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既
に
成
り
立
っ
て
い
る
現
実
は
、
特
に
支
障
が
生
じ
な
い
限
り
、
何
も
か
も
自
明
で
、
こ
と
さ
ら
に
問
題
に
す
べ
き
こ
と
は
何
も
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
自
明
な
現
実
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
現
に
そ
う
な
っ
て
い
る
よ
う
に
成
り
立
っ
て

い
る
の
か
、
そ
の
成
立
の
根
拠
を
問
お
う
と
す
る
と
、
途
端
に
謎
め
い
た
姿
を
現
し
て
く
る
。
道
徳
も
、
言
葉
も
、
そ
し
て
こ
こ
で
取
り
上
げ
る

時
間
も
、
そ
の
よ
う
な
謎
を
秘
め
た
現
実
の
重
要
な
構
成
要
件
で
あ
る
。

時
間
は
、
日
常
的
な
現
実
に
お
い
て
は
、
一
方
で
は
、
時
計
の
運
動
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
、
均
質
な
単
位

(

一
秒)

の
連
続
を
示
す
座
標
軸
と

し
て
認
識
さ
れ
、
他
方
で
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
相
異
な
る
部
分
か
ら
な
る
一
つ
の
全
体
的
な
関
係
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
会
社

の
出
勤
時
刻
が
午
前
九
時
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
刻
を
時
計
の
示
す
時
間
軸
上
か
ら
理
解
し
、
ま
た
、
そ
の
時
刻
ま
で
の
時
間
を
現
在
か
ら

推
し
量
り
、
ど
れ
位
の
未
来
な
の
か
を
理
解
し
て
行
動
す
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
側
面
か
ら
な
る
時
間
の
理
解
な
し
に
行
動
す
る
こ
と
は
お
よ
そ
不

可
能
で
あ
る
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
現
代
生
活
で
は
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
均
質
な
単
位
の
連
続
と
し
て
の
時
間
と
、
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
相
異
な
る
部
分
か
ら
な
る
一
つ
の
全
体
的
な
関
係
と
し
て
の

時
間
と
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
相
互
に
対
応
付
け
ら
れ
る
の
か
、
こ
れ
は
改
め
て
問
う
て
み
る
と
、
当
た
り
前
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
の
が
か
え
っ

時間の始まりについて
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て
不
思
議
に
思
え
る
く
ら
い
に
驚
く
べ
き
自
明
の
事
実
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
均
質
な
単
位
の
連
続
と
し
て
の
時
間
、
い
わ
ゆ
る
時
計
の
時
間
を

見
て
み
る
と
、
そ
こ
に
時
間
を
見
て
い
る
今
は
い
つ
も
そ
の
時
々
の
今
で
あ
り
、
そ
う
し
た
今
が
果
て
し
な
く
連
続
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
時

計
の
時
間
を
い
く
ら
見
て
も
、
た
だ
常
に
今
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
他
方
の
時
間
、
つ
ま
り
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
相
異
な
る

部
分
か
ら
な
る
一
つ
の
全
体
的
な
関
係
と
し
て
の
時
間
は
決
し
て
現
れ
て
こ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
後
者
の
時
間
は
ど
こ
か
ら
始
ま
る
の

か
。
こ
の
疑
問
は
、
時
間
の
謎
め
い
た
在
り
方
に
一
度
で
も
関
心
を
持
っ
た
者
に
は
、
日
常
的
な
自
明
性
に
戻
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
決
し
て
片
付

け
ら
れ
な
い
切
実
な
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

時
間
を
計
測
す
る
道
具
で
あ
る
時
計
は
、
改
め
て
注
目
す
れ
ば
容
易
に
気
付
け
る
よ
う
に
、
そ
の
つ
ど
の
今
を
示
す
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
、

過
去
か
ら
未
来
に
到
る
時
間
の
方
向
を
読
み
取
り
、
自
分
に
と
っ
て
の
今
を
読
み
込
む
の
は
、
時
計
を
見
る
私
た
ち
で
あ
る
。
ま
た
、
時
間
の
連

続
性
を
空
間
的
な
直
線
で
表
わ
す
時
間
軸
も
、
同
時
存
在
を
本
質
と
す
る
空
間
か
ら
時
間
を
表
象
す
る
限
り
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
時
間
は
、
ど
の

地
点
も
今
で
あ
る
こ
と
を
示
す
ば
か
り
で
、
ど
の
地
点
の
今
が
私
た
ち
に
と
っ
て
の
今
か
を
決
し
て
示
し
て
は
い
な
い
。
時
間
的
な
出
来
事
を
記

録
す
る
手
帳
や
日
記
に
は
、
数
字
で
表
わ
さ
れ
た
日
付
や
時
刻
が
書
か
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
使
う
私
た
ち
が
ど
こ
に
い
る
か
は
書
か
れ
て
い
な

い
。
時
計
や
手
帳
に
今
を
読
み
込
む
の
が
私
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
今
が
単
な
る
持
続
的
な
運
動
や
連
続
的
な
量
で
は
な
く
、
過
去
や
未
来
と
の
関

係
か
ら
な
る
統
一
的
な
全
体
か
ら
初
め
て
限
定
さ
れ
存
在
す
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
時
間
は
ど
の
よ
う
に
し
て
始
ま
る
の
か
、
一

度
は
問
う
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
問
い
に
関
し
て
、
数
多
い
哲
学
的
な
時
間
論
の
中
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
時
間
論
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
時
間
論
で
あ

る
。周

知
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
そ
の
主
著

『

存
在
と
時
間

(

１)』

の
中
で
、｢
無
限
に
過
ぎ
去
る
、
逆
流
で
き
な
い
今
の
連
続｣

(426)

と
し

て
時
間
を
表
象
す
る
通
俗
的
な
時
間
理
解
に
対
し
て
、
現
存
在
の
存
在
の
意
味
で
あ
る

｢

気
遣
い｣

の
根
源
的
な
統
一
を
可
能
に
す
る
根
拠
を

｢

時
間
性｣

(327)

と
し
て
い
る
が
、
そ
の

｢

時
間
性｣

は

｢

先
駆
的
決
意
性｣

(325)
と
し
て
本
来
的
に
暴
露
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
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れ
は

｢

最
も
固
有
な
際
立
っ
た
存
在
し
う
る
こ
と

[

＝
死]

へ
と
関
わ
る
存
在｣

、
す
な
わ
ち

｢

死
へ
と
関
わ
る
存
在｣

(262)

に
他
な
ら
な
い

と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、｢

時
間
性｣

と
い
う
現
存
在
の
存
在
論
的
根
拠
は
、｢

死｣

へ
の
先
駆
に
よ
っ
て
開

示
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
い
う
二
つ
の
偉
大
な
哲
学
の
研
究
か
ら
哲
学
的
な
自
己
形
成
を
始
め
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
生
涯
を
通

じ
一
貫
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
の
決
定
的
な
重
要
性
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
存
在
論
的
思
考
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
こ
と
を
通
し
て
自
ら
の

哲
学
を
確
立
す
る
に
到
る
が
、
そ
の
批
判
的
作
業
の
一
部
を
な
す
時
間
論
に
お
い
て
、
時
間
を
死
へ
の
先
駆
か
ら
解
明
し
よ
う
と
す
る
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
に
反
し
て
、
時
間
を
他
者
と
の
関
係
か
ら
解
明
す
る
こ
と
を
企
て
て
い
る
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
一
九
四
八
年
に
出
版
さ
れ
た
初
期

の
著
作
は
端
的
に

『

時
間
と
他
者

(
２)』
と
題
さ
れ
、
こ
の
著
作

(

四
回
に
わ
た
る
連
続
講
演)

を
貫
く
基
本
構
想
が
開
口
一
番
、
そ
の
冒
頭
で
明
確

に
宣
言
さ
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、｢
こ
の
講
演
の
目
的
は
、
時
間
は
孤
立
し
た
単
独
の
主
体
に
関
わ
る
事
実
で
は
な
く
、
時
間
は
ま
さ
に
主
体

と
他
者
と
の
関
係
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る｣

(17)

。

時
間
が
時
間
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
か
、
こ
の
意
味
で
の
時
間
の
始
ま
り
に
つ
い
て
問
い
考
え
る
の
が
本
論
文
の
課
題
で
あ

