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一
。
栗
本
慎

一
郎
(
く
り
も
と

u
h
wろ
一っ

こ

E

1
1

持
出
ね
刊
誌
…
提
出
訓
告
に
臨
時
一
…
…
品

一
ヮ
フ
ル
は

ιの
だ
け
に
関
心
が
が
j
ま
す
e

「

f
z
l
ノ

め

ば

、
折
り
返
し
論
文
リ
ス
ト
・
注
文
衰
を
送
り
ま
す
。

ネ
パ

l
ル
に
行
つ

d
川
剖
『
ぺ
川
ペ
ヨ
1
1
J
l
lj
i

一τる
サ
J

』
「
経
済
人
暗
唱
さ
、
い

、

パ
ン
ソ

:

一'

じ
突
然
立
っ
た
二
重
の
紅
。
夜
更
け
の
ス
ワ
ヤ
ン
ブ
ナ
l
卜
。
一
何
年
仙
.台
市
生
ま
れ
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
か
ら
の
声
。
そ
し
て
助
け
て
く
れ
た
多
く
の
人
び
科
学
哲
学
専
攻
。
急
年
越
し
の
宿
題
で
あ
っ
た
L

・
ウ
ィ
ト

と
・:
。
長
い
リ
ハ
ビ
リ
を
お
し
ま
い
に
し
ぞ
、
仕
事
を
始
め
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
「
心
理
学
の
哲
学

(E)」
と
R
・ロ
l

る
こ
と
に
し
た
。
沼
訳
を
一
本
と
自
分
の
本
(
「
虹
の
議
士
テ
ィ
「
哲
学
と
自
然
の
銭
』
の
霞
訳
を
よ
う
や
く
終
え
て
ホ

た
ち
」
)
。
地
琢
が
急
い
で
い
る
、
そ
の
ス
ピ
ー
ド
に
う
な
，
か

y
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
。
今
年
中
に
は
こ
れ
ま
で
の
仕
事
を

さ
れ
な
が
ら
。

ま
と
め
、
「
科
学
の
鰐
釈
学
」
お
よ
び
「
言
語
行
為
の
現
象

学
」
と
い
う
こ
冊
の
議
文
集
と
し
て
刊
行
す
る
予
定
。
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-
野
阿
梓
(
の
あ
・
あ
ず
さ
)

LM年
生
ま
れ
。

S
F
作
家
e

著
書
に
「
花
狩
人
」
「
武
装
音
楽
祭
』
『
兇
天

-
奥
謝
野
文
子
(
よ
さ
の
・
ふ
み
こ
)

-
U
年
東
京
生
ま
れ
。

麻
生
篇
土
町
に
三
歳
半
ま
で
。
後
は
外
国
が
多
か
っ
た
。
こ

の
+
五
年
、
青
山
墓
地
を
へ
だ
て
て
、
生
地
の
近
く
に
い
る
。

昨
秋
か
ら
、
パ
リ
の

E
o
=
$
3
2
0
書
底
刊
で

「可
D
b
ヨ
o
b
E
-
o
c
コO
百

8

8コ
己
と
「
詩
集
」
が
出
る
。

来
年
、
日
本
語
で
は
、
形
の
問
題
に
つ
い
て
書
き
た
い
と
思

っ
て
い
る
。
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め
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ろ
っ

⑨
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昭
和
の
終
鷲
に
あ
た
り
、
天
皇
制
を
一
再
考
す
志
の
に
最
適

の
書
。
天
皇
制
の
成
立
・

変
質
・
変
遷
・
延
命
を
歴
史
的

に
分
析
し
な
が
ら
、
天
皇
制
を
め
ぐ
る
諸
問
題
ぞ
解
明
す

る
。
あ
ら
ゆ
る
自
粛
ム

l
ド
の
中
で
日
本
人
に

t
っ
て
天

皇
と
は
何
か
。

{主
内
容
]
天
皇
制
の
変
遷

/
幕
末
か
ら

維
新
へ

/
近
代
国
家
の
完
成
/
昭
和
同
年
戦
争
と
天
皇
/

軍
の
敗
北
・
天
皇
制
の
延
命
/
戦
後
社
会
の
中
の
天
皇
/

天
皇
制
と
神
道
/
近
代
天
皇
制
と
は
ど
ん
な
王
権
か
/
他
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機
械
は
、
身
体
と
も
道
具
と
も
つ
か
な
い
両
義
的
な
存
在
だ
。
西
欧
的
な
来
歴
か
ら
生
ま
れ
、
資
本
主
義
の
運
動
の
中
心
に

位
置
す
る
、
特
異
な
形
象
で
あ
る
。
存
在
/
認
識
の
言
説
が
、
機
械
を
め
ぐ
る
疎
外
と
隷
属
の
物
語
を
紡
ぎ
だ
し
て
き
た
。
機

械
に
対
す
る
嫌
悪
は
、
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
資
本
主
義
の
運
動
は
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
る
戦
略
を
そ
な
え
て
い
る
。
ポ

ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
言
説
が
開
始
し
た
そ
の
戦
略
は
、
西
欧
的
な
来
歴
を
脱
し
、
機
械
と
人
間
の
共
生
を
指
向
し
て
い
る
。

7
ン
ピ
ギ
ユ
イ
テ
ィ

機
械
の
両
義
性

で
あ
る
せ
い
か
、
あ
く
ま
で
も
人
間
臭
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
人
聞
に

似
過
ぎ
て
し
ま
う
の
だ
。

様
械
の
こ
う
い
う
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
性
質
を
、

H

楼
械
の
両
義
性

(
即

2
E
R
E
ζ
)
H
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。

*
 

あ
ん
ま
り
精
巧
な
機
械
を
見
て
い
る
と
、

感
心
す
る
反
面
、
な
ん
と

な
く
落

ち
着
か
な
い
よ
う
な
、
不
思
議
な
気
持
に
な
る
(
と
言
、
つ
ひ
と

が
い
る
)
。
な
ぜ
だ
ろ
う
。

と
り
あ
え
ず
、
こ
う
考
え
て
み
よ
う
。

人
間
は
、
自
分
た
ち
人
間
と
、
そ
れ
以
外
の
も
の

(
事
物

や
動
物
)

