底
か
ら
覆
す
た
め
に
は
、
ま
さ
に
こ
の
努
力
が
不
可
欠
で
あ
る
と
発
表
者
に
は
思
え
る
の
だ
。

　
「
人
間
」と
い
う
類
へ
の
所
属
を
証
明
さ
れ
ざ
る
漠
た
る
前
提
と
し
な
が
ら
、一
方
で
は
自
分
を
ひ
と
つ
の
個
体
と
み
な
し
、そ
れ
を「
私
」

と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
他
方
で
は
こ
の
個
体
＝
私
の
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」（
帰
属
、
同
一
性
）
を
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
集
団

に
求
め
、
こ
の
集
団
に
民
族
、
国
民
、
人
種
な
ど
様
々
な
呼
称
を
与
え
う
る
と
い
う
「
思
い
込
み
」、
フ
ー
コ
ー
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
「
全

体
化
す
る
権
力
」
と
「
個
体
化
す
る
権
力
」
と
の
共
犯
性
を
見
て
取
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
「
思
い
込
み
」
が
い
か
に
し
て
形
成
さ

れ
る
の
か
を
解
明
す
る
と
共
に
、そ
こ
に
は
吸
収
さ
れ
ざ
る
個
体
化
の
過
程
が
不
断
に
働
き
続
け
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
い
限
り
、

「
種
の
論
理
」
は
そ
れ
を
生
み
出
し
、
か
つ
封
印
し
た
状
況
と
共
に
回
帰
し
続
け
る
。
現
に
今
も
回
帰
し
て
い
る
、
そ
れ
も
、「
種
の
論
理
」

の
よ
う
な
緊
急
事
態
の
国
家
論
理
と
は
無
縁
と
思
い
込
ん
で
い
る
者
た
ち
の
う
ち
に
、
彼
ら
の
う
ち
に
こ
そ
回
帰
し
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
構
え
に
変
わ
り
は
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
幾
度
か
「
種
の
論
理
」
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
執
筆
者
は
愚
か
に
も
、「
種
の
論
理
」
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の
公
表
直
後
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
論
争
が
非
常
に
高
度
な
も
の
で
、
今
提
起
し
た
よ
う
な
問
題
に
す
で
に
踏
み
込
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と

に
気
づ
く
こ
と
が
な
か
っ
た
。「
種
の
論
理
の
意
味
を
明
か
す
」
と
い
う
田
辺
自
身
に
よ
る
長
大
な
再
反
論
を
読
ん
で
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
だ
。
長
き
隠
蔽
、
隠
蔽
と
も
思
わ
れ
な
い
隠
蔽
の
後
に
「
種
の
論
理
」
を
（
再
）
発
見
し
た
と
い

う
思
い
上
が
り
が
、「
種
の
論
理
」
の
展
開
過
程
で
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
生
じ
た
当
時
の
論
争
の
意
義
を
過
小
評
価
さ
せ

る
結
果
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
田
辺
が
前
掲
論
文
で
主
に
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
高
橋
里
美
と
務
台
理
作
に
よ
る
反
論
で
あ
る
。
今

回
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
南
原
繁
の
『
国
家
と
宗
教
』（
一
九
四
二
年
）
第
四
章
「
ナ
チ
ス
世
界
観
と
宗
教
」

を
こ
れ
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

高
橋
里
美
と
い
う
と
「
包
弁
証
法
」「
全
体
の
立
場
」、
務
台
理
作
と
い
う
と
「
場
所
の
論
理
」「
第
三
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
が
連
想
さ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
高
橋
は
一
八
八
六
年
に
生
ま
れ
一
九
六
四
年
に
没
し
、
務
台
は
一
八
九
〇
年
に
生
ま
れ
一
九
七
〇
年
に
没
し
て

い
る
か
ら
、
二
人
は
ほ
ぼ
同
時
代
を
生
き
た
こ
と
に
な
る
。
共
に
西
田
と
田
辺
の
教
え
を
受
け
、
こ
れ
ま
た
ほ
ぼ
同
時
期
に
ド
イ
ツ
に
留

学
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
謦
咳
に
接
し
て
い
る
。

　

高
橋
は
「
種
の
論
理
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
を
『
思
想
』
の
一
九
三
六
年
十
二
月
号
、一
九
三
七
年
二
月
号
、三
月
号
に
三
度
に
わ
た
っ

て
連
載
し
て
い
る
。後
に
こ
れ
ら
の
論
考
は『
歴
史
と
現
実
』（
一
九
三
九
年
）に
収
め
ら
れ
る
。高
橋
は
岩
波
講
座『
倫
理
学
』（
一
九
四
一
年
）

に
寄
せ
た
「
歴
史
的
現
実
性
」
で
も
「
種
の
論
理
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
『
包
弁
証
法
』（
一
九
四
二
年
）
に
収
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
以
外
に
も
、
高
橋
は
筑
摩
書
房
か
ら
の
『
田
辺
元
全
集
』
の
刊
行
に
際
し
て
は
「
世
界
思
想
史
の
縮
図
―
―
「
田
辺

元
全
集
」
刊
行
に
よ
せ
て
―
―
」（
一
九
六
三
年
）
を
、
田
辺
元
の
死
に
際
し
て
は
追
悼
文
「
田
辺
君
を
偲
ん
で
」
を
書
い
て
い
る
。
一

方
の
務
台
は
一
九
三
七
年
に
「
社
会
存
在
論
に
於
け
る
世
界
構
造
の
問
題
」
を
東
京
文
理
科
大
学
哲
学
会
編
『
哲
学
論
叢
』
に
発
表
、
二

年
後
に
は
単
行
本
『
社
会
存
在
論
』
を
弘
文
堂
書
房
か
ら
出
版
し
て
い
る
。
他
に
も
、
同
じ
く
弘
文
堂
刊
の
『
田
辺
哲
学
』
に
「
実
存
と
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社
会
的
実
践
」
を
寄
せ
、
ま
た
『
田
辺
元
全
集
』
の
月
報
七
の
た
め
に
「
京
大
来
任
当
初
の
田
辺
先
生
」
を
書
い
て
い
る
。
務
台
の
『
社

会
存
在
論
』
に
つ
い
て
は
、
若
き
丸
山
真
男
が
そ
の
書
評
を
一
九
三
九
年
に
『
国
家
学
会
雑
誌
』
に
発
表
し
て
い
る
。
因
み
に
、
南
原
繁

は
丸
山
の
師
に
ほ
か
な
ら
ず
、
丸
山
の
処
女
論
考
と
も
い
う
べ
き
「
政
治
学
に
於
け
る
国
家
の
概
念
」（
一
九
三
六
年
）
は
、
田
辺
の
「
種

の
論
理
」
を
強
く
意
識
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
社
会
存
在
論
に
於
け
る
世
界
構
造
の
問
題
」
の
末
尾
で
務
台
が
断
っ
て
い
る
よ
う
に
、
務
台
は
高
橋
の
「
種
の
論
理
に
つ
い
て
」
を

踏
ま
え
て
お
り
、
ま
た
、
西
田
幾
多
郎
そ
の
ひ
と
が
務
台
の
田
辺
解
釈
に
賛
同
の
意
を
表
明
し
て
い
る
。
高
橋
に
お
い
て
も
、「
種
の
論

