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~

こ
の
論
文
で
は
、
惰
者
が
ミ
シ

ェ
ル

・

フ
ー
コ
ー
の
考
占
乍
及
び
系
沼
乍
―

;
n
c
こ
え
ば
‘
こ
の
論
＇
又
は
フ
ー
コ
ー
が
人
文
科
学
そ
の
も
の
に
対
し

~

i

の
方
法
を
参
期
し
、
権
力
関
係
及
ひ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
視
点
か
ら
一
オ
て
行
っ
た
考
占
学
及
び
系
譜

g
r的
な
考
察
を
、
オ
タ
ク
研
究
と
い
う
柘
め
て

~

~
タ
ク

」
と
い
う
概
念
が
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
る
か
‘
と
の
よ
う
に
変
容
さ
限
定
的
な
範
鯰
の
中
に
応
用
し
た
も
の
で
あ
る
フ
ー
コ
ー
の
知
見
が
現
在

~

~
れ
る
か
を
考
察
し
た
い
特
に
内
籍
と
し
て
出
版
さ
れ
た
「
オ
タ
ク
論
」
及
進
行
中
の
社
会
現
象
の
分
析
に
付
効
で
あ
る
こ
と
を
ポ
し
、
そ
し
て
、
オ
タ

~

i

び
多
数
の
新
聞
，
叫
t

を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
時
間
の
流
れ
と
と
も
に
、
ク
の
問
題
が
「
秤
学
的
人
間
学
」
の
系
譜
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を
小
す
こ
と
‘

~

~
オ
タ
ク
と
い
う
豆
架
の
な
味
及
び
機
能
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
を
明
ら
か
に
そ
れ
が
窄
者
の

1
1
的
で
あ
る

~

[
す
る
そ
の
似
囚
を
突
き
仕
め
る
た
め
に
、
そ
し
て
そ
の
過
程
を
明
ら
か
に

i

す
る
た
め
に
、
フ
ー
コ
ー
の
枠
組
み
が
必
要
に
な
っ
て
く
る

•• 

は
じ
め
に

「
オ
タ
ク
」
と

い
う
言
葉
は
元
々

、
三

0
年
ほ
ど
前
の
―
つ
の
社

会
現
象
を
示
す
言
葉
で
あ
っ
た
が
、
今
で
も
良
く
使
わ
れ
て
い
る
。

性
的
犯
罪
者
の
予
備
軍
と
し
て
断
罪
さ
れ
た
り
、

エ
リ
ー
ト
消
費
者

と
し
て
持
ち

L
げ
ら
れ
た
り
、
大
変
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
た
言

業
で
あ
る
だ
が
、
オ
タ
ク
に
関
す
る
言
説
が
多
様
に
存
在
し
て
い

る
C

そ
れ
故
、
「
オ
タ
ク
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
は
常
に
論
争
を

呼
び
起
こ
し
て
い
る

S

こ
れ
は
イ
マ
ヌ
エ
ル

・
カ
ン
ト
が
提
起
し
た

「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
と
良
く
似
た
状
況
に
あ
る
も
と

よ
り
、
オ
タ
ク
は
人
間
（
の
一
部
）
で
あ
る

C

そ
こ
で
、
オ
タ
ク
を

め
ぐ
る

こ
の
論
争
を
「
人
間
学
」
の
系
譜
‘
即
ち
カ
ン
ト
哲
学
を
は

じ
め
と
す
る
「
成
熟
」
と
「
近
代
」
の
概
念
を
扱
う
哲
学
の
系
譜
の

中
で
検
討
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
、
と
策
者
が
提
案
し
た
い

し

こ
れ

が
オ
タ
ク
研
究
の
―
つ
の
新
し
い
可
能
性
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る

C

哲
学
の
分
野
で
は
、
そ
の
系
譜
に
沿
っ
て
一
番
遠
く
ま
で
辿
り
着
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い
た
人
は
、
恐
ら
く
ミ
シ

ェ
ル

・
フ
ー
コ
ー
で
あ
る
。
潅
者
は
こ
の

論
文
で
、
フ
ー
コ

ー
の
狸
論
を
応
JlJ
し
た
「
オ
タ
ク
論
」
を
実
践
し

て
み
た
い
と
思
う
。

方
法

ニ
ー

＿
考
古
学
と
系
譜
学

フ
ー
コ
ー
は
「
知
の
考
古
学
者
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

研
究
対
象
は
人
文
科
学
の
歴
史
及
び
そ
の
前
提
と
な
る
エ
ピ
ス
テ
ー

メ
ー

（知
の
枠
組
み
）
で
あ
り
、
そ
の
研
究
方
法
は
「
考
古
学
」
で

あ
る
。
そ
れ
は
主
に
二
つ
の
概
念
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
。
ま
ず
、
「
行

為
に
よ
っ
て
実
際
に
語
ら
れ
た
も
の
」
を
意
味
す
る
「
言
表
（
エ
ノ

ン
セ
）
」
と
い
う
下
位
概
念
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
言
表
の
全
体
的
ま

と
ま
り
」
と
し
て
の
「
言
説
（
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
）
」
を
構
成
す
る
。

そ
し
て
更
に
、
「
事
件
と
し
て
の
言
表
の
不
可
視
の
総
体
」
を
登
味

す
る
「
ア
ル
シ
ー
ヴ
」
と
い
う
上
位
概
念
が

「言
説
」
に
よ
っ
て
構

(
l
)
 

成
さ
れ
る
。
こ
の
具
体
的
な
手
法
は
「
言
説
分
析
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

だ
が
、
後
期
の
フ
ー
コ
ー
は
、
考
古
学
と
い
う
方
法
だ
け
で
は
物

足
り
な
い
考
え
て
い
た
。
言
説
は
、
単
な
る
言
表
の
集
合
で
は
な
い
。

―
つ
の
言
説
の
内
祁
で
可
能
で
あ

っ
た
は
ず
の
言
表
が
実
際
に
語
ら

れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
、

言
説
と
は
、
語
ら
れ
た
言
表

と
語
ら
れ
な
か
っ
た
言
表
の
差
異
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
の

と
こ
ろ
、

言
説
の
領
域
か
ら
の
言
表
の
排
除
の
構
図
を
考
察
す
る
の

も
フ

ー
コ
ー
の
重
要
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
今
の
歴
史
が
nJ
能
で
あ
っ

た
は
ず
の
様
々
な
言
説
の

―
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
実
際
に
語
ら
れ
た
言
表
だ
け
で
は
な
く
、語
ら
れ
な
か
っ

た
言
表
の
存
在
論
的
な
意
味
と
そ
れ
ら
が
排
除
さ
れ
た
理
由
を
考
察

す
る
こ
と
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。
だ
が
考
古
学
と
い
う
枠
組
み
で
は
、

現
在
の
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
を
分
析
す
る
こ
と
も
、
語
ら
れ
な
か

っ
た

言
説
を
分
析
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
が
語
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
を
説
明

す
る
こ
と
も
で
き
な
い

。
こ
の
要
請
か
ら
、
後
期
の
フ
ー
コ
ー
の
分

析
で
は
、
非
言
語
的
な
も
の
（
芸
術
、
政
治
、
日
常
仕
活
な
ど
の
領

域
）
が
中
心
に
附
か
れ
て
い
る
。
そ
の
新
し
い
方
向
性
を
、
ニ
ー
チ

ェ

の
著
作
に
ち
な
ん
で
、
フ
ー
コ
ー
が
「
系
譜
学
」
と
名
付
け
た
。
そ

れ
が
形
而
上
学
と
伝
統
の
歴
史
学
と
の
差
異
は
、
起
源
や
超
越
論
的

主
観
（
主
体
）
な
ど
の
観
念
を
拒
否
す
る
と

こ
ろ
に
あ
る
。
系
譜
学

は
、
真
理
が
有
す
る
権
威
へ
の
懐
疑
と
し
て
現
れ
出
る
反
本
質
主
義

と
し
て
規
定
さ
れ
、
歴
史
的
過
程
に
内
在
し
て
お
り
、
利
害
閣
心
に

関
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
一
言
で
言
え
ば
、
考
古
学
か
ら
系
譜

学
へ
の
方
向
転
換
は
、
構
造
の
分
析
か
ら
権
力
の
分
析
へ
の
移
行
と

言
え
よ
う
。
こ
の
移
行
に
伴
い

、
「
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
」
と
い
う
概

念
が

「
ア
ル
シ
ー
ヴ
」
や
「
装
置
」
な
ど
の
概
念
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、

廃
止
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
は
実
際
に
語
ら
れ
た
言

説
を
分
析
す
る
の
が
重
要
で
な
い
こ
と
、
ま
た
は
考
古
学
の
方
法
が

否
定
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
一

方
、
系
譜
学
は
考
古
学
の
外

部
拡
張
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
相
補
的
な
方
法
で
あ
る
。
も
う