と
が
、
は
っ
き
り
区
別
で
き
る
の
は
当
た
り
前
だ
、
と
思
っ
て
生
き
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
機
械
は
、
こ
の
区
別
の
間
に
割
り

こ
ん
で
、
話
を
や

や
こ
し
く
し
て
し
ま
う
。
機
械
は
、
人
間
で
な
い

。
所
詮
、

部

品

(
事

物
)
の
か
た
ま
り
に
す
ぎ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
人
間
が

つ
く
っ

た
も
の

機
械

の
こ
と
を
き
ち
ん
と
考
え

て
い
こ
う
と
す
る
と
、
「
存
在
と
認

識
の
不
調
和
」
に
み
ま
わ
れ
る
は
ず
だ
。
両
義
的
で
あ
る
た
め
に
、
伝

統
的
な
西
欧
の
思
考
の
、
盲
点
を
つ
く
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。

存
在
と
認
識

の
一
致
を
、
知
識
の
究
極
目
標
と
す
る
こ
と
。
そ
れ
が
、

西
欧
の
伝
統
で
あ
る
。
存
在
と
認
識
の
調
和
を
も
た
ら
し
て
こ
そ
、
完

全
な
知
識
だ
。
も
う
少
し
く
わ
し
く
言
、
っ
と
、
こ
の
知
識
の
構
造
は
、

二
重
に
な
っ
て
い
て
、
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人間1::何被援緩が蜂いになるか

川
認
識
は
、

存
在
の
あ
り
方
を
正
確
に
反
映
し
、

存
在
物
の
お
の
お

の
に
的
中
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
存
在
物
の
ど
れ
で
も
な

そ
れ
ら
と
違
っ
た
可
認
識
す
る
存
在
」

し
て
浮
か
び
あ
が
る
。

山
認
識
を
行
な
う
も
の
自
身
は
、

い
の
で
、

(
特
権
者
)
と

と
い
う
組
立
て
に
な
っ
て
い
た
。
川
は
、
自
然
科
学
(
客
観
的
知
識
)

を
推
し
す
す
め
る
動
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
う
し
た
知
識
は
、
そ
れ

だ
け
で
完
結
で
き
な
い
で
、
凶
と
平
行
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
人
間
(
の

圭
観
)
だ
け
が
、
詑
識
を
行
な
う
と
い
う

ρ

特
権
N

を
そ
な
え
て
い
る
。

ゆ
え
に
人
聞
を
、
「
-
認
識
す
る
存
在
」
と
考
え
れ
ば
よ
い
。

だ
か
ら
、

J
認
識
H
存
在
u

と
い
う
等
式
は
、
二
重
に
な
り
た
つ
の

だ
。
ま
ず
川
で
は
、
客
観
的
知
識
の
原
理
(
目
標
)
と
し
て
。
そ
し
て

山
で
は
、
人
間
と
い
う
存
在
の
自
己
規
定
|
|
認
識
作
用
そ
の
も
の
が

存
在
す
る
こ
と
ー
ー
と
し
て
。
ほ
ん
と
う
は
こ
の
等
式
の
等
号
(
完
全

な
一
致
)
は
、
神
に
お
い
て
し
か
成
立
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

神
は
、

ωに
い
う
よ
う
な
存
在
物
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
聞
に
い
う
人

間
で
も
な
い
。
ゆ
え
に
人
間
は
こ
の
世
界
に
あ
る
か
ぎ
り
、
ま
っ
た
く

神
の
代
理
人
と
し
て
、
特
権
を
も
っ
て
ふ
る
ま
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

*
 

さ
て
、
な
ぜ
こ
う
い
う
補
助
線
を
ひ
い
た
の
か
。
こ
ん
な
粗
っ
ぽ
い
、

高
校
の
倫
理
社
会
み
た
い
な
構
図
を
下
敷
き
に
す
る
だ
け
で
も
、
機
械

が
ど
れ
ほ
ど
例
外
的
な
佐
置
を
占
め
る
も
の
な
の
か
、
か
な
り
は
っ
き

り
す
る
か
ら
で
あ
る
。

た
め
し
に
、
身
体
|
道
具
|
機
械
、

と
い
う
系
列
を
考
え
て
み
る
と

は
、
確
か
に
部
品
(
存
在
物
)
か
ら
で
き
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ

な
の
に
、
そ
の
動
作
が
人
間
に
似
通
え
ば
似
通
う
ほ
ど
、
立
派
な
機
械

だ
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
気
が
つ
け
ば
、
人
間
が
伝
統
的
に
信
じ
よ
う

と
し
て
き
た
存
在
と
認
識
の
調
和
を
、
っ
き
崩
す
ひ
き
金
に
な
っ
て
い

る。

*
 

機
械
は
、
人
間
(
の
能
力
)

だ。
機
械
は
そ
も
そ
も
、
人
間
に
で
き
な
い
こ
と
を
さ
せ
る
た
め
に
造
ら

れ
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
一
方
で
、
機
械
も
ど
こ
か
で
人
間
の
手

を
借
り
て
動
く
の
だ
か
ら
、
人
間
の
動
作
と
も
折
り
合
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
が
、
機
械
の
制
約
に
な
っ
て
い
る
。
ど
ん
な
機
械
も
、

ど
こ
か
に
必
ず
人
間
の
姿
を
隠
し
て
い
る
c

だ
か
ら
、
人
聞
が
ど
の
よ
う
な
機
械
を
造
る
か
で
、
人
聞
が
ど
こ
ま

で
自
分
(
の
物
質
的
な
組
立
て
)
を
理
解
し
て
い
る
か
が
分
か
る
、
と

も
い
え
る
。
よ
い
機
械
を
造
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
人
間
に
し
か

で
き
な
い
こ
と
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
あ
い
だ
は
、
人
間
も
機
被
と
い

っ
し
ょ
に
労
働
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
科
学
技
術
は
、
人
間
が
ど
の

よ
う
に
行
動
す
る
か
を
研
究
し
、
そ
れ
を
機
械
に
代
行
さ
せ
る
方
向
に

進
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
が
い
ま
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
を
支
配
し
て