理
に
つ
い
て
」
は
「
西
田
哲
学
に
つ
い
て
」（『
思
想
』
一
九
三
六
年
一
月
号
）
と
対
を
な
す
論
考
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

二
． 

問
題
の
所
在

　

高
橋
と
務
台
は
「
種
の
論
理
」
の
ど
の
点
に
疑
問
を
感
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
高
橋
で
あ
る
が
、
こ
う
言
っ
て
い
る
。

こ
の
絶
対
媒
介
の
哲
学
は
媒
介
の
概
念
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
る
に
種
の
論
理
は
種
を
直
接

態
と
し
て
立
て
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
媒
介
性
と
直
接
性
と
の
関
係
が
当
然
そ
こ
で
問
題
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
（
四
・
二
二
三
）。

　

後
述
す
る
よ
う
に
、「
直
接
的
な
も
の
」〔
無
媒
介
的
な
も
の
〕
を
容
認
し
な
い
は
ず
の
「
絶
対
媒
介
の
哲
学
」
の
な
か
で
田
辺
が
「
種
」

を
「
直
接
態
」
と
し
て
立
て
た
こ
と
に
高
橋
は
疑
義
を
呈
し
、「
こ
の
媒
介
さ
れ
た
直
接
性
と
い
う
こ
と
は
い
か
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
か
」と
い
う
視
点
か
ら
幾
つ
か
の
可
能
性
を
探
っ
た
後
で
、「
こ
こ
に
我
々
は
一
つ
の
根
本
的
な
ア
ポ
リ
ア
に
直
面
す
る
の
で
あ
る
」



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
四
号

三
〇

（
四
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二
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四
） 

と
結
論
づ
け
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
解
決
す
る
一
つ
の
道
と
し
て
「
媒
介
性
を
無
に
す
る
こ
と
、
無
な
る
媒
介
乃
至
無
媒
介

の
媒
介
な
る
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
解
決
策
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
務
台
の
「
社
会
存
在
論
に
於
け

る
世
界
構
造
の
問
題
」
の
次
の
引
用
文
は
、
務
台
も
ま
た
高
橋
と
同
様
の
疑
問
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

博
士
の
社
会
存
在
の
構
造
契
機
及
び
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
敢
て
御
教
示
を
乞
い
た
い
と
思
う
の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

第
一
に
は
博
士
の
と
ら
れ
る
論
理
主
義
的
立
場
に
於
て
、
そ
の
論
理
的
な
も
の
が
果
た
し
て
社
会
存
在
の
中
核
に
迄
到
り
得
る
か
否

か
と
い
う
点
、
そ
れ
に
関
連
し
て
種
の
直
接
態
が
元
来
に
於
て
如
何
な
る
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
。
第
二

に
は
、
種
は
必
然
的
に
否
定
契
機
と
な
る
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
を
他
に
依
る
の
で
な
く
種
自
身
の
自
己
否
定
に
由
る
も
の
と

さ
れ
る
博
士
の
立
場
に
於
て
、
絶
対
否
定
と
種
の
自
己
否
定
と
を
峻
別
さ
れ
る
の
に
対
し
、
私
は
ど
こ
迄
も
自
己
否
定
即
絶
対
否
定

の
見
地
を
と
り
た
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
（
四
・
一
四
四
）。

　

務
台
に
あ
っ
て
は
、「
種
の
直
接
態
」
と
田
辺
の
「
論
理
主
義
的
立
場
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
連
動
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
後
で
取

り
上
げ
る
と
し
て
、「
種
の
自
己
否
定
」
に
つ
い
て
若
干
説
明
し
て
お
く
と
、
こ
れ
は
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
で
田
辺
が
打
ち

出
し
た
考
え
で
、
務
台
の
み
な
ら
ず
高
橋
も
ま
た
こ
の
「
訂
正
」
を
大
い
に
問
題
視
し
て
い
た
。

氏
が
最
近
の
論
文
『
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
』
に
お
い
て
、尊
敬
す
べ
き
学
者
的
誠
実
さ
を
率
直
さ
と
を
も
っ
て
、『
種
の
論
理
』

に
自
ら
加
え
ら
れ
た
訂
正
は
、
階
級
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
を
機
縁
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
絶
対
媒

介
の
論
理
の
要
求
に
一
致
す
る
点
に
お
い
て
特
に
我
々
に
と
っ
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
氏
の
『
種
の
論
理
』
に
お
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一

「
種
の
論
理
」
論
争
を
め
ぐ
っ
て
〔
合
田
〕

い
て
は
種
が
個
を
媒
介
す
る
方
面
が
専
ら
強
調
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
後
の
論
文
に
お
い
て
は
、
一
方
個
が
直
接
に
種
に
対
立
し

て
そ
れ
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
種
の
自
己
否
定
に
よ
っ
て
媒
介
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
主
張
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
他
方

個
も
ま
た
そ
れ
に
相
応
す
る
力
的
契
機
を
種
の
う
つ
に
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
種
を
媒
介
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
果
た
し
て

し
か
ら
ば
我
々
は
種
を
も
っ
て
完
全
に
直
接
的
な
も
の
と
は
考
え
え
ざ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
四
・
二
二
八
）。

　
「
種
の
直
接
態
」「
論
理
主
義
的
立
場
」「
種
の
自
己
否
定
」「
階
級
の
問
題
」
と
い
っ
た
問
題
群
が
こ
う
し
て
出
揃
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、

田
辺
自
身
の
な
か
で
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

三
．
展
開
と
訂
正 

　

ま
ず
、「
絶
対
媒
介
の
哲
学
」と
は
い
か
な
る
も
の
だ
ろ
う
か
。「
種
の
論
理
」は
高
度
に
折
衷
主
義
的
な
仕
方
で
成
立
し
た
が
、「
弁
証
法
」、

そ
れ
も
就
中
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
弁
証
法
」
と
の
対
決
は
そ
の
最
も
重
要
な
契
機
な
い
し
織
糸
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁

証
法
』（
一
九
三
二
年
）
に
、
こ
の
格
闘
の
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
田
辺
は
従
来
の
弁
証
法
に
つ
い
て
「
総
合
性
」「
否
定
性
」

「
実
在
性
」「
発
出
性
」
の
四
つ
の
特
徴
を
挙
げ
、
第
四
の
「
発
出
性
」
に
他
の
す
べ
て
が
懸
か
っ
て
い
た
と
し
て
い
る
。「
発
出
性
」
は
、

す
べ
て
を
自
己
か
ら
演
繹
的
に
導
き
出
す
と
い
う
弁
証
法
の
性
質
を
指
し
用
語
で
、
す
べ
て
が
そ
こ
か
ら
発
出
す
る
と
こ
ろ
の
何
か
そ
れ

自
体
は
弁
証
法
的
な
媒
介
過
程
に
巻
き
込
ま
れ
ざ
る
非
弁
証
法
的
な
弁
証
法
の
起
源
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
始
ま
り
に
つ
い
て
の
み
な
ら

ず
、
終
わ
り
に
つ
い
て
も
、「
絶
対
知
も
発
展
の
中
に
あ
る
と
共
に
之
を
超
え
て
之
を
内
に
含
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
非
弁
証
法

的
な
終
点
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
を
見
誤
っ
た
と
い
う
点
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
も
「
唯
物
弁
証
法
」
な
る
も
の
も
同
断
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で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
か
に
見
え
て
い
ず
れ
も
「
汎
論
理
主
義
」
に
陥
っ
て
い
る
の
だ
。
の
み
な
ら
ず
、「
発
出
性
」