一
方、

89 



系
譜
学
が
考
古
学
に
進
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ
る
。

フ
ー
コ
ー

が
言
っ
た
よ
う
に
、
「
そ
の
分
析
は
考
古
学
的
な
次
元
を
持
つ
の
で
、

こ
の
問
題
構
成
の
諸
形
式
そ
の
も
の
の
分
析
が
可
能
と
な
り
、
系
譜

学
的
な
次
元
を
持
つ
の
で
、
実
践
と
そ
の
変
容
を
も
と
に
そ
れ
ら
諸

形
式
の
形
成
の
分
析
が
可
能
と
な
る
」
（
フ
ー
コ
ー
、
一
九
八
六

b
[

一
九）
。

つ
ま
り
、
フ
ー
コ
ー
の
考
え
た
考
古
学
と
系
譜
学
の
両
方

の
形
式
を
分
析
の
方
法
と
し
て
同
時
に
用
い
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

補
足
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
人
間
を
行
為
主
体
と
し

て
見
な
さ
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
、
特
定
の
戦
略
を
採
用
し
、
特
定

の
目
的
を
果
た
そ
う
と
す
る
人
間
の
目
的
意
識
を
ど
う
扱
う
こ
と
が

で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
が
権
力
を
「
特
定
の

社
会
に
お
い
て
錯
綜
し
た
戦
略
的
状
況
に
与
え
ら
れ
る
名
称
」
（
フ
ー

コ
ー
、
一
九
八
六

a
.
―
二
0
|

-
――

-
）
と
規
定
し
、
「
人
間
は

欲
望
に
よ
っ
て
主
体
と
し
て
自
己
を
構
築
す
る
」
と
い
う
立
場
を

取
っ
た
の
で
、
特
定
の
行
為
の
目
的
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
同
じ

目
的
を
持
つ
人
々
が
、
同
じ
戦
略
を
採
用
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
逆

に
、
同
じ
戦
略
を
採
用
す
る
人
々
が
、
同
じ
目
的
を
持
っ
て
い
る
と

も
限
ら
な
い
。
フ
ー
コ
ー
は
戦
略
分
析
の
み
を
厘
視
し
、
「
意
図
し

な
か
っ
た
帰
結
」
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
は
殆
ど
言
及
し
な
か
っ
た
。

戦
略
は
あ
く
ま
で
事
後
的
に
見
出
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
が
目
的
に

合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
権
力
分
析
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
そ
れ

ほ
ど
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ニ
ー
ニ
具
体
的
な
方
法

で
は
本
研
究
の
具
体
的
な
手
法
を
説
明
し
よ
う
。
ま
ず
は
、
フ
ー

コ
ー
の
系
譜
学
的
な
視
点
、
つ
ま
り
権
力
を
「

一
定
の
社
会
に
お
い

て
錯
綜
し
た
戦
略
状
況
に
与
え
ら
れ
る
も
の
」
と
し
て
見
な
す
視
点

に
言
説
分
析
の
「
甚
礎
」
と
し
て
の
位
置
を
与
え
る
。

次
に
、
時
間
軸
の
上
に
境
界
線
を
画
定
し
、
い
く
つ
か
の
時
代
に

分
け
て
、
そ
し
て
「
オ
タ
ク
論
」
全
般
を
そ
れ
ぞ
れ
が
所
属
し
て
い

る
時
代
に
置
き
直
す
。
フ
ー
コ
ー
は

『言
葉
と
物
ー
人
文
科
学
の
考

古
学
』
で
中
世
と
ル
ネ
サ
ン
ス
の
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
、
古
典
主
義
時

代
の
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
と
近
代
の
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
と
い
う
時
代
区

分
を
し
、
人
類
の
知
の
枠
組
み
に
大
き
な
断
絶
が
存
在
す
る
と
主
張

し
た
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
オ
タ
ク
論
の
歴
史
に
も
や
は
り
断
絶

が
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
勿
論
、
単
に
断
絶
が
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
あ
る
権
力
関
係
を
分
析
す
る
必
要
が

あ
る
。

で
は
、
そ
れ
ら
の

「断
絶
」
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
示
そ
う
。
ま

ず
は
、

一
九
八
三
年
六
月
を
時
間
軸
の
起
点
と
し
て
規
定
し
よ
う
。

た
だ
し
そ
れ
よ
り
前
に
第
一
回
「
コ
ミ
ッ
ク
マ
ー
ケ
ッ
ト
」
が
行
わ

(2
)
 

れ
た
一
九
七
五
年
の
前
に
は
、
「
オ
タ
ク
」
の
三
つ
目
の
意
味
が
既

に
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
第
二
の
使
わ
れ
方
を
定
着

さ
せ
た
の
は

『漫
画
プ
リ
ッ
コ
l

の

一
九
八
三
年
六
月
号
に
掲
載
さ

れ
た
エ
ッ
セ
イ

（「
お
た
く
」
の
研
究
）
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の

前
の
出
来
事
を
オ
タ
ク
の
「
有
史
以
前
」
の
出
来
事
と
し
て
見
な
し
、

90 



本
論
文
で
は
扱
わ
な
い
こ
と
と
し
た
い

。

次
は

一
九
八
九
年
七
月
一i

••• 

11
、
東
京
・
埼
玉
連
続
幼
女
誘
拐
殺

人
事
件
の
犯
人
、
宮
崎
勤
が
逮
捕
さ
れ
た

11
で
あ
る
。
彼
が
オ
タ
ク

と
し
て
断
罪
さ
れ
た
こ
と
は
、
オ
タ
ク
の
史

t
最
大
の
出
来
事
の
一

っ
と
し
て
数
え
ら
れ
て
い
る
。

続
い
て
、

一
九
九
六
介
liJJ
ニ
五
日
を
次
な
る
境
界
線
と
し
よ
う
。

当
時
、
束
京
大
学
の
ゼ
ミ
で

「
オ
タ
ク
文
化
論
」
を
教
え
て
い
た
岡

田
斗
司
夫
が
ゼ
ミ
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
新
著

『オ
タ
ク
学
入
門
』
を
、

発
売
と
同
時
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ソ
ト
上
で
全
文
公
開
し
た
。
こ
れ
は
、

オ
タ
ク
論
の
方
向
性
が
完
全
に
変
わ
っ
た
こ
と
を
象
徴
す
る
屯
大
な

出
来
れ
で
あ

っ
た
。

更
に
、

二
0
0
四
年

一
0
月
ニ
ニ

U
と
い
う

H
も

―
つ
の
境
界
線

に
相
応
し
い
。
と
あ
る
ア
キ
ハ
系
オ
タ
ク
青
年
の
純
愛
物
語
『
電
車

易
』
が
出
版
さ
れ
た
日
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
基
づ
い
た
物
語
は
つ

い
に
批
間
で
油
題
を
得
て
、
燐
発
的
な
プ
ー
ム
と
な
っ
て
い
た
。
そ

の
効
果
に
よ
り
、
オ
タ
ク
と
い
う
言
葉
の
知
名
度
が
急
速
に
上
が
り
、

や
が
て
オ
タ
ク
を
め
ぐ
る
戦
略
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

こ
の
論
文
で
箪
者
が
想
定
す
る
最
後
の
境
界
線
、
そ
れ
は
多
分

二
0
0
八
年
四
月

一
五
日
で
あ
る
。
オ
タ
ク
評
論
の
第

一
人
者
岡
旧

が、

『オ
タ
ク
は
す
で
に
死
ん
で
い
る
l

と
い
う
著
書
を
出
版
し
た

日
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
そ
の
内
容
は
ほ
ぽ

二
年
前

（二

0
0
六
年
五

月
―
―
四
日
）
に
、
新
宿
ロ
フ
ト
プ
ラ
ス
ワ
ン
で
行
わ
れ
た
ワ
ン
マ
ン

ト
ー
ク
シ
ョ
ー
で
は
既
に
公
表
さ
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ

こ
に
断
絶
が
存
在
す
る
こ
と
に
変
わ
り
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ら
の
檄
界
線
を
圃
定
す
る
こ
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
江
味

が
あ
る
の
か
。
そ
れ
は

「
オ
タ
ク
論
」
令
般
を
そ
れ
ぞ
れ
が
所
属
し

て
い
る
時
代
に
置
き
直
す
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
オ
タ

ク
の
イ
メ
ー
ジ
を
具
象
化
し
、
い
く
つ
か
の
「
オ
タ
ク
像
」
、
即
ち

オ
タ
ク
論
の
「
装
散
」
を
構
築
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
以

下
に
示
す
よ
う
に
、
晶
本
的
に
オ
タ
ク
に
関
す
る
言
説
は
互
い
に
矛

盾
し
て
い
る
。
オ
タ
ク
論
の
歴
史
に
断
絶
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

枯
本
的
に
、
社
会
の
中
で
影
郷
匹
力
を
持
っ
て
い
る
典
吼
的
な
「
オ

タ
ク
像
」
は
四
つ

ir仕
し
て
い
る
。
だ
が
、
境
界
線
が
五
つ
存
在
し

て
い
る
の
な
ら
、
「
オ
タ
ク
像
」
は
六
つ
も
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

。
筆
者
は
一
九
八
一
「
年
以
前
の
状
況
を
有
史
以
前
と
し
た
が
、

そ
れ
を
除
い
て
も
、
ま
だ
―
つ
残
っ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る