い
る
、
社
会
経
済
法
則
な
の
で
あ
る
。

機
械
が
人
間
に
に
じ
り
寄
る
。
機
械
の
両
義
性
が
、
人
間
の
あ
や
ふ

や
な
自
己
理
解
を
ま
す
ま
す
ぐ
ら
つ
か
せ
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
人
間

の
神
経
が
逆
な
で
さ
れ
る
。

と
の
関
係
で
、

制
作
さ
れ
る
も
の
な
の

い
い
だ
ろ
う
c

ま
ず
、
身
体
。
身
体
は
、
た
だ
の
物
体
と
み
な
す
わ
け
に
い
か
.
な
い
、

扱
い
の
む
ず
か
し
い
存
在
物
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
精
神
/
肉
体

の
二
元
論
に
な
じ
ん
で
い
る
の
で
、
身
体
を
、
こ
の
二
元
論
の
目
か
ら

み
よ
う
と
す
る
c

肉
体
(
物
体
と
し
て
の
身
体
)
の
ど
こ
か
に
、
精
神

の
宿
る
台
座
(
連
絡
場
所
)
を
み
つ
け
な
い
と
、
気
が
す
ま
な
い
。
こ

の
癖
は
、
キ
リ
ス
ト
教
以
来
の
西
欧
思
考
の
伝
統
に
つ
い
て
ま
わ
っ
て

い
る
。

つ
ぎ
に
道
具
は
、
身
体
の
延
長
で
あ
る
。
道
具
は
、
た
と
え
ば
、
人

間
の
手
足
(
の
動
作
)
を
か
た
ど
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
。
ど
ん

な
道
具
も
、
人
間
の
配
慮
の
な
か
に
あ
る
。
そ
し
て
人
聞
が
、
リ
ア
ル

タ
イ
ム
に
(
自
分
の
動
作
を
通
じ
て
)
操
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
点
、
道
具
は
身
体
の
、
客
体
と
し
て
の
あ
り
方
に
匹
敵
す
る
。
だ
か

ら
道
具
は
、
い
ま
の
べ
た
思
考
の
伝
統
を
脅
か
し
は
し
な
い
。
そ
れ
は
、

川

/ω
の
知
識
の
範
囲
に
う
ま
く
収
ま
る
。

い
っ
ぽ
う
機
械
は
、
道
具
と
ち
が
っ
て
、
人
間
の
配
慮
を
(
必
ず
し

も
)
必
要
と
し
な
い
。
人
聞
が
い
ち
い
ち
手
を
か
け
な
く
て
も
、
勝
手

に
自
分
の
リ
ズ
ム
で
動
く
も
の
だ
。
そ
の
た
め
ぎ
ゃ
く
に
、
人
間
の
ほ

う
が
、
機
械
の
リ
ズ
ム
に
あ
わ
せ
て
動
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
、

と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
も
ち
ろ
ん
機
械
は
、
永
久
運
動
機
関
で
も
、

完
全
な
自
己
組
織
系
で
も
な
ん
で
も
な
い
か
ら
、
外
部
か
ら
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
供
給
し
、
人
間
が
制
御
目
標
を
設
定
し
て
や
ら
な
い
か
ぎ
り
、

動
か
な
い
。
け
れ
ど
も
機
械
は
、
そ
の
本
性
か
ら
し
て
、
ど
こ
ま
で
も

人
間
に
近
づ
い
て
い
く
宿
命
を
背
負
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
ゼ
ン
マ

イ
仕
掛
け
か
ら
電
気
仕
掛
け
へ
、
そ
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
制
御
へ
。
機
械
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ア
ク
ノ
ロ
ジ
l
の
戦
略

工
学
(
{
忠
言
。
一

cE)

て
お
こ
、
つ
c

工
学
の
目
標
は
、
人
聞
が
、
自
分
の
望
む
と
お
り
に
、
物
質
世
界
の

な
か
に
し
か
る
べ
き
出
来
事
(
現
象
)
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
。
そ
れ
も
、

や
み
く
も
に
自
分
の
手
足
を
使
う
の
で
は
な
く
、
ち
ゃ
ん
と
自
然
法
則

(
客
観
世
界
を
支
配
す
る
原
理
)
を
応
用
し
な
が
ら
、
世
界
の
物
質
的

プ
ロ
セ
ス
を
演
出
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
工
学
は
ど

う
し
て
も
、
自
然
法
則
に
関
す
る
一
般
的
で
操
作
的
な
知
識
|
|
自
然

科
学
|
|
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
資
本
主
義
の
核
と
な
っ
て
発
展

し
て
き
た
c

こ
れ
か
ら
も
、
資
本
主
義
と
と
も
に
、
ど
こ
ま
で
も
発
展

し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
、
ひ
と
く
ち
で
言
、
っ
と
、
機
械
と
人
間

の
差
異
を
埋
め
る
方
向
に
発
展
し
て
い
く
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
極
限

的
な
か
た
ち
(
機
械
が
つ
い
に
人
間
の
域
に
達
し
、
人
間
と
機
械
が
連

続
的
に
な
る
世
界
)
を
、
私
は
「
機
械
主
義
(
ヨ

mnzgzヨ
)
」
と
よ

ぶ
こ
と
に
し
て
い
る

*、.

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、

簡
単
に
押
さ
え

な
に
が
資
本
主
義
で
あ
る
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、

が
あ
る
。

な
か
で
も
有
力
な
も
の
の
ひ
と
つ
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
学
説
が
あ

っ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
資
本
l

賃
労
働
関
係
、
な
ら
び
に
剰
余
価
値

い
ろ
い
ろ
の
考
え
方
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の
概
念
が
、
資
本
主
義
を
解
明
す
る
場
合
の
鍵
と
な
る
。
マ
ル
ク
ス
主

義
は
「
科
学
的
真
理
」
を
な
の
り
、
実
際
人
び
と
が
そ
う
信
じ
た
時
代

も
あ
っ
た
。

し
か
し
実
は
、
労
働
価
値
説
は
、
制
約
の
多
い
議
論
で
し
か
な
い
こ

と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
七

0
年
代
に
、
線
型
代
数
学
を
用

い
て
「
資
本
論
」
の
採
用
し
て
い
る
モ
デ
ル
を
解
明
す
る
仕
事
を
、
森

嶋
通
夫
の
「
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
」
が
集
大
成
し
て
以
来
、
マ
ル
ク
ス