と
い
う
呼
称
は
、
こ
の
よ
う
な
弁
証
法
批
判
が
、「
西
田
先
生
の
教
え
を
仰
ぐ
」（
一
九
三
〇
年
）
で
の
西
田
批
判
と
も
連
動
し
て
い
た
こ

と
を
告
げ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
二
つ
の
要
請
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
弁
証
法
が
「
汎
論
理
主
義
」
に
陥
ら
な
い
た
め
に
は
、
弁
証
法
に
、
少

な
く
と
も
そ
の
「
発
出
性
」
に
抗
う
一
種
の
「
外
部
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
田
辺
は
そ
れ
を
「
直
接
態
の
有
す
る
非
合
理
性
」（I/197

）

（
岩
波
文
庫
版
）
と
呼
ぶ
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
こ
の
非
弁
証
法
的
な
も
の
も
弁
証
法
的
に
媒
介
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
直

接
態
の
有
す
る
非
合
理
性
は
棄
却
さ
れ
る
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、か
え
っ
て
論
理
の
媒
介
と
し
て
維
持
せ
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（I/197

）。
か
く
し
て
「
弁
証
法
的
な
る
も
の
と
弁
証
法
を
超
え
る
も
の
と
の
弁
証
法
的
統
一
た
る
絶
対
弁
証
法
」
が
不
可
欠
で
あ
る
こ

と
に
あ
る
。

　

今
、非
合
理
的「
外
部
」と
呼
ん
だ
も
の
、そ
れ
は
田
辺
に
と
っ
て
何
で
あ
っ
た
の
か
。
ひ
と
こ
と
で
言
う
と
、そ
れ
は「
身
体
」「
身
体
性
」

で
あ
っ
た
。
こ
の
「
身
体
」
が
「
種
」
と
化
す
の
だ
が
、
そ
の
際
、
田
辺
は
一
方
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
身
体
」

の
不
在
を
指
摘
し
、
他
方
で
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
よ
う
な
哲
学
者
か
ら
「
飲
食
」
を
初
め
と
す
る
身
体
の
諸
相
を
学
ん
だ
。「
人
間

学
の
立
場
」（
一
九
三
一
年
）を
読
む
と
、フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ『
将
来
哲
学
の
根
本
問
題
』の
画
期
的
意
義
を
認
め
た
う
え
で
、田
辺
が
、「
我

と
汝
」
に
よ
っ
て
社
会
存
在
〔
共
同
性
〕
を
基
礎
づ
け
ん
と
す
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
立
場
に
不
可
能
の
烙
印
を
押
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。

　
「
個
」
あ
る
い
は
「
類
」
を
直
接
的
な
も
の
と
み
な
し
て
そ
れ
を
出
発
点
と
す
る
論
理
を
斥
け
る
こ
と
、
そ
れ
が
「
種
の
論
理
」
の
根

本
的
な
狙
い
で
あ
っ
た
。「
個
」
も
「
類
」
も
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て
し
か
あ
り
え
ず
、
両
者
を
共
に
媒
介
す
る
の
が
「
種
」
と
い
う

第
三
項
な
の
で
あ
る
。「
種
」
に
つ
い
て
、「
社
会
存
在
の
論
理
」
の
田
辺
は
、「
国
家
と
い
い
民
族
と
い
い
階
級
と
い
い
、
い
ず
れ
も
人

類
の
全
と
個
人
の
個
と
に
対
し
、種
の
位
置
に
立
つ
も
の
」（I/22

）
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
が
、「
種
の
生
命
」「
血
縁
氏
族
と
し
て
の
種
」
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「
種
の
論
理
」
論
争
を
め
ぐ
っ
て
〔
合
田
〕

（I/38
）、「
国
家
に
固
有
な
る
種
の
直
接
的
統
一
、
民
族
の
統
制
」（I/171

）、「
種
た
る
民
族
共
同
体
」（I/165

）
と
あ
る
よ
う
に
、
す
で

に
「
種
」
と
「
民
族
」
と
の
連
関
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

媒
介
と
い
う
点
か
ら
見
て
、
で
は
「
種
」
そ
れ
自
体
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
と
、「
個
」
と
「
類
」
を
媒
介
す
る
こ
と
で
、「
種
」
も
両

者
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
媒
介
さ
れ
る
。
も
っ
と
正
確
に
言
う
な
ら
、「
個
は
種
を
予
想
し
、種
の
生
命
を
そ
の
根
源
」（I/38

）と
す
る
。「
個
」

は
「
種
の
直
接
な
る
限
定
を
母
胎
と
す
る
」（
同
右
、下
線
引
用
者
）
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、「
個
」
の
誕
生
は
ま
た
、「
種
」
か
ら
の
「
分

有
」（
メ
テ
ク
シ
ス
）
と
し
て
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
、「
個
」
は
み
ず
か
ら
の
根
源
た
る
「
種
」
を
否
定
し
て
自
存
し
よ
う
と

す
る
。
こ
れ
が
「
分
有
」（
種
の
論
理
）
に
対
す
る
「
分
立
」（
個
の
論
理
）
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
「
分
立
」
は
利
己
主
義
的
個
人

を
成
立
さ
せ
る
一
方
で
、「
種
」
を
「
類
」
へ
と
媒
介
的
に
高
め
る
契
機
と
も
な
り
う
る
。
翻
っ
て
言
う
な
ら
、「
類
」
は
（「
個
」
に
よ
っ

て
否
定
的
に
媒
介
さ
れ
る
）「
種
」
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
の
み
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、「
現
象
形
態
よ
り
言
え
ば
」、「
種
」
と
異
な
る

も
の
で
は
な
く
、「
種
」
の
普
遍
的
側
面
を
言
い
表
し
た
も
の
な
の
だ
。

　
「
個
」
に
よ
っ
て
否
定
的
に
媒
介
さ
れ
る
と
は
い
え
、
し
か
し
、「
種
」
が
先
在
す
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。「
個
」、「
類
」
と
「
種
」

と
の
あ
い
だ
の
媒
介
す
る
も
の
―
媒
介
さ
れ
る
も
の
の
相
互
連
関
は
非
対
称
的
で
、「
種
」
は
あ
く
ま
で
「
媒
介
す
る
も
の
」
な
の
だ
。

し
か
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
一
種
の
非
弁
証
法
的
、
非
合
理
的
「
外
部
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
つ
ど
す
で
に
実
在

す
る
も
の
と
し
て
弁
証
法
の
論
理
に
抵
抗
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
外
部
」
を
も
捲
き
込
む
の
が
「
絶
対
弁
証

法
」
だ
か
ら
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
田
辺
は
「
種
」
を
「
直
接
態
」
と
呼
ん
だ
の
だ
が
、
非
対
称
的
で
あ
る
と
は
い
え
、
媒
介
の
相
互
性
は

権
利
上
担
保
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
す
べ
て
は
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
い
う
「
絶
対
媒
介
の
哲
学
」
の
根
幹
は
揺
ら
ぐ
こ
と
が
な
い
。