「
現
在
」

で
あ
る
だ
が
、

「考
古
学
」
は
現
在
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

。

フ
ー
コ
ー
が
現
代
の
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
に
つ
い
て
は
殆
ど
何
も
言
わ

な
か
っ
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
系
譜
学
の
み
に
属

す
る
領
域
で
あ
り
、
前
述
し
た
「
例
外
の
場
合
」
で
あ
る
。

次
翔
で
は
、
そ
れ
そ
れ
の
オ
タ
ク
像
を
詳
し
く
紹
介
し
た
い

。

だ
が
、
節
者
の
方
法
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
異
論
も
考
え
ら
れ
る
。

六
0
年
代
生
ま
れ
を
第

一
枇
代
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
世
代
別
の
オ
タ

ク
論
が
存
在
す
る
。
他
に
、
行
動
パ
タ
ー
ン
を
基
準
に
す
る
分
類
法

も
存
在
す
る
（
野
村
総
研
な
ど
）

。
そ
れ
ら
と
比
べ
れ
ば
、
筆
者
は
様
々
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な
安
索
を
無
視
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
新
し
い
可
能
性
と
言
い
な

が
ら
も
、
古
い
方
法
を
繰
り
返
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か
。

念
の
た
め
に
強
調
す
る
が
、
箪
者
の
オ
タ
ク
研
究
は
そ
れ
ら
と
は

根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
何
故
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
ら
の
オ
タ
ク

論
は
基
本
的
に

一
種
の
立
論
で
あ
る

：
パ
菜
を
厳
密
に
定
義
す
る
の

は
不
可
能
で
あ
る
と
哲
学
者
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ

・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
が
言
っ
た
。
そ
の
た
め
、
既
に
存
在
し
た
断
絶
を
乗
り
越
え
る

た
め
、
複
数
の
下
位
概
念
を
作
り
、
「
オ
タ
ク
」
と
い
う
言
葉
を
広

(
3
)
 

義
化
し
、
家
族
的
な
類
似
性
を
構
築
す
る
し
か
な
い

C

だ
が
、
そ
の

(
1
)
 

よ
う
な
下
段
は
、
必
ず
「
否
定
神
学
化
」
と
い
う
現
象
を
引
き
起
こ
す
。

つ
ま
り
、
特
定
の
オ
タ
ク
論
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
オ
タ
ク
」

と
い
う
言
葉
の
背
後
に
は
本
質
（
理
念
）
が
存
在
す
る
こ
と
を
肯
定

し
て
し
ま
う
。
そ
の
問
題
を
回
避
で
き
る
手
法
と
し
て
一
番
相
応
し

い
の
は
、

フ
ー
コ

ー
の
方
法
で
あ
る
よ
う
に
息
え
る
そ
れ
は
立
論

で
も
駿
論
で
も
な
い

。
オ
タ
ク
に
関
す
る
言
説
の
あ
り
方
及
び
そ
れ

ら
を
nJ
能
に
し
て
い
る
前
提
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
フ
ー

コ
ー
の
構
築
主
義
的
な
手
法
に
払
づ
く
ぃ
ド
者
の
オ
タ
ク
研
究
の
方
法

で
あ
る
。

ニ
ー
三
言
説
の
選
択

実
践
の
段
階
に
移
行
す
る
前
に
、
も
う
一
っ
答
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
質
間
が
あ
る
。
そ
れ
は

こ
の
論
文
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
パ
説
に

関
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
の
論
文
で
は
‘

t
に
ど
の
形
式
の
パ
説
を

扱
う
の
か
。
選
択
の
基
準
と
は
何
か
確
か
に
、
オ
タ
ク
に
関
す
る

言
説
を
全
て

―
つ
の
論
文
の
中
で
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
以
ヒ
、
箪

者
に
よ
る
選
択
が
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
は
最
初
の
質
問
か
ら
答
え
よ
う
。
言
説
の
形
式
と
し
て
は
、

や
は
り
「
再
帰
性
」
の
強
い
も
の
に
注
甘
し
た
い

。
即
ち
、
個
人
が

自
ら
の
行
為
に
関
す
る
情
報
を
、
そ
の
行
為
の
根
拠
に
つ
い
て
検
討
、

評
価
し
直
す
た
め
の
材
料
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
で
あ
る

C

ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
成
や
利
害
関
心
の
分
析
を
屯
視
す
る
系
譜
学
の
枠

組
み
に
と
っ
て
は
好
都
合
な
も
の
で
あ
る

C

再
帰
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
出
版
物
と
し
て
の
文
献
を
取
り

L

げ
る
こ
と
が
最
も
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
言
説
が
再
帰
性
を

発
揮
す
る
に
は
、
常
に
確
認
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
手

軽
に
扱
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
そ
の
中
で
、
惰
者
が

特
に
重
要
視
し
て
い
る
の
は
、
内
桔
と
新
瑚
の

一
―
つ
の
形
式
で
あ
る

そ
れ
ら
に
対
し
て
雑
誌
、

T
V
番
組
、
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
な
ど
の
マ
ル

チ
メ
デ
ィ
ア
コ
ン
テ
ン
ツ
は
、
そ
の
時
効
性
及
び
扱
い
難
さ
か
ら
、

こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
よ
う
に
し
た
い

し
か
し
、
選
択
の
基
準
は
問
題
で
あ
る
。
書
籍
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
と
い
っ
た
基
準
は
存
在
し
な
い
。
何
故
な
ら
オ
タ
ク
に
関
す
る
ほ

藉
の
数
は
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
別
に
選
択
を
行
う
必
要
も
な
い
よ

う
に
思
え
五
だ
が
新
聞
は
そ
う
と
は
い
か
な
い

し
質
を
重
視
す
る

●

'・
1

ぃ
況
分
析
は
ラ
ン
ダ
ム
に
対
象
選
択
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
は

ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
。
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ま
ず
は

「三
大
紙
」
の
新
聞
記
事
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
検
索
し
て
み

よ
う
。
タ
イ
ト
ル
と
内
容
両
方
で

「
オ
タ
ク
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー

ド
を
含
む
記
事
を
検
索
し
た
結
果
、
朝
日
新
聞
は

一
七

0
0
件、

読
売
新
聞
が
九
九
八
件
、
そ
し
て
師
日
新
聞
は
八
八
四
件
で
あ
る

（二

0
―二
年

一
0
月

一
九
日
ま
で
）。

こ
の
論
文
で
全
て
の
新
聞
を

取
り
上
げ
る
に
は
紙
幅
が
足
り
な
い
の
で
、
該
当
件
数
の
多
さ
か
ら

ま
ず
朝
日
新
聞
を
選
び
た
い
。

次
は
選
択
の
方
法
だ
が
、
客
観
的
な
基
準
を
想
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。「
相
手
の
住
居
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
も
の
も
あ
れ

ば
、
他
の
言
葉
の

一
部
と
し
て
現
れ
る
も
の

（「
オ
タ
ク
サ
」
な
ど
）

も
あ
る
。
更
に
、
同
じ
記
事
が
何
度
も
検
索
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
場
合
を
機
械
的
に
排
除
す
る
こ
と
は
難
し

い
。
結
局
、

箪
者
が
全
て
の
記
事
の
内
容
を
チ

ェ
ッ

ク
し
、
独
断
で
判
断
す
る
し

か
な
い
。
そ
の
結
果
、

一
七
0
0
件
の
中
か
ら

一
五
七
件
の
記
事
を

有
効
記
事
と
し
て
選
び
出
し
た
。
記
事
内
容
を
全
て
合
わ
せ
る
と
約

三
0
万
文
字
に
な
る
の
で
、
細
か
い
部
分
に
ま
で
立
ち
入
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
時
代
ご
と
に
ま
と
め
て
簡
単
に
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

で
は
本
論
を
始
め
よ
う
。

オ
タ
ク
の
系
譜
学
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三
ー
一
「
根
暗
的
な
オ
タ
ク
」
の
時
代

社
会
学
者
向
台
真
司
に
よ
れ
ば
、
八

0
年
代
で
は
、
関
係
者
や
研

究
者
を
除
い
て
、
「
オ
タ
ク
」
と
い
う
言
葉
を
知

っ
て
い
る
人
は
殆

ど
い
な
か
っ
た
と
い
う
。

つ
ま
り
そ
の
時
代
に
は
、
「
オ
タ
ク
論
」

や
オ
タ
ク
に
関
す
る
記
事
が
殆
ど
存
在
し
て
い
な
か

っ
た
。
宮
台
は

社
会
学
者
と
し
て
、

当
時
の
若
者
に
閲
す
る
社
会
調
究
に
関
わ

っ
て

い
た
の
で
、
こ
の
第
三
節
で

一
番
重
要
に
思
わ
れ
る
内
容
は
宮
台
の

「
オ
タ
ク
論
」
に
他
な
ら
な
い
。

ま
ず
は
宮
台
自
身
に
よ
る

「新
人
類
」
と

「
オ
タ
ク
」
の
説
明
を

紹
介
す
る
。
「
新
人
類
」
と
は
、
「
オ
シ
ャ
レ
な
記
号
的
消
費
行
動
と

対
人
関
係
と
を
結
合
し
た
若
者
た
ち
を
指
す
言
葉
」
で
あ
る
。
同
じ

時
代
に
生
ま
れ
た

「新
人
顆
」
と

「
オ
タ
ク
」
は
、
「二

つ
と
も
同

時
代
の
若
い
世
代
に
向
け
て
適
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」（
宮
台
、