る
。
既
に
日
常
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
時
間
の
存
在
を
、
そ
の
成
立
根
拠
に
つ
い
て
改
め
て
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
の
時
間
論
の
意
義
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
反
対
に
、
そ
れ
ら
を
予
め
視
野
に
収
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
間
の
始
ま

り
を
問
う
べ
き
着
手
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
哲
学
的
な
探
究
は
循
環
的
で
あ
る
。

一

(

一)

時
計
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
時
計
は
ア
ナ
ロ
グ
で
あ
れ
デ
ジ
タ
ル
で
あ
れ
、
そ
の
時
々
の
針
の
位
置
や
数
字
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
、
過

時間の始まりについて
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去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
三
つ
の
契
機
か
ら
な
る
一
つ
の
全
体
的
な
関
係
と
し
て
の
時
間
を
表
わ
し
て
は
い
な
い
。
時
計
を
見
て
、
そ
こ
に
時
間

を
読
み
取
る
の
は
人
間
で
あ
る
。
何
か
を
し
て

(

過
去)

か
ら
何
時
間
か
後
と
し
て
の
現
在
、
あ
る
い
は
、
何
か
を
す
る

(

未
来)

ま
で
何
時
間

か
前
と
し
て
の
現
在
と
し
て
、
全
体
的
な
時
間
を
背
景
に
し
て
現
在
を
限
定
で
き
る
者
に
と
っ
て
の
み
、
時
計
の
示
す
時
刻
は
現
在
と
し
て
読
み

取
ら
れ
る
。
で
は
、
こ
の
過
去
・
現
在
・
未
来
か
ら
な
る
全
体
的
な
関
係
と
し
て
の
時
間
は
、
一
体
ど
こ
か
ら
始
ま
る
の
か
。
時
間
の
始
ま
り
を

探
る
た
め
に
、
い
ま
だ
時
間
と
は
言
え
な
い
は
ず
の
関
係
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一
見
時
間
を
知
っ
て
い
て
、
そ
の
時
間
を
見
込
ん
で
反
応
し
た
り
動
作
し
た
り
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
道
具
や
機
械
は
、
今
で
は
身
近
な
と

こ
ろ
に
た
く
さ
ん
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
日
が
暮
れ
て
暗
く
な
る
と
自
然
に
点
灯
す
る
街
灯
や
、
タ
イ
マ
ー
を
設
定
す
れ
ば
、
そ
の
設
定
時
刻
ま

で
に
御
飯
を
炊
い
て
く
れ
る
炊
飯
器
で
あ
る
。
ま
ず
前
者
で
あ
る
が
、
自
動
的
に
点
灯
し
た
り
消
灯
し
た
り
す
る
街
灯
は
、
夜
に
な
る
の
を
見
越

し
て
点
灯
し
た
り
、
朝
に
な
っ
た
の
を
確
認
し
て
消
灯
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
外
界
の
明
暗
を
測
る
セ
ン
サ
ー
に
よ
っ
て
反
応
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
外
界
の
明
暗
に
反
応
す
る
だ
け
で
は
、
過
去
や
未
来
は
何
の
関
与
も
持
た
な
い
か
ら
、
こ
の
街
灯
は
実
際
に
は
時
間
的
な
条
件
に
無
関

係
で
あ
る
。
次
に
後
者
の
自
動
炊
飯
器
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
時
計
に
よ
っ
て
御
飯
の
炊
き
上
が
り
時
刻
を
設
定
す
る
か
ら
時
間
の
条
件
に
従
っ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
時
計
は
一
定
の
時
間
の
長
さ
を
測
る
た
め
だ
け
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
炊
飯
器
は
設
定
さ
れ
た
時
刻
に
反

応
し
て
作
動
し
て
い
る
だ
け
で
、
自
ら
時
間
を
考
慮
し
計
算
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
タ
イ
マ
ー
を
設
定
す
る
現
在
と
そ
の
時
設
定
さ
れ
た
時

刻
の
未
来
と
は
、
現
在
か
ら
未
来
へ
、
反
対
に
未
来
か
ら
現
在
へ
と
、
自
在
に
視
点
を
変
え
ら
れ
る
精
神
に
よ
っ
て
始
め
て
関
係
付
け
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。

人
間
が
発
明
し
た
道
具
や
機
械
は
時
間
を
知
ら
な
い
と
言
っ
て
も
、
こ
れ
は
当
た
り
前
と
言
え
ば
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
植
物
や

動
物
で
は
ど
う
か
。
桜
は
毎
年
春
に
な
る
と
開
花
し
、
鮭
は
毎
年
秋
に
な
る
と
川
を
遡
上
し
産
卵
す
る
。
ま
た
、
熊
は
秋
に
食
い
溜
め
し
て
長
い

冬
は
冬
眠
し
て
過
ご
す
。
こ
の
よ
う
な
例
を
見
る
限
り
、
こ
れ
ら
生
物
の
生
態
や
行
動
は
環
境
の
変
化
に
対
応
し
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
自
然
環
境
の
変
化
の
順
序
に
従
っ
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
反
応
と
行
動
を
起
こ
す
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
自
然
的
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な
順
序
か
ら
独
立
し
た
関
係
に
基
づ
い
た
反
応
や
行
動
を
す
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
限
り
で
、
生
物
は
一
般
に
時
間
の
観
念
を
持
っ
て
は
い
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
直
接
に
調
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
も
し
調
べ
る
と
す
れ
ば
間
接
的
な
仕
方
で
調
べ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
時
間
の
観
念
が
あ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
よ
う
な
反
応
や
行
動
が
観
察
で
き
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

自
然
環
境
の
変
化
や
他
の
生
物
と
の
交
渉
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
従
来
の
一
定
の
対
応
や
行
動
と
は
異
な
る
対
応
や
行
動
を
す
る
か
ど
う
か
や
、

期
待
さ
れ
る
目
的
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
理
解
可
能
な
手
段
的
な
対
応
や
行
動
を
企
て
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
そ

の
よ
う
な
事
実
は
観
察
さ
れ
な
い
だ
ろ
う

(

３)

。

(

二)

時
間
が
複
数
の
項
目
間
の
形
式
的
な
関
係
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
関
係
は
項
目
間
の
前
後
や
継
起
の
関
係
で
あ
っ
て
、
関
係
付
け
ら
れ
る
複
数

の
項
目
は
同
時
に
存
在
せ
ず
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
項
目
は
前
後
や
継
起
と
い
う
一
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
関
係
で
あ
る
。
こ
の
本
質
的
な
特
徴

は
空
間
に
お
け
る
位
置
関
係
と
比
較
し
て
み
る
と
簡
単
に
理
解
で
き
る
。
左
と
前
と
右
に
三
つ
の
位
置
が
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
ら
は
左
か
ら
前
そ

し
て
右
と
順
番
を
付
け
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
反
対
に
、
右
か
ら
前
そ
し
て
左
と
逆
方
向
に
順
番
を
付
け
る
こ
と
も
で
き
、
三
つ
の
位
置
の
関
係

は
私
が
任
意
に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
時
間
の
関
係
は
、
前
後
や
継
起
の
順
序
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
い
つ
い
か
な

る
場
合
も
よ
り
前
の
も
の
か
ら
よ
り
後
の
も
の
に
向
か
う
関
係
で
あ
る
。
空
間
と
時
間
と
の
間
に
あ
る
こ
の
重
要
な
差
異
に
注
目
す
れ
ば
、
多
く

の
哲
学
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
時
間
を
空
間
に
還
元
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
が
時
計
の
文
字
盤
や
数
学
の
座
標
軸
に
時
間
の
継
起
的
な
連
続
性
を
投
影
し
、
そ
こ
か
ら
、
つ
ま
り
空
間
的

な
位
置
関
係
の
力
を
借
り
て
時
間
的
な
前
後
関
係
を
理
解
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
空
間
的
な
位
置
関
係
に
お
い
て
は
、
空
間
上
に
あ

る
位
置
は
ど
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
に
相
互
に
無
差
別
で
あ
り
、
他
の
も
の
と
の
自
体
的
な
関
係
を
持
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
円
や
直
線
に
位
置
を

書
き
加
え
、
そ
れ
ら
複
数
の
位
置
に
加
算
的
に
数
字
を
付
与
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一

(

秒
か
分
か
、
あ
る
い
は
時)