　
「
直
接
態
」
は
「
即
自
」
と
も
時
に
言
い
換
え
ら
れ
、「
種
の
即
自
的
統
一
」（I/38

）、「
種
の
相
対
的
直
接
的
統
一
」（I/156

）
と
あ
る

よ
う
に
、「
統
一
」
と
い
う
語
を
し
ば
し
ば
伴
っ
て
い
る
（「
相
対
的
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
後
述
）。
し
か
し
、
な
ぜ
「
統
一
」
と
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言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
が
、
高
橋
の
指
摘
す
る
よ
う
な
「
種
の
論
理
」
の
「
訂
正
」
を
促
す
こ
と
に
な
る
だ
が
、
こ
の
と
き
田
辺

を
悩
ま
せ
て
い
た
の
は
「
階
級
」
で
あ
り
「
階
級
分
裂
」
で
あ
っ
た
。
田
辺
に
と
っ
て
、「
種
」
は
「
階
級
」
で
は
な
い
と
は
い
え
、「
種

の
論
理
」
は
階
級
の
発
生
を
も
説
明
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、「
分
立
」
し
た
「
個
」
が
そ
の
利
害
な
ど
で
一
致
し

て
「
階
級
」
を
形
成
す
る
と
な
る
と
、
こ
れ
は
個
に
よ
る
社
会
契
約
と
い
う
考
え
を
そ
も
そ
も
斥
け
る
「
種
の
論
理
」
の
根
幹
に
背
く
こ

と
に
な
る
。
社
会
の
「
階
級
的
分
裂
」
の
源
泉
は
あ
く
ま
で
「
種
」
そ
の
も
の
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
提
唱

さ
れ
た
の
が
「
種
の
自
己
否
定
」
と
い
う
考
え
な
の
で
あ
る
。

　
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
で
田
辺
は
、「
と
に
か
く
私
に
と
っ
て
、
個
体
の
原
理
を
明
に
す
る
に
は
今
迄
考
へ
て
居
た
如
く
直
接

に
種
を
否
定
す
る
も
の
と
い
う
だ
け
で
は
不
十
分
た
る
こ
と
を
、
此
種
的
統
一
の
分
裂
対
立
の
問
題
を
通
し
て
気
附
か
し
め
ら
れ
る
に

至
っ
た
こ
と
が
、
此
小
論
を
草
す
る
最
も
主
要
な
る
動
機
な
の
で
あ
る
」（
六
・
三
〇
九
）
と
打
ち
明
け
て
い
る
。「
種
の
自
己
否
定
」
な

る
も
の
が
「
個
体
の
原
理
」
と
も
係
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
個
の
分

立
に
よ
る
種
と
個
と
の
否
定
的
対
立
が
か
え
っ
て
「
類
的
個
人
」
の
例
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
種
か
ら
類
へ
の
道
を
開
く
の
だ
と
す
れ
ば
、

少
な
く
と
も
こ
の
過
程
で
は
「
種
」
は
い
わ
ば
受
け
身
の
位
置
に
あ
っ
て
主
導
権
は
「
個
」
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
田
辺
は
、「
種
」

の
否
定
が
「
種
」
そ
れ
自
体
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
で
、
先
に
挙
げ
た
四
つ
の
論
点
を
簡
略
な
が
ら
説
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
高
橋
と
務
台
は
そ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
い
か

な
る
批
判
を
提
起
し
た
の
だ
ろ
う
か
。



三
五

「
種
の
論
理
」
論
争
を
め
ぐ
っ
て
〔
合
田
〕

四
．
批
判
―
―
高
橋
里
美
の
場
合

　

ま
ず
「
種
の
直
接
態
」
か
ら
始
め
る
。
高
橋
は
こ
の
点
に
「
根
本
的
な
ア
ポ
リ
ア
」
を
見
て
い
た
。「
完
全
な
る
三
極
的
絶
対
媒
介
の

論
理
に
お
い
て
は
、
直
接
態
な
る
も
の
は
ど
こ
に
も
存
せ
ず
、
全
、
種
、
個
の
三
者
の
各
々
が
媒
介
せ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

（
四
・
二
二
七
）
と
い
う
の
が
高
橋
の
構
え
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
種
は
個
に
よ
っ
て
媒
介
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
全
〔
普
遍
〕
に
よ
っ
て
媒

介
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」。
逆
に
「
種
の
自
己
否
定
」
も
「
同
時
に
双
方
的
に
同
時
に
個
で
あ
り
、か
つ
全
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
」（
四
・

二
二
九
―
二
三
〇
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
く
ま
で
「
直
接
態
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、「
そ
れ
は
無
な
る
媒
介
乃

至
は
無
媒
介
の
媒
介
」
で
あ
り
「
無
を
通
し
て
の
媒
介
」
を
措
い
て
他
に
あ
り
え
な
い
。
そ
し
て
、「
こ
れ
を
極
点
に
ま
で
押
し
つ
め
れ

ば
西
田
博
士
の
立
場
に
到
達
せ
ず
に
は
止
ま
ぬ
で
あ
ろ
う
」（
四
・
二
二
五
）。
高
橋
は
こ
こ
で
、
西
田
を
揶
揄
し
た
田
辺
「
種
の
論
理
と

世
界
図
式
」
の
一
節
を
逆
手
に
取
っ
て
田
辺
を
揶
揄
し
て
い
る
。

無
の
場
所
の
論
理
は
論
理
に
し
て
論
理
で
は
な
い
。
そ
れ
は
絶
対
媒
介
の
哲
学
で
な
く
し
て
、場
所
の
直
接
態
に
立
つ
か
ら
で
あ
る
。

歴
史
は
媒
介
で
あ
る
限
り
、
論
理
無
く
し
て
成
立
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
単
な
る
無
一
般
と
個
と
だ
け
で
は
媒
介
者
が
無
い
。
だ
か

ら
媒
介
と
い
う
も
無
の
媒
介
を
措
い
て
他
に
無
い
の
で
あ
る
（I/238

）。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
高
橋
は
、「
包
越
的
絶
対
的
無
」
の
観
念
に
よ
る
「
全
体
主
義
」
と
い
う
み
ず
か
ら
の
立
場
に
対
す
る
田
辺
の

批
判
に
一
矢
を
報
い
る
こ
と
を
も
意
図
し
て
い
た
。
西
田
の
名
も
高
橋
の
名
も
登
場
し
な
い
と
は
い
え
、上
記
論
考
で
の
田
辺
に
と
っ
て
、
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「
無
の
場
所
の
論
理
」
と
「
全
体
主
義
の
論
理
」
は
一
見
す
る
と
相
反
す
る
も
の
の
ご
と
く
見
え
る
が
実
は
表
裏
相
通
じ
る
も
の
で
、
い

ず
れ
も
、
種
に
よ
る
媒
介
を
無
視
し
て
却
っ
て
種
に
捕
ら
わ
れ
、「
無
宇
宙
論
」（
ア
コ
ス
ミ
ス
ム
ス
）
に
陥
り
、
非
弁
証
法
的
な
同
一
律

の
論
理
に
休
ら
う
神
秘
主
義
な
の
だ
が
、
こ
う
断
じ
る
田
辺
自
身
「
種
の
直
接
態
」
を
云
々
す
る
こ
と
で
避
け
難
く
敵
陣
に
捕
ら
わ
れ
ざ

る
を
え
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

田
辺
の
高
橋
批
判
は
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
争
点
を
示
し
て
い
た
。
分
立
す
る
「
個
」
が
「
非
連
続
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
「
種
」
は
「
連