一
九
九
四
[
-
五
一――

ー

一
五
四
）。

宮
台
の
分
析
で
は
、最
初
か
ら
「
原

新
人
類

・
原
オ
タ
ク
文
化
」
と
い
う

―
つ
の
原
文
化
が
存
在
し
て
い

た
が
、
そ
れ
が
後
に
新
人
類
と
オ
タ
ク
と
い
う
二
つ
の
分
岐
を
見
せ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
分
岐
の
原
因
は
、
「新
人
類
的
な
記
号
的
消
費

の
価
値
は
社
会
＇
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
の
中
で
し
か
体
現
さ
れ
な
い
。
そ

れ
が
対
人
関
係
が
不
得
意
な
連
中
に
と

っ
て
の
高
い
敷
居
に
な

っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（
宮
台
、

一
九
九
四
[

-
六
六
ー

一
六
九
）。

オ
タ
ク
が

「消
費
社
会
に
取
り
残
さ
れ
た
存
在
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。



そ
れ
か
ら
、
宮
台
は
更
に
調
査
を
実
施
し
、
そ
し
て
デ
ー
タ
を
解

釈
す
る
た
め
に
予
期
理
論
を
そ
の
人
格
シ
ス
テ
ム
理
論
と
を
結
合
さ

せ
て
新
し
い
理
論
を
作
り
出
し
た
。
「
期
待
は
ず
れ
が
生
じ
た
時
に
、

い
か
に
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
維
持
す
る
か
」
と
い
う
戦
略
の
パ
タ
ー
ン

を
論
理
的
に
考
え
、
そ
し
て
考
え
ら
れ
た
モ
デ
ル
と
合
致
す
る
よ
う

に
因
子
分
析
と
ク
ラ
ス
タ
ー
分
析
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
格
シ
ス
テ
ム
の
類
型
を
抽
出
す
る
方
法
を
宮
台
は
用
い
て
い

る
C

そ
の
結
果
は
、
ミ
ー
ハ
ー
自
信
家
、
頭
の
良
い
ニ
ヒ
リ
ス
ト
、

バ
ン
カ
ラ
風
さ
わ
や
か
人
間
、
根
暗
的
ラ
ガ
ー
ド
、
友
人
寄
り
か
か

り
人
間
、
の
五
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
新
人
類
の
特
徴
は
そ
の
独

特
の
記
号
的
消
賀
生
活
ぶ
り
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
振
る
舞
い
が

見
出
さ
れ
る
「
ミ
ー
ハ
ー
自
信
家
」
と
「
友
人
寄
り
か
か
り
人
間
」

が
そ
れ
ぞ
れ
新
人
類
の
リ
ー
ダ
ー
と
フ
ォ
ロ
ワ
ー
で
、
そ
し
て
オ
タ

ク
に
該
当
す
る
の
は
「
根
暗
的
ラ
ガ
ー
ド
」
で
あ
る
。

宮
台
の
結
論
は
こ
う
で
あ
る
。
「
人
格
シ
ス
テ
ム
と
い
う
抽
象

水
準
で
見
る
な
ら
、
新
人
類
が
記
号
的
消
代
に
ふ
け
る
の
は
、
時

代
的
な
文
脈
を
背
景
に
し
た
一
種
の
偶
有
性
で
あ
っ
て
、
彼
ら
に

と
っ
て
本
質
的
な
こ
と
で
は
な
い
可
能
性
が
出
て
く
る
」
（
宮
台
、

一
九
九
四
[

-
八
二
）
。
言
い
換
え
る
と
、
「
行
為
類
型
が
時
代
的
な

文
脈
で
異
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
人
格
類
型
の
差
異
を
意
味
し
な
い
」

（
宮
台
、
一
九
九
四
二
八
四
）
。
そ
の
結
論
を
用
い
て
、
根
暗
的
ラ
ガ
ー

ド
の

一
部
が
オ
タ
ク
化
し
た
理
由
を
宮
台
は
こ
う
説
明
す
る
。
そ
の

他
の
四
つ
の
人
格
類
型
シ
ス
テ
ム
は
ど
れ
も
特
定
の
戦
略
で
複
雑
性

を
処
理
し
、
世
界
を
有
意
味
化
で
き
る
が
、
根
暗
的
ラ
ガ
ー
ド
だ
け

が
世
界
の
無
意
味
さ
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
故
、
根
暗
的

ラ
ガ
ー
ド
に
お
い
て
、
自
分
は
オ
タ
ク
だ
と
す
る
自
己
意
識
が
他
よ

り
圧
倒
的
に
高
い
こ
と
も
、
根
暗
的
ラ
ガ
ー
ド
の
一
部
が
界
世
界
を

夢
想
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
か
ら
与
え
ら
れ
た
世
界
に
耽

溺
す
る
こ
と
も
、あ
る
意
味
で
自
然
な
こ
と
だ
と
理
解
で
き
よ
う
（
宮

台
、

一
九
九
四

．
一
八
五
ー
一
八
八
）
。
ま
た
、
オ
タ
ク
が
差
別
さ

れ
る
理
由
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
差
別
の
対
象
に
な
っ
た
の

は
マ
ニ
ア
的
行
為
類
型
の
異
質
性
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
あ
る
時
期

か
ら
そ
う
し
た
行
為
類
型
が
専
一
的
に
な
っ
た
か
に
見
え
る
、
あ
る

種
の
人
格
類
型
が
差
別
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
旦
あ
る
種

の
人
格
類
型
が
差
別
の
対
象
に
な
る
と
、
今
度
は
そ
れ
ま
で
は
ど
う

で
も
よ
か
っ
た
様
々
な
振
る
舞
い
ま
で
も
が
当
の
人
格
類
型
に
事
後

的
に
帰
属
さ
れ
て
「
オ
タ
ソ
キ
ー
」
と
い
う
烙
印
を
刻
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
（
宮
台
、

一
九
九
四
．

一
九
―

|

―
九
二）

J

宮
台
の
理
論
は
正
論
で
あ
っ
た
が
、問
題
点
も
存
在
す
る
。
ま
ず
、

宮
台
は
「
人
格
類
型
と
行
為
類
型
が
重
な
る
」
と
い
う
可
変
的
な
表

現
を
使
っ
て
い
た
が
、
「
そ
の
人
格
類
型
こ
そ
が
オ
タ
ク
の
本
質
で

あ
る
」
と
安
易
に
解
釈
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。
も
う
―
つ
、
そ
れ

が
二

0
年
前
の
状
況
で
あ
っ
て
、今
は
既
に
状
況
が
変
わ
っ
て
い
る
。

そ
れ
が
可
変
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
結
論
が
い
つ
ま
で
も
有
効

な
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
何
故
そ
れ
が
有
効
で
な
く
な

っ

た
の
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
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三
ー
ニ
「
変
態
的
な
オ
タ
ク
」
の
時
代

こ
の
時
代
の

t
役
は
、
東
京

•

埼
玉
辿
続
幼
女
誘
拐
殺
人
事
件
の

犯
人
、
宮
崎
勤
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で

―
つ
の
疑
間
が
浮
か
ん
で

く
る
。
こ
の
事
件
は
あ
く
ま
で
偶
発
的
な
出
米
ボ
で
あ
る
。
何
故
そ

れ
が
オ
タ
ク
を
め
ぐ
る
権
力
と
戦
略
の
流
れ
を
大
き
く
変
更
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
「
オ
タ
ク
の
街
」
と
し

て
知
ら
れ
る
秋
"
1

ぷ
原
の
研
究
者
、
森
川
祝

一
郎
の
説
明
を
紹
介
し
て

お
き
た
い
。

森
川
に
よ
る
と
、
オ
タ
ク
市
場
の
規
模
の
小
さ
さ
と
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
の
難
し
さ
が
人
企
業
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
オ
タ
ク
の
倍
別
的
な
扱

い
の
主
な
原
因
で
あ
る
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
オ
タ
ク
ハ

ッ
シ
ン
グ

は
誘
拐
殺
人
事
件
に
起

lkl
し
て
い
る
が
、

「
仮
に
そ
う
し
た
メ
デ
ィ

ア
の
ス
ポ
ン
サ
ー
た
る
大
企
業
の
多
く
が
オ
タ
ク
相
了
に
大
儲
け
を

し
て
た
と
す
る
な
ら
ば
、
類
似
し
た
事
件
が
何
度
起
こ
ろ
う
と
、
メ

デ
ィ
ア
は
オ
タ
ク
を
文
化
的
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
持
ち
上
げ
続
け
る
に

違
い
な
い

」
（
森
川
、

二
0
0:
•
•
五

）
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な

い
。
森
川
は
ア
ニ
メ
コ
ン
テ
ン
ツ
の
特
徴
か
ら
、
そ
の
フ
ァ
ン
陪
（オ

タ
ク
）
と
い
う
梢
費
者
集
団
が
マ
ス
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
戦
略
と