、
二
、
三
、

時間の始まりについて

― 5―



四
、
五
、
…
と
い
う
よ
う
に
。
こ
れ
は
時
間
を
計
る
時
計
ば
か
り
で
は
な
く
、
日
日
を
数
え
る
暦
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
一
月
一
日
か
ら
始

ま
っ
て
一
二
月
三
一
日
ま
で
日
日
が
加
算
的
に
、
つ
ま
り
は
空
間
的
に
数
え
ら
れ
て
い
く
。
空
間
的
な
量
、
そ
し
て
加
算
的
な
連
続
性
に
基
づ
い

て
理
解
さ
れ
る
時
間
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
が
時
間
の
順
序
と
経
過
を
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、
空
間
化
さ
れ
た
時
間
こ
そ
が

時
間
の
成
立
を
支
え
て
い
る
根
拠
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
く
ら
い
に
強
力
な
影
響
を
私
た
ち
に
及
ぼ
し
て
い
る
。

し
か
し
、
上
述
し
た
時
間
と
空
間
と
の
差
異
に
話
を
戻
せ
ば
、
空
間
に
は
や
は
り
時
間
が
存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
日
常
の
あ
り
ふ
れ
た
経
験
か

ら
も
容
易
に
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
波
が
打
ち
寄
せ
る
長
い
浜
辺
や
鬱
蒼
と
し
た
森
の
中
を
散
歩
し
て
い
る
場
合
、
海
岸
線
や
稜
線

な
ど
、
遠
く
ま
で
続
く
地
形
の
輪
郭
が
見
え
な
い
場
合
に
は
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
歩
い
て
き
た
方
向
と
こ
れ
か
ら
歩
い
て
い
く
方
向
と
が
た
だ
身

体
の
向
き
に
よ
っ
て
し
か
分
か
ら
ず
、
方
向
を
見
失
っ
て
一
旦
身
体
を
回
転
し
て
し
ま
う
と
、
空
間
的
な
方
向
は
無
差
別
で
あ
る
た
め
に
、
自
分

に
は
時
間
の
方
向
を
確
か
め
る
術
が
な
い
こ
と
に
気
付
き
、
不
安
に
襲
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
空
間
に
は
時
間
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
、
外
の
様

子
が
何
も
分
か
ら
な
い
密
閉
さ
れ
た
空
間
、
例
え
ば
ビ
ル
の
一
室
な
ど
に
い
る
場
合
に
は
、
よ
り
一
層
痛
切
に
実
感
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
時
間
と
空
間
と
の
差
異
に
か
か
わ
ら
ず
、
空
間
か
ら
時
間
的
な
順
序
や
経
過
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
地
球
上
の
空
間

が
、
幸
い
に
も
、
天
体
や
地
形
や
風
景
や
人
工
物
な
ど
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
た
位
置
や
方
向
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
宅
か
ら
も
鉄

道
の
駅
に
向
か
う
道
は
、
道
端
に
建
つ
住
宅
や
店
舗
、
そ
し
て
道
路
や
ビ
ル
や
電
柱
な
ど
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
て
い
て
、
自
分
が
駅
に
向
か
っ

て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
自
宅
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
間
違
え
る
こ
と
は
な
い
。

だ
が
、
実
際
に
は
私
た
ち
が
、
空
間
の
位
置
関
係
を
区
別
す
る
の
に
役
立
つ
そ
の
よ
う
な
特
徴
に
基
づ
い
て
時
間
的
関
係
を
読
み
取
っ
て
い
る

と
し
て
も
、
そ
う
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
理
由
は
空
間
そ
れ
自
体
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
時
計
の
針
が
右
回
り
に
回
転
し
て
、
決
し
て
逆
転
し

な
い
と
し
て
も
、
そ
の
右
回
り
と
い
う
方
向
を
私
た
ち
は
ど
こ
か
ら
知
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
川
の
水
が
上
流
か
ら
下
流
に
向
か
っ
て
流
れ
、

決
し
て
下
流
か
ら
上
流
に
向
か
っ
て
流
れ
る
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、
上
流
か
ら
下
流
へ
の
流
れ
の
方
向
を
私
た
ち
は
ど
こ
か
ら
知
る
の
だ
ろ
う

か
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
ど
う
し
て
一
定
の
方
向
に
時
間
の
経
過
を
重
ね
合
わ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
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こ
れ
ら
の
場
合
と
異
な
る
運
動
、
例
え
ば
ボ
ー
ル
を
左
手
か
ら
右
手
に
、
そ
し
て
今
度
は
反
対
に
右
手
か
ら
左
手
に
投
げ
渡
す
運
動
を
繰
り
返
す

場
合
を
考
え
る
と
、
ど
ち
ら
の
方
向
が
時
間
の
経
過
す
る
方
向
な
の
か
、
最
初
の
左
手
か
ら
右
手
へ
の
移
行
と
次
の
右
手
か
ら
左
手
へ
の
移
行
と

で
、
時
間
が
連
続
し
て
経
過
し
て
い
る
の
か
分
か
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
最
初
の
左
手
か
ら
右
手
へ
の
移
行
を
時
間
の
方
向
と
考
え
れ
ば
、
そ

の
時
＋1
の
時
間
が
経
過
し
た
こ
と
に
な
り
、
次
の
右
手
か
ら
左
手
へ
の
移
行
は
、
今
度
は
時
間
が
逆
流
し
て
、
前
の
時
間
の
方
向
に
倣
っ
て
表
記

す
れ
ば
－1
と
な
り
、
結
局
ボ
ー
ル
が
一
往
復
す
る
度
毎
に
時
間
の
経
過
は
ゼ
ロ
に
な
り
、
時
間
が
全
く
経
過
し
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
は

ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
は
こ
う
し
た
可
能
性
に
思
い
煩
う
こ
と
も
な
く
、
ボ
ー
ル
の
一
回
の
往
復
運
動
に
つ
い
て
も
、
ま
た
連

続
す
る
無
限
の
往
復
運
動
に
つ
い
て
も
、
時
間
は
一
方
の
方
向
に
向
か
っ
て
、
加
算
可
能
な
形
で
経
過
し
て
い
く
と
考
え
て
何
一
つ
怪
し
ま
な
い
。

だ
が
し
か
し
、
こ
の
時
間
の
方
向
付
け
を
私
た
ち
は
一
体
ど
こ
か
ら
最
初
に
手
に
入
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

(

三)

左
手
か
ら
右
手
へ
、
そ
し
て
右
手
か
ら
左
手
へ
の
往
復
運
動
で
は
、
そ
の
一
往
復
に
つ
い
て
時
間
の
方
向
が
分
か
ら
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
そ

れ
が
無
限
に
反
復
さ
れ
て
も
、
今
の
回
の
往
復
と
そ
れ
以
前
の
回
の
往
復
と
が
区
別
で
き
な
い
限
り
、
や
は
り
時
間
の
方
向
が
分
か
ら
な
い
。
こ

の
疑
念
は
も
っ
と
拡
大
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
四
季
の
循
環
に
よ
っ
て
反
復
さ
れ
る
一
年
も
、
一
年
毎
に
数
字
に
よ
っ
て
個
別
化
し
て
い

る
か
ら
相
互
に
区
別
さ
れ

(

今
年
は
平
成
二
一
年
で
あ
る)

、
年
毎
に
一
年
単
位
に
加
算
さ
れ
時
間
が
経
過
し
て
い
く
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
一
年
単
位
の
反
復
運
動
は
先
の
ボ
ー
ル
の
往
復
運
動
と
基
本
は
全
く
変
わ
ら
な
い
。
四
季
が
循
環
し
て
い
る
限
り
、
こ
の
一
年
と
そ
れ

以
前
の
一
年
を
区
別
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
一
年
毎
の
反
復
を
加
算
し
て
時
間
の
経
過
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
年
の
桜
を
見
て
、

そ
れ
を
昨
年
の
桜
と
比
較
し
て
、
そ
の
間
に
あ
る
差
に
よ
っ
て
、
し
か
も
差
に
時
間
的
な
方
向
を
読
み
取
っ
て
、
時
間
の
経
過
を
知
る
こ
と
は
で

き
な
い
だ
ろ
う
。(

も
ち
ろ
ん
、
同
じ
桜
の
木
を
見
て
、
そ
の
木
が
成
長
し
た
の
で
、
昨
年
よ
り
も
今
年
の
方
が
桜
が
見
事
に
咲
い
て
い
る
の
が