主
義
経
済
学
が
解
体
に
瀕
し
て
い
る
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に

な
っ
た
。
こ
の
数
年
特
に
顕
著
に
な
っ
て
い
る
、
ソ
ビ
エ
ト
の
ペ
レ
ス

ト
ロ
イ
カ
、
中
国
の
開
放
・
自
由
化
政
策
な
ど
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ

う
な
理
詰
的
行
き
づ
ま
り
も
あ
ず
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
枠
組
み
に
よ
ら
ず
、
搾
取
規
定
や
階
級
関
係
を
抜

き
に
、
資
本
主
義
を
と
ら
え
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
を
暫
定
的
に
、

H

市
場
を
通
じ
た
、
資
源
の
分

権
的
・
競
争
的
な
総
動
員
体
制
M

と
の
べ
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
生

産
(
企
業
)
と
消
費
(
家
計
)
が
、
二
つ
の
異
な
っ
た
領
域
と
し
て
分

立
し
、
市
場
を
挟
ん
で
向
き
合
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
生
産
の
領
域
は
、

厳
し
い
効
率
の
原
理
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
資
源
(
労
働
・

土
地
・
機
械
)
を
、
そ
の
時
点
の
技
術
水
準
に
合
わ
せ
て
、
最
適
に
配

列
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
市
場
の
内
部
で
、
刻
々
自
己
を

更
新
し
増
殖
し
て
ゆ
く
資
源
(
物
財
)
の
配
列
。
こ
れ
が
、
資
本
の
実

態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

資
本
主
義
の
像
を
、
こ
の
よ
う
に
描
い

て
み
る
と
、
そ
れ
が
人
間
主

義

(Eヨ
国
三
日
ヨ
)
の
枠
内
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
理
由
は
、

こ
う
で
あ
る
。
生
産
と
消
費
は
、
異
な
る
原
理
に
よ
っ

て
、
世
界
を
構

3
i
f
-

-

E
t
a
l

l
i
e
d
-

.ー

成
し
て
い
る
。
生
産
の
領
域
の
ま
ん
中
に
は
、
機
械
が
位
置
し
て
い
る
。

生
産
の
効
率
は
、
結
局
、
機
械
の
効
率
に
い
ち
ば
ん
大
き
く
依
存
す
る
。

い
っ
ぽ
う
、
消
費
の
領
域
の
ま
ん
中
に
は
、
人
間
(
消
費
者
)
が
ひ
か

え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
人
間
的
な
価
値
が
支
配
す
る
の
で
あ
り
、
人

聞
を
中
心
に
し
て
世
界
が
組
立
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
、
生
産
/
消
費
の
分
離
を
、
さ
き
の

ω/ω
と
較
べ
て
み
る
と
、

だ
い
た
い
対
応
す
る
同
係
が
成
立
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、

伝
統
的
な
西
欧
の
思
考
法
は
、
資
本
主
義
の
現
実
を
受
け
止
め
て
や
っ

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
資
本
主
義
を
、
古
典
資
本
主
義

と
い
、
っ
。

J .. 
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資
本
主
義
が
ど
ん
ど
ん
高
度
に
な
っ
て
い
く
と
、
や
が
て
、
古
典
資

本
主
義
の
枠
に
収
ま
り
き
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
の
段
階

を
、
純
粋
資
本
主
義
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。

な
ぜ
古
典
資
本
主
義
の
枠
に
収
ま
ら
な
く
な
る
か
と
い
う
と
、
生
産

/
消
費
の
領
域
が
分
離
し
な
く
な
っ
て
、
連
続
的
に
な
る
か
ら
だ
。
そ

の
変
化
は
、
電
磁
技
術
、
つ
ま
り
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
通
信
機
器
に
関
係

す
る
技
術
を
ベ

l
久
に
し
て
起
こ
る
。
つ
ま
り
そ
ろ
そ
ろ
、
起
こ
り
か

か
っ
て
い
る
。

生
産
工
程
を
効
率
的
に
制
御
す
る
こ
と
で
、
産
業
革
命
が
起
こ
っ
た
。

こ
の
効
率
に
よ
っ
て
、

資
本
主
義
の
今
日
の
隆
盛
が
あ
る
。
生
産
工
程

は
、
流
通
や
消
費
に
較
べ
る
と
、
制
御
が
比
較
的
簡
単
で
あ
る
。
逆
に

流
通
や
、
こ
と
に
消
費
は
、
(
相
対
的
に
)
大
量
現
象
で
な
い
た
め
に
、

効
率
的
な
制
御
の
手
段
が
存
在
し
な
か
っ
た
。

そ
こ
へ
電
磁
技
術
の
登
場
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
株
式
の
プ
ロ
グ
ラ

3 

機
械
主
義
に
い
た
る
、

-
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-
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ム
売
買
は
、
来
た
る
べ
き
巨
大
な
変
化
の
先
触
れ
と
も
み
ら
れ
よ
う
。

要
す
る
に
、
購
買
行
動
や
消
費
の
領
域
に
、
生
産
工
程
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
の
と
同
質
の
制
御
技
術
の
体
系
が
導
入
で
き
る
よ
う
に
な
る
の

だ
。
こ
の
技
術
は
、
日
常
生
活
の
な
か
で
人
間
が
い
ろ
い
ろ
な
事
柄
を

配
慮
し
て
い
る
の
を
、
大
幅
に
代
行
す
る
。
家
計
(
消
費
シ
ス
テ
ム
)

は
、
人
聞
を
と
り
ま
く
機
械
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
再
編
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

人
間
は
相
変
わ
ら
ず
消
費
の
領
域
の
ま
ん
中
に
位
置
す
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
の
主
体
性
は
空
洞
と
な
っ
て
い
く
。

生
産
と
消
費
が
出
会
う
試
行
錯
誤
の
領
域
|
|
市
場
ー
ー
ー
も
、
こ
う

な
れ
ば
そ
の
存
在
意
義
を
変
化
さ
せ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
消
費