は
柑
容
れ
な
い
関
係
に
あ
る
と
断
言
し
た
。
森
川
に
よ
る
と
、
ア
ニ

メ
コ
ン
テ
ン
ツ
は
熱
狂
的
な

一
部
フ

ァ
ン
の
共
感
感
情
を
呼
ぶ
も
の

で
あ
り
、
マ
ス
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
は
乗
ら
な
い

。
大
輩
消
費
社

会
の
筋
品
と
し
て
は
、

一
種
の
敵
と
な
る
。
こ
う
い

っ
た
も
の
が
売

れ
て
は
困
る
わ
け
で
あ
る
。

マ
ス
・
マ
ー
ケ
タ
ー
の
敵
懺
滅
の
欲
望

は
、
マ
ス
・
マ
ー
ケ
タ
ー
が
大
資
本
の
側
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
節
吊

に
権
力
と
結
び
付
く
。
ま
ず
宮
崎
を
オ
タ
ク
だ
と
決
め
付
け
て
、
そ

し
て
オ
タ
ク
の
イ
メ
ー
ジ
を
全
て
否
定
し
た
。
そ
れ
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ

ア
の
や
り
方
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
、
秋
菜
脱
の
よ
う
な
東
京
の

一
等

地
を
、
あ
の
よ
う
な
貧
乏
く
さ
く
、
お
坊
ち

ゃ

ま
の
教
土
I
J—
艮
く
な

い

「
ワ
イ
セ
ツ
物
」
を
ち
ま
ち
ま
売
っ
て
、
た
い
し
た
儲
け
に
な
ら

な
い
よ
う
な
街
に
し
て
お
く
と
、

一
番
拓
す
る
の
が
東
京
都
に
他
な

ら
な
い

。
こ
の
よ
う
に
、
森
川
は
オ
タ
ク
を
貶
め
る
言
説
の
実
践
を

IIj
能
に
す
る
条
件
を
考
察
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
フ
ー
コ
ー
の

力
仏
と
良
く
似
て
い
る
と
言
え
る
。

次
は
、
窮
綺
に
つ
い
て
孔
及
し
た
他
の
論
者
に
よ
る
「
オ
タ
ク
論
」

を
挙
げ
て
お
く
。
中
島
梓
の

『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
全
症
候
群
』

で
あ
る
。
中
烏
は
ま
ず
「
オ
タ
ク
」
と
い
う•. 
I
"

梨
に
込
め
ら
れ
た
意

味
か
ら
説
明
し
た
。

コ
ミ
ッ
ク
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
参
加
し
て
い
た
土
日
少

年
が

IL
い
に
「
オ
タ
ク
」
と
い
う
二
人
称
で
呼
び
合
っ
た
の
は
‘

「
個

人
的
閲
係
を
ま
ず
相
千
に
対
し
て
暗
臥
の
内
に
拒
否
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
」c

そ
の
よ
う
な
現
象
は
現
代
日
本
社
会
全
般
を
覆
っ
て
い

る
―
つ
の
病
気
、
つ
ま
り
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
全
症
候
群
」

の
表
現
で
あ
る
と
中
島
が
主
張
し
た
。
そ
れ
は
他
の

tf在
へ
の
想
像

カ
の
欠
如
、
周
囲
に
い
る
人
間
を
人
間
と
し
て
認
識
で
き
な
い
状
態

な
の
で
あ
る

（例
え
ば
満
貝
危
車
の
中
）。

何
故
そ
の
よ
う
な
事
態

に
な

っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
現
代
都

1
社
会
で
は
、
人
間
は
生
物
学

的
限
度
を
越
え
た
密
集
を
強
い
ら
れ
た
環
境
の
中
で
生
き
な
く
て
は
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な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
人
間
が
自
分
の
心
を
防
衛
す
る

た
め
に
、
自
分
の
「
縄
張
り
」
を
侵
す
者
を
同
類
と
見
な
さ
な
い
こ

と
で
そ
の
不
快
感
を
軽
減
さ
せ
る
そ
れ
が
人
間
の
で
は
な
く
、
社

会
の
病
的
な
状
態
で
あ
る
と
中
島
が
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
な
社
会
に

適
応
す
る
に
は
、
や
が
て
病
的
な
適
応
手
段
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
く

な
る
e

こ
れ
が
中
島
の

「
オ
タ
ク
論
」
の
基
盤
で
あ
る
。
「
要
す
る

に
彼
ら
の
梢
神
構
造
が
、
蝸
牛
的
で
あ
る
こ
と
を
ホ
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
ま
さ
し
く
そ
の
蝸
牛
の
殻
の
中
か
ら
他
の
蝸
牛
に
呼
び
か
け

る
二
人
称
と
し
て
は
、
家
か
ら
家
へ
の
オ
タ
ク
で
あ
る
と
い
う
の
は
、

極
め
て
正
し
い
正
確
な
選
択
に
他
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
」
（
中

島
、

一
九
九
五
」
四
九
ー
五

O
)し

重
要
な
こ
と
は
、
「
病
的
」
と
告
い
つ
つ
も
、
中
島
は
「
オ
タ
ク

は
一
応
現
実
の
規
範
に
は
適
応
し
て
い
る
」
と
評
し
、
そ
れ
を
分
裂

症
や
神
経
症
の
患
者
か
ら
区
別
し
て
い
る
。
中
島
は
宮
崎
を
「
現
代

に
適
応
し
よ
う
と
す
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
試
み
の
中
で
さ
え
、
最
低

限
度
の
規
範
へ
の
適
応
を
欠
落
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
評
し
て
い

た
。

つ
ま
り
、
宮
崎
は
オ
タ
ク
に
相
応
し
く
な
い
と
中
島
が
判
断
し

た
の
で
あ
ろ
う
（
批
判
す
る
と
こ
ろ
か
、
中
島
は
オ
タ
ク
を
擁
護
し

て
い
た
と
さ
え
言
え
る
。
こ
の
著
書
が
出
版
さ
れ
た
時
期
を
考
え
る

と
、
そ
れ
が
時
代
の
流
れ
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い

。
こ
の
時
期
の
朝
日
新
闇
の
記
事
を
検
索
す

る
と
、
茂
く
べ
き
事
実
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る

C

そ
の
時
代
に
あ
っ

て
、
オ
タ
ク
を
批
判
す
る
記
事
が
全
く
見
当
た
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、

逆
に
オ
タ
ク
を
擁
護
す
る
記
事
が
良
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「お

た
く
」
で
検
索
し
て
も
、
や
は
り
批
判
の
記
事
は
あ
ま
り
見
当
た
ら

な
い

。
オ
タ
ク
に
と
っ
て
は
最
悪
の
時
代
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、

「
変
態
的
な
オ
タ
ク
像
」
に
関
す
る
描
写
は
全
く
足
り
な
い

。
そ
れ

が
偶
然
な
の
か
、
そ
れ
と
も
メ
デ
ィ
ア
の
種
類
に
よ
る
差
楳
な
の
か
。

こ
れ
は
今
後
の
課
題
に
繋
が
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
も
う
少
し
だ

け
、
側
面
的
な
証
拠
が
必
要
と
な
る

C

『
「
お
た
く
」
の
精
神
史
ー
一
九
八

0
年
代
論
』
の
著
者
、
大
塚
英

志
が
宮
崎
に
つ
い
て
言
及
し
た
の
を
確
認
で
き
る
。
碁
本
的
に
大
塚

は
、
宮
崎
が
オ
タ
ク
（
お
た
く
）
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
っ

き
り
し
た
判
断
を
下
さ
な
か
っ
た
だ
が
、
当
時
の
マ
ス
コ
ミ
の
態

度
が
気
に
入
ら
な
か
っ
た
た
め
、
敢
え
て
宮
崎
を
擁
護
す
る
立
場
を

取
っ
て
い
た
と
大
塚
は
着
い
て
い
る
。
や
は
り
、
そ
の
時
代
の
マ
ス

コ
ミ
に
、
オ
タ
ク
に
対
す
る
悪
意
を
感
じ
取
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
宮
崎
が
逮
捕
さ
れ
た
後
、
カ
メ
ラ
マ
ン
が
そ
の
部
歴
を
撮

影
す
る
時
、
そ
の
部
屋
の
内
部
が
カ
メ
ラ
マ
ン
に
よ
っ
て
配
置
し
直

さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
（
大
塚
、
二
0
0
四

：
七
五
I
七
六
）
c

そ

こ
に
は
偏
向
報
道
と
い
う
悪
意
が
存
在
し
た
、
と
大
塚
は
述
べ
て
い
る
。

他
に
、
「
岡
田
斗
司
夫
単
発
原
稿
一
覧
」
と
い
う
サ
イ
ト
で
は
、

岡
田
に
よ
る
こ
の
事
件
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る

C

岡
田
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
「
オ
タ
ク
族
と
い

う
新
人
類
は
、
八
0
年
代
の
バ
ブ
ル
経
済

・
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
全
盛
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時
代
に
、