分
か
り
、
そ
こ
に
時
間
の
経
過
と
方
向
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
話
で
あ
る
。)

時間の始まりについて
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上
の
二
つ
の
例
で
は
、
時
間
の
経
過
と
方
向
が
分
か
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
し
か
し
実
際
に
は
、
私
た
ち
は
数
学
的
な
加
算
の
方
法
に

よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
時
間
の
経
過
と
方
向
を
読
み
取
っ
て
い
る

(

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
時
間
の
定
義
を
想
起
せ
よ)

。
ボ
ー
ル
の
一
往
復
を
一
、

二
、
三
、
…
と
数
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
一
年
毎
の
循
環
に
合
わ
せ
て
平
成
一
九
年
、
二
〇
年
、
二
一
年
、
…
と
数
え
て
い
く
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
数
字
の
加
算
の
順
序
は
、
正
に
そ
れ
が
自
然
数
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
然
的
世
界
の
中
に
観
察
で
き
る
時
間
の
存
在
を
忠
実

に
反
映
し
て
い
て
、
そ
こ
に
何
の
問
題
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
自
然
数
の
順
序
と
時
間
の
経
過
の
方
向
と
が
ど
う
し
て
一
致
す
る
の

か
を
考
え
る
と
、
両
者
の
間
に
あ
る
自
然
的
な
紐
帯
は
決
し
て
自
然
的
で
も
な
け
れ
ば
自
明
で
も
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
私
た
ち
は
九
時
一
五
分

二
一
秒
の
次
に
、
各
単
位
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
二
二
秒
、
一
六
分
、
一
〇
時
が
来
る
こ
と
を
自
然
数
の
自
明
性
に
依
拠
し
て
知
っ
て
い
る
。
ま
た
、

今
年
が
平
成
二
一
年
な
ら
ば
来
年
が
二
二
年
に
な
る
こ
と
を
や
は
り
同
じ
く
自
然
数
の
自
明
性
に
依
拠
し
て
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
自
然
数
の

順
序
だ
け
で
時
間
の
経
過
の
方
向
が
決
め
ら
れ
る
の
か
と
言
え
ば
、
決
し
て
そ
う
と
は
言
え
な
い
こ
と
に
気
付
く
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
自
然

数
の
順
序
に
表
示
さ
れ
る
時
計
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
反
対
の
方
向
に
目
標
時
点
ま
で
の
残
り
時
間
を
表
示
す
る
デ
ジ
タ
ル
時
計
、
す
な
わ
ち
カ

ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
方
式
の
デ
ジ
タ
ル
時
計
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
六
〇
、
五
九
、
五
八
、
…
と
数
字
が
減
っ
て
い
く
。
こ
れ
を
見
て
私
た
ち
は
、
自
然

数
の
順
序
に
合
わ
せ
ら
れ
た
一
般
の
時
間
の
方
向
と
は
反
対
に
、
時
間
が
過
去
に
戻
る
よ
う
に
進
ん
で
い
る
の
だ
と
は
思
わ
ず
に
、
日
頃
の
習
慣

か
ら
、
未
来
に
進
む
時
間
の
方
向
は
変
わ
ら
ず
、
た
だ
特
定
の
時
点
ま
で
の
残
り
時
間
が
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
ご
く
自
然
に
理
解
す
る
。
だ
が
、

こ
の
場
合
で
も
、
ど
う
し
て
私
た
ち
は
数
字
が
減
っ
て
い
く
方
向
に
時
間
の
経
過
の
方
向
を
重
ね
合
わ
せ
ず
に
、
そ
れ
と
は
反
対
の
、
自
然
数
の

数
字
が
加
算
さ
れ
て
い
く
方
向
に
時
間
の
方
向
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
つ
ま
り
時
間
の
方
向
を
ど
の
よ
う
に
知
る
の
か
、
余
計

に
疑
問
に
思
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

単
な
る
反
復
で
は
前
後
は
出
て
こ
な
い
、
前
後
は
数
字
を
数
え
る
こ
と
か
ら
出
て
く
る
、
し
か
し
、
数
字
を
加
算
的
に
数
え
る
だ
け
で
は
前
後

は
決
定
で
き
な
い
、
だ
と
す
れ
ば
時
間
の
経
過
の
方
向
を
私
た
ち
は
一
体
ど
こ
か
ら
知
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
、
取

り
敢
え
ず
二
つ
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
時
間
の
前
後
関
係
は
自
然
現
象
に
由
来
す
る
の
で
な
く
、
事
象
の
関
係
を
前
後
の
関
係
に
お
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い
て
把
握
す
る
人
間
の
概
念
的
把
握
の
仕
組
み
に
基
づ
く
と
い
う
、
有
名
な
カ
ン
ト
の
答
え
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
時
間
の
前
後
関
係
を
決
定

す
る
よ
う
な
自
然
現
象
が
あ
り
、
そ
の
決
定
さ
れ
た
前
後
関
係
、
す
な
わ
ち
不
可
逆
性
と
い
う
性
質
が
時
間
の
観
念
を
生
み
出
し
た
の
だ
と
す
る

答
え
で
あ
る
。

(

四)

カ
ン
ト
は
主
著

『
純
粋
理
性
批
判

(

４)』

の
原
則
論

(｢

原
則
の
分
析
論｣)

の
中
で
、
純
粋
悟
性
概
念
と
経
験
一
般
と
を
繋
ぐ
原
則
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
が
、
そ
う
し
た
原
則
の
第
三
の
も
の
と
し
て
、
関
係
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

(�
106)

と
感
性
的
直
観
の
形
式
で
あ
る
時
間
と
の
関
係
に
関
す

る
原
則
を

｢

経
験
に
お
け
る
類
推｣

(�
200)

と
い
う
名
前
の
下
に
詳
細
に
考
察
し
て
い
る
。
こ
の

｢

経
験
に
お
け
る
類
推｣

の
第
二
の
類
推
は

｢

因
果
律
に
従
っ
て
時
間
継
起
の
下
に
事
柄
を
見
る
こ
と
の
生
ず
る
原
則

(������������������������������������������������)｣
(�
232)

(

高
峯
一
愚
訳)

と
題
さ
れ
、
そ
の
内
容
は

｢

あ
ら
ゆ
る
変
化
は
原
因
と
結
果
と
の
結
合
の
法
則
に
従
っ
て
生
ず
る｣

と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
原
則
の
証
明
は
二
〇
頁
以
上

(�
232�256)
に
わ
た
り
、
こ
の
原
則
の
妥
当
性
を
論
じ
る
た
め
に
は
そ
の
証
明
の
詳
細
な
検
討
を
必
要
と

す
る
が
、
そ
の
作
業
は
他
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
て

(
５)

、
こ
こ
で
は
こ
の
原
則
の
意
味
だ
け
を
確
認
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
、
現
象

の
時
間
的
な
継
起
の
関
係
を
事
実
的
な
経
験
に
由
来
す
る
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
そ
れ
は
、
純
粋
悟
性
概
念
で
あ
る
関
係
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
、
す
な
わ
ち
因
果
性
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
哲
学
の

基
本
構
想
、
つ
ま
り
、
学
問
的
知
識
の
客
観
的
な
妥
当
性
は
認
識
主
観
に
具
わ
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
条
件
、
感
性
的
直
感
の
純
粋
な
形
式
で
あ
る
時

間
と
空
間
、
そ
し
て
判
断
の
能
力
で
あ
る
悟
性
の
持
つ
純
粋
悟
性
概
念
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
と
す
る
、
革
命
的
な
構
想
か
ら
導
か
れ
る
派
生
的
な

結
論
の
一
つ
で
あ
る
。

第
二
の

｢

経
験
に
お
け
る
類
推｣

に
カ
ン
ト
が
与
え
た
証
明
が
妥
当
か
否
か
、
カ
ン
ト
が
そ
の
証
明
に
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は

こ
こ
で
は
敢
え
て
立
ち
入
ら
ず
、
時
間
的
な
継
起
と
因
果
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
だ
け
考
え
る
こ
と
に
す
る
と
、
カ
ン
ト
が
主
張
す
る
よ
う
に
、