と
生
産
の
領
域
は
、
ソ
フ
ト
が
共
通
し
、
情
報
が
直
結
す
る
。
こ
れ
ま

で
は
た
と
え
ば
、
価
格
が
パ
ラ
メ
ー
タ
と
な
っ
て
、
生
産
/
消
費
の
数

量
の
ほ
う
は
事
後
的
に
調
整
さ
れ
た
。
こ
れ
か
ら
は
個
別
の
消
費
が
、

生
産
工
程
を
(
効
率
を
落
と
さ
な
い
で
)
直
接
に
制
御
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
。
つ
ま
り
、
価
格
・
数
量
の
両
面
に
お
い
て
連
結
さ
れ
、
生

産
/
流
通
/
消
費
が
一
体
に
な
っ
た
経
済
シ
ス
テ
ム
へ
と
、
資
本
主
義

は
脱
皮
す
る
の
だ
。

こ
う
し
た
純
粋
資
本
主
義
の
段
階
で
も
、

む
ろ
ん
、
ま
だ
人
間
と
機

械
と
の
違
い
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
違
い
が
お
そ
ら
く
、
こ
ん
ど
ば
徐

徐
に
埋
ま
っ
て
い
く
は
ず
だ
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
は
、
そ
う
し
た

趨
勢
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
何
百
年
後
に
か
、
時
代
は
つ
い
に
、
機

械
主
義
の
段
階
を
む
か
え
る
!

思
想
的
準
備

機
械
が
こ
の
よ
う
に
人
間
に
接
近
し
て
い
く
こ
と
は
、
資
本
主
義
の

内
蔵
す
る
社
会
経
済
法
則
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
実
際
に
そ
れ
は
、
ど

ん
な
技
術
を
ベ

l
ス
に
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
バ
イ
オ
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

の
延
長
な
の
か
、
大
統
一
理
論
の
応
用
な
の
か
。
い
ま
は
そ
の
原
理
さ

え
わ
か
っ
て
い
な
い
。

こ
こ
で
は
、
そ
う
い
う
技
術
的
な
点
を
さ
て
お
き
、
機
械
が
人
間
に

似
て
く
る
(
次
第
に
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
)
場
合
に
、
ど
ん
な
問
題

が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
か
、
あ
ら
か
じ
め
考
え
て
お
こ
う
。
人
聞
が
機

械
を
憎
み
、
忌
み
嫌
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、

H

保
守
反
動
思
想
H

に
与

し
な
い
で
す
む
た
め
に
。

機
械
主
義
は
あ
き
ら
か
に
、
人
間
主
義
(
あ
る
い
は
、
人
間
中
心
主

義
)
の
圏
内
に
な
い
。
そ
の
枠
を
超
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ

の
現
在
の
思
想
・
制
度
の
延
長
上
に
若
い
。
し
た
が
っ
て
、
機
械
主
義

に
移
行
す
る
か
ど
う
か
は
、
ひ
と
つ
の
「
問
題
」
で
あ
る
。

な
に
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
整
理
し
て
み
る
。

*
 

ωま
ず
、
存
在
の
レ
ヴ
ェ
ル
(
現
象
の
レ
ヴ
ェ
ル
)
で
語
っ
て
み
る
。

人
間
も
、
自
然
的
な
世
界
の
な
か
で
生
じ
て
い
る
、
ひ
と
つ
の
出
来

事
(
現
象
)
で
あ
る
。
石
こ
ろ
ゃ
な
に
か
が
現
象
と
し
て
戒
立
し
て
い

る
の
と
、
同
じ
こ
と
だ
。
こ
れ
は
確
か
な
こ
と
な
の
で
、
議
論
の
出
発

点
に
な
る
だ
ろ
う
。
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人聞は何故後後がま置いになるか

た
だ
し
、
人
間
と
い
う
現
象
は
複
雑
で
あ
る
。
ま
ず
そ
れ
は
、
生
命

現
象
で
あ
る
し
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
、
精
神
現
象
で
あ
る
わ
け
だ
。

も
っ
と
も
、
そ
れ
が
現
象
で
あ
る
(
あ
ろ
う
)
と
い
う
こ
と
は
推
測
で

き
て
も
、
そ
れ
以
上
の
細
か
な
記
述
を
、
こ
れ
ま
で
に
誰
か
が
与
え
た

わ
け
で
は
な
い
。

精
神
現
象
を
、
い
っ
ぽ
う
の
極
に
お
く
と
、
そ
の
反
対
に
、
た
だ
の

石
こ
ろ
の
よ
う
な
現
象
が
あ
る
。
両
端
は
、
現
象
と
し
て
連
続
し
て
い

る
(
は
ず
だ
)
が
、
ど
う
い
う
具
合
に
連
続
し
て
い
る
か
、
っ
き
と
め

ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
を
つ
き
と
め
る
こ
と
が
、
機
械
主
義
の
技
術
的

基
盤
に
な
る
。
精
神
現
象
は
、
一
種
の
自
然
現
象
で
あ
る
に
き
ま
っ
て

い
る
し
、
そ
れ
を
支
配
す
る
法
則
を
つ
き
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず

だ。
聞
こ
れ
に
対
し
て
、
認
識
の
レ
ヴ

ェ
ル
(
精
神
作
用
の
レ
ヴ
ェ
ル
)

で
語
っ
て
み
よ
う
。

精
神
や
心
の
作
用
と
い
う
こ
と
を
言
う
な
ら
、
そ
も
そ
も
、
わ
れ
わ

れ
の
経
験
は
み
な
、
そ
の
よ
う
な
作
用
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
る
。
ど
ん

な
存
在
も
、
直
接
に
か
間
接
に
か
わ
れ
わ
れ
が
経
験
し
た
か
ら
こ
そ
知

ら
れ
た
。
だ
か
ら
す
べ
て
は
、
精
神
作
用
の
内
部
に
、
そ
の
場
所
を
え

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
自
然
法
則
に
し
て
も
、
人
間
が
知
る
か
た
ち
の
も
の
は
、