一
般
人
に
は
全
く
理
解
さ
れ
ず
、
い
つ
ま
で
も
マ
ン
ガ
や

ア
ニ
メ
を
見
て
い
る
千
供

っ
ぽ

い
ヤ
ツ
、
ダ
サ
く
て
ダ
メ
な
ャ
ッ
と

い
う
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
る
。
そ
れ
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に

一
九
八
九
年
、
連
続
幼
女
殺
人
事
件
が
発
生
、
マ
ス
コ
ミ
の
容
疑
者

M
I
I
オ
タ
ク
11

社
会
不
適
格
者
と
い
う
偏
向
的
な
報
道
に
よ
っ
て
、

人
々
の
間
に
オ
タ
ク
は
ダ
サ
く
て
ダ
メ
な
ャ
ッ
だ
け
で
は
な
く
、
暗

く
て
ア
ブ
な
い
ャ
ッ
、
と
い
う
決
定
的
な
差
別
感
を
植
え
付
け
る
こ

(
5
)
 

と
に
な
っ
た
」
。
そ
し
て
、
著
書
『
オ
タ
ク
は
既
に
死
ん
で
い
る
』

で
は
、
い
く
つ
か
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば

『噂
の
真
相
』
、

『週
刊
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
j

、
『
S
A
P
I
O
」
、
「
ス
コ
ラ
』
な
ど
の
雑

誌
が
そ
う
で
あ
る
。
だ
が
新
聞
と
い
う
メ
デ
ィ
ア

（少
な
く
と
も
朝

日
新
聞
）
で
は
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。

念
の
た
め
に
補
足
す
る
と
、
大
塚
は
「
オ
タ
ク
」
と
い
う
表
記
を

避
忌
し
、
平
仮
名
表
記
を
使

っ
て
い
た
。
大
塚
に
よ
る
と
、
文
部
科

学
省
や
経
済
産
業
省
が
オ
タ
ク
文
化
を
「
国
家
に
公
懃
さ
れ
現
代
美

術
」
そ
し
て

「国
の
誇
り
」
と
し
て
仕
立
て
上
げ
よ
う
と
し
た
。
だ

か
ら
「
見
せ
し
め
的
な
有
罪
判
決
」
が
出
た

「
お
た
く
」
と
い
う
用

語
を
黒
歴
史
と
し
て
葬
り
去
り
、
片
仮
名
に
書
き
換
え
よ
う
と
い
う

(
6
)
 

戦
略
を
立
て
た
。
こ
の
証
言
か
ら
、
オ
タ
ク
の
歴
史
に
大
き
な
断
絶

と
権
力
関
係
の
変
化
が
読
み
取
ら
れ
る
。
そ
の
変
化
が
新
し
い
言
説

の
形
態
を
可
能
に
し
て
い
た
。

三
ー
三
「
貴
族
的
な
オ
タ
ク
」
の
時
代

な
る
ほ
ど
、
オ
タ
ク
に
対
す
る
権
力
戦
略
が
変
わ

っ
た
。
「
お
た

く
」
と
「
オ
タ
ク
」
の
差
異
が
構
築
さ
れ
、
岡
田
は
そ
れ
を
利
用
し
、

後
に
、
こ
の
時
点
で
「
作
戦
を
展
開
し
た
」
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認

め
て
い
る
（
岡
田
自
身
が
そ
れ
を
「
洗
脳
」
と
呼
ぶ
）
。
そ
れ
は

「
マ

ス
コ
ミ
の
姿
勢
の
変
化
」
と
、
洵
外
で
オ
タ
ク
が
「
個
性
的
で
ク
ー

ル
な
趣
味
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
利
用
し
、
オ
タ
ク
の
イ
メ
ー
ジ

を
改
善
さ
せ
る
作
戦
で
あ
っ
た

（岡
田
‘
―
1
0
0
八
二
血
八
）
。
こ

れ
以
上
に
読
み
や
す
い
戦
略
は
な
い
。

『オ
タ
ク
学
入
門
』
で
は
、
岡
田
が
オ
タ
ク
を
「
映
像
の
時
代
に

過
剰
適
応
し
た
視
力
と
、
ジ
ャ
ン
ル
を
ク
ロ
ス
す
る
高
性
能
な
レ

フ
ァ

レ
ン
ス
能
力
で
、
作
り
手
の
賠
号
を

一
っ
残
ら
ず
読
み
取
ろ
う

と
す
る
、飽
く
な
き
向
上
心
と
自
已
頭
示
欲
を
持
つ
貪
欲
な
鑑
賞
者
」

と
定
義
し
た
。
そ
の
よ
う
な
鑑
賞
者
の
あ
り
方
及
び
ビ
ジ
ュ
ア
ル
芸

術
に
関
す
る
内
容
が

『オ
タ
ク
学
入
門
」
の
大
半
を
占
め
て
い
た
。

だ
が
、
「
お
た
く
」
に
関
す
る
内
容
に
は
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

岡
田
は
「
お
た
く
」
と
「
オ
タ
ク
」
を
意
図
的
に
混
消
さ
せ
た
こ
と

に
よ
り
、
「
幽
霊
的
な
効
果
」
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ

を
「
幽
霊
」
や
「
散
種
」
な
ど
、
哲
学
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
概

念
を
駆
使
し
て
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

勿
論
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
岡
田
は
そ
の
定
義
か
ら
、
オ
タ
ク
こ

そ
が
情
報
資
本
社
会
を
リ
ー
ド
す
る
情
報
強
者
で
あ
る
と
い
う
結
論

を
淋
き
出
し
た
。
「
何
故
オ
タ
ク
は
良
い
年
し
て
子
供
番
組
を
見
て

97 



い
る
の
か
」
と
い
う
質
間
に
、
オ
タ
ク
は
「
精
神
年
齢
が
低
い
」
の

で
は
な
く
「
早
熟
で
知
的
な
存
在
」
で
あ
る
か
ら
、
「
あ
て
が
わ
れ

た
文
化
を
追
い
か
け
る
消
翡
者
と
し
て
の
若
者
層
に
入
り
き
れ
ず
、

今
ま
で
マ
ー
ケ
ッ
タ
ー
達
も
分
析
で
き
な
か
っ
た
」
と
岡
田
は
答
え

て
い
る
。

つ
ま
り
オ
タ
ク
は
、
「
あ
ん
な
マ
ス
コ
ミ
が
作
っ
た
よ
う

な
流
行
に
踊
ら
さ
れ
る
の
は
バ
カ
だ
と
決
め
付
け
て
い
る
」
の
で
あ

る
（
岡
田
、

一
九
九
六
二
止
五
ー
五
九
）
。
宮
台
の
理
論
と
は
逆
に
、

岡
田
は

こ
こ

で
オ
タ
ク
の
「
精
神
の
貫
族
」
と
し
て
の
特
徴
を
強
調

し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
オ
タ
ク
的
な
「
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ

ン
」
を
発
見
し
、
「
マ
ス
コ
ミ
が
作
っ
た
よ
う
な
流
行
に
踊
ら
さ
れ

る
バ
カ
」
を
差
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
オ
タ
ク
の
新
し
い
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
構
築
し
た
こ
の
事
件
は
権
力
戦
略
が
既
に
変
わ
っ
た

証
拠
で
あ
り
な
が
ら
、
新
し
い
変
化
を
引
き
起
こ
す
き
っ
か
け
に
も

な
っ
て
い
る
。

岡
田
の
影
押
か
、
そ
れ
と
も
時
代
の
流
れ
か
、
こ
の
時
代
に
は
、

オ
タ
ク
論
者
が
多
数
現
わ
れ
た
。
そ
の
中
で
最
も
重
要
な
論
者
は
、

既
に
紹
介
し
た
森
川
と
大
塚
以
外
に
、
東
浩
紀
と
斎
藤
環
が
い
る
。

実
は
、
東
の
著
書
『
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
|
オ
タ
ク
か
ら
見

た
日
本
社
会
j

は
こ
の
論
文
の
冒
頭
で
取
り
上
げ
た
「
人
間
と
は
何

か
」
と
い
う
哲
学
問
題
を
扱
う
著
作
な
の
で
、
論
文
の
最
後
で
紹
介

し
た
い
と
思
う
。
ま
ず
は
斎
藤
の
理
論
か
ら
紹
介
し
よ
う
。

斎
藤
は
精
神
科
医
で
あ
り
、
ジ
ャ
ッ
ク

・
ラ
カ
ン
の
研
究
者
で
あ

る
。
『
戦
闘
美
少
女
の
精
神
分
析
』
は
タ
イ
ト
ル
通
り
、
精
神
分
析

学
の
理
論
を
使
っ
た
、
「
オ
タ
ク
論
」
の
中
で
は
最
も
本
格
的
な
学

術
書
の
―
つ
で
あ
る
。
そ
の
苦
酋
で
斎
藤
は
ま
ず
、
岡
田
の
オ
タ
ク

論
に
異
議
を
申
し
立
て
、
そ
れ
を
「
オ
タ
ク
エ
リ
ー
ト
の
条
件
で
あ
っ

て
、
全
て
の
オ
タ
ク
が
満
た
し
う
る
条
件
と
は
言
え
な
い
」
と
し
た

（
斎
藤
、
二
0
0
0
:I

―五）
。
斎
藤
に
よ
る
と
、
オ
タ
ク
の
特
徴
と

は
、
虚
構
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
親
和
性
が
高
い
、
愛
の
対
象
を
所
有

