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ω
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①
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口
ω
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O
コ
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鋤
江
O
コ
匹
臼
ぐ
く
Φ
犀

「
我
々
が
認
識
す
る
性
質
は
対
象
に
固
有
な
性
質
で
は
な
く
、
我
々
が
個
別
的
に
あ

る
い
は
、
人
類
と
し
て
学
ん
で
き
た
、
外
部
的
刺
激
を
寄
せ
集
め
た
り
す
る
そ
の
仕

方
で
あ
る
。
知
覚
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
周
知
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
当
て
が
う
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
・
A
・
ハ
イ
エ
ク
『
科
学
に
よ
る
反
革
命
』

「
知
覚
と
認
知
は
一
般
に
頭
の
中
の
操
作
で
は
な
く
、
外
界
と
の
や
り
と
り
(
再
鋤
霧
-

9
0
鉱
8
)
で
あ
る
。
こ
の
や
り
と
り
は
単
に
知
覚
者
を
形
造
る
(
凶
沫
。
『
ヨ
)
の
み
な

ら
ず
、
彼
を
変
化
さ
せ
る
(
曽
き
ω
8
『
ヨ
)
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
だ
れ
も
が
自
分

が
関
与
す
る
認
知
活
動
に
よ
っ
て
ま
さ
に
創
造
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

U
・
ナ
イ
サ
ー
『
認
知
の
構
図
』

高
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］
≦
9
ω
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〉
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〉
＝
＞
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＝
一

一
、
自
体
的
存
在
と
日
常
的
意
識

 
日
常
世
界
の
あ
り
ふ
れ
た
風
景
か
ら
記
述
し
て
み
よ
う
。
窓
の
外
に
は
寿
言
か
の
街
路
樹
が

立
っ
て
お
り
、
そ
の
枝
は
風
に
揺
れ
て
い
る
。
行
き
か
う
人
や
車
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
目
の
前

を
よ
ぎ
る
。
テ
ー
ブ
ル
に
腰
か
け
て
話
し
て
い
る
人
、
電
話
し
て
い
る
人
、
い
つ
も
と
同
じ
と

こ
ろ
に
、
い
つ
も
の
よ
う
に
立
っ
て
い
る
建
物
の
群
。
…
…
。
私
は
こ
こ
に
列
挙
し
た
物
や
人

が
端
的
に
そ
こ
に
あ
る
、
と
確
信
し
て
い
る
。
私
の
知
覚
風
景
は
、
時
間
的
な
前
後
の
断
絶
も

空
間
の
一
部
の
欠
損
も
な
く
、
充
実
し
て
私
に
見
え
て
い
る
通
り
に
、
あ
る
と
信
じ
て
疑
う
こ

と
も
な
い
。
見
え
て
い
る
も
の
は
、
直
接
に
、
「
あ
る
」
と
い
う
信
念
と
固
く
結
び
つ
け
ら
れ
て

い
る
。
否
む
し
ろ
、
私
の
視
野
に
展
開
す
る
も
の
は
「
あ
る
」
の
理
解
に
先
立
た
れ
て
い
る
と

言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
…
…
が
あ
る
」
、
あ
る
い
は
「
…
…
で
あ
る
」
と
い
う
様
々
な
レ
ベ
ル

で
の
存
在
理
解
が
、
私
の
知
覚
風
景
と
い
う
現
象
を
ま
ず
保
証
す
る
と
い
う
し
か
た
で
先
行
し
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て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
存
在
理
解
と
存
在
確
信
の
並
日
遍
的
基
盤
が
形
成
さ
れ
て

い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
見
る
こ
と
は
そ
の
つ
ど
停
滞
し
、
宙
を
さ
迷
い
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た

風
景
を
作
り
あ
げ
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

 
日
常
世
界
は
、
何
よ
り
も
自
明
で
自
然
的
で
さ
え
あ
る
。
そ
こ
で
は
物
事
は
秩
序
立
っ
て
お

り
、
あ
る
種
の
堅
固
さ
を
備
え
、
人
々
に
同
じ
相
貌
を
与
え
か
え
す
。
し
か
し
ふ
だ
ん
、
何
事

も
起
こ
ら
な
い
日
常
的
風
景
に
も
時
折
、
小
さ
な
異
変
が
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
。
先
ほ
ど
挙
げ

た
例
で
言
え
ば
、
台
風
で
、
あ
る
街
路
樹
が
幹
か
ら
折
れ
た
と
か
、
電
話
機
が
撤
去
さ
れ
て
新

し
い
の
と
交
換
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、
昨
日
ま
で
あ
っ
た
建
物
が
と
り
こ
わ
さ
れ
て
ぽ
っ
か

り
空
間
が
生
じ
て
い
る
と
い
っ
た
よ
う
に
。
こ
う
し
た
新
し
い
事
態
は
、
私
を
驚
か
せ
た
り
、

詩
し
い
気
持
ち
を
ひ
き
お
こ
し
た
り
す
る
。
し
か
し
こ
れ
と
て
、
私
の
経
験
す
る
日
常
世
界
の

存
在
そ
の
も
の
を
根
底
か
ら
否
定
す
る
も
の
で
は
全
く
な
く
、
異
な
っ
た
外
観
は
、
新
し
い
布

置
を
も
っ
た
私
の
日
常
世
界
の
一
部
分
と
し
て
再
び
そ
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
。
そ
う
し
て
、

何
事
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
も
と
も
と
そ
こ
に
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
、
あ

の
自
然
な
自
明
性
の
中
へ
最
終
的
に
回
収
さ
れ
る
。
存
在
理
解
と
存
在
確
信
は
、
自
然
な
自
明

性
と
い
う
日
常
的
な
意
識
の
根
底
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
存
在
確
信
に
支
え
ら
れ
た
日
常
世
界

と
日
常
意
識
は
、
そ
れ
な
く
し
て
は
私
の
思
考
と
意
志
的
行
為
が
成
り
立
ち
よ
う
も
な
い
と
い

う
意
味
で
根
本
的
な
基
盤
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

 
日
常
的
に
自
明
な
こ
の
世
界
は
さ
し
あ
た
り
、
即
自
存
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
私

が
理
解
す
る
も
の
は
端
的
に
そ
こ
に
あ
り
、
そ
れ
を
私
は
ま
た
即
自
的
に
理
解
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
考
え
方
を
妨
げ
る
よ
う
な
事
柄
は
こ
の
世
に
は
ど
こ
に
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
む

し
ろ
誰
に
し
ろ
、
そ
の
こ
と
に
何
が
し
か
の
異
議
や
疑
念
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
こ
そ
異
様
に
感

じ
ら
れ
る
と
い
う
の
が
自
明
性
の
意
識
の
直
裁
に
教
え
る
所
で
あ
る
。
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
、

私
の
思
考
や
行
為
は
支
え
や
目
標
を
見
失
っ
て
形
を
な
さ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
私
が
見
て
い

よ
う
と
見
て
い
ま
い
と
に
拘
ら
ず
、
そ
れ
は
そ
こ
に
あ
る
一
こ
れ
が
即
自
存
在
の
確
信
内
容

で
あ
る
。
し
か
し
些
事
を
あ
げ
つ
ら
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
右
の
言
い
方
の
な
か
で
、
見
て
い

る
と
き
と
い
う
の
は
と
り
あ
え
ず
良
い
と
し
て
も
、
見
て
い
な
い
と
き
と
い
う
の
は
そ
れ
が
ど

う
な
っ
て
い
る
か
は
実
際
に
は
確
か
め
る
術
が
な
い
の
だ
か
ら
、
素
朴
に
す
ぎ
る
言
い
方
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
見
て
い
な
い
と
き
の
こ
と
も
(
間
接
的
な
手
段
を
使
え
ば
)
説
明
で
き
な
い

わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
説
明
は
見
て
い
る
と
き
の
し
か
た
で
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
、
ほ
ん

と
う
は
そ
れ
に
か
ん
し
て
何
も
立
言
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
私
の
夢
見
て
い

る
知
覚
風
景
は
、
私
と
い
う
知
覚
者
の
知
覚
領
域
に
対
し
て
そ
こ
に
あ
る
、
即
ち
知
覚
者
た
る

私
へ
の
参
照
を
つ
ね
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
端
的
に
そ
こ
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
た
即
自
存
在
は
、
私
と
い
う
固
有
領
域
に
対
し
て
存
立
し
て
あ
る
と
い
う
意
味
で
、

対
象
存
在
と
し
て
相
対
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
日
常
世
界
は
各
私
的
な
閉
ざ
さ
れ
た
領
域
へ

の
参
照
を
通
じ
て
、
反
省
的
な
関
わ
り
の
中
に
置
か
れ
る
。
日
常
世
界
に
出
会
わ
れ
る
個
々
の

事
物
は
端
的
に
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
私
と
の
関
与
を
つ
ね
に
含
ん
だ
も
の
と
し
て
私
に

と
っ
て
そ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
は
端
的
に
そ
こ
に
あ
る
と
は
言
え
ず
、
何
ら
か
私
の
刻
印
を
帯
び

た
も
の
と
し
て
私
に
媒
介
さ
れ
て
そ
こ
に
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
言
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
対
他
存

在
の
捨
象
が
物
自
体
と
い
う
奇
怪
な
思
想
を
生
み
出
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
存
在

す
る
も
の
の
直
接
-
無
媒
介
性
と
い
う
信
念
は
、
も
は
や
反
省
の
ま
な
ざ
し
が
ひ
と
た
び
及
ぶ

と
き
に
は
、
決
し
て
承
認
さ
れ
え
な
い
。

 
経
験
と
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
関
与
、
す
な
わ
ち
私
な
ら
ざ
る
も
の
へ
の
私
の
関
与
に
お
い