続
」
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
が
、「
連
続
」「
非
連
続
」
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
の
が
そ
れ
で
、
こ
れ
は
先
の
「
直
接
態
」
に
係
る
と

同
時
に
、高
橋
自
身
言
っ
て
い
る
よ
う
に「
種
的
基
体
か
ら
個
的
主
体
の
発
現
す
る
に
至
る
過
程
」（
四
・
二
四
七
）に
係
る
問
題
で
も
あ
る
。

田
辺
は
ヘ
ル
マ
ン
・
コ
ー
ヘ
ン
的
な
「
微
分
」（D
ifferential

）
か
ら
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
デ
デ
キ
ン
ト
的
「
切
断
」（Schnitt

）
へ
と
移
行
し
、

「
幅
の
な
い
無
の
ナ
イ
フ
」
に
よ
る
が
ご
と
き
「
切
断
」
に
よ
っ
て
逆
に
「
連
続
」
が
得
ら
れ
る
と
考
え
た
。
高
橋
が
「
縁
暈
」（fringe

）

の
重
な
り
と
に
よ
っ
て
非
連
続
の
連
続
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
と
は
逆
の
発
想
で
、
事
実
、
田
辺
は
「
種
の
論
理
と
世
界
図
式
」
で
こ

の
説
を
古
典
集
合
論
に
お
け
る
要
素
主
義
を
脱
せ
ざ
る
も
の
と
し
て
厳
し
く
斥
け
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
高
橋
は
、「
私
が
氏
〔
田
辺
〕
に
お
い
て
な
お
コ
ー
ヘ
ン
的
な
も
の
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
の
は
、
氏
の
い
わ
ゆ

る
種
が
個
の
根
源
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
非
有
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
点
、
ま
た
こ
の
非
有
な
る
根
元
が
連
続
的
基
体
で
あ
っ

て
個
を
微
分
的
に
含
む
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
点
に
よ
る
」（
四
・
二
四
四
）
と
応
酬
す
る
。
高
橋
に
と
っ
て
、こ
の
こ
と
は
同
時
に
先
の
「
直

接
性
」
の
問
題
に
新
た
な
解
決
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
直
接
性
と
媒
介
性
を
否
定
的
対
立
と
し

て
で
は
な
く
、「
程
度
的
に
見
直
す
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
直
接
性
の
う
ち
に
微
分
的
な
る
媒
介
性
が
付
属
す
る
と
考
え
る
」（
四
・
二
二
六
）

こ
と
を
可
能
に
す
る
か
ら
だ
。「
微
分
的
な
る
媒
介
性
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

　
「
微
分
」
が
表
す
の
は
、
未
だ
存
在
せ
ざ
る
も
の
が
未
だ
存
在
せ
ざ
る
状
態
か
ら
存
在
し
始
め
る
ま
で
の
「
無
限
小
」
の
差
異
で
あ
り
、



三
七

「
種
の
論
理
」
論
争
を
め
ぐ
っ
て
〔
合
田
〕

こ
の
差
異
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
存
在
せ
ず
「
比
」
と
し
て
し
か
示
す
瀬
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
を
コ
ー
ヘ
ン
は
「
根
源
無
」
と
呼
ん

だ
。「
彼
〔
コ
ー
ヘ
ン
〕
の
主
張
す
る
如
く
、
或
る
も
の
が
根
源
無
か
ら
生
成
せ
ら
れ
る
過
程
は
連
続
的
で
あ
り
、
根
源
無
は
存
在
と
し

て
の
或
る
も
の
に
対
し
て
微
分
的
で
あ
る
」（
四
・
二
四
三
）
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
新
し
い
解
決
と
称
さ
れ
て
い
る

と
は
い
え
、
こ
の
解
決
も
「
無
に
よ
る
媒
介
」
を
主
張
し
て
い
る
の
だ
。

　

こ
こ
で
、「
程
度
的
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
も
ら
い
た
い
。「
程
度
的
」
と
は
い
え
、
無
か
ら
有
へ
の
生
成

変
化
を
含
意
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
単
に
同
質
な
も
の
の
量
的
差
異
を
示
す
も
の
で
な
い
の
は
明
ら
か
だ
が
、「
根
本
的
な
「
程
度
性
」

（G
radualism

us

）」（
三
・
八
十
九
）
お
よ
び
「
程
度
的
差
異
性
」（
四
・
二
五
七
）
こ
そ
、
高
橋
に
と
っ
て
は
、
弁
証
法
的
絶
対
媒
介
の
哲

学
で
は
把
持
で
き
な
い
「
連
続
的
生
成
」
の
論
理
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
。

　

あ
る
い
は
唐
突
の
感
を
抱
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
高
橋
が
提
起
し
て
い
る
問
題
は
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
「
反
・
言
」（contra-

diction

）
な
ら
ざ
る
「
併
・
言
」（vice-diction
）
の
観
念
に
よ
っ
て
、「
分
立
」（différenciation

）
と
「
微
分
」（différentiation

）

と
の
比
に
よ
っ
て
語
ろ
う
と
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

高
橋
も
ま
た
、
弁
証
法
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
「
生
成
変
化
」「
ニ
ュ
ア
ン
ス
」、
そ
し
て
「
多
数
性
・
多
元
性
」
を
主
張
し
よ

う
と
し
た
の
だ
。
曰
く
、「
弁
証
法
の
考
え
る
程
度
は
程
度
と
い
う
一
つ
の
概
念
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
把
握
す
る
特
殊
も
特
殊
と
い
う
一

つ
の
概
念
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
る
に
我
々
の
求
め
る
程
度
は
多
数
の
程
度
的
程
度
で
あ
り
、
ま
た
多
数
の
特
殊
的
特
殊
で
あ
る
」（
四
・

二
五
九
）（
強
調
原
文
）。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、「
連
続
的
生
成
」
を
明
る
み
に
出
そ
う
と
し
た
高
橋
は
「
私
に
従
え
ば
連
続
的
生
成
も
一
つ
の
根
源
的
分
散
性

﹇Zerstreuung

﹈
で
あ
る
」（
三
・
八
十
八
）
と
語
っ
た
人
物
で
も
あ
っ
て
、「
種
の
論
理
に
つ
い
て
」
で
も
こ
の
観
点
か
ら
批
判
が
な
さ

れ
て
い
る
。
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種
-
個
-
類
の
相
互
関
係
は
必
ず
し
も
そ
の
都
度
綺
麗
に
纏
ま
っ
た
円
環
運
動
を
描
く
も
の
で
は
な
く
、
多
く
は
私
の
い
わ
ゆ
る

分
散
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
都
度
そ
の
都
度
の
関
係
も
絶
対
的
相
互
否
定
の
弁
証
法
的
関
係
で
は
な
い
。
個
は
決
し
て
完
全

に
種
を
否
定
し
え
な
い
よ
う
に
類
も
ま
た
完
全
に
個
を
止
揚
し
え
な
い
。
そ
れ
ら
の
間
の
否
定
と
か
止
揚
と
か
い
う
関
係
そ
の
も
の

が
相
対
的
・
程
度
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
（
四
・
二
六
四
）。

　

一
方
で
類
と
種
は
現
象
形
態
と
し
て
は
同
一
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
他
方
で
ひ
と
つ
の
種
的
基
体
に
立
脚
す
る
ひ
と
つ
の
国
家
を
「
類