す
る
た
め
に
「
虚
構
化
」
と
い
う
手
段
に
訴
え
る
、
「
多
重
見
当
識
」

を
生
き
る
、
虚
構
そ
れ
自
体
に
性
的
対
象
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き

る
、
の
四
つ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
オ
タ
ク
は
「
エ
リ
ー
ト
鑑
賞
者
」

で
は
な
く
「
虚
構
へ
の
独
特
な
ス
タ
ン
ス
を
持
つ
者
」
と
し
て
規
定

さ
れ
て
い
る
。

斎
藤
と
ラ
カ
ン
の
精
神
分
析
理
論
は
複
雑
な
の
で
、
こ

こ
で
は
そ

の
詳
細
に
は
立
ち
入
ら
な
い

。
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、
斎
藤
の

オ
タ
ク
論
が
「
オ
タ
ク
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
に
新
し
い
要
素
を

導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
し
い
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
ま
た
は
救

済
コ
ー
ド
を
提
供
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
岡

lfl
の
オ
タ
ク
論
が

オ
タ
ク
を
文
化
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
持
ち
上
げ
、
ポ
ジ
テ
ィ
プ
な
意

味
を
与
え
た
と
同
時
に
、
敷
居
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
「
エ

リ
ー

ト
で
な
い
オ
タ
ク
」
を
差
別
す
る
よ
う
な
言
説
を
可
能
に
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
「
オ
タ
ク
」
と
い
う
染
団
の
外
部
と
内
部
、
そ
の
両
方
か

ら
差
別
さ
れ
か
ね
な
い
状
況
に
対
し
て
、
彼
ら
は
救
済
を
求
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
オ
タ
ク
」
と
い
う
価
値
の
あ
る
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
奪
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
可
能
に
し
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た
の
が
、
他
な
ら
な
い
斎
藤
の
狸
論
で
あ

っ
た
。

斎
藤
は
、
虚
構
に
よ
り
喚
起
さ
れ
た
性
的
欲
却
、
即
ち

「萌
え
」

を
以
↑
の
よ
う
に
説
町
し
た
。
「
虚
構
空
間
に
お
い
て
自
律
的
な
欲

望
の
対
象
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
。
ま
さ
に
そ
れ
こ
そ
が
オ
タ
ク
の
究

極
の
夢
で
は
な
か
っ
た
か
。
現
実
の
性
的
対
象
の
代
杯
物
に
す
ぎ
な

い
虚
構
な
と
で
は
な
く
、
現
実
と
い
う
担
保
を
必
要
と
し
な
い
虚
構

を
作
り
出
す
こ
と
。
虚
構
が
自
律
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
た

め
に
は
、
虚
構
そ
れ
自
体
が
欲
望
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
」

（斎
藤
、

二
0
0
0
ニ

一四
八
）
。
こ
の
精
神
分
析
学
の
視
点
が
、
様
々
な
セ

ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関
辿
す
る
オ
タ
ク
論
を
可
能
に
し
て
い
る
。
岡

田
の
よ
う
に
オ
タ
ク
論
に
祈
し
い
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
を
的
人
す

る
こ
と
も
‘
「
オ
タ
ク
が
性
的
犯
罪
者
の
予
備
軍
」
と
い
う
偏
見
に

対
し
て
も
、
そ
し
て
オ
タ
ク
を
「
恋
愛
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
最
下
位
」

や
「
結
婚
難
民
」
と
し
て
嘲
笑
う
類
の
言
説
に
対
し
て
も
斎
藤
の
視

点
か
ら
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
戦
略
は
、
オ
タ
ク
論
の
全
体
的
な
流
れ
を
変
え
、
や
が
て
「
オ

タ
ク
の
死
」
と
い
う
事
態
を
招
く
こ
と
に
な

っ
た
。

最
後
に
、
こ
の
時
代
の
新
聞
記
事
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
、
「オ

タ
ク
文
化
」
の
海
外
で
の
収
応
に
閲
す
る
記
事
が
相
変
わ
ら
ず
多

か
っ
た
。
こ
れ
は
前
の
時
代
か
ら
既
に
仔
在
し
た
流
れ
で
あ
る
次

に
、
オ
タ
ク
論
者
に
関
す
る
記
事
が
激
増
し
て
い
た
。
特
に
岡
田
に

関
す
る
記
事
の
多
さ
は
、
岡
田
と
オ
タ
ク
が
そ
の
時
代
で
の
強
い
存

在
感
を
示
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、

オ
タ
ク
と
い
う
言
菜
の
広
義
化
が
進
ん
で
い
た
。
岡
田
の
努
力
に
よ

り
、
「
オ
タ
ク
」
と
い
う
i-111"r生
が

1
名
に
な
り
、
そ
れ
に
伴
い
「
健

康
オ
タ
ク
」
や
「
オ
タ
ク
フ
ァ
ン
」
な
ど
の
従
来
に
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
表
現
も
次
々
と
生
産
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
、
オ
タ
ク
を
批
判
す
る

記
事
が
一
気
に
増
え
た
と
い
う
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
オ
タ
ク
に
関

す
る
記
半
が
全
般
的
に
増
え
た
こ
と
が
原
因
で
あ
ろ
う
。

99 

三
ー
四
「
平
凡
的
な
オ
タ
ク
」
の
時
代

こ
こ
に
至
っ
て
、
「
オ
タ
ク
論
」
は
既
に
頂
点
に
達
し
た
。
残
さ

れ
た
も
の
は
「
死
」
あ
る
の
み
。
こ
の
時
代
を
代
表
す
る
オ
タ
ク
論

は
、
『オ
タ
ク
は
す
で
に
死
ん
で
い
る
』
し
か
な
い

。

ま
ず
は

『電
車
男
』
を
思
い
出
し
て
頂
き
た
い
。
こ
の
作
品
が

一

時
的
に
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
、
「
オ
タ
ク
論
」
は
も
う
一
度
盛
り
上
が

り
を
見
せ
て
い
た
。
岡
旧
日
く

「
枇
は
既
に
オ
タ
ク
の
春
」
。
こ
の

よ
う
な
環
境
の
中
で
、
岡
田
に
洗
脳
さ
れ
、
「

n分
は
オ
タ
ク
だ
」

と
思
い
込
ん
で
い
る
人
が

H
々
増
え
て
い
く
。
た
が
明
ら
か
に
、
そ

の
よ
う
な
人
達
は
岡
田
の
言
う
オ
タ
ク
、
即
ち
「
情
報
質
本
主
義
を

リ
ー
ド
す
る
情
報
強
者
」
で
は
あ
り
得
な
い

。
さ
も
な
け
れ
ば
洗
脳

さ
れ
る
こ
と
も
な
か
ろ
う
。
斎
藤
は
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
て
、

「
オ
タ
ク
を
自
詔
す
る
た
め
に
は
オ
タ
ク
を
逸
脱
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
自
認
が
逸
脱
に
繋
が
る
と
こ
ろ
に
オ
タ
ク
の
定
義
が
困

難
で
あ
る

―
つ
の
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て

い
た
。
ま
さ
に
「
オ
タ
ク
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

」
で
あ
る
。『
オ
タ
ク



「
オ
タ

ク
論
」

は
す
で
に
死
ん
で
い
る
』
と
い
う
h
1
1

籍
は
、

を
象
徴
す
る
「
オ
タ
ク
論
」
に
他
な
ら
な
い

既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
オ
タ
ク
論
は
基
本
的
に
互
い
に
矛
盾
し

合
う
も
の
で
あ
る
e

『オ
タ
ク
は
す
で
に
死
ん
で
い
る
』
で
は
、
岡

田
が
斎
藤
の
異
議
に
対
し
て
、
「
も
し
も
点
藤
氏
が
．
↓
1111

う
よ
う
に
二

次
元
に
萌
え
る
の
が
オ
タ
ク
だ
と
す
れ
ば
、
私
を
含
め
て
か
な
り
の

数
の
オ
タ
ク
は
オ
タ
ク
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
」
と
反
論
し
た
()
と