時間の始まりについて
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悟
性
の
持
つ
因
果
性
に
よ
っ
て
時
間
的
な
継
起
が
規
定
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
今
一
度
考
え
直
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

カ
ン
ト
が
考
察
の
出
発
点
に
お
い
て
確
認
し
て
い
る
よ
う
に
、
主
観
の
表
象
の
前
後
関
係
が
現
象
の
客
観
的
な
前
後
関
係
を
示
し
て
い
る
と
は

限
ら
な
い
か
ら

(

主
観
が
出
来
事
を
想
起
す
る
場
合
や
何
か
同
時
的
に
存
在
す
る
も
の
を
主
観
が
た
だ
継
起
的
に
知
覚
す
る
場
合
な
ど)

、
現
象

に
お
け
る
時
間
的
な
継
起
の
関
係
を
必
然
的
な
も
の
と
し
て
規
定
す
る
た
め
に
は
、
主
観
に
お
け
る
表
象
の
関
係
で
は
な
く
、
そ
れ
を
現
象
そ
れ

自
体
に
お
け
る
客
観
的
な
関
係
に
す
る
よ
う
な
何
ら
か
の
概
念
や
原
則
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
、
そ
れ
こ
そ
が
因
果
性
の
概

念
だ
と
考
え
る
。
し
か
し
、
因
果
性
と
時
間
の
継
起
関
係
は
、
カ
ン
ト
が
期
待
し
た
よ
う
に
、
前
者
が
後
者
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
条
件
付
け
る
よ
う

な
基
礎
付
け
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
と
は
、
残
念
な
が
ら
考
え
ら
れ
な
い
。

自
然
界
で
は
水
が
凍
っ
て
氷
に
な
る
変
化
も
起
き
る
し
、
反
対
に
、
氷
が
溶
け
て
水
に
な
る
変
化
も
起
き
る
。
前
者
で
は
水
の
状
態
が
前
で
、

氷
の
状
態
が
後
で
、
後
者
で
は
そ
れ
が
反
対
に
な
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
変
化
に
お
い
て
変
化
の
方
向
は
反
対
で
あ
る
が
、
そ
の
変
化
の
方
向
の
違

い
に
か
か
わ
ら
ず
時
間
の
継
起
の
順
序
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
は
二
つ
の
変
化
を
正
反
対
の
向
き
の
変
化
と
し
て
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
状
態
の
順
序
が
正
反
対
の
こ
れ
ら
二
つ
の
変
化
に
お
い
て
、
そ
の
時
間
的
な
継
起
の
順
序
を
決
め
る
の
は

因
果
性
の
概
念
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
そ
れ
以
前
に
、
前
に
あ
っ
た
状
態
が
水
で
あ
る
か
氷
で
あ
る
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
水
が
凍
っ
た

の
か
、
氷
が
溶
け
た
の
か
が
分
か
ら
な
い
、
つ
ま
り
、
い
ず
れ
の
変
化
で
あ
れ
、
そ
の
変
化
を
語
る
た
め
の
時
間
的
な
継
起
を
そ
も
そ
も
問
題
に

で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
因
果
性
の
概
念
は
そ
れ
だ
け
で
時
間
の
継
起
の
関
係
を
決
定
す
る
条
件
に
は
な
り
え
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
因
果
性

の
概
念
を
現
象
の
関
係
に
適
用
す
る
際
に
は
既
に
時
間
的
な
前
後
関
係
を
前
提
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

因
果
性
の
概
念
は
既
に
時
間
的
な
前
後
関
係
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
れ
も
十
分
検
討
に
値
す
る
疑
問
で
あ
る
。
が
し
か
し
、

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
さ
ら
に
、
因
果
関
係
と
前
後
関
係
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
の
で
、
因
果
性
の
概
念
に
よ
っ
て
時
間
的
な
前
後
関
係
を
規

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
考
え
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
自
身
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
暖
炉
と
部
屋
の
温
か
さ
と
い
う
、

原
因
と
結
果
が
同
時
的
に
共
存
す
る
例
を
挙
げ
て
い
る

(�
248)

。
電
気
ス
タ
ン
ド
か
つ
か
な
い
の
で
、
故
障
か
と
思
っ
て
調
べ
て
み
た
ら
コ
ン
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セ
ン
ト
が
抜
か
れ
て
い
た
と
い
う
の
も
、
同
じ
例
で
あ
る
。
電
気
ス
タ
ン
ド
が
つ
か
な
い
こ
と
が
、
コ
ン
セ
ン
ト
が
抜
け
て
い
た
と
い
う
原
因
に

よ
る
結
果
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
因
果
関
係
は
二
つ
の
事
柄
の
時
間
的
な
前
後
関
係
を
意
味
し
な
い
。

さ
ら
に
よ
り
根
本
的
な
こ
と
と
し
て
、
現
象
の
客
観
的
な
関
係
を
規
定
す
る
の
が
因
果
性
の
概
念
で
あ
る
と
し
て
も
、
現
象
に
お
け
る
関
係
が

因
果
的
な
関
係
で
あ
れ
ば
、
そ
の
時
間
的
な
前
後
関
係
は
規
定
で
き
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
が
、
原
因
結
果
の
関
係
に
な
い
場
合
に
は
、
そ
の

前
後
関
係
は
因
果
性
の
概
念
に
よ
っ
て
は
規
定
で
き
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
言
い
換
え
れ
ば
、
表
象
の
主
観

的
な
関
係
で
は
な
く
現
象
の
客
観
的
な
関
係
が
時
間
的
な
継
起
の
関
係
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
さ
ら
に
原
因
結
果
と
い
う
強
い
関
係
が
必
要
で
あ

る
と
言
お
う
と
す
る
と
、
そ
う
し
た
原
因
結
果
の
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
時
間
的
な
継
起
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
主
観
的
な
関
係
で
は
な

く
客
観
的
な
関
係
で
あ
る
こ
と
を
言
え
な
く
な
る
、
従
っ
て
、
カ
ン
ト
の
主
張
は
徹
底
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
む
し
ろ
反
対
に
、
そ
の

限
界
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

例
え
ば
、
日
が
昇
る
こ
と
と
日
が
沈
む
こ
と
と
の
関
係
で
は
、
前
者
が
前
で
後
者
が
後
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
出
来
事
は
原
因
結

果
の
関
係
に
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
二
つ
の
出
来
事
が
時
間
的
な
前
後
の
関
係
に
な
る
と
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
知
っ
た
の
か
。
そ
の

関
係
は
主
観
的
な
も
の
か
客
観
的
な
も
の
か
区
別
で
き
な
く
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
、
こ
の
場
合
に
も
二
つ
の
出
来
事
は
原

因
結
果
の
関
係
に
あ
る
か
ら
そ
の
前
後
関
係
は
客
観
的
な
関
係
な
の
だ
と
言
お
う
と
す
れ
ば
、

主
観
的
な
関
係
か
客
観
的
な
関
係
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
の
が
因
果
性
の
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
て
も
、
時
間
的
な
前
後
関
係
そ
の
も

の
を
決
定
す
る
の
が
因
果
性
の
概
念
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
か
し
た
ら
カ
ン
ト
は
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
を
混
同

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(

五)

時
計
の
振
り
子
の
往
復
や
踏
切
の
信
号
機
の
点
滅
な
ど
、
単
純
な
反
復
運
動
か
ら
は
時
間
の
経
過
や
方
向
は
分
か
ら
な
い
。
ま
た
、
時
計
の
針

時間の始まりについて
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の
回
転
や
四
季
の
循
環
な
ど
、
一
定
の
周
期
を
持
っ
た
規
則
的
な
運
動
も
、
そ
の
周
期
の
中
で
は
進
行
の
方
向
が
決
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
は

す
る
も
の
の
、
そ
の
周
期
の
無
限
の
連
続
は
結
局
、
前
の
反
復
運
動
の
場
合
と
同
様
に
や
は
り
、
時
間
の
経
過
や
方
向
を
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ

な
い
。

そ
れ
で
は
一
体
私
た
ち
は
ど
こ
か
ら
時
間
の
経
過
と
方
向
を
知
る
の
か
。
そ
の
答
え
は
、
ご
く
自
然
な
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
日
常
的
な
事
実
、

す
な
わ
ち
、
世
界
に
は
必
ず
一
定
の
方
向
に
し
か
進
ま
ず
、
決
し
て
反
対
の
方
向
に
は
進
ま
な
い
出
来
事
、
い
わ
ゆ
る
不
可
逆
的
な
出
来
事
が
あ