て
は
じ
め
て
成
り
立
つ
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
関
与
が
、
一
方
に
私
と
い
う
主
観
性

の
閉
域
を
、
他
方
に
自
体
的
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
客
観
を
別
々
に
立
て
た
上
で
、
事
後
的
に

両
者
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
主
客
問
題
の
ア

ポ
リ
ア
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
創
始
し
た
現
象
学
は
、
ま
さ
に
こ
う

し
た
経
験
の
全
位
相
を
伝
統
的
な
主
-
客
分
裂
を
こ
え
た
地
点
か
ら
分
析
し
よ
う
と
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
言
を
要
し
な
い
。
そ
の
解
明
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
あ
た
る
の
が
「
現
出
」
概
念
で

あ
る
、
と
思
わ
れ
る
。

 
経
験
が
関
係
性
に
お
い
て
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
主
-
客
分
裂

の
中
に
最
初
か
ら
定
位
し
た
か
た
ち
で
の
関
係
性
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
避
け
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
根
本
的
な
誤
認
、
あ
る
い
は
錯
視
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る

を
え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
「
現
出
」
は
経
験
の
現
象
学
的
分
析
か
ら
と
り
出
さ
れ
た
実
に
豊
か

な
概
念
で
あ
る
。
「
現
出
」
次
元
の
現
象
学
的
考
察
に
よ
っ
て
、
私
を
含
ん
だ
世
界
と
、
世
界
の

中
に
存
在
す
る
私
と
の
関
係
構
造
は
一
層
根
源
的
な
基
盤
の
上
で
論
究
さ
れ
う
る
よ
う
に
な
つ

 
 
 

た
。

二
、
変
換
の
構
造
ー
メ
タ
ル
レ
ベ
ル
へ
の
移
行
と
し
て

 
さ
て
先
述
し
た
と
こ
ろ
が
ら
も
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
端
的
に
存
在
す
る

と
思
わ
れ
た
も
の
は
実
は
媒
介
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
否
よ
り
適
確

に
は
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
媒
介
そ
の
も
の
を
隠
し
て
い
た
。
だ
と
す
れ
ば
「
『
《
…
…
…

〉
が
存
在
す
る
』
の
で
は
な
く
て
、
『
〈
…
…
〉
が
《
…
…
〉
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
〔
現
出
す

る
〕
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
鷲
田
の
労
作
に
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
「
〈
…
…
〉
と
し
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て
」
を
「
意
味
に
お
い
て
」
と
も
言
い
か
え
て
お
り
、
右
の
二
つ
の
差
異
、
す
な
わ
ち
現
出
す

る
も
の
と
現
出
す
る
こ
と
と
の
差
異
に
遡
行
す
る
こ
と
が
現
象
学
的
思
考
の
始
ま
り
と
な
っ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら

と
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
「
存
在
」
の
と
ら
え
直
し
こ
そ
確
か
に
現
象
学
の
偉
大
な

寄
与
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
日
常
性
の
意
識
下
に
あ
っ
て
は
、
眼
前
に
展
開
す
る
即
自
存
在
が
、

ま
た
主
観
性
の
哲
学
に
あ
っ
て
は
主
-
客
分
裂
の
上
で
の
対
他
存
在
が
立
て
ら
れ
た
。
こ
れ
に

対
し
「
現
出
」
は
、
即
自
存
在
の
直
接
的
な
現
前
と
い
う
考
え
を
破
棄
し
、
さ
ら
に
は
反
省
の

見
出
す
主
客
連
関
の
関
係
一
般
を
で
は
な
く
、
そ
れ
を
成
り
立
た
し
め
る
よ
り
根
源
的
な
次
元

へ
の
還
元
の
必
要
を
示
し
て
い
る
。
現
出
は
現
出
者
の
現
出
と
し
て
自
ら
を
二
重
化
、
あ
る
い

は
差
異
化
し
て
お
り
、
現
出
は
こ
う
し
た
差
異
化
の
働
き
そ
の
も
の
を
、
現
出
者
を
提
示
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
消
去
し
て
し
ま
う
と
い
う
自
己
隠
蔽
を
含
ん
で
い
る
。
一
方
の
現
出
者
の
眼
前

に
お
け
る
顕
現
は
、
他
方
に
お
い
て
現
出
自
身
の
隠
蔽
と
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
る
。
実
在
す

る
対
象
と
私
と
の
間
に
無
媒
介
の
交
渉
が
成
り
立
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
お
よ
そ
対
象
的

な
存
在
は
私
へ
の
「
現
出
」
を
通
し
て
の
み
自
ら
を
提
示
し
う
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
「
現

出
」
次
元
を
媒
介
に
し
て
、
対
象
存
在
が
眼
前
に
措
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
る
に
日
常

的
意
識
が
有
す
る
対
象
へ
の
直
線
的
な
視
線
は
、
現
出
者
へ
の
没
入
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
こ
う

し
た
事
情
に
よ
り
現
出
者
が
視
野
の
全
面
を
占
領
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
出
し
て
い
る
こ
と
そ

の
こ
と
は
依
然
と
し
て
隠
さ
れ
た
ま
ま
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
自
然
的
意
識
は
現
出
を
通
し

て
現
出
者
へ
と
か
か
わ
っ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
現
出
を
い
わ
ば
素
通
り
し
て
現
出
者
を
自
体

存
在
と
し
て
措
定
す
る
錯
視
か
ら
自
由
に
な
っ
て
い
な
い
。
現
象
学
的
分
析
は
あ
く
ま
で
非
主

題
的
な
現
出
と
現
出
者
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
、
忘
却
か
ら
の
取
り
か
え
し
を
行
う
の
で
あ
る
。

 
存
在
す
る
も
の
は
い
つ
も
何
か
と
し
て
自
ら
を
現
わ
し
て
い
る
。
私
は
も
の
を
何
か
と
し
て

見
て
い
る
。
こ
の
「
と
し
て
」
を
軸
に
し
て
、
こ
の
現
出
す
る
何
か
は
意
味
の
領
域
の
中
へ
移

さ
れ
る
。
私
が
受
け
取
る
も
の
は
裸
の
自
体
存
在
で
は
な
い
。
純
粋
の
自
体
存
在
は
、
理
念
と

し
て
可
能
で
あ
っ
て
も
、
事
実
的
に
私
に
与
え
ら
れ
る
も
の
の
中
に
は
ど
こ
に
も
存
し
な
い
。

私
が
現
出
す
る
も
の
を
何
か
と
し
て
受
け
と
る
こ
と
、
何
か
と
し
て
見
る
こ
と
は
、
白
紙
の
如

き
全
く
の
前
提
な
し
で
行
わ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
「
経
験
に

お
い
て
は
、
所
与
は
そ
れ
自
体
と
し
て
受
容
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
そ
れ
以
上
の
も
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
し
て
解
釈
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
冒
①
ぼ
-
巴
ω
と
い
う
過
剰
が
、
現
出
を
意
味
的
な
現
出

へ
と
変
換
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
の
知
見
が
教
え
る
よ
う
に
、

感
覚
刺
激
と
要
素
的
知
覚
と
の
対
応
に
お
い
て
、
刺
激
の
総
和
以
上
の
極
る
も
の
が
把
握
さ
れ

る
と
い
う
の
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
感
覚
野
の
無
差
別
な
状
態
は
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
化
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
「
図
-
地
」
を
描
く
。
こ
う
し
た
知
覚
の
形
態
化
に
よ
っ
て
私
は
、
た
ん
な

る
セ
ン
ス
・
デ
ー
タ
の
寄
せ
集
め
だ
け
で
は
見
え
る
は
ず
の
な
い
も
の
ま
で
読
み
取
る
こ
と
が

可
能
に
な
る
。
そ
れ
と
同
時
に
私
は
ま
た
、
感
覚
に
与
え
ら
れ
る
無
数
と
い
っ
て
よ
い
刺
激
を

適
宜
に
遮
断
し
、
不
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
抑
制
し
た
り
、
無
視
し
た
り
、
い
わ
ば
見
な
い
よ

う
聞
か
な
い
よ
う
に
努
力
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
あ
る
も
の
を
何
か
と
し
て
見
う

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
私
に
与
え
ら
れ
た
も
の
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
こ
う
し
た

過
剰
と
抑
制
の
間
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
体
的
な
あ
る
が
ま
ま
と
い

う
状
態
か
ら
い
か
に
隔
た
っ
て
い
る
か
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。

 
私
が
ふ
つ
う
に
守
る
も
の
を
何
か
と
し
て
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
一
こ
の
こ

と
が
、
と
り
も
直
さ
ず
フ
ッ
サ
ー
ル
の
定
式
化
し
た
或
る
も
の
が
何
か
と
し
て
一
定
の
意
味
の

も
と
に
現
出
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
私
が
見
出
す
意
味
は
、
所
与
の

中
に
も
と
も
と
な
か
っ
た
補
助
線
を
引
い
て
見
た
り
、
何
か
を
選
択
的
に
抽
出
し
た
り
、
し
な

か
っ
た
り
す
る
こ
と
と
共
に
は
じ
め
て
発
生
し
て
く
る
。
所
与
は
、
私
に
よ
る
変
形
や
加
工
、

特
定
化
、
省
略
を
被
ら
ず
し
て
は
私
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
な
い
、
あ
る
い
は
有
意
味
的
に
現

わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
私
が
受
け
取
る
も
の
は
意
味
を
担
っ
た
形
象
と
し
て
最
初
か