こ
ろ
が
現
実
に
は
、

「
（
萌
え
に
）
典
味
が
な
い
と
げ
う
と
、
ネ

ッ
ト

で
は
批
判
や
攻
鰍
の
対
象
に
な
る
」
、
そ
し
て
「
あ
い
つ
は
本
当
の

オ
タ
ク
じ
ゃ
な
い
、
と
揚
げ
足
を
取
る
よ
う
に
ネ
ッ
ト
に
じ
口
き
込
む

人
が
い
る
」
な
ど
と
い
う
巾
態
が
起
こ
っ
た

)
そ
れ
に
対
し
て
岡
田

は
「
オ
タ
ク
の
定
義
、
い
つ
の
間
に
そ
ん
な
に
排
他
的
に
な

っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
（
岡
旧
、
二

0
0
八

」
一
九
）
と
＂
古
占
し

た
が
、
彼
こ
そ
が
そ
の
よ
う
な
|
態
を
招
い
た
張
本
人
で
あ
る

C

『電

rli男
』
や
『
ら
き
合
す
た
』
な
ど
の
作
品
の
影
郷
音
で
、
オ
タ

ク
に
な
る
た
め
の
敷
屈
が
ど
ん
ど
ん
撤
去
さ
れ
て
い
く
。
だ
か
ら
岡

1
1
1は「
オ
タ
ク
は
死
ん
だ
」
と

一i
-

―い
わ
ざ
る
を
糾
な
か
っ
た
肱

•

新

人
類
と
原
・
オ
タ
ク
の
リ
ー
ダ
ー
の
よ
う
に
、
岡
田
は
「
オ
タ
ク
」

か
ら
撤
退
し
た
の
で
あ
る
e

『オ
タ
ク
学
人
門
』
で
は
、
岡
田
が
「
オ

タ
ク
に
な
る
た
め
に
は
、
犬
文
学
的
な
経
済
的
、
時
間
的
、
知
性
的

投
資
を
必
要
と
す
る
」

（
岡
田
、

一
九
九

六

五

一
）
と
述
べ
て
い

た
が
、
そ
の
よ
う
な
オ
タ
ク
的
な
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
は
も
は
や

不
可
能
に
な
っ
た
バ
ベ
ル
の
格
が
削
壊
し
た
よ
う
に
、
「
オ
タ
ク
」

の
終
結

と
い
う
共
通
感
覚
が
崩
壊
し
、

エ
リ
ー
ト
オ
タ
ク
が
撤
退
し
、
「オ

タ
ク
」
が
そ
の
ド
位
概
念
に
あ
た
る
（
各
分
野
の
）
「
マ
ニ
ア
」
に
乗
っ

取
ら
れ
た
の
で
あ
る
し
そ
こ
に
は

一
っ
の
「
逆
選
抜
」
の
プ
ロ
セ
ス

が
始
ま
っ
た
。
二

0
0
七
年
の
ア
ニ
メ
作
品

『ら
き
古
す
た
』
で
は
、

「
オ
タ
ク
買
い
」
と
い
う
概
念
が

W
伝
さ
れ
た
そ
れ
は
、
使
い
分

け
を
す
る
た
め
、
特
典
を
コ
ン
プ
リ
ー
ト
す
る
た
め
、
ま
た
は
イ
ベ

ン
ト
の
抽
選
券
、
応
募
券
を
大
泣
に
人
手
す
る
た
め
な
ど
の
理
由
で
、

同
し
商
品
を
複
数
の
シ
ョ
ソ
プ
に
ま
た
が
り
人
凰
に
購
人
す
る
巾
を

指
す
こ
の
よ
う
な
販
売
戦
略
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
消
費
者
の
姿

は
、
岡
田
の
言
う
オ
タ
ク
と
は
全
く
対
極
に
あ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

だ
が
そ
れ
が
「
オ
タ
ク
買
い
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
指
摘
す

る
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
転
倒
は
逆
選
抜
の
結
果
そ
の
も
の
で

あ
る

）
蝙
さ
れ
や
す
い
消
費
者
を
「
オ
タ
ク
」
に
仕
立
て
る
と
い
う

コ
ン
テ
ン
ツ
廂
業
の
「
戦
略
」
が
功
を
奏
し
て
い
る
に
違
い
な
い

こ
れ
が
今
の
現
実
で
あ
る
->

そ
の
他
に
、
野
村
総
合
研
究
所
オ
タ
ク
市
場
予
測
チ
ー
ム
の

『オ

タ
ク
市
場
の
研
究
』
、
榎
本
秋

の
『
オ
タ
ク
の
こ
と
が
血
白
い
ほ
ど

わ
か
る
本
』
な
ど
の
オ
タ
ク
論
も
存
在
す
る
。
タ
イ
ト
ル
を
見
れ
ば

分
か
る
と
思
う
が
、
こ
れ
ら
は
殆
ど
経
済
や
産
業
に
関
す
る
占
物
で
、

オ
タ
ク
そ
の
も
の
に
対
す
る
言
及
が
少
な
い

3

特
に
注
目
す
べ
き
の

は
、
榎
本
が
オ
タ
ク
を
一

0
種
類
に
分
類
し
た

こ
と
で
あ
る
。
ア
ニ

メ
オ
タ
ク
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
タ
ク
、
ゲ
ー
ム
オ
タ
ク
、
マ
ン
ガ

オ
タ
ク
、
パ
ソ
コ
ン
オ
タ
ク
、
読
し
ロ
ォ
タ
ク
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
オ
タ
ク
、
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芸
能
人
オ
タ
ク
、
特
撮
オ
タ
ク
、
コ
ス
。フ
レ
オ
タ
ク
、
の

一
0
種
類

で
あ
る
。
「
オ
タ
ク
の
死
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
影
響
で
、
オ
タ
ク
に
関
す
る
マ
イ
ナ
ス
的
な
記
事
が
日
立
つ

ほ
ど
増
え
て
い
た
。
オ
タ
ク
を
犯
罪
者
と
し
て
批
判
す
る
記
事
は
さ

て
お
き
、
オ
タ
ク
が
犯
罪
者
に
狙
わ
れ
る
と
い
う
旨
の
記
事
も
少
な

か
ら
ず
存
在
す
る
。
更
に
、
オ
タ
ク
が
も
う
一
度
格
差
に
晒
さ
れ
た

と
い
う
流
れ
も
見
ら
れ
る
。
や
は
り
、
オ
タ
ク
の
イ
メ

ー
ジ
が
良
く

な
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
一

方
、
も
う

―
つ
の
流
れ
も
顕
著
化
し
て

い
る
。
そ
れ
は
商
店
街
や
「
聖
地
」
の
宜
伝
、
即
ち
オ
タ
ク
を
金
蔓

と
す
る
戦
略
の
表
れ
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
オ
タ
ク
は
「
オ
タ
ク
買

い
を
す
る
消
府
者
」
、
そ
し
て
「
観
光
し
に
来
る
客
」
と
し
て
持
ち

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
犯
罪
者
に
狙
わ
れ
や
す
い
弱
者
」
と
い
い
、
「
訓

練
さ
れ
た
消
伐
者
」
と
い
い
、
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
「
ス
テ
ィ

グ
マ
」
よ
り
も
無
価
値
な
存
在
な
の
か
も
し
れ
な
い

。
森
川
の
予
言

が
現
実
と
な
っ
た
。
オ
タ
ク
に
死
な
れ
て
は
困
る
、
そ
れ
が
今
の
業

界
で
あ
る
。

四
お
わ
り
に

オ
タ
ク
に
つ
い
て
、
東
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
「
オ
タ

ク
た
ち
が
社
会
的
現
実
よ
り
も
虚
構
を
選
ぶ
の
は
、
そ
の
両
者
の
区

別
が
つ
か
な
く
な

っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
社
会
的
現
実
が
与
え

て
く
れ
る
価
値
規
範
と
虚
構
が
与
え
て
く
れ
る
価
値
規
範
の
間
の
ど

ち
ら
が
彼
ら
の
人
間
閾
係
に
と
っ
て
布
効
な
の
か
、
そ
の
有
効
性
が

天
秤
に
か
け
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
。
オ
タ
ク
た
ち
が
趣
味
の
共
同
体

に
閉
じ
こ
も
る
の
は
、
彼
ら
が
社
会
性
を
拒
否
し
て
い
る
か
ら
で
は

な
く
、
む
し
ろ
、
社
会
的
な
価
値
規
範
が
う
ま
く
機
能
せ
ず
、
別

の
価
値
規
範
を
作
り
上
げ
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
」

（東
、
二
0
0
―

四

ニ

ー
四
四
）
。
単
一
の
大
き
な
社
会
的
規
範
が

右
効
性
を
失
い
、
無
数
の
小
さ
な
規
範
の
林
立
に
取
っ
て
杯
わ
ら
れ

る
と
い
う
そ
の
過
程
が
、
ま
さ
に
ジ
ャ
ン
11

フ
ラ
ン
ソ
ワ

・
リ
オ
タ
ー

ル
が
指
摘
し
た
「
大
き
な
物
語
の
凋
落
」
、

い
わ
ゆ
る
「
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
」
的
な
現
象
で
あ
る
。
東
の
こ
の
沢
土
11

が
渾
11

か
れ
た
時
代
、
「オ

タ
ク
」
は
ま
だ
「
小
さ
い
大
き
な
物
語
」
と
し
て
機
能
し
て
い
た
が
、

今
日
で
は
、
そ
れ
さ
え
も
粉
々
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
や
は
り
「
オ
タ
ク
の
死
」
は
フ
ー
コ
ー
の

言
っ
た
「
人
間
の
死
」
の
延
長
線
の
上
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
か
。

で
は
、
こ

の
「
ポ
ス
ト
オ
タ
ク
時
代
」
を
、
オ
タ
ク
は
ど
う
生
き

抜
く
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
「
オ
タ
ク
の
系
譜
学
」

の
次
な
る
課
題
と
な
ろ
う
。
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