と
し
て
の
国
家
」「
具
体
的
類
と
し
て
の
絶
対
類
」
と
み
な
す
田
辺
に
対
し
て
、
た
と
え
田
辺
に
と
っ
て
「
人
類
」
な
る
も
の
が
「
単
に

抽
象
的
な
種
的
類
」
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、「
人
類
的
全
と
国
家
的
全
は
い
か
に
関
係
し
、
国
家
と
国
家
と
の
国
際
的
関
係
は
い
か
に

考
え
る
べ
き
か
」
と
、
高
橋
が
問
う
こ
と
が
で
き
た
の
も
（
も
ち
ろ
ん
田
辺
も
「
社
会
的
正
義
の
国
際
的
拡
充
」﹇
六
・
三
七
五
﹈
を
語
っ

て
は
い
る
）、
ま
た
、
歴
史
的
社
会
的
存
在
の
論
理
に
お
い
て
は
「
生
物
界
、
自
然
界
と
い
う
如
き
も
の
を
顧
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」（
四
・

二
六
五
）
と
言
い
え
た
の
も
そ
の
た
め
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
時
空
的
な
「
分
散
性
」「
断
片
性
」
を
強
調
す
る
高
橋
は
、
そ
れ
を
相
殺

す
る
よ
う
な
「
包
越
的
絶
対
無
」
の
観
念
を
も
提
出
し
た
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、「
包
越
的
絶
対
無
」
な
る
神
秘
的
観
念
も
ま
た
、

ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
グ
ァ
タ
リ
に
お
け
る
「
器
官
な
き
身
体
」
の
ご
と
き
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と

も
、
思
想
史
の
暗
部
に
愚
弄
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危
険
だ
け
は
銘
記
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
の
冒
頭
で
、
田
辺
は
、「
私
の
意
味
す
る
所
の
種
は
（
…
）
否
定
的
対
立
の
関
係
で
な
く
し
て
相
違
の

関
係
を
以
て
他
の
種
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
」（
六
・
三
〇
八
）
が
、「
社
会
存
在
の
論
理
」
で
は
、「
此
點
の
考
が
十
分
精
密
で
な
く
、
種

と
種
の
対
立
を
説
い
た
」（
六
・
三
〇
八
）と
反
省
の
弁
を
記
し
て
い
る
が
、あ
た
か
も
高
橋
の
批
判
を
予
期
し
た
か
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。



三
九

「
種
の
論
理
」
論
争
を
め
ぐ
っ
て
〔
合
田
〕

い
や
、「
種
の
構
造
を
直
接
に
連
続
の
部
分
が
相
違
の
関
係
に
於
て
存
す
る
も
の
」（
六
・
三
七
五
）
と
す
る
と
い
っ
た
箇
所
に
高
橋
は
コ
ー

エ
ン
的
「
微
分
」
の
田
辺
に
お
け
る
残
滓
を
認
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
田
辺
は
果
た
し
て
「
相
違
」
の
論
理
を
築
き
え
た
の

だ
ろ
う
か
。

五
．
批
判
―
―
務
台
理
作
の
場
合

　

先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、「
私
は
ど
こ
迄
も
自
己
否
定
即
絶
対
否
定
の
見
地
を
と
り
た
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
」
と
「
社
会
存
在
論
に

於
け
る
世
界
構
造
の
問
題
」
で
述
べ
た
と
き
、
務
台
も
、
高
橋
と
同
様
、「
種
の
自
己
否
定
」
が
「
絶
対
無
」
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
言
わ
ん
と
し
て
い
た
。
で
は
、
務
台
は
ど
の
よ
う
に
こ
の
「
裏
付
け
」
を
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
務
台
は
、
一
本
の
直
線X

と
そ
れ
と
同
じ
点P

で
接
す
る
大
小
二
つ
の
円A

, B

か
ら
成
る
図
を
提
示
し
て
い
る
。X

は
「
絶
対
無
」
で
「
一
切
を
包
み
つ
つ
そ
れ

を
裏
付
け
る
無
限
大
の
円
周
」（
四
・
一
二
二
）
を
表
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
包
ま
れ
る
「
一
切
」
が
「
世
界
」
で
、
そ
れ
を
表
す
の
が
よ

り
大
き
な
円A

で
あ
る
。
た
だ
し
、X

とA

は
「
無
限
」
と
「
無
際
限
」
の
よ
う
に
根
底
的
に
異
質
で
、
単
に
全
体
と
部
分
の
関
係
を

成
す
の
で
は
な
い
。「
世
界
」
は
接
点
―
―
務
台
は
「
切
点
」
と
書
く
―
―P

で
「
絶
対
無
」
と
「
相
切
す
る
」
が
、
あ
た
か
も
境
界
線

が
二
つ
の
縁
を
持
つ
よ
う
に
、「
絶
対
無
」
と
「
相
切
す
る
」
面
で
は
、「
世
界
は
基
底
の
な
い
深
淵
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し

他
面
に
歴
史
的
・
社
会
的
存
在
性
格
を
持
つ
と
考
え
る
と
き
、
こ
の
無
底
を
充
実
す
る
質
料
的
規
定
を
そ
の
契
機
の
一
と
せ
ね
ば
な
ら
な

い
」（
四
・
一
二
〇
）。
こ
の
後
者
の
側
面
が
「
種
的
基
体
」
で
あ
り
、「
世
界
内
存
在
と
し
て
の
種
的
基
体
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、「
世
界
」

の
内
包
さ
れ
た
よ
り
小
さ
な
円B

が
そ
れ
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、こ
れ
ら
三
つ
、す
な
わ
ちX

A
B

が
接
す
る
点P

が「
主
体
的
個
体
」

と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
「
個
体
点
」
が
無
数
に
あ
る
の
だ
が
、「
タ
ン
ジ
ェ
ン
ス
」
と
い
う
発
想
を
採
る
点
で
は
「
微
分
」
的
で
あ
る
と
は
い
え
、

務
台
の
議
論
は
弁
証
法
的
媒
介
と
も
連
続
的
生
成
と
も
異
な
る
ま
さ
に
構
造
論
的
な
も
の
で
、
後
述
す
る
よ
う
に
、「
表
出
」（
映
像
、
写

像
）
と
「
形
態
化
」
が
こ
の
構
造
を
動
態
化
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
「
人
は
世
界
に
向
か
う
限
り
世
界
の
深
淵
を
見
る
が
、
成
員
と
し
て
自
己
を
社
会
の
中
に
見
る
限
り
、
そ
の
方
向
に
運
命
的
な
連
帯
を

見
る
で
あ
ろ
う
」（
四
・
一
二
二
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
主
体
的
個
体
」
は
二
つ
の
方
位
を
有
し
て
お
り
、
務
台
は
「
身
体
性
」
の
観
点
か

ら
、
前
者
の
方
位
を
「
要
素
的
身
体
性
」、
後
者
を
「
成
員
的
身
体
性
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
二
つ
の
「
身
体
」
が
あ
る
の
で

は
な
く
、
個
体
の
「
身
体
」
は
つ
ね
に
世
界
と
基
体
と
い
う
二
つ
の
方
位
の
結
合
点
な
の
だ
。「
要
素
的
」
と
い
う
表
現
は
「
ス
ト
イ
ケ