ら
私
に
現
出
す
る
の
で
あ
る
。

 
鷲
田
は
、
彼
の
思
想
の
核
心
を
な
す
と
思
わ
れ
る
変
換
概
念
に
つ
い
て
、
「
世
界
の
諸
々
の
与

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

件
が
我
々
に
よ
っ
て
詣
る
一
貫
し
た
変
形
に
従
が
わ
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
意
味
が
存
在
す
る
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
説
明
す
る
。
コ
貫
し
た
変
形
」
は
ま
た
、
「
世
界
の
現
出
が
同
時
に
そ
の
変
換
で
あ
る
」
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

い
う
事
態
に
お
い
て
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
る
。
「
変
換
と
し
て
の
経
験
の
構
造
」
と
は
、
右
に
述

べ
た
よ
う
な
、
過
剰
と
抑
制
と
の
間
で
は
じ
め
て
見
え
う
る
形
を
と
る
に
い
た
る
所
与
の
現
出

構
造
と
同
一
の
事
態
を
さ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
変
換
が
果
た
し
て
何
を
意
味
す

る
か
は
、
き
わ
め
て
大
き
な
関
心
を
惹
く
が
、
あ
ら
か
じ
め
簡
単
に
見
通
し
を
述
べ
れ
ば
、
多

様
な
世
界
現
出
と
複
数
の
意
味
世
界
の
成
立
、
共
同
的
な
生
、
間
主
観
性
と
い
っ
た
問
題
系
を

解
明
し
て
い
く
う
え
で
、
そ
の
拠
り
所
と
も
な
る
重
要
な
概
念
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら

に
か
ん
し
て
は
、
後
の
行
論
の
な
か
で
多
少
な
り
と
も
ふ
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

 
さ
て
、
こ
の
変
換
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
G
・
ベ
イ
ト
ソ
ン
に
も
同
じ
よ
う
な
「
変
換
」
の

考
え
が
み
ら
れ
る
の
で
簡
略
に
ふ
れ
、
論
及
の
糸
口
に
し
よ
う
。
ベ
イ
ト
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
豚

や
コ
コ
ナ
ッ
ツ
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
人
間
の
頭
の
中
に
は
豚
や
コ
コ
ナ
ッ
ツ
は
な
い
」
の
で

あ
る
か
ら
、
「
す
べ
て
の
思
考
・
知
覚
・
情
報
伝
達
に
お
い
て
報
告
さ
れ
る
も
の
(
物
そ
れ
自
体
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
報
告
と
の
間
に
一
種
の
変
換
、
つ
ま
り
記
号
化
が
起
こ
る
」
。
人
類
の
偉
大
な
ス
テ
ッ
プ
は
ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
 

つ
う
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
火
の
使
用
で
も
道
具
の
製
作
で
も
な
く
、
実
に
こ
の
「
記
号
的
変
換
」

に
あ
る
と
い
う
の
が
彼
の
主
張
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
精
神
は
豚
そ
の
も
の
、
コ
コ
ナ
ッ
ツ
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そ
の
も
の
を
、
そ
れ
ら
の
観
念
に
記
号
化
し
て
は
じ
め
て
自
分
の
中
に
取
り
こ
め
る
わ
け
で
あ

る
。
精
神
が
も
の
か
ら
も
の
の
名
前
へ
、
事
物
か
ら
そ
の
観
念
へ
の
道
を
開
拓
し
た
こ
と
を
、

彼
は
「
論
理
階
型
を
一
歩
踏
み
あ
が
る
」
と
、
捉
え
る
。
つ
ま
り
、
変
換
は
メ
タ
・
レ
ベ
ル
で

起
こ
る
わ
け
で
あ
る
。
メ
タ
・
レ
ベ
ル
の
構
築
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
事
物
は
事
物
で
あ
る
限

り
で
の
実
在
性
格
を
全
て
失
っ
て
記
号
へ
と
変
換
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
ベ
イ
ト
ソ
ン
の
こ
の

考
え
を
誤
解
を
恐
れ
ず
簡
単
に
言
え
ば
、
変
換
に
お
い
て
事
物
は
記
号
と
な
る
、
と
い
う
こ
と

に
尽
き
よ
う
。
こ
う
し
た
記
号
的
変
換
の
成
立
に
よ
っ
て
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
事
物
で
あ
る
記

号
が
、
他
の
一
切
の
事
物
を
表
出
し
、
代
表
す
る
と
い
う
特
権
的
な
役
割
り
を
担
う
こ
と
に
な

る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
表
現
で
い
え
ば
そ
れ
は
、
自
ら
を
示
す
も
の
(
α
自
。
ω
ω
圃
。
ゴ
N
①
一
σ
q
①
∋
血
①
)

が
、
記
号
的
存
在
に
よ
っ
て
も
う
一
度
現
わ
し
出
さ
れ
、
高
次
の
明
る
み
の
中
に
立
ち
現
わ
れ

る
、
と
で
も
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
の
記
号
と
は
、
存
在
の
家
と
し
て
の
言
語
で

あ
る
が
。

 
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
鷲
田
は
所
与
が
我
々
に
よ
る
一
貫
し
た
変
形
を
被
る
と
き
に
、
意

味
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
変
換
の
プ
ロ
セ
ス
自
身
の
中
に
意
味
の
発
生
を
認
め
て

い
た
。
一
般
に
或
る
も
の
が
自
己
以
外
の
何
か
を
あ
ら
わ
す
と
み
な
さ
れ
る
と
き
、
両
者
の
間

に
記
号
的
な
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
記
号
表
現
は
し
か
し
、
世
界
そ
の
も
の
の
客
観
的
な
反
映

と
し
て
で
な
く
、
そ
の
変
形
で
あ
る
、
と
は
ど
う
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
記
号
が
何
か
を
あ
ら

わ
す
と
は
、
何
か
を
意
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
わ
す
と
は
、
事
物
、
事
象
、
あ
る
い
は
何

ら
か
の
概
念
を
意
味
す
る
、
広
義
に
お
け
る
対
象
の
意
味
的
現
出
の
こ
と
で
あ
る
と
解
し
た
い
。

対
象
あ
る
い
は
世
界
の
意
味
的
現
出
は
、
言
語
的
表
現
に
よ
っ
て
十
全
な
形
で
達
成
さ
れ
る
。

何
か
を
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
こ
と
は
、
単
な
る
感
覚
刺
激
の
受
容
以
上
の
こ
と
ζ
①
耳
-
巴
ω
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ
り
、
「
何
か
を
、
特
定
の
意
味
に
お
い
て
何
か
量
る
も
の
と
し
て
思
念
す
る
こ
と
」
な
の
で
あ

る
。
私
は
世
界
を
、
言
語
の
分
節
す
る
線
や
条
目
に
従
っ
て
何
か
と
し
て
理
解
す
る
が
、
そ
れ

は
や
は
り
分
節
化
的
言
語
を
基
礎
に
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
現
出
者
は
す
で
に
分
節
化
可
能

な
も
の
、
あ
る
い
は
類
型
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
「
意
味
」
と
し
て
現
出
す
る
。
現
出
者
は
端

的
に
、
た
と
え
ば
「
水
」
と
し
て
、
「
コ
ッ
プ
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
言
語
と

と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
じ
め
て
立
ち
現
わ
れ
る
。
要
約
す
れ
ば
、
言
語
は
現
出

の
媒
体
な
の
で
あ
る
。
ベ
イ
ト
ソ
ン
の
言
う
記
号
的
変
換
は
、
言
語
記
号
一
般
が
実
在
者
の
代

わ
り
を
メ
タ
.
 
レ
ベ
ル
で
行
う
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
変
換
は
、
「
実
在
者
の
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次
的
な
代
替
物
か
、
あ
る
い
は
、
対
象
的
な
意
味
の
再
現
記
号
」
と
い
う
二
次
的
な
役
割
り
に

お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
言
語
は
単
に
そ
の
よ
う
な
代
理
機
能
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
0
)

限
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
、
「
…
…
を
…
…
と
し
て
現
出
さ
せ
る
」
と
い
う
根
本
的

な
働
き
を
有
し
て
い
る
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

 
存
在
す
る
も
の
を
名
前
で
呼
ぶ
こ
と
、
名
づ
け
る
こ
と
、
命
名
は
、
言
葉
を
覚
え
は
じ
め
た

子
供
に
と
っ
て
は
、
そ
の
当
の
も
の
を
認
識
す
る
こ
と
に
等
し
い
。
名
づ
け
る
こ
と
は
、
分
類

す
る
こ
と
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
ベ
イ
ト
ソ
ン
も
言
う
よ
う
に
、
私

の
「
頭
」
と
魚
の
「
頭
」
と
釘
の
「
頭
」
が
す
べ
て
「
頭
」
と
い
う
語
ひ
と
つ
で
括
ら
れ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
別
の
脈
絡
の
中
に
あ
っ
た
も
の
が
、
ひ
と
つ
の
言
葉
で
呼
ば
れ
う

る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
な
ら
ぬ
言
葉
そ
の
も
の
の
持
つ
力
(
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
V
の

し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
レ
ゲ
イ
ン
の
基
本
的
な
意
味
は
「
と
り
集
め
て
目
の
前
に
置
く
」

こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
実
在
す
る
領
域
の
中
で
は
、
別
々
の
無
関
係
で
あ
っ
た
も
の
も
、
一
つ

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
一
つ
の
言
葉
の
も
と
で
集
積
可
能
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
レ
ゲ
イ
ン
と
し

て
の
言
葉
は
、
最
初
か
ら
き
ち
ん
と
区
別
さ
れ
て
い
る
外
界
に
後
か
ら
ラ
ベ
ル
を
貼
っ
て
整
理

す
る
と
い
う
二
次
的
な
も
の
で
は
全
く
な
く
、
外
界
の
中
に
は
じ
め
て
区
分
け
を
も
ち
こ
み
、

事
物
ど
う
し
の
問
に
分
節
線
を
引
き
、
ク
ラ
ス
に
分
け
、
分
類
す
る
根
源
的
な
も
の
と
み
な
さ

れ
て
い
る
。
レ
ゲ
イ
ン
に
よ
っ
て
世
界
は
は
じ
め
て
私
が
見
て
い
る
と
お
り
の
、
ま
た
語
る
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お
り
の
あ
り
方
に
お
い
て
、
存
在
を
開
始
す
る
の
で
あ
る
。