る
と
い
う
事
実
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
例
は
、
誰
で
も
容
易
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
コ
ッ
プ
が
倒
れ
て
、
そ
の
中
に
入
っ
て

い
た
水
が
テ
ー
ブ
ル
に
広
が
る
。
手
に
持
っ
て
い
た
卵
が
床
に
落
ち
て
、
殻
が
砕
け
て
中
身
が
出
て
し
ま
う
。
蝋
燭
に
火
を
つ
け
る
と
、
や
が
て

燃
え
尽
き
て
何
も
な
く
な
る
。
こ
れ
ら
の
例
で
は
、
こ
こ
で
起
き
た
の
と
は
反
対
の
変
化
や
運
動
は
決
し
て
起
こ
ら
な
い
。
コ
ッ
プ
か
ら
こ
ぼ
れ

落
ち
た
水
が
ま
た
コ
ッ
プ
に
戻
る
こ
と
は
な
い
し

(

覆
水
盆
に
返
ら
ず)

、
一
度
割
れ
た
卵
が
元
の
姿
に
戻
る
こ
と
は
な
い
し
、
燃
え
尽
き
た
蝋

燭
が
燃
焼
前
の
状
態
に
戻
る
こ
と
は
な
い
。
ど
れ
も
決
ま
っ
た
方
向
へ
の
変
化
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
反
対
の
変
化
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
意
味
で

私
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
を
逆
行
が
不
可
能
な
現
象
、
不
可
逆
的
な
現
象
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
私
た
ち
は
、
こ
の
不
可
逆
的
な
現
象
こ

そ
が
時
間
の
経
過
と
方
向
を
示
す
確
実
な
証
拠
だ
と
考
え
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
不
可
逆
性
と
い
う
性
質
は
、
自
然
現
象
そ
の
も
の
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
私
た
ち
人
間
の
自
然
現
象
へ
の
関

係
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
な
の
か
、
こ
れ
は
看
過
で
き
な
い
重
要
な
論
点
で
あ
り
、
自
然
の
自
明
性
に
訴
え
る
こ
と
で
解
決
済
み
と
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
事
柄
で
あ
る
。
水
が
拡
散
し
て
凝
縮
し
な
い
の
は
水
の
性
質
で
あ
り
、
卵
の
殻
が
一
度
壊
れ
れ
ば
元
に
戻
ら
な
い
の
は
殻
の
物
質
的

な
性
質
で
あ
り
、
蝋
燭
が
燃
焼
し
て
ガ
ス
に
変
わ
る
の
は
燃
焼
一
般
の
規
則
的
な
変
化
で
あ
る
と
、
私
た
ち
は
誰
で
も
常
識
と
し
て
知
っ
て
い
る
。

こ
う
い
う
原
則
に
反
す
る
現
象
が
観
察
さ
れ
な
い
以
上
、
こ
の
原
則
は
自
然
現
象
そ
の
も
の
に
具
わ
る
性
質
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

だ
が
し
か
し
、
不
可
逆
性
と
い
う
性
質
は
、
上
に
挙
げ
た
よ
う
な
例
に
お
い
て
特
に
顕
著
に
観
察
さ
れ
る
特
徴
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
ら
の

例
に
限
ら
ず
お
よ
そ
自
然
現
象
一
般
に
つ
い
て
観
察
可
能
な
一
般
的
な
性
質
な
の
か
を
一
度
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
、
単
純
に
自
然
現
象
そ
の
も
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の
に
具
わ
る
性
質
と
見
な
す
わ
け
に
い
か
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
特
定
の
自
然
現
象
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
く
自
然
現
象
一
般

に
観
察
さ
れ
る
性
質
と
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
然
現
象
に
具
わ
る
性
質
で
あ
る
と
言
う
の
と
全
く
同
等
の
権
利
を
持
っ
て
、
自
然
現

象
に
関
わ
る
私
た
ち
人
間
の
態
度
に
具
わ
る
性
質
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

不
可
逆
性
と
い
う
性
質
は
、
水
や
卵
や
蝋
燭
な
ど
に
つ
い
て
の
み
観
察
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
お
よ
そ
自
然
現
象
一
般
に
つ
い
て
観
察
さ

れ
る
の
か
、
こ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
は
、
不
可
逆
性
と
は
ど
う
い
う
事
態
を
指
し
て
い
る
の
か
を
見
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
自
然
現
象
は
そ
の
時
々
の
状
態
だ
け
を
見
れ
ば
、
エ
レ
ア
派
の
ゼ
ノ
ン
が
パ
ラ
ド
ク
ス
を
提
示
す
る
際
に
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ

に
は
何
の
変
化
も
運
動
も
な
い
。

そ
こ
で
次
に
、
そ
れ
が
可
逆
的
か
不
可
逆
的
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
そ
う
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
た
め
に
は
そ
も
そ
も
そ
の
前
提
と
し
て
、

自
然
現
象
の
中
に
変
化
や
運
動
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
何
ら
か
の
変
化
や
運
動
を
認
め
る
た
め
に
は
、
自
然

現
象
の
中
に
相
異
な
る
二
つ
の
状
態
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
し
か
し
同
時
に
ま
た
、
そ
れ
ら
区
別
さ
れ
た
二
つ
の
状
態
を
何
ら
か
の

仕
方
で
関
係
付
け
て
捉
え
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
コ
ッ
プ
の
例
で
言
え
ば
、
コ
ッ
プ
に
水
が
入
っ
て
い
た
状
態
と
コ
ッ
プ
が
倒
れ
て
、
水

が
テ
ー
ブ
ル
に
広
が
っ
て
い
る
状
態
と
を
区
別
し
な
が
ら
関
係
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
自
然
現
象
の
中
に
変
化
や
運
動
が
あ
る
こ

と
は
理
解
で
き
る
。
で
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
こ
の
変
化
や
運
動
が
い
つ
も
必
ず
一
定
の
方
向
に
進
行
す
る
不
可
逆
的
な
も
の
だ
と
分
か
る

だ
ろ
う
か
。
答
え
は
否
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
い
く
ら
変
化
や
運
動
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
変
化
や
運
動
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
も
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
は
、
不
可
逆
性
を
言
う
た
め
に
必
要
な
現
象
の
逆
転
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
コ
ッ
プ
の
中
の
水
を
飲
も
う
と
し
て
コ
ッ
プ

を
倒
し
た
猫
に
と
っ
て
は
、
コ
ッ
プ
か
ら
こ
ぼ
れ
て
テ
ー
ブ
ル
に
広
が
っ
た
水
を
飲
め
ば
済
む
こ
と
で
、
コ
ッ
プ
か
ら
テ
ー
ブ
ル
へ
の
水
の
移
動

は
不
可
逆
的
で
あ
る
と
は
認
識
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
別
の
も
っ
と
適
切
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
潮
の
引
い
た
干
潟
で
、
砂
の
中
に
い
る
ゴ
カ
イ
を
あ

さ
る
シ
ギ
の
場
合
、
シ
ギ
に
と
っ
て
は
た
だ
潮
が
引
け
ば
ゴ
カ
イ
が
取
れ
る
戸
言
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
潮
が
引
く
こ
と
と
ゴ
カ
イ
を
取
る
こ
と
が

前
後
方
向
の
不
可
逆
的
な
関
係
と
し
て
は
認
識
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

時間の始まりについて
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で
は
最
後
に
、
自
然
現
象
の
中
の
変
化
や
運
動
を
不
可
逆
的
な
も
の
と
捉
え
る
視
点
は
一
体
ど
こ
か
ら
設
定
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
相
異
な

る
二
つ
の
状
態
の
違
い
が
自
分
に
と
っ
て
質
的
な
違
い
と
し
て
現
れ
て
く
る
よ
う
な
存
在
者
の
視
点
、
す
な
わ
ち
、
状
態
の
違
い
を
意
味
的
な
違

い
と
し
て
理
解
す
る
我
々
人
間
の
視
点
で
あ
る
。
コ
ッ
プ
に
入
っ
て
い
る
水
は
口
で
飲
め
る
が
、
テ
ー
ブ
ル
に
こ
ぼ
れ
た
水
は
口
で
は
飲
め
な
い
。