イ
ア
」「
エ
レ
メ
ン
ト
ゥ
ム
」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、水
や
大
気
や
火
や
土
の
よ
う
に
定
形
を
持
た
な
い
。「
世
界
」
が
務
台
に
あ
っ
て
「
流

動
」
と
み
な
さ
れ
、
一
方
、「
種
的
基
体
」
が
「
一
定
の
形
態
の
定
住
に
由
っ
て
そ
の
流
動
が
区
切
ら
れ
る
こ
と
」
と
し
て
の
「
形
態
化
」

と
さ
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。「
世
界
」
内
に
は
様
々
な
形
態
が
あ
る
が
、
世
界
自
体
は
形
態
を
も
た
な
い
。
こ
こ
で
も
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
務
台
が
「
形
態
化
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。G

estalt

で
は
な
くG

estaltung

で
あ
る
。
あ
く
ま
で
、

「
途
上
」
と
い
う
か
、「
形
成
作
用
」
な
い
し
そ
の
「
方
位
」
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
ゆ
が
み
」
と
も
「
力
率
」
と

も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

で
は
、「
世
界
」
と
「
種
的
基
体
」、「
無
底
」
と
「
基
底
」、「
流
動
」
と
「
形
態
化
」
と
い
う
二
分
法
で
、
務
台
言
う
と
こ
ろ
の
「
場

所
の
論
理
」
は
要
約
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
務
台
の
描
く
図
に
お
い
て
は
、「
種
的
基
体
」
を
表
す
円
の

な
か
に
更
にC

, D

と
い
う
二
つ
の
黒
点
が
打
た
れ
て
い
る
。C

は
、
個
体
に
お
け
る
世
界
へ
向
か
う
方
向
を
種
的
基
体
の
な
か
に
種
的

基
体
の
構
造
契
機
と
し
て
映
写
し
た
も
の
で
あ
り
、D

は
、
個
体
に
お
け
る
種
的
基
体
へ
向
か
う
方
向
を
当
の
種
的
基
体
の
な
か
に
そ

の
構
造
的
契
機
と
し
て
映
写
し
た
も
の
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
「
種
的
基
体
」
と
い
う
部
分
へ
と
世
界
と
い
う
全
体
が
映
写
さ



四
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「
種
の
論
理
」
論
争
を
め
ぐ
っ
て
〔
合
田
〕

れ
る
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
こ
の
部
分
が
自
己
を
自
己
の
部
分
と
し
て
自
己
に
う
ち
に
映
写
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
か
か
る
二
重
の
映
写

（「
つ
つ
み
・
つ
つ
ま
れ
る
」
関
係
と
も
呼
ば
れ
る
）
に
よ
っ
て
、「
種
的
基
体
」
と
い
う
「
世
界
（
限
定
）」
の
「
質
料
的
契
機
」
と
そ
の

「
重
畳
性
」
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
こ
に
「
重
畳
性
」
と
い
う
の
は
、C

とD

の
あ
い
だ
の
「
対
立
的
相
即
関
係
」「
相
互
限
定
」「
相
互
浸

透
」
の
謂
で
あ
っ
て
、
二
つ
の
方
向
の
「
動
揺
状
態
」
が
、
先
述
し
た
よ
う
な
「
種
的
基
体
」
即
ち
「
個
」
の
「
成
員
的
身
体
性
」
に
よ

る
形
成
作
用
、「
生
産
力
」（
つ
つ
ま
れ
た
も
の
の
ひ
る
が
え
り
）
の
特
殊
な
「
方
向
」「
ゆ
が
み
」
を
表
す
。
こ
の
よ
う
な
過
程
の
総
体
、

そ
れ
が
務
台
に
お
け
る
「
世
界
の
表
現
的
性
格
」
な
の
で
あ
る
。
因
み
に
、「
動
揺
」
な
い
し
「
動
揺
状
態
」
と
い
う
観
念
の
源
泉
と

し
て
、
務
台
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
師
で
も
あ
っ
た
シ
ャ
ル
ル
・
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
『
病
め
る
意
識
』（C

harles B
londel, La conscience 

m
orbide, 1928

）
の
い
うcénesthésie
〔
セ
ネ
ス
テ
ジ
ー
〕
を
挙
げ
て
い
る
。

　

務
台
は
田
辺
の
哲
学
に
つ
い
て
そ
の
「
論
理
主
義
」
を
難
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
田
辺
は
「
直
接
態
の
有
す
る
非

合
理
性
」
を
語
っ
て
「
汎
論
理
主
義
」
を
脱
却
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
た
し
か
に
そ
う
で
は
あ
る
が
、
務
台
の
目
に
は
そ

れ
は
こ
う
映
っ
た
。

博
士
〔
田
辺
〕
の
挙
げ
ら
れ
る
直
接
性
と
は
結
局
論
理
的
に
否
定
契
機
と
し
て
要
請
さ
れ
る
限
り
の
直
接
性
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味

で
は
む
し
ろ
論
理
的
直
接
性
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
被
媒
介
的
直
接
性
即
ち
現
実
性
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
に
も
拘
ら

ず
、
実
際
に
於
て
は
そ
の
著
し
い
論
理
的
契
機
性
の
た
め
に
現
実
的
性
格
は
後
退
し
て
単
に
論
理
的
性
格
だ
け
が
残
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
（
四
・
一
六
二
）。

　

田
辺
的
「
ロ
ゴ
ス
」
の
優
位
に
抗
し
て
、「
種
的
基
体
」
の
「
現
実
的
性
格
」
を
強
調
す
る
た
め
に
、
務
台
は
「
地
霊
的
パ
ト
ス
」「
地
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霊
的
・
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
」
と
い
っ
た
表
現
を
用
い
た
。「
世
界
の
根
本
的
現
象
と
し
て
、
世
界
の
中
に
は
地
霊
的
・
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ

な
生
産
力
が
蔵
さ
れ
て
お
り
、か
か
る
生
産
力
に
よ
っ
て
生
じ
る
い
わ
ば
力
の
空
間
の
ゆ
が
み
と
し
て
、こ
の
よ
う
な
種
性
を
知
る
」（
四
・

五
十
一
）（
強
調
原
文
）の
で
あ
る
。世
界
か
種
的
基
体
か
の
二
者
択
一
が
こ
こ
に
あ
り
え
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。無
底
に
し
て
基
底
、

基
底
に
し
て
無
底
、
無
形
に
し
て
有
形
、
有
形
に
し
て
無
形
、
流
動
化
に
し
て
形
態
化
、
形
態
化
に
し
て
流
動
化
と
い
う
相
互
限
定
点
に

ど
の
「
種
的
基
体
」
も
、
そ
れ
ゆ
え
ど
の
「
個
体
」
も
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
」
と
い
う
形
容
辞
は
ゲ
ー
テ
か
ら
借
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、そ
こ
に
、「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
」
と
「
ア

ポ
ロ
ン
的
な
も
の
」
と
の
不
可
能
な
婚
姻
、
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
構
想
の
務
台
に
及
ぼ
し
た
作
用
を
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な

い
。

　

種
的
「
基
体
」
は
文
化
形
成
の
「
主
体
」
で
あ
る
。「
基
体
の
主
体
化
」
と
務
台
は
言
っ
て
い
る
が
、
基
体
＝
主
体
と
い
う
あ
る
意
味