 
丸
山
圭
三
郎
は
そ
の
独
自
の
言
語
論
に
お
い
て
く
り
返
し
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
語
る
こ

と
は
真
の
意
味
で
名
づ
け
る
こ
と
で
あ
犠
言
語
に
よ
る
外
界
の
解
釈
で
あ
り
、
差
異
化
で
あ
麺
」
、

と
明
言
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
無
差
別
で
連
続
的
な
自
然
の
実
在
領
域
の
上
に
、
言
語

に
よ
る
「
と
し
て
」
分
節
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
差
異
化
が
ひ
き
起
こ
さ
れ
、
言
語
的

な
意
昧
世
界
が
右
の
領
域
と
は
別
個
に
構
築
さ
れ
る
。
従
っ
て
外
界
の
差
異
化
に
よ
っ
て
、
実

在
的
世
界
と
意
味
世
界
と
の
ず
れ
が
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
ベ
イ
ト
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
世
界
に

お
け
る
困
難
な
問
題
は
自
然
の
あ
り
方
と
人
間
の
思
考
と
の
ズ
レ
に
帰
着
す
る
と
断
定
さ
れ
る

が
、
こ
の
生
じ
た
ず
れ
を
い
か
に
補
正
し
補
償
す
る
か
が
言
語
と
共
に
生
き
ざ
る
を
え
な
い
人

間
に
課
さ
れ
た
運
命
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ず
れ
は
、
現
出
者
と
密
接
し
つ
つ
も
区

別
さ
れ
る
現
出
次
元
の
言
語
性
に
基
因
す
る
、
な
い
し
は
現
出
者
を
意
味
領
域
の
中
へ
ず
ら
し

て
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
生
じ
な
か
っ
た
ず
れ
で
あ
る
。

 
こ
う
し
て
ベ
イ
ト
ソ
ン
の
変
換
説
を
皮
切
り
に
、
変
換
が
記
号
的
な
メ
タ
・
レ
ベ
ル
へ
の
移

行
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
変
換
が
「
と
し
て
1
分
節
」
と
い
う
差
異
化
に
よ
る
意
味
的
現

出
で
あ
る
こ
と
、
こ
こ
に
お
い
て
実
在
的
な
領
域
と
は
異
な
る
言
語
的
に
組
織
さ
れ
た
意
味
世

界
が
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
端
的
に
言
っ
て
、
実
在
か
ら
意
味
へ
の
超
出

i
こ
れ
こ
そ
変
換
の
原
義
↓
鑓
昌
ω
h
o
「
∋
簿
凶
。
コ
の
そ
の
↓
「
①
口
ω
が
示
す
意
義
内
実
そ
の
も
の
で
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あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
こ
こ
で
、
記
号
的
変
換
に
特
徴
的
な
差
異
化
に
つ
い
て
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
考
え
を
中
心
に
少

し
触
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
以
下
の
行
論
に
も
こ
れ
は
無
駄
と
は
な
ら
な
い
。
丸
山
の
ソ
シ
ュ
ー

ル
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
言
語
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
と
も
言
う
べ
き
恣
意
性
に
つ

い
て
、
二
つ
の
異
っ
た
相
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
一
つ
は
、
一
記
号
内
に
お
け
る
シ
ニ

フ
ィ
エ
(
匹
σ
q
三
h
猷
1
1
意
味
さ
れ
る
も
の
)
と
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
(
ω
凶
ひ
q
三
h
冨
三
1
1
意
味
す
る
も
の
)

の
恣
意
的
関
係
で
あ
り
、
他
は
シ
ー
ニ
ュ
が
一
言
語
体
系
内
に
占
め
る
価
値
の
恣
意
性
で
あ
る
。

 
前
者
は
記
号
表
現
が
有
縁
的
で
な
い
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
の

間
に
は
自
然
必
然
的
な
本
能
に
基
づ
く
結
び
つ
き
が
見
ら
れ
な
い
(
一
契
約
的
、
社
会
的
、
文

化
的
)
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
後
者
は
、
シ
ー
ニ
ュ
は
同
時
に
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
で
あ
り
、

シ
ニ
フ
ィ
エ
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
表
裏
一
体
不
可
分
で
あ
り
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
切
り
取
る

こ
と
(
音
形
の
固
定
化
)
が
そ
の
ま
ま
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
切
り
取
る
こ
と
(
概
念
の
固
定
化
)
で

あ
り
、
し
か
も
「
そ
の
切
り
取
り
の
基
盤
が
言
語
外
現
実
の
ど
こ
か
に
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
3
)

従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
体
系
内
に
お
い
て
ま
っ
た
く
恣
意
的
」
と
な
る
と
い
う
点
を
さ
し
て
い

る
。
恣
意
的
な
切
り
取
り
の
結
果
、
個
々
の
語
が
他
の
語
と
示
差
的
な
横
の
関
係
を
も
ち
つ
つ

全
体
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
一
つ
の
語
が
対
応
す
る
一
つ
の
意
味
を
実
体
論
的
に
担
っ
て

い
る
の
で
は
な
く
、
た
が
い
に
他
の
語
と
の
ち
が
い
を
示
す
だ
け
で
あ
り
、
従
っ
て
言
語
体
系

内
に
は
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
は
な
く
、
差
異
し
か
な
い
と
い
わ
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

そ
の
差
異
は
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
に
あ
っ
て
は
概
念
的
差
異
と
な
り
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
あ
っ
て
は

音
の
差
異
と
な
る
。
メ
ル
堅
強
ポ
ン
テ
ィ
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
我
々
が
ソ
シ
ュ
ー
ル
か
ら

学
ん
だ
の
は
、
記
号
と
い
う
も
の
が
一
つ
ひ
と
つ
で
は
何
も
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
そ
れ
ぞ

れ
の
記
号
は
一
つ
の
意
味
を
表
現
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
お
の
れ
自
身
と
他
の
諸
記
号
と
の
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
4
)

い
だ
の
意
味
の
へ
だ
た
り
を
示
す
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
記
号
は
差
異
を
生
命
と
し
、

差
異
に
よ
っ
て
記
号
は
活
性
化
さ
れ
て
意
味
を
分
泌
し
は
じ
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
差

異
の
な
い
所
に
意
味
も
ま
た
生
じ
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
は

互
い
に
共
起
的
に
シ
ー
ニ
ユ
を
構
成
し
、
シ
ー
ニ
ュ
の
誕
生
に
よ
っ
て
連
続
体
と
し
て
の
体
験

と
外
界
の
差
異
化
が
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
差
異
の
体
系
と
し
て
の
言
語
は
右
の
よ
う
な
構
造
を
も
ち
、
変
換
と
は
こ
の
差
異
の
体
系
へ

の
移
行
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
語
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
は
意
味
が
な
く
、
そ
れ
ら
の
間
に

差
異
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
が
生
じ
て
く
る
と
い
う
の
は
、
た
し
か
に
難
解
な
思
想
に
は

ち
が
い
な
い
。
こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
音
韻
論
が
有
益
な
参
考
と
な
る
。
た
と

え
ば
、
音
階
の
ド
と
か
レ
、
ミ
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
何
の
価
値
も
あ
ら
わ
さ
な
い
が
、
他
の
音

階
と
並
べ
て
い
け
ば
そ
の
違
い
が
明
ら
か
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
音
の
固
有
の
価
値
が
知
ら
れ

る
に
至
る
の
と
同
じ
事
情
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
音
の
最
小
構
成
要
素
で
あ
る
音
素
は
そ
れ

だ
け
で
は
な
ん
の
意
味
も
有
さ
ず
、
同
じ
体
系
内
の
他
の
音
素
に
対
す
る
「
弁
別
的
」
な
価
値

し
か
も
た
な
い
と
さ
れ
る
。

 
音
素
の
中
で
、
ど
れ
が
拾
わ
れ
、
ど
う
対
立
さ
せ
ら
れ
対
照
さ
せ
ら
れ
る
か
は
、
母
国
語
の

な
か
(
文
法
論
や
統
辞
論
)
で
決
め
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
「
生
理
的
な
必
然
性
(
一
自

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
5
)

然
)
は
な
く
、
社
会
的
約
束
事
に
よ
る
拘
束
(
1
1
文
化
)
」
が
根
底
に
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
言
語
は
社
会
の
拘
束
の
も
と
に
あ
る
社
会
的
事
実
(
h
巴
房
ω
O
o
す
二
×

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
6
V

1
ー
デ
ュ
ル
ケ
ム
)
と
し
て
存
立
し
て
い
る
と
み
な
し
う
る
。
こ
の
考
え
は
、
わ
れ
わ
れ
の
変
換
論

の
論
究
の
な
か
で
も
、
「
制
度
と
し
て
の
言
語
」
と
い
う
根
本
特
徴
を
考
察
す
る
上
で
、
重
要
な

手
が
か
り
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。

三
、
変
換
の
構
造
-
意
味
空
間
の
成
立
と
し
て
の

 
さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
所
論
に
お
い
て
、
世
界
の
現
出
は
す
な
わ
ち
そ
の
変
換
で
あ
る
と
い
う