卵
は
割
れ
ば
料
理
に
使
え
る
が
、
一
度
割
れ
た
卵
の
中
身
は
集
め
ら
れ
な
い
、
た
と
え
集
め
る
こ
と
が
で
き
て
も
汚
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
燃
え

て
い
る
蝋
燭
は
明
る
い
が
、
燃
え
尽
き
た
蝋
燭
は
も
は
や
燃
や
し
て
明
か
り
に
使
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
連
続
し
て
い

る
状
態
の
変
化
が
質
的
な
違
い
と
し
て
理
解
さ
れ
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
違
い
が
不
可
逆
的
な
も
の
と
認
識
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
相

異
な
る
二
つ
の
状
態
が
た
だ
そ
れ
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
状
態
に
あ
る
対
象
に
能
動
的
に
関
わ
る
こ
と
の
可
能
性
か
ら

や
っ
て
来
る
。
コ
ッ
プ
の
水
を
飲
も
う
と
し
た
の
に
、
コ
ッ
プ
が
倒
れ
て
水
が
テ
ー
ブ
ル
に
こ
ぼ
れ
て
し
ま
う
。
料
理
に
使
お
う
と
し
て
取
り
出

し
た
の
に
、
そ
の
卵
を
床
に
落
と
し
て
割
っ
て
し
ま
う
。
蝋
燭
を
燃
や
し
て
明
か
り
に
し
て
い
た
い
の
に
、
蝋
燭
は
も
は
や
既
に
燃
え
尽
き
て
暗

く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
前
の
状
態
に
あ
る
対
象
と
関
係
し
続
け
よ
う
と
す
る
か
ら
こ
そ
、
後
の
状
態
が
前
の
状
態
と
は
質
的
に

違
っ
た
状
態
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

不
可
逆
性
と
は
、
対
象
そ
れ
自
体
の
性
質
で
は
な
く
、
一
定
の
状
態
の
対
象
、
す
な
わ
ち
意
味
的
な
対
象
に
関
わ
る
行
動
の
可
能
性
を
も
っ
た

人
間
が
感
じ
る
一
種
の
抵
抗
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
事
実
は
、
一
般
に
不
可
逆
的
な
現
象
と
呼
ば
れ
る
典
型
的
な
現
象

に
つ
い
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
現
象
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
観
察
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
予
想
に
立
っ
て
自
然
現
象
一
般

を
観
察
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
現
象
も
す
べ
て
、
そ
れ
が
絶
え
ざ
る
変
化
や
運
動
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
に
対
し
て
一
定
の
視
点
を
取
っ
て
、
そ
こ

か
ら
眺
め
れ
ば
、
そ
れ
が
不
可
逆
的
な
も
の
に
見
え
て
く
る
こ
と
に
気
付
く
。
と
い
う
こ
と
は
、
反
対
に
言
え
ば
、
そ
れ
ら
の
変
化
や
運
動
の
中

に
い
る
限
り
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
変
化
や
運
動
と
し
て
知
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
不
可
逆
的
な
方
向
性
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
は
知
ら

れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
岸
辺
か
ら
見
る
川
の
水
の
流
れ
は
、
上
流
か
ら
下
流
に
向
か
っ
て
流
れ
去
っ
て
い
く
が
、
し
か
し
、
川
の

水
と
一
緒
に
移
動
す
る
観
察
者
は
川
の
水
の
移
動
で
は
な
く
、
岸
辺
の
下
流
か
ら
上
流
へ
向
か
う
岸
辺
の
流
れ
を
見
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
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ネ
で
あ
れ
牛
で
あ
れ
、
生
物
の
成
長
を
不
可
逆
的
な
方
向
に
お
い
て
見
る
の
は
、
そ
れ
ら
を
栽
培
し
た
り
飼
育
し
た
り
す
る
観
察
者
で
あ
っ
て
、

そ
の
つ
ど
の
イ
ネ
や
牛
を
見
る
だ
け
の
者
に
は
そ
の
前
の
姿
も
後
の
姿
も
存
在
し
な
い
。

現
象
や
事
物
や
出
来
事
が
不
可
逆
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
の
は
こ
う
し
て
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
能
動
的
な
関
係
を
取
り
結
ぼ
う
と
す
る
私
た

ち
人
間
に
と
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
私
が
出
が
け
に
家
に
定
期
券
を
忘
れ
た
と
す
る
。
既
に
駅
に
到
着
し
て
し
ま
っ
た
私
に
は
、
そ
の

定
期
券
は
来
た
道
の
分
だ
け
引
き
返
さ
な
け
れ
ば
手
に
入
ら
な
い
距
離
に
あ
る
。
そ
の
距
離
は
同
時
に
、
そ
れ
を
実
際
に
取
り
に
戻
ろ
う
と
す
れ

ば
、
そ
れ
に
要
す
る
時
間
の
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
そ
の
距
離
す
な
わ
ち
時
間
は
逆
戻
り
の
で
き
な
い
仕
方
で
過
ぎ
去
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
家
に
置
き
忘
れ
ら
れ
た
定
期
券
と
駅
に
既
に
到
着
し
た
私
と
は
、
空
間
的
な
距
離
が
離
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
取
り
に
引

き
返
そ
う
と
望
む
の
で
な
け
れ
ば
、
言
い
換
え
れ
ば
、
私
が
駅
か
ら
電
車
に
乗
ろ
う
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
定
期
券
を
忘
れ
た
と
い
う
事
実
は
、

取
り
返
し
よ
う
の
な
い
過
去
の
出
来
事
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

(

６)

。
結
局
、
変
化
や
運
動
が
不
可
逆
的
な
方
向
を
持
つ
も
の
と
し
て
認
識

さ
れ
る
の
は
、
そ
の
方
向
と
同
調
す
る
形
で
行
動
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
自
分
の
立
て
る
一
定
の
目
的
を
目
指
し
て
行
動
す
る

よ
う
な
存
在
者
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
未
来
を
目
が
け
る
行
動
に
対
す
る
反
作
用
が
不
可
逆
性
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る

(

７)

。

二

(

一)

時
間
が
時
間
と
し
て
、
す
な
わ
ち
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
三
つ
の
様
相
か
ら
な
る
全
体
的
統
一
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
を
説
明
す
る
に
は
、

反
復
や
循
環
と
い
っ
た
規
則
的
変
化
だ
け
で
も
、
ま
た
、
物
体
の
移
動
や
生
物
の
成
長
の
方
向
性
だ
け
で
も
不
十
分
で
あ
り
、
不
可
能
で
あ
る
。

時
間
は
一
定
の
周
期
を
持
っ
た
反
復
や
循
環

(

単
位)

の
無
限
な
連
続
と
し
て
表
象
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
少
し
反
省
し
て
み
れ
ば
分
か
る
よ

う
に
、
直
線
に
表
現
さ
れ
た
時
間
に
は
過
去
も
現
在
も
未
来
も
な
く
、
そ
れ
ら
三
つ
の
様
相
が
区
別
も
な
く
同
時
に
存
在
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

時間の始まりについて
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直
線
に
時
間
に
読
み
取
る
の
は
私
た
ち
で
あ
り
、
直
線
と
し
て
時
間
を
表
象
し
、
そ
の
直
線
か
ら
時
間
を
読
み
取
る
た
め
に
は
、
私
た
ち
は
ど
こ

か
で
既
に
時
間
の
観
念
を
会
得
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
時
間
の
関
係
は
、
自
然
現

象
に
由
来
す
る
不
可
逆
性
の
事
実
か
ら
知
ら
れ
る
の
だ
と
す
る
説
明
も
、
不
可
逆
的
な
方
向
性
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
の
が
物
体
の
落
下
や
生
物

の
成
長
な
ど
だ
け
で
は
な
く
、
お
よ
そ
す
べ
て
の
自
然
現
象
が
等
し
く
不
可
逆
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
そ
の
不
可
逆
性

そ
の
も
の
が
ど
う
し
て
考
え
ら
れ
る
の
か
を
さ
ら
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
現
象
の
不
可
逆
性
に
よ
っ
て
時
間
の
成
立
を
説
明
す
る

の
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

そ
こ
で
結
論
さ
れ
る
の
は
、
前
節
で
考
察
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
時
間
の
始
ま
り
は
世
界
に
対
し
て
能
動
的
に
関
わ
り
、
自
ら
の
存
在
を
常