精
神
作
用
の
な
か
で
結
ぶ
像
で
あ
る
。
も
し
も
科
学
が
、
精
神
現
象
を

支
配
す
る
法
則
を
と
り
だ
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
、
精

神
作
用
の
な
か
に
結
ん
だ
像
で
あ
ろ
う
。

人
間
と
は
結
局
、
こ
の
精
神
作
用
の
こ
と
で
あ
る
。
精
神
作
用
の
レ

ヴ
ェ
ル
(
い
わ
ゆ
る
、
現
象
学
の
文
体
)
で
語
る
な
ら
、
そ
う
な
る
。

な
う
視
線
で
あ
る
。
解
剖
学
的
な
知
見
に
よ
っ
て
、
人
間
が
機
械
に
そ

っ
く
り
の
構
成
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
原
理

も
わ
か
ら
な
い
く
せ
に
、
や
み
く
も
に
目
覚
し
時
計
を
捕
慣
し
て
遊
ぶ
子

供
と
似
た
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
を
組
立
て
て
動
か
す
こ
と
の
で
き
な

い
、
不
完
全
な
知
識
で
あ
る
。
対
象
が
機
械
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た

だ
け
で
、
い
ち
ば
ん
肝
腎
の
秘
密
を
、
ま
だ
掴
ん
で
い
な
い
の
だ
。
そ

し
て
現
在
の
と
こ
ろ
、
わ
れ
わ
れ
の
医
学
も
分
子
生
物
学
も
、
こ
の
水

準
を
脱
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
(
だ
か
ら
、
人
聞
が
機
械
で
あ
る

と
い
ま
主
張
し
て
も
、
と
り
た
て
て
現
実
味
が
な
い
。
)

機
械
は
、
実
際
に
そ
れ
を
設
計
し
、
組
立
て
、
動
き
だ
し
て
は
じ
め

て
、
現
実
の
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
に
、
機
械
と
し
て
の

存
在
が
、
否
定
し
よ
う
の
な
い
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
迫
力
を
も
っ
。
わ
れ

わ
れ
は
そ
ろ
そ
ろ
、
そ
の
迫
力
を
背
後
に
感
じ
な
が
ら
も
の
を
考
え
た

ほ
う
が
い
い
時
代
に
さ
し
か
か
っ
た
。

* 

機
械
の
究
極
の
可
能
性
。
そ
れ
は
、
人
聞
が
言
う
な
れ
ば
、
人
間
に

そ
っ
く
り
な
機
械
を
造
り
だ
し
、
(
人
間
の
)
精
神
作
用
を
合
成
す
る

可
能
性
で
あ
る
。
人
聞
を
機
械
の
よ
う
に
分
解
す
る
の
で
は
な
く
、
機

械
の
よ
う
に
組
立
て
る
可
能
性
で
あ
る
。

仮
に
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
た
、
と
し
よ
う
。
こ
の
機
械
(
壮
人

間
)
は
、
他
者
な
の
だ
ろ
う
か
?
他
者
と
は
、
自
分
と
同
一
同
様
の

精
神
作
用
を
営
む
人
問
、
す
な
わ
ち
も
う
ひ
と
り
の
自
分
、
と
い
う
い

み
で
あ
る
。
そ
の
他
者
は
、
や
み
く
も
に
与
え
ら
れ
る
し
か
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
自
分
(
私
)
に
と
っ
て
、
論
証
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、

し
か
し
疑
問
の
余
地
の
な
い
前
提
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
機
械
は
与

さ
て
、

川
、
山
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
誤
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
c

そ
れ
自
体
、
正
当
な
語
り
口
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
ぐ
わ
か
る

よ
う
に
、
一
度
に
両
方
の
言
説
を
包
め
よ
う
と
す
る
と
、
矛
盾
に
陥
っ

て
し
ま
う
c

山
に
よ
れ
ば
、
精
神
現
象
に
関
す
る
知
識
の
内
部
に
、
精

神
現
象
が
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
山
に
よ
れ
ば
、
構
成
さ
れ

る
知
識
は
、
精
神
現
象
の
内
部
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
!
両
者
の
関

係
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

こ
の
矛
盾
は
、
存
在
・
対
・
認
識
の
構
図
に
よ
っ
て
知
識
を
構
成
す

る
限
り
、
さ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
e

伝
統
的
な
哲
学
に
最
初
か
ら
つ

き
ま
と
う
問
題
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
矛
盾
は
、
可
能
性
の
問
題
で
あ
り
、

あ
か
ら
さ
ま
な
か
た
ち
で
知
識
の
体
系
を
破
壊
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ

た
。
け
れ
ど
も
実
際
に
、
進
ん
だ
機
械
が
出
現
す
る
と
、
こ
の
矛
盾
が
、

可
能
性
で
は
な
く
現
実
の
問
題
と
し
て
っ
き
つ
け
ら
れ
る
。
機
械
が
人

で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
人
聞
が
機
械
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
問

題。

-ー"'.0._ ."" 明~ . ."_.-
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ド
・
ラ
・
メ
ト
リ
の
(
あ
る
い
は
も
っ
と
)
昔
か
ら
、
人
聞
が
機
械

で
あ
る
と
い
う
主
張
は
知
ら
れ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
古
典

的
な
人
問
機
械
論
な
ら
、
軽
く
う
け
な
が
す
こ
と
が
で
き
る
。

機
械
は
、
部
品
の
集
積
で
あ
る
。
そ
の
組
立
て
に
関
し
て
、
暖
味
で

神
秘
的
な
点
は
ど
こ
に
も
な
い
。
た
だ
、
そ
こ
に
は
、
二
通
り
の
過
程

が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
分
解
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
組
立
て
。
こ
の
二
つ

の
過
程
は
、
方
向
が
正
反
対
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
組
立
て
に
較

べ
る
と
、
分
解
の
ほ
う
は
は
る
か
に
簡
単
(
安
直
)
な
の
だ
。

古
典
的
な
人
問
機
械
論
の
視
線
は
、
分
解
(
分
析
)
の
過
程
に
と
も

件
で
な
い
c

ど
う
や
っ
て
動
く
か
逐
一
検
証
し
な
が
ら
、
自
分
で
組
立

て
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
二
種
類
の
他
者
を
も
つ
こ
と
に

な
る
の
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
自
分
と
そ
っ
く
り
の
機
械
を
組
立