根
本
テ
ー
ゼ
に
か
ん
し
て
、
変
換
な
る
出
来
事
に
お
い
て
事
物
は
、
言
語
的
な
メ
タ
・
レ
ベ
ル

へ
移
行
す
る
こ
と
を
中
心
に
論
じ
て
き
た
。
変
換
が
言
語
的
な
意
味
空
間
へ
の
移
行
で
あ
る
こ

と
に
も
と
づ
い
て
、
変
換
は
同
時
に
ま
た
何
ら
か
の
解
釈
系
へ
の
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
、
密
接

な
別
の
一
側
面
が
改
め
て
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
言
語
は
外
界
を
忠
実
に
写
し
と
る
た
ん

に
中
立
的
な
思
考
の
媒
介
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
特
定
の
解
釈
を
含
ん
だ
一
種
の
翻
訳
で
あ

る
と
い
っ
た
ほ
う
が
む
し
ろ
適
切
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
変
換
は
文
字
通
り
、
変
形
や
強
調

や
否
定
と
い
っ
た
、
素
材
に
対
す
る
人
間
の
側
か
ら
の
「
加
工
」
を
す
で
に
含
意
し
て
い
る
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

 
先
述
し
た
、
所
与
に
対
す
る
ζ
①
耳
-
巴
ω
、
知
覚
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
的
な
あ
り
方
は
、
「
変
形
」

の
重
要
な
側
面
で
も
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
そ
の
著
名
な
『
感
覚
秩
序
』
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る

知
覚
は
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
樹
立
さ
れ
て
い
る
感
覚
秩
序
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
と

し
、
認
識
と
は
も
と
も
と
感
覚
デ
ー
タ
の
分
類
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
分
類
系
が
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト

的
性
格
を
も
ち
、
こ
う
し
た
知
覚
の
枠
組
自
体
が
ひ
と
つ
の
解
釈
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

濟W

ｱ
れ
も
有
力
な
「
変
形
」
説
と
い
っ
て
よ
い
。
あ
る
い
は
大
森
が
知
覚
の
因
果
説
を
批
判

し
て
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
写
真
が
原
物
と
似
、
肖
像
画
が
本
人
と
類
似
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ

て
、
「
知
覚
は
物
理
的
事
物
の
〈
う
つ
し
〉
で
あ
り
、
〈
コ
ピ
ー
＞
で
あ
る
」
と
は
言
え
な
い
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
曲
を
尽
く
し
て
検
討
を
加
え
て
い
る
の
も
、
「
変
形
」
説
の
立
場
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
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右
の
問
題
点
を
明
確
化
す
る
た
め
に
こ
こ
で
、
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
環
境
世
界
論
を
検
討
す
る

こ
と
に
し
た
い
。
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
に
よ
れ
ば
、
環
境
の
中
に
は
「
純
粋
に
主
観
的
な
現
実
」
し

か
な
く
、
客
観
的
現
実
は
知
覚
像
に
変
化
し
て
、
一
定
の
作
用
の
ト
ー
ン
を
与
え
ら
れ
る
。
「
こ

の
ト
ー
ン
は
、
刺
激
そ
れ
自
体
の
中
に
は
全
く
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
客
観
的
現
実

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

は
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
現
実
の
対
象
物
と
な
る
の
で
あ
る
」
と
。
自
然
は
生
物
に
無
関
係

に
ア
プ
リ
オ
リ
に
存
在
す
る
物
理
的
構
造
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
生
物
に
対
し
、

た
だ
一
つ
の
客
観
的
な
空
間
と
時
間
し
か
存
在
し
な
い
と
考
え
る
一
般
の
常
識
は
く
つ
が
え
さ

れ
る
。
ダ
ニ
の
生
態
に
か
ん
す
る
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
報
告
は
興
味
深
い
。
彼
の
観
察
に
よ
れ
ば
、

ダ
ニ
は
明
度
覚
と
嗅
覚
、
温
覚
の
三
つ
の
セ
ン
サ
ー
し
か
も
た
な
い
。
林
に
ひ
そ
む
ダ
ニ
は
明

度
覚
の
助
け
で
木
の
枝
に
よ
じ
登
り
、
嗅
覚
の
働
き
に
よ
っ
て
全
哺
乳
動
物
に
唯
一
つ
共
通
の

酪
酸
を
検
知
し
て
落
下
し
、
さ
ら
に
温
度
覚
の
作
用
で
あ
た
た
か
い
皮
膚
を
目
ざ
し
て
吸
血
行

 
 
 
 
 
 

動
を
と
る
。
無
数
の
刺
激
情
報
の
中
か
ら
三
つ
だ
け
選
び
と
ら
れ
た
知
覚
シ
グ
ナ
ル
に
次
々
に

解
発
さ
れ
て
一
定
の
し
か
た
で
確
実
に
働
き
か
け
る
こ
の
し
く
み
は
ま
さ
に
驚
異
で
あ
る
。
ダ

ニ
に
と
っ
て
は
、
豊
か
に
見
え
る
環
境
世
界
も
こ
の
三
つ
の
窓
を
通
し
て
わ
ず
か
に
垣
間
見
ら

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

 
丸
山
は
右
の
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
環
境
世
界
論
か
ら
、
彼
独
自
の
言
語
論
に
か
ん
し
て
次
の
よ

う
な
考
え
方
を
引
き
出
し
て
い
る
。
丸
山
は
自
己
の
言
語
至
上
主
義
1
「
コ
ト
バ
に
よ
っ
て
世
界

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

が
分
節
さ
れ
、
事
物
が
生
ま
れ
る
」
一
を
唯
言
論
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
、
小
論
の
テ
ー

マ
で
あ
る
「
現
出
1
1
変
換
」
論
の
大
切
な
基
本
視
点
と
も
重
な
る
所
が
多
い
の
で
、
こ
こ
で
言
及

す
る
こ
と
に
し
た
い
。
丸
山
に
よ
れ
ば
、
環
境
の
諸
要
素
は
客
観
的
な
デ
ー
タ
と
し
て
存
在
す

る
の
で
は
な
く
、
「
常
に
生
へ
の
関
与
性
に
即
し
て
の
く
意
味
1
1
現
象
〉
と
し
て
現
麗
」
す
る
。

イ
ヌ
と
ヒ
ト
が
見
る
世
界
が
異
な
る
の
は
、
両
者
の
関
与
性
の
ち
が
い
に
よ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

い
ず
れ
の
世
界
が
客
観
的
で
、
よ
り
真
実
で
あ
る
か
な
ど
と
い
う
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
動
物
に
あ
っ
て
も
言
語
以
前
の
レ
ベ
ル
で
感
覚
一
越
動
的
な
分
節
が
行
わ
れ
て
い

る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
種
特
有
の
本
能
図
式
に
も
と
づ
い
て
の
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。

丸
山
は
「
自
然
生
文
化
」
の
観
点
か
ら
、
身
体
レ
ベ
ル
で
の
分
節
を
第
一
次
的
と
な
す
一
方
で
、

人
間
に
あ
っ
て
は
さ
ら
に
第
二
次
的
な
も
の
と
し
て
、
言
語
レ
ベ
ル
で
の
分
節
一
身
分
け
に
対

す
る
言
分
け
構
造
1
が
立
て
ら
れ
、
こ
れ
が
自
然
性
を
超
え
出
る
過
剰
部
分
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
。
む
し
ろ
人
間
に
お
け
る
特
有
の
あ
り
方
は
、
こ
の
第
二
次
的
で
し
か
な
い
分
節
の
方
が
、

一
次
的
な
自
然
性
を
い
た
る
所
で
侵
食
し
て
い
る
点
に
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
意
味
で
の
唯
言
論

が
丸
山
の
「
文
化
論
」
の
骨
格
と
も
な
っ
て
い
る
。

 
ダ
ニ
の
生
態
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
本
能
的
な
身
体
図
式
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
が
意
味

あ
る
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
や
は
り
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
の
資
格
を
も
つ
と
い
っ

て
よ
い
。
種
に
も
と
も
と
備
わ
る
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
は
身
分
け
構
造
と
呼
ば
れ
た
が
、
ヒ
ト
は
こ

れ
に
加
え
て
言
葉
に
よ
る
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
、
す
な
わ
ち
言
分
け
構
造
を
別
に
持
ち
、
ヒ
ト
は
こ

れ
に
よ
っ
て
自
然
的
存
在
を
は
み
出
る
過
剰
な
シ
ン
ボ
ル
化
能
力
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、

 
 
 
 
 
 
 
 

と
主
張
さ
れ
る
。
過
剰
部
分
と
い
う
の
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
「
今
1
こ
こ
」
の
時
間
一
空
間
に

縛
ら
れ
た
あ
り
方
か
ら
自
由
に
な
っ
て
、
時
-
空
を
限
り
な
く
延
長
す
る
こ
と
さ
え
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
点
に
認
め
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
私
が
現
実
に
知
覚
し
え
な
い
も
の
、

あ
る
い
は
直
接
経
験
の
範
囲
外
に
あ
る
よ
う
な
事
物
や
事
象
で
さ
え
も
、
私
は
言
葉
の
力
を
借

り
れ
ば
、
や
す
や
す
と
そ
れ
に
つ
い
て
想
像
を
め
ぐ
ら
し
、
語
り
か
け
、
ま
た
思
考
す
ら
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

 
過
去
も
未
来
も
言
葉
の
産
物
だ
と
い
え
る
と
こ
ろ
が
た
し
か
に
あ
り
、
身
分
け
的
に
は
見
え

て
よ
い
は
ず
の
も
の
が
見
え
ず
、
逆
に
見
え
る
は
ず
の
な
い
も
の
が
見
え
て
く
る
と
い
う
奇
妙

な
事
態
が
人
間
に
は
起
こ
っ
て
く
る
。
丸
山
の
言
わ
ん
と
す
る
所
は
結
局
、
我
々
が
通
常
、
現

実
の
世
界
を
受
け
と
め
て
い
る
も
の
は
、
実
は
我
々
人
間
に
固
有
の
言
語
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
が
分