で
は
不
可
分
な
同
一
者
の
基
体
的
層
か
ら
見
た
と
き
文
化
は
「
基
層
文
化
」
と
し
て
の
相
貌
を
示
し
、
主
体
的
層
か
ら
見
た
と
き
そ
れ
は

「
上
層
文
化
」
と
し
て
の
相
貌
を
示
す
。
両
者
の
統
一
が
「
国
民
文
化
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
そ
し
て
と
り
わ
け
「
基
層

文
化
」
と
い
う
視
座
か
ら
、「
伝
承
文
化
」「
郷
土
文
化
」
を
探
求
す
る
こ
と
が
務
台
の
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
哲
学
の
課
題
と
な
る
の

だ
が
、
少
な
く
と
も
務
台
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
「
決
し
て
民
族
の
封
鎖
的
セ
ネ
ス
テ
ジ
ー
に
立
て
籠
も
る
こ
と
」（
三
・
一
二
一
）
で
は
な

か
っ
た
。「
個
体
」
に
「
文
化
創
造
の
た
め
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
情
熱
」
を
付
与
す
る
の
は
「
民
族
と
し
て
の
全
体
的
存
在
」
だ
が
、「
民

族
」
は
あ
く
ま
で
「
世
界
文
化
を
創
造
す
る
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
力
の
源
泉
」（
三
・
八
十
三
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

　

田
辺
は
と
い
う
と
、
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
力
動
的
展
開
を
「
国
家
」
に
委
ね
る
一
方
で
、
そ
の
よ
う
な
「
国
家
」
の
基
体
と
し
て
の

「
種
的
基
体
」
を
「
静
的
統
一
」
と
し
て
特
徴
づ
け
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、務
台
に
お
け
る
「
種
的
基
体
は
、世
界
性
の
深
淵
を
包
み
込
み
、

世
界
性
の
深
淵
に
包
み
込
ま
れ
る
が
ゆ
え
に
、
田
辺
の
言
う
よ
う
な
「
静
的
統
一
」
と
は
正
反
対
の
力
動
性
を
備
え
て
い
た
。
し
か
し
、
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「
種
の
論
理
」
論
争
を
め
ぐ
っ
て
〔
合
田
〕

と
同
時
に
、
務
台
は
誠
実
に
も
、
田
辺
の
い
う
「
静
的
統
一
」
が
「
テ
ン
ソ
ル
場
」
に
お
け
る
が
ご
と
く
相
反
す
る
力
の
拮
抗
に
ほ
か
な

ら
な
い
こ
と
を
見
落
と
さ
ず
、そ
の
点
を
評
価
し
て
も
い
た
。「
静
的
統
一
」
と
見
え
る
も
の
は
そ
の
実
「
動
的
緊
張
」（
四
・
一
六
四
）
だ
っ

た
の
だ
。
と
は
い
え
、こ
れ
は
務
台
が
田
辺
を
肯
定
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、な
ぜ
、ど
こ
か
ら
こ
の
「
静
的
統
一
」

即
「
動
的
緊
張
」
が
生
じ
た
の
か
を
田
辺
は
説
明
で
き
て
い
な
い
か
ら
だ
。「
種
の
自
己
否
定
」、
と
田
辺
は
言
う
だ
ろ
う
。
だ
が
、
務
台

に
と
っ
て
は
、「
種
の
自
己
否
定
」
は
「
世
界
」
に
よ
っ
て
、
ひ
い
て
は
「
絶
対
無
」
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
務
台
は
「
種
の
中
に
反
映
し
て
い
る
世
界
性
が
種
の
中
に
於
て
覚
醒
す
る
た
め
に
種
の
自
己
分
裂
が
生
じ
る
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
」（
四
・
一
七
一
）
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
「
自
己
分
裂
」
は
務
台
に
あ
っ
て
は
、
田
辺
に
お
け
る
が
ご
と
く
ひ
と
つ
の

「
種
」
の
な
か
で
生
じ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
複
数
の
「
種
」
の
分
裂
と
合
成
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
のC

とD

な
る
構
造
契
機
は
、
単
な
る
一
つ
の
種
的
社
会
の
中
に
あ
る
と
し
て
も
、
ま
た
二
つ
以
上
の
相
違
す
る
種
的

社
会
の
相
互
関
係
の
中
に
あ
る
と
し
て
も
よ
い
。（
…
）
そ
れ
ぞ
れ
の
種
的
社
会
は
一
方
で
は
自
ら
分
裂
し
、
一
方
で
は
他
と
合
成

す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
決
し
て
一
つ
の
種
的
社
会
が
単
独
に
な
し
得
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
そ
の
誘
因
を
他
の
種
的
社
会
と
の

関
係
に
持
つ
の
で
あ
る
」（
四
・
一
三
四
）。

　　

残
念
な
が
ら
、
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
な
高
橋
と
務
台
の
批
判
に
対
し
て
田
辺
が
ど
の
よ
う
に
応
対
し
た
の
か
、
そ
れ
を
論
じ
る
こ
と

は
後
日
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
発
表
者
は
、
と
り
わ
け
田
辺
と
高
橋
に
対
し
て
戸
坂
潤
が
『
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
』
で
加
え
た

鋭
利
な
批
判
を
知
ら
な
い
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
ま
た
、
務
台
の
「
場
所
の
論
理
」
を
単
に
肯
定
し
て
い
る
の
で
も
も
ち
ろ
ん
な
い
。
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た
だ
、
発
表
者
自
身
当
初
は
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
高
橋
の
批
判
の
な
か
に
は
、
特
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
や
デ
リ
ダ
を
通
じ
て
私

た
ち
が
学
ん
だ
と
考
え
て
い
る
差
異
と
散
種
の
哲
学
へ
の
道
が
確
実
に
刻
ま
れ
て
い
る
し
、
務
台
の
批
判
を
、
例
え
ば
「
複
数
の
根
を
持

つ
こ
と
」
と
い
う
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
観
念
と
結
び
つ
け
、
更
に
そ
こ
に
、
吉
本
隆
明
と
柄
谷
行
人
と
の
抗
争
を
乗
り
越
え
る
方
途

を
読
み
取
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
学
ぶ
べ
き
点
は
も
っ
と
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
長
年
に
わ
た
る
「
種
の
論
理
」
の
封
印

は
か
く
も
私
た
ち
を
盲
目
た
ら
し
め
た
の
だ
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
単
に
「
か
っ
て
す
で
に
そ
こ
に
も
あ
っ
た
」
式
の
発
見
で
は
な
い
。

ま
た
そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。「
種
の
論
理
」
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
論
争
（
ポ
レ
ミ
ッ
ク
）
が
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
タ
ル
ド
を
め
ぐ
る
論

争
と
同
様
、
そ
れ
を
主
題
化
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
果
た
さ
れ
ざ
る
思
考
の
課
題
と
し
て
、「
思
考
さ
れ
る
べ
き
思
考
さ

れ
ざ
る
も
の
」
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
こ
と
、
こ
の
点
だ
け
は
少
な
く
と
も
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

＊
本
文
中
、高
橋
里
美
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
『
高
橋
里
美
全
集
』（
福
村
書
店
）、務
台
理
作
に
つ
い
て
は
『
務
台
理
作
著
作
集
』（
こ
ぶ
し
書
房
）

の
巻
数
と
頁
数
を
添
記
し
た
。