て
る
こ
と
が
で
き
る
ぐ
ら
い
な
ら
、
人
間
の
精
神
作
用
に
つ
い
て
も
相

当
の
と
こ
ろ
ま
で
解
明
が
進
ん
で
い
る
に
違
い
な
い
。
人
間
が
、
自
分

の
精
神
作
用
の
根
拠
を
、
具
体
的
・
客
観
的
に
し
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
知
識
は
、
古
典
的
な
知
識
の
構
図
(
摘
頁
の
、

ω

/

山
)
の
、
ど
ち
ら
に
収
ま
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
だ
い
ろ
い
ろ
な
可
能
性
が
あ
る
。
ま
ず
、
人
間
と
機
械
を
接
続
し

て
、
人
間
の
思
考
機
能
を
強
化
す
る
可
能
性
。
こ
の
場
合
、
人
間
(
や

機
械
)
の
自
己
同
一
性
(
自
分
が
自
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
)
は
、
ど

う
な
る
の
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
人
間
の
精
神
作
用
を
、
機
械
の
中
に
そ
っ
く
り
転
写
(
複

写
)
す
る
可
能
性
。
こ
う
い
う
技
術
が
実
現
す
る
と
、
(
人
間
の
)
精

神
現
象
は
、
生
命
と
い
う
制
約
を
解
き
放
た
れ
、
死
を
乗
り
越
え
て
永

続
す
る
可
能
性
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
コ
ピ
ー

の
関
係
は
、
ど
う
な
る
の
か
。
精
神
作
用
の
自
己
同
一
性
は
、

す
は
っ
き
り
し
な
く
な
る
。

。

ま
す
ま

科
学
が
民
家
の
信
頼
を
勝
ち
得
る
よ
う
に
な
っ
て
こ
の
か
た
、
数
え

き
れ
な
い

S
F
が
繰
り
返
し
く
り
か
え
し
、
人
間
の
知
性
と
機
械
の
関

係
を
、
こ
の
よ
う
に
描
き
出
し
て
き
た
。

S
F
は
、
技
術
的
な
基
盤
の

伴
わ
な
い

ρ

空
想
u

で
あ
る
か
ら
ο

そ
れ
自
体
と
る
に
た
り
な
い
。
そ

れ
よ
り
も
、
人
び
と
の
空
想
が
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
可
能
性
に
ひ
き
寄
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人聞は何故後援が緩いになるか

せ
ら
れ
る
の
か
。
人
び
と
が
こ
の
可
能
性
に
な
に
を
見
て
い
る
の
か
。

そ
う
し
た
こ
と
の
方
が
問
題
だ
。

究
極
の
接
械
が
出
現
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
を
跨
諾
す
る
理
由

は
何
も
な
い
、
と
私
は
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
予
測
を
具
体
的
に
肉
付

け
す
る
の
は
別
の
機
会
に
す
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
ん
な
機
械
の
登
場
が

ど
う
し
て
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
な
る
の
か
を
考
え
よ
う
。

* 

人
間
の
も
つ
あ
ら
ゆ
る
能
力
を
具
え
た
機
械
。
そ
う
い
う
機
械
(
異

分
子
)
の
登
場
が
ま
き
お
こ
す
で
あ
ろ
う
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
想
像
し

て
み
る
こ
と
は
、
実
は
う
ら
を
返
せ
ば
、
そ
れ
ま
で
人
間
社
会
が
ど
の

よ
う
な
(
暗
黙
の
)
前
提
の
う
え
に
成
立
っ
て
き
た
か
を
、
考
え
る
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
前
提
が
突
き
崩
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
ス
キ

ャ
ン
ダ
ル
な
の
だ
。

さ
て
、
社
会
が
当
然
の
よ
う
に
前
提
し
て
い
る
の
は
、
た
と
え
ば
つ

ぎ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
①
自
然
現
象
j
生
命
現
象
i
身
体
が
、
基

礎
づ
け
/
基
礎
づ
け
ら
れ
て
、
な
だ
ら
か
に
連
接
し
て
い
る
こ
と
。
②

精
神
過
程
は
身
体
上
の
現
象
で
あ
る
か
ら
、
精
神
i
身
体
も
一
対
一
に

対
応
し
て
い
る
こ
と
。

③
身
体
が
互
い
に
分
離
/
相
関
し
て
い
る
よ
う

に
、
精
神
も
互
い
に
分
離
/
相
関
し
て
い
る
こ
と
(
身
体
が
相
互
に
関

係
す
る
の
は
、
性
現
象
の
領
域
で
あ
る
)
。
④
身
体
が
自
然
の
制
約
を

も
ち
、
誕
生
の
の
ち
に
順
次
に
絶
命
し
て
い
く
の
と
並
行
し
て
、
精
神

も
生
滅
を
境
に
交
替
し
て
い
く
。
:
:
:
。

こ
う
し
た
基
礎
的
事
実
は
、
社
会
に
と
っ
て
永
ら
く
与
件
で
あ
っ
た
。

と
く
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
、
慣
習
・
道
徳
・
社
会
規
範
の

基
盤
と
な
っ
て
、
現
在
み
ら
れ
る
よ
う
な
社
会
形
態
を
支
え
て
き
た
。

れ
る
。
同
の
傾
向
は
、
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
や
O

A
機
器
の
急
速
な
普
及

に
さ
し
た
る
反
援
を
示
さ
な
い
、
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
川
の
傾
向
は
、

臓
器
移
植
や
解
剖
に
対
す
る
抵
抗
感
、
日
本
人
な
り
の
死
生
観
に
関
連

し
て
い
る
よ
う
だ
。

こ
う
し
た
傾
向
の
、
も
っ
と
基
層
を
探
っ
て
い
く
と
、

H

感
性
(
受

容
器
)
の
優
位
u

と
か
、

H

限
界
差
異
に
関
す
る
過
敏
性
u

と
か
い
っ

た
、
日
本
人
の
民
族
特
性
み
た
い
な
も
の
を
掘
り
あ
て
る
こ
と
が
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
民
族
特
性
と
い
っ
て
も
、
人
種
的
な
特
質

と
か
未
関
心
性
と
か
の
い
み
で
は
一な
く
て
、
あ
る
一
定
の
文
化
的
な
堆

積
と
い
う
い
み
で
あ
る
。
と
に
か
く
日
本
社
会
は
、
西
欧
の
古
典
近
代

と
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
た
径
路
を
た
ど
っ
て
、
近
代
の
先
端
に
降
り
た
っ