節
し
た
結
果
作
り
出
さ
れ
た
世
界
に
す
ぎ
な
い
、
し
か
る
に
常
識
人
は
現
実
の
世
界
が
言
葉
以

前
に
存
在
し
、
コ
ト
バ
の
関
与
な
し
に
自
存
自
立
し
て
い
る
か
の
如
き
錯
覚
に
陥
っ
て
い
る
、

し
か
も
そ
の
こ
と
に
一
向
気
づ
く
気
配
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
尽
き
よ
う
か
。
丸
山
の
こ
う

し
た
言
語
観
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
「
…
…
ま
ず
視
点
が
あ
り
、
…
…
そ
れ
に
よ
っ
て
人
は
二
次

的
に
事
物
を
創
造
す
る
。
…
…
い
か
な
る
事
物
も
、
い
か
な
る
対
象
も
、
一
瞬
た
り
と
も
既
一
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
実
体
論
の
徹
底
的
排
除
の
戦
略
に
よ
く
即
応
し
て
い
る
こ

と
は
容
易
に
看
取
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

 
上
述
の
所
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
言
分
け
構
造
論
に
み
ら
れ
る
丸
山
言
語
論
に
お
い
て
、

現
出
の
言
語
被
媒
介
性
と
で
も
仮
に
名
づ
け
う
る
立
脚
点
が
大
切
な
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
観
点
か
ら
、
「
現
出
1
1
変
換
」
論
の
一
局
面
、
す
な
わ
ち
「
変
形
、
変
容
、
変
更
」
と
い
っ

た
事
柄
が
一
層
よ
く
見
通
し
の
き
く
か
た
ち
に
な
っ
た
。
お
よ
そ
生
物
に
と
っ
て
客
観
的
な
物

理
的
世
界
は
何
の
意
味
も
も
た
な
い
し
、
そ
れ
は
非
現
実
的
で
す
ら
あ
る
。
生
物
は
そ
れ
ぞ
れ

異
な
っ
た
非
言
語
的
な
分
節
の
し
か
た
で
環
境
世
界
と
独
自
の
関
係
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
た
よ

う
に
、
ヒ
ト
た
る
人
間
も
言
語
的
な
意
味
分
節
の
導
き
に
従
っ
て
存
在
世
界
に
区
切
り
を
入
れ
、

ク
ラ
ス
分
け
し
た
上
で
把
握
し
て
い
る
。
言
語
は
単
に
存
在
者
の
代
用
物
で
も
コ
ピ
ー
で
も
な

い
。
対
象
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
把
握
す
る
か
、
何
を
見
、
ま
た
ど
う
見
る
べ
き
か
は
、

言
語
の
介
入
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
決
め
ら
れ
て
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
言
語
は
人
間
に
対
し

て
世
界
を
解
釈
す
る
普
遍
的
な
解
釈
地
平
を
準
備
す
る
。
我
々
は
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
を
見
、

Res.  Rep.  of Ube Tech.  Coll. ， No.  36 March 1990



変換としての意味空間17

現
実
を
経
験
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

 
あ
る
種
の
言
語
が
何
ら
か
の
理
由
で
欠
け
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
言
葉
で
示
さ
れ
る
現
実

や
対
象
が
捉
え
ら
れ
な
い
か
、
ま
た
は
見
に
く
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
と
き
言
葉
は
い

わ
ば
対
象
を
捉
え
る
さ
い
の
図
式
の
よ
う
な
役
割
り
を
果
た
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ

こ
に
言
う
図
式
と
は
カ
ン
ト
が
立
て
た
超
越
論
的
な
機
能
と
し
て
の
図
式
と
ほ
ぼ
同
じ
と
み
て

も
よ
い
。
カ
ン
ト
の
場
合
、
純
粋
な
悟
性
概
念
が
感
性
的
対
象
に
適
用
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
の

包
摂
関
係
と
し
て
図
式
論
が
立
案
さ
れ
て
い
た
が
、
言
葉
も
ま
さ
に
対
象
を
把
握
す
る
に
さ
い

し
て
図
式
的
な
機
能
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
対
象
を
名
ざ
す
と
き
に
用
い
ら
れ
る
対
象
の
名

は
、
そ
の
対
象
が
経
験
さ
れ
る
と
き
の
図
式
と
し
て
働
く
と
想
定
し
て
み
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
一
般
に
事
物
は
、
一
定
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
い
て
現
出
す
る
が
ゆ
え
に
、
直
接
に

経
験
さ
れ
え
な
い
潜
勢
的
な
可
能
性
を
常
に
残
さ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を

も
そ
こ
に
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
対
象
を
何
か
と
し
て
理
解
可
能
に
な
る
。
言

葉
の
概
念
は
そ
の
外
延
に
お
い
て
諸
々
の
可
能
的
な
あ
り
方
の
集
合
だ
と
み
な
さ
れ
う
る
。
言

葉
は
も
と
も
と
経
験
の
中
で
出
会
わ
れ
る
ど
ん
な
可
能
な
対
象
に
も
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
を
そ
の
条
件
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
言
葉
が
あ
ら
か
じ
め
図
式
的
に
可
能
的
な
枠
取

り
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
に
私
が
見
て
い
る
対
象
を
何
か
(
「
コ
ッ
プ
で
あ
る
こ
と
」
、

「
犬
で
あ
る
こ
と
」
)
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
将
来
出
会
わ
れ
う
る
未
知
の

事
物
に
つ
い
て
も
同
じ
く
何
か
と
し
て
同
定
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
言
葉
が
図
式
的
に
働
く
と
は
従
っ
て
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
い
。
そ
れ
は
、
あ
る
対
象
が

与
え
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
を
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
化
し
て
と
り
出
し
う
る
準
備
態
勢
を
い
つ
で
も
我
々

の
う
ち
に
作
り
出
し
て
お
く
こ
と
だ
、
と
。
我
々
が
見
う
る
も
の
、
経
験
し
う
る
も
の
は
、
も

ち
ろ
ん
感
覚
の
生
理
的
能
力
の
絶
対
的
限
界
は
あ
る
に
せ
よ
、
言
葉
の
示
し
う
る
範
囲
と
同
じ

な
の
で
あ
る
。
言
葉
の
描
く
図
式
に
も
と
づ
い
て
、
所
与
の
要
素
の
中
か
ら
あ
る
も
の
を
選
択

的
に
抽
出
し
て
構
造
化
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
外
国
人
の
会
話
は
切
れ
目
な

い
連
続
的
な
流
れ
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
が
母
国
語
の
方
は
区
切
り
の
あ
る
、
意
味
の
わ
か
る
言

葉
と
し
て
明
瞭
に
聞
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ち
が
い
は
、
同
定
し
う
る
音
の
図
式
を
あ
ら
か

じ
め
も
っ
て
い
る
か
否
か
に
よ
る
、
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、
同
じ
科
学
実
験
室
を

見
て
も
素
人
と
物
理
学
者
の
受
け
と
っ
た
内
容
に
は
大
き
な
相
違
が
生
じ
る
煙
そ
れ
は
何
を

ど
の
よ
う
に
形
態
化
し
て
い
く
か
に
か
ん
す
る
、
そ
の
適
切
な
図
式
が
、
そ
の
人
に
あ
ら
か
じ

め
備
わ
っ
て
い
る
か
否
か
に
よ
る
。
専
門
家
は
素
人
よ
り
も
、
よ
り
良
く
集
う
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
見
る
た
め
の
図
式
、
言
葉
、
知
識
を
素
人
よ
り
も
多
く
持
つ
ゆ
え
で
あ
る
。
こ
れ
は
決

し
て
生
理
的
な
視
覚
能
力
の
せ
い
で
は
な
い
か
ら
、
網
膜
像
と
か
視
神
経
を
引
き
合
い
に
出
し

て
も
何
の
説
明
に
も
な
り
は
し
な
い
。

 
目
の
網
膜
に
写
っ
た
映
像
が
セ
ン
ス
・
デ
ー
タ
と
し
て
全
く
同
じ
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ

か
ら
何
を
引
き
出
し
う
る
か
、
何
を
見
出
し
う
る
か
、
探
し
出
し
う
る
か
は
、
そ
れ
ら
を
構
造

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
可
能
な
ら
し
め
る
図
式
と
言
葉
と
の
共
同
の
働
き
に
負
う
の
で
あ

る
。
我
々
は
も
と
も
と
、
自
分
が
探
し
出
す
こ
と
の
で
き
る
方
法
を
知
っ
て
い
る
も
の
し
か
探

し
出
せ
な
い
し
、
理
解
し
う
る
も
の
し
か
理
解
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
科

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
0
)

学
哲
学
の
ハ
ン
ソ
ン
が
唱
え
た
観
察
の
「
理
論
負
荷
性
」
(
匪
①
o
蔓
-
冨
α
①
づ
①
ω
ω
)
は
、
裸
の
客

観
的
デ
ー
タ
と
か
純
粋
無
垢
の
観
察
と
い
う
科
学
主
義
、
な
い
し
物
理
学
的
客
観
的
主
義
の
標

榜
の
不
可
能
な
る
所
以
を
明
ら
か
に
し
、
我
々
の
い
う
言
語
的
な
図
式
の
先
行
性
と
優
位
性
の

考
え
と
通
底
す
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。

 
科
学
的
な
事
実
と
い
わ
れ
る
も
の
の
身
分
も
、
そ
れ
が
す
で
に
複
雑
な
理
論
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
通
し
て
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
決
し
て
そ
れ
自
体
に
お
い
て
規
定
さ
れ

た
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
観
察
デ
ー
タ
は
裸
の
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
う
が
、

反
対
に
か
な
り
手
の
こ
ん
だ
理
論
の
衣
で
十
重
二
十
重
に
包
ま
れ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
基
底
と
し
て
の
生
世
界
の
根
源
性
に
気
づ
い
た

フ
ッ
サ
ー
ル
の
後
期
思
想
と
も
深
く
関
連
す
る
も
の
が
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

 
変
換
が
言
語
的
な
図
式
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
と
き
、
或
る
も
の
が
何
か
と
し
て
一
定
の
意

味
分
節
の
内
に
現
出
す
る
と
い
う
根
源
的
な
出
来
事
が
成
立
す
る
。
事
物
は
言
語
組
織
が
織
り

な
す
意
味
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
そ
の
現
出
地
平
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
我
々
に
第
一
次
的

に
出
会
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
ま
ず
、
も
の
〔
客
体
〕
は
、
意
味
の
磁
場
の
な
か
で
は
じ
め
て
対

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
1
V

象
的
形
象
と
し
て
の
地
位
を
手
に
入
れ
る
」
の
で
あ
っ
て
、
事
物
の
現
出
地
平
と
し
て
の
「
と

し
て
1
分
節
」
の
媒
介
な
く
し
て
は
、
現
出
場
は
い
わ
ば
多
様
な
感
覚
の
殺
到
と
氾
濫
に
よ
っ

て
収
拾
の
つ
か
な
い
混
乱
状
態
を
呈
す
る
の
他
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
先
ほ
ど
提
出
し
た
言

語
野
面
媒
介
性
と
い
う
用
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
我
々
人
間
が
言
語
的
に
分
節
さ
れ
た
世

界
の
内
に
は
じ
め
か
ら
住
み
こ
ん
で
お
り
、
同
時
に
我
々
自
身
の
意
識
も
言
語
的
に
構
成
さ
れ

て
い
る
と
い
う
事
態
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。

 
こ
の
言
語
各
面
媒
介
性
に
関
連
し
て
、
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
語
観
に
言
及
し
て
お
こ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
「
言
葉
と
存
在
」
と
の
関
連
が
、
前
期
・
後
期
に
一
貫
し
た
中
心
テ
ー

マ
と
な
っ
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
「
言
葉
は
存
在
の
家
で
あ
る
」
と
す
る
有

名
な
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
お
い
て
も
言
葉
は
、
無
媒
介
的
に
現
出
す
る

も
の
を
、
後
か
ら
描
写
す
る
い
わ
ば
再
現
手
段
で
あ
る
と
い
う
二
次
的
な
役
割
り
は
拒
否
さ
れ

て
い
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
「
何
か
が
し
か
じ
か
の
も
の
と
し
て
現
出
す
る
さ
い
の
現
前
、
つ
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(
1
2
)

ま
り
存
在
を
与
え
る
」
と
さ
れ
る
。
言
葉
は
存
在
の
家
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
事
物
や
事
象
が

言
葉
の
な
か
に
住
み
こ
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
言
葉
が
世
界
経
験
と
不
可
分
に
織
り

合
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

 
ガ
ダ
マ
ー
も
言
う
よ
う
に
、
言
葉
は
人
間
に
対
し
て
は
じ
め
て
そ
の
世
界
を
呈
示
す
る
と
い

う
し
か
た
で
両
者
の
「
間
」
(
朽
草
①
)
の
次
元
を
形
成
し
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
人
間
と
世
界

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
3
)

は
根
源
的
な
言
語
共
属
性
一
言
雪
嵐
媒
介
性
を
そ
の
本
質
と
し
て
い
る
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
世
界
現
象
は
言
語
生
起
と
同
時
」
で
あ
り
、
「
言
葉
の
あ
る
と
こ
ろ
に
の

 
 
 
 
 
(
1
4
)

み
、
世
界
が
あ
る
」
。
こ
う
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
語
観
が
、
後
の
解
釈
学
的
現
象
学
の
ガ
ダ
マ
ー

に
お
い
て
「
存
在
は
言
葉
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
ラ
デ
ィ
カ
リ
ジ
ー
レ
ン
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
5
)

 
ガ
ダ
マ
ー
の
「
理
解
さ
れ
る
存
在
は
言
葉
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
を
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
井
筒
俊
彦
の
卓
越
し
た
見
解
を
こ
こ
で
参
照
し
て
お
く
こ
と

に
し
た
い
。
井
筒
に
よ
れ
ば
、
我
々
の
ふ
つ
う
の
考
え
で
は
、
森
羅
万
象
は
コ
ト
バ
と
関
係
な

し
に
存
立
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
様
々
に
命
名
し
た
り
、
そ
の
名
に
よ
っ
て
指
示
し
た
り
す
る

こ
と
は
、
人
間
の
側
か
ら
の
後
か
ら
の
二
次
的
な
操
作
に
し
か
み
え
な
い
。
「
し
か
し
そ
れ
は
、

実
は
全
体
と
し
て
も
、
、
ま
た
そ
れ
を
構
成
す
る
個
々
の
事
物
と
し
て
も
す
べ
て
根
源
的
に
コ
ト

バ
的
性
質
の
も
の
、
コ
ト
バ
を
源
泉
と
し
、
コ
ト
バ
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
定
立
さ
れ
た
も
の
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
6
)

つ
ま
り
簡
単
に
言
え
ば
『
コ
ト
バ
で
あ
る
』
の
だ
」
と
言
明
さ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
、
あ

ら
ゆ
る
も
の
が
コ
ト
バ
な
の
で
あ
り
、
「
つ
ま
り
存
在
は
存
在
性
そ
の
も
の
に
お
い
て
根
源
的
に

 
 
 
 
 
 
(
1
7
)

コ
ト
バ
的
で
あ
る
」
と
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
井
筒
は
宣
言
す
る
。

 
こ
れ
は
実
在
論
的
-
実
体
論
的
発
想
か
ら
い
え
ば
、
全
く
容
認
の
余
地
も
な
い
破
天
荒
な
見

方
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
る
に
彼
は
右
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
に

も
比
せ
ら
れ
て
よ
い
言
語
論
的
転
回
を
お
し
す
す
め
、
ま
ず
も
の
が
自
存
自
立
し
、
コ
ト
バ
が

後
か
ら
そ
れ
を
な
ぞ
る
式
の
常
識
的
実
体
論
を
退
け
、
「
コ
ト
バ
が
も
の
を
生
み
出
す
、
コ
ト
バ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
8
)

か
ら
存
在
世
界
が
現
出
す
る
」
と
い
う
「
存
在
喚
起
機
能
」
を
コ
ト
バ
に
付
与
す
る
の
で
あ
る
。

ガ
ダ
マ
ー
の
先
の
命
題
も
、
コ
ト
バ
が
意
味
を
通
じ
て
存
在
世
界
を
生
み
出
す
と
い
う
こ
う
し

た
存
在
喚
起
と
つ
き
合
わ
せ
て
み
る
と
、
基
本
的
立
場
に
ほ
ぼ
同
じ
も
の
が
見
ら
れ
る
。
井
筒

の
見
解
は
、
世
界
経
験
の
う
ち
に
言
語
的
被
媒
介
性
と
い
う
契
機
を
看
取
し
、
現
出
と
言
語
と

の
相
互
浸
透
の
あ
り
方
を
中
心
と
し
て
論
じ
て
き
た
当
小
論
の
主
張
と
内
奥
に
お
い
て
相
照
ら

じ
合
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
、
認
め
て
よ
い
。

 
こ
の
節
で
は
世
界
の
現
出
が
す
な
わ
ち
そ
の
変
換
で
あ
る
と
い
う
事
柄
に
つ
い
て
、
上
述
の

三
つ
の
論
点
か
ら
以
下
の
こ
と
が
結
論
と
し
て
提
出
さ
れ
よ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
身
分
け
構
造

と
区
別
さ
れ
た
言
分
け
構
造
を
人
間
に
お
け
る
第
二
次
分
節
と
し
、
そ
の
「
と
し
て
1
分
節
」

た
る
言
語
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
に
よ
っ
て
自
然
的
世
界
は
変
形
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
自
然
的
所
与
は

文
化
的
所
与
へ
と
変
換
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
我
々
が
直
接
に
向
か
い
あ
っ

て
い
る
の
は
第
一
次
的
な
自
然
で
は
な
く
、
何
ら
か
文
化
化
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
歴
史
的
一
社

会
的
な
働
き
か
け
に
よ
っ
て
変
化
を
被
っ
た
自
然
で
し
か
な
い
。

 
第
二
に
、
意
味
的
現
出
に
か
ん
し
て
、
そ
れ
を
支
え
る
も
の
と
し
て
言
語
的
図
式
と
で
も
名

づ
け
ら
れ
る
べ
き
言
語
の
機
能
が
論
じ
ら
れ
た
が
、
事
象
が
出
会
わ
れ
う
べ
き
現
出
の
場
が
、

何
が
ど
う
見
ら
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
枠
組
と
方
向
を
あ
ら
か
じ
め
描
き
出
す
言
語
的
な
図

式
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
従
っ
て
経
験
は
言
語
的
な
経
験
へ
の
翻
訳
と
な
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
た
。

 
第
三
に
コ
ト
バ
の
存
在
喚
起
機
能
に
お
い
て
、
存
在
は
い
わ
ば
実
在
的
な
意
味
を
失
っ
て
、

意
味
の
地
平
の
上
に
張
ら
れ
た
意
味
空
間
を
構
成
す
る
に
他
な
ら
ず
、
こ
の
意
味
空
間
の
上
で

事
物
や
事
象
が
差
異
化
さ
れ
つ
つ
人
間
に
到
来
可
能
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。