4
2

、。資
本
主
義
は
、
機
械
・
技
術
を
中
核
に
す
え
た
、
人
的
組
織
の
シ
ス

テ
ム
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
さ
し
あ
た
り
西
欧
と
の
限
界
差
異
と
し

て
あ
る
日
本
人
の
民
族
特
性
が
、
西
欧
に
対
す
る
比
較
優
位
を
発
揮
す

る
の
は
明
ら
か
だ
。
日
本
の
成
功
に
続
い
て
興
隆
し
つ
つ
あ
る
ア
ジ
ア

地
域
の
資
本
主
義
圏
に
関
し
て
も
、
同
様
に
民
族
特
性
を
し
ら
べ
て
み

る
と
面
白
い
だ
ろ
う
。

*
 

こ
こ
か
ら
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
る
な
ら
、
こ
う
も
言
え
る
。
正
則
と

さ
れ
る
西
欧
近
代
に
し
て
も
、
あ
る
一
定
の
(
偶
有
的
)
な
文
化
的
堆

積
を
経
て
き
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
。
こ
の
文
明
は
、

機
械
を
造
り
だ
し
、
同
時
に
、
機
械
に
対
す
る
異
和
感
を
育
ん
で
き
た
。

そ
う
し
た
異
和
感
に
、
西
欧
の
た
ど
っ
た
特
殊
な
来
歴
の
帰
結
を
み
る

こ
と
も
で
き
る
。
た
し
か
に
M
・
フ

l
コ
l
は
、
こ
の
よ
う
な
探
索
を

と
こ
ろ
が
、
い
ろ
い
ろ
な
技
術
的
可
能
性
を
下
敷
き
に
し
て
み
る
と
、

一
枚
岩
の
よ
う
で
あ
っ
た
基
礎
的
事
実
を
い
く
つ
か
の
要
因
に
分
節
す

る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
う
し
た
要
因
が
ど
う
組
合
わ
さ
っ
て
個
々
の

社
会
形
態
を
支
え
て
い
る
か
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
人

間
の
編
み
出
し
た
技
術
が
、
社
会
に
外
在
す
る
前
提
で
あ
っ
た
基
礎
的

事
実
を
、
社
会
が
操
作
で
き
る
内
生
的
な
要
因
に
変
化
さ
せ
た
の
で
あ

る
。
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4 

人
間
は
な
ぜ
機
械
が
嫌
い
に
な
る
か

社
会
は
と
り
わ
け
人
間
に
関
す
る
習
律
か
ら
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。

こ
の
習
律
は
、
人
間
と
そ
う
で
な
い
も
の
を
区
画
す
る
と
こ
ろ
か
ら

出
発
す
る
の
だ
っ
た
。
機
械
は
、
こ
の
境
界
を
侵
犯
し
、
習
律
を
解
体

し
、
あ
る
い
は
、
社
会
に
関
す
る
古
典
的
な
知
識
を
解
除
し
て
し
ま
う

変
化
の
象
徴
な
の
だ
。

こ
う
し
た
変
化
の
兆
し
に
対
し
て
ま
ず
警
戒
の
姿
勢
を
と
る
と
い
う

の
も
、
種
と
し
て
の
人
間
の
自
然
な
反
応
の
ひ
と
つ
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
受
容
に
関
し
て
は
、
民
族
的
(
?
)

特
性
と
い
う
も
の
も
あ
る
よ
う
な
気
も
す
る
。
こ
と
に
日
本
人
が
、
機

械
に
対
し
て
示
す
特
有
の
態
度
と
は
ど
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
人
の
場
合
、
い
っ
ぽ
う
で
刷
機
械
や
ロ
ボ
ッ
ト
(
人
間
以
外
の

も
の
)
を
、
人
間
な
み
に
扱
う
の
に
長
け
て
い
る
反
面
、
川
人
間
(
自

分
自
身
)
を
機
械
(
物
体
)
と
し
て
扱
う
こ
と
に
は
た
め
ら
い
を
覚
え

る
と
い
う
、
や
や
矛
盾
し
た
傾
向
を
兼
ね
そ
な
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ

自
覚
的
に
開
始
し
た
の
だ
。

資
本
主
義
は
、
西
欧
の
特
殊
な
来
歴
な
ど
を
ふ
み
超
え
て
進
む
、
も

っ
と
巨
大
な
運
動
で
あ
る
。
機
械
に
対
す
る
異
和
感
を
解
除
し
、
別
な

か
た
ち
に
組
換
え
る
戦
略
が
、
そ
こ
に
内
蔵
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
不

思
議
で
な
い
。
そ
の
戦
略
の
一
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
西
欧
と
は
違
っ
た

身
体
観
・
人
間
観
を
も
っ
文
明
圏
へ
、
資
本
王
義
の
中
心
が
移
動
す
る

と
い
う
の
も
あ
り
そ
う
な
こ
と
だ
。

N
I
E
S
と
、
そ
れ
に
ひ
き
続
く

(
で
あ
ろ
う
)
中
国
の
拾
頭
は
、
そ
う
し
た
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
位
置
づ

く
の
で
は
な
い
か
c

主
体
や
身
体
や
:
:
:
と
い
っ
た
西
欧
的
な
H

制
度
H

の
脱
構
築
を
は

か
る
、
こ
こ
に
し
ば
ら
く
の
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
動
き
、
こ
れ
は
、
資

本
主
義
が
こ
れ
ま
で
の
来
歴
か
ら
も
っ
と
自
由
に
展
開
し
て
い
く
た
め

に
必
要
な
、
戦
略
的
な
教
義
の
変
更
な
の
で
あ
る
。
新
し
い
教
義
の
も

と
で
は
、
機
械
は
い
さ
さ
か
も
罪
ぶ
か
い
も
の
で
な
い
ρ

積
極
的
な
、

価
値
あ
る
も
の
だ
c

機
械
や
資
本
に
対
す
る
、
疎
外
と
隷
属
の
物
語
が

終
る
c

そ
し
て
こ
れ
か
ら
は
、
機
械
と
人
間
の
大
胆
な
共
生
が
追
求
さ

れ
始
め
る
で
あ
ろ
う
。
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