四
、
結
び
に
代
え
て

 
物
事
に
つ
い
て
の
我
々
の
理
解
は
直
接
的
で
あ
り
、
ど
こ
に
も
解
釈
な
ど
施
さ
れ
て
い
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
ほ
ど
我
々
の
経
験
は
、
自
然
な
自
明
性
に
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
。
現
実
に
じ
か

に
触
れ
て
い
る
と
称
す
る
直
接
経
験
や
客
観
的
理
解
、
あ
る
い
は
認
識
は
あ
り
の
ま
ま
の
事
実

を
そ
の
ま
ま
記
述
す
る
こ
と
だ
と
か
い
っ
た
考
え
は
、
無
条
件
に
承
認
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な

く
、
括
弧
に
入
れ
て
留
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
な
信
念
は
、
経
験
そ

の
も
の
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
包
括
的
な
地
平
と
し
て
の
言
語
性
、
歴
史
性
、
共
同
性
と
い
っ

た
次
元
そ
の
も
の
の
忘
却
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
我
々
・
は
朝
、
目
ざ
め
る
度
に

経
験
を
一
か
ら
や
り
な
お
す
の
で
は
な
い
と
い
う
平
凡
な
事
実
は
、
既
知
的
類
型
化
が
対
象
構

成
的
に
働
く
の
で
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
つ
ど
与
え
ら
れ
る
未
知
の
も
の
を

迎
え
入
れ
る
解
釈
装
置
で
あ
り
、
こ
れ
は
あ
る
文
化
共
同
体
の
中
で
間
主
観
的
に
共
有
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
日
常
世
界
の
も
ろ
も
ろ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
作
り
出
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
経
験
に
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
i
共
同
的
な
広
が
り
が
存
す
る
。
こ
の
関
連

に
お
い
て
、
社
会
的
公
共
性
に
お
け
る
言
語
の
規
範
性
、
あ
る
い
は
一
義
性
を
本
質
と
す
る
言

語
の
あ
り
方
あ
る
い
は
制
度
と
し
て
の
言
語
と
い
っ
た
側
面
、
一
口
に
言
っ
て
言
語
共
同
体
の

問
題
群
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
れ
で
、
私
と
私
な
ら
ざ
る
他
者
と
の
交
叉
、
私
か
ら
我
々
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へ
の
通
路
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
間
主
観
性
の
問
題
系
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

こ
れ
ら
の
広
汎
な

 
 
注

一、

(
1
)
 
言
語
形
成
の
う
ち
に
確
定
さ
れ
て
い
る
「
先
行
的
存
在
理
解
」
に
つ
い
て
は
、
内
●
○
.
 

 
ア
ー
ベ
ル
、
『
哲
学
の
変
換
』
を
参
照
。
＝
四
頁
以
下
。
「
同
行
的
一
先
行
的
に
」
(
ヨ
詳
ひ
q
警
-

ひq

?
＜
o
蹟
ぎ
α
q
邑
現
わ
れ
出
る
存
在
理
解
は
、
経
験
の
対
象
の
可
能
性
の
超
越
論
的
条
件

 
で
あ
り
、
従
っ
て
存
在
は
自
ら
を
示
す
だ
け
で
あ
っ
て
、
経
験
的
に
対
象
的
に
検
証
さ
れ

 
る
の
は
「
存
在
者
」
で
し
か
な
い
。

(
2
)
 
「
現
出
」
概
念
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
『
現
出
の
諸
問
題
』
(
一
)
、
(
二
)
(
『
宇

部
高
専
研
究
報
告
』
、
第
二
十
八
、
二
十
九
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一一

A(
1
)
鷲
田
清
一
著
『
分
散
す
る
理
性
』
、
八
三
頁
。
当
小
論
の
中
心
主
題
で
あ
る
「
現
出
1
1

 
変
換
」
論
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
委
曲
を
尽
く
し
た
軍
畑
の
深
い
分
析
に
多
く
を
負
う
て

 
い
る
。

(
2
)
 
＝
二
ω
ω
①
島
雪
四
、
×
≦
、
ω
●
辰
ω
 
広
末
渉
『
存
在
と
意
味
』
、
六
頁
、
お
よ
び
、
三

 
九
頁
以
下
に
も
、
広
末
独
自
の
用
語
の
も
と
に
「
現
相
は
単
な
る
所
与
以
上
の
留
る
も
の
(
イ

 
デ
ア
ー
ル
な
意
味
)
を
告
知
す
る
」
と
い
う
「
現
相
的
所
与
-
意
味
要
所
識
」
の
い
わ
ゆ

 
る
二
肢
的
二
重
性
の
分
析
が
あ
る
。

 
14
)

ハ                                                            

131211109876543)     )     )     )     )     )     )     )     )     )     )

鷲
田
前
掲
著
、
七
一
頁
。

同
右
書
、
…
m
頁
。

同
右
童
日
、
 
一
八
⊥
ハ
頁
。

G
・
ベ
イ
ト
ソ
ン
、
『
精
神
と
自
然
』
(
佐
藤
良
明
訳
)
、
四
〇
頁
。

同
右
書
、
二
五
九
頁
。

新
田
・
宇
野
編
『
他
者
の
現
象
学
』
、
二
〇
頁
。

鷲
田
前
掲
著
、
九
一
頁
。

同
右
。

M
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
ロ
ゴ
ス
・
モ
イ
ラ
ー
・
ア
レ
ー
テ
イ
ア
』
(
宇
都
宮
訳
)

丸
山
圭
三
郎
『
言
葉
と
無
意
識
』
、
二
三
頁
。

木
田
元
『
メ
ル
ロ
ー
ー
ポ
ン
テ
ィ
の
思
想
』
、
一
九
一
頁
。

同
右
書
、
二
一
二
頁
。

参
照
。

(
1
5
)
 
丸
山
圭
三
郎
『
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
思
想
』
、
二
七
〇
頁
。

(
1
6
)
 
同
右
書
、
二
七
八
頁
。

三
、(

1
)
 
『
ハ
イ
エ
ク
全
集
、
第
四
巻
・
感
覚
秩
序
』
所
収
の
西
山
千
明
の
解
説
を
参
照
。
ま
た
、

 
西
山
『
第
四
の
選
択
』
第
二
部
、
三
〇
頁
-
三
六
頁
も
参
照
。
過
去
の
経
験
を
も
と
に
わ

 
れ
わ
れ
の
内
部
に
樹
立
し
た
知
覚
秩
序
体
系
は
、
ひ
と
つ
の
分
類
体
系
、
従
っ
て
事
物
に

 
加
え
ら
れ
た
解
釈
体
系
で
あ
り
、
そ
れ
は
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
的
に
機
能
す
る
、
と
さ
れ
る
。

               

98765432) ) ) ) ) ) ) )

 
ゆ
る
デ
ュ
エ
ム
の
テ
ー
ゼ
で
あ
る
が
、

 
退
け
、

 
と
、

(
1
0
)

 
照
。

 
し
て
懇
切
に
教
え
て
く
れ
る
。

18 17
v   v

                     

16 15 14 13 12 11
)   )   )   )   )   )

大
森
荘
蔵
『
言
語
・
知
覚
・
世
界
』
、
二
三
六
頁
i
二
四
八
頁
を
参
照
。

ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
『
生
物
か
ら
見
た
世
界
』
、
一
二
三
頁
。

同
右
書
、
＝
一
頁
以
下
を
参
照
。

丸
山
『
文
化
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
』
、
一
〇
二
頁
。

同
右
書
、
七
二
頁
。

同
右
書
、
七
四
頁
以
下
を
参
照
。

丸
山
『
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
思
想
』
、
一
五
五
頁
。

村
上
陽
一
郎
『
科
学
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
』
、
二
四
頁
以
下
を
参
照
。
こ
れ
は
、
い
わ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
村
上
は
「
セ
ン
ス
・
デ
ー
タ
↓
解
釈
」
の
説
明
を

 
経
験
が
「
刺
激
を
受
け
取
る
」
＋
「
解
釈
す
る
」
1
1
「
視
る
」
と
い
う
形
を
と
る
こ

感
覚
与
件
論
者
の
二
段
構
え
の
主
張
の
非
な
る
こ
と
を
的
確
に
論
じ
て
い
る
。

N
・
R
・
ハ
ン
ソ
ン
『
科
学
的
発
見
の
パ
タ
ー
ン
』
〔
村
上
訳
〕
、
四
一
頁
以
下
を
参

「
見
る
こ
と
」
、
「
解
釈
す
る
こ
と
」
の
根
源
性
を
科
学
史
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
を
通

鷲
田
前
掲
著
、
三
一
頁
。

竃
・
口
①
己
①
ひ
q
ぴ
q
①
び
C
耳
臼
≦
①
α
q
ω
N
霞
ω
胃
碧
ゴ
。
ω
』
塁

＝
●
-
○
.
 
O
①
審
ヨ
Φ
び
妻
魯
遵
前
脚
⊆
昌
α
］
≦
0
9
0
血
ρ
ω
.
 
お
b
。
.
 

冨
.
 
＝
①
置
①
α
q
α
q
Φ
き
卑
感
暮
①
歪
づ
ひ
q
①
昌
N
霞
＝
α
置
9
甘
口
ω
U
凶
。
げ
ε
昌
α
q
鴇
Q
っ
●
ω
朝
h

O
曽
血
餌
ヨ
①
き
①
●
p
O
●
ω
●
＆
O
.
 

井
筒
俊
彦
『
意
味
の
深
み
へ
』
、
二
四
五
頁
。

同
右
書
、
二
四
三
頁
。

同
右
書
、
二
五
五
頁
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
平
成
元
年
九
月
二
十
五
日
 
受
理
)
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