に
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
し
よ
う
と
す
る
存
在
、
す
な
わ
ち
自
分
の
存
在
を
そ
の
可
能
性
に
お
い
て
理
解
し
、
そ
の
可
能
性
に
向
け
て
自
分
の

存
在
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
存
在
者
に
お
い
て
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
人
間
の
存
在
を

｢

可
能

存
在

(�����������)｣
と
し
、
そ
の
全
体
的
な
統
一
性
を
時
間
的
な
構
造
、
す
な
わ
ち

｢

時
間
性

(������������)｣

に
求
め
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

の
哲
学
は
、
時
間
の
始
ま
り
に
つ
い
て
一
つ
の
決
定
的
な
解
答
を
提
示
し
て
い
る
も
の
と
期
待
で
き
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
洞
察
の
重
要
性
を
詳
細
に
検
討
す
る
前
に
、
予
め
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
時
間
の
始
ま
り
を
人
間
の
存
在
そ
の
も
の

に
求
め
る
こ
と
は
、
決
し
て
時
間
を
主
観
的
に
根
拠
付
け
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
時
間
を
物
体
の
空
間
的
な
移
動
に
求
め
よ
う

と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
に
見
た
よ
う
に
、
過
去
・
現
在
・
未
来
へ
と
自
ら
を
分
節
化
す
る
統
一
的
関
係
と
し
て
の
時
間
を
説
明
す
る
こ
と
は
決
し

て
で
き
な
い
し
、
ま
た
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
う
ま
く
説
明
で
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
場
合
で
も
、
そ
の
説
明
の
内
で
既
に
成
立
し
て
い
る
時
間

の
観
念
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

(

二)

さ
ら
に
ま
た
、
時
間
の
成
立
根
拠
を
人
間
存
在
そ
の
も
の
に
求
め
る
こ
と
が
時
間
の
主
観
的
な
基
礎
付
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
人
間
の
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世
界
へ
の
能
動
的
な
関
わ
り
と
い
う
も
の
も
、
客
観
的
な
事
実
と
主
観
的
な
解
釈
か
ら
人
間
の
行
動
を
説
明
す
る
二
元
論
と
も
、
人
間
に
お
け
る

認
識
と
行
為
と
を
一
旦
別
々
の
事
柄
と
し
て
分
離
し
て
お
き
な
が
ら
、
す
ぐ
そ
の
後
で
両
者
を
関
係
付
け
る
よ
う
な
、
人
間
に
つ
い
て
の
二
元
論

的
理
解
と
も
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
証
拠
に
、
事
実
の
認
識
と
意
図
に
基
づ
く
行
為
を
分
離
し
て
考
え
る
説
明
図
式
で
は
、
時
間
の
始

ま
り
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

客
観
的
な
事
実
の
認
識
を
主
観
的
な
解
釈
か
ら
切
り
離
し
て
、
そ
れ
自
体
が
独
立
し
て
成
立
す
る
も
の
と
考
え
る
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
事
実

を
事
実
と
し
て
個
別
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
事
実
に
着
目
す
る
か
を
決
め
る
動
機
は
、

客
観
的
な
世
界
そ
れ
自
体
の
中
に
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
空
間
の
一
定
の
位
置
に
置
か
れ
た
物
体
が
そ
れ
だ
け
で
は

他
の
何
と
も
関
係
を
持
た
ず
、
あ
る
物
体
が
別
の
物
体
の
近
く
に
あ
る
の
か
遠
く
に
あ
る
の
か
、
両
者
の
距
離
を
問
題
に
で
き
な
い
の
と
同
じ
で

あ
る
。
反
対
に
ま
た
、
主
観
的
な
解
釈
を
客
観
的
な
事
実
の
認
識
か
ら
切
り
離
し
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
人
間
は
、
世
界
の
中
で
行
為
す

る
こ
と
が
そ
も
そ
も
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
行
為
が
一
定
の
意
図
や
目
的
の
下
に
遂
行
さ
れ
る
も
の
だ
と
し
て
、
そ
れ
ら

を
主
観
的
な
領
域
に
押
し
や
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
世
界
の
客
観
的
な
状
況
と
関
係
付
け
る
た
め
に
、
今
度
は
反
対
に
主
観
的
な
領
域
か
ら
出

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
行
為
は
い
つ
ま
で
も
開
始
さ
れ
な
い
ま
ま
宙
吊
り
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

現
に
あ
る
が
ま
ま
の
事
実
の
認
識
か
ら
も
、
今
は
ま
だ
な
い
が
や
が
て
あ
る
で
あ
ろ
う
行
為
へ
の
意
志
か
ら
も
、
時
間
は
始
ま
ら
な
い
。
時
間

が
始
ま
る
の
は
、
自
ら
の
存
在
に
関
わ
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
存
在
者
、
そ
の
限
り
で
、
決
し
て
あ
る
が
ま
ま
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
べ
き
存

在
へ
と
自
ら
を
企
投
す
る
存
在
者
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
現
か
ら
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
時
間
と
は
、
実
存
や
可
能
性
を
本
質
と
す

る
存
在
者
、
す
な
わ
ち
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が

｢

現
存
在

(������)｣
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
人
間
に
お
い
て
始
ま
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人

間
は
時
間
的
に
存
在
す
る
、
あ
る
い
は
、
人
間
の
存
在
は
時
間
的
で
あ
る
。

時間の始まりについて
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(

三)

時
間
の
始
ま
り
、
言
い
換
え
れ
ば
時
間
の
成
立
根
拠
を
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
に
求
め
る
こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
、
人
間
の
存
在
を
他
の
存

在
者
と
の
種
差
で
あ
る
よ
う
な
何
か
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
可
能
性
と
い
う
存
在
の
在
り
方
に
求
め
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
時
間
を
問
題
に
す

る
の
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
自
明
の
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
時
間
の
始
ま
り
に
つ
い
て
何
も
語
っ
て
い
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、

人
間
が
も
の
を
考
え
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
そ
れ
は
人
間
が
言
葉
を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
答
え
た
と
し
て
も
、
ど
の
よ

う
な
思
考
も
す
べ
て
既
に
言
葉
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
以
上
、
し
た
が
っ
て
、
言
葉
の
有
無
を
問
題
に
で
き
る
地
点
か
ら
思
考
の
可
能
性
を
問

う
の
で
は
な
く
、
言
葉
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
思
考
の
内
で
し
か
思
考
の
可
能
性
を
問
い
え
な
い
以
上
、
そ
の
可
能
性
の
根
拠
に
つ
い
て
何
も

語
っ
て
い
な
い
と
し
か
思
え
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
哲
学
の
問
い
と
答
え
は
、
こ
の
場
合
も
、
時
間
の
始
ま
り
や
成
立
を
、
総
じ
て
時
間
と
い
っ

た
も
の
を
問
題
に
す
る
人
間
に
還
元
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
だ
け
に
過
ぎ
ず
、
自
明
の
常
識
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
だ
け
に
終
わ
る
の

だ
ろ
う
か
。
い
や
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。

問
い
に
対
し
て
何
ら
か
の
答
え
を
求
め
る
探
究
は
、
何
か
基
本
的
な
存
在
に
還
元
す
る
こ
と
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
そ
の
事
柄
を
成
り
立
た
せ

る
一
般
的
な
条
件
を
列
挙
す
る
こ
と
と
し
て
、
さ
ら
に
は
、
何
か
本
質
的
な
内
容
が
実
際
に
取
り
う
る
現
象
形
態
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
と
し
て

な
さ
れ
た
り
す
る
。
で
は
、
時
間
の
始
ま
り
に
つ
い
て
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
探
究
が
可
能
か
。
ま
ず
、
時
間
を
別
な
何
か
に
還
元
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
時
間
は
何
か
特
定
の
存
在
者
に
つ
い
て
だ
け
語
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
存
在
者
一
般
の
特
定
の
関
係
や
性

質
と
し
て
見
出
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
時
間
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
る
よ
う
な
さ
ら
に
一
般
的
な
条
件
を
探
す

こ
と
も
で
き
な
い
。
時
間
の
始
ま
り
を
一
定
の
条
件
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
条
件
が
ど
う
し
て
時
間
を
成
り
立
た
せ
る
の

か
、
そ
れ
を
説
明
す
る
に
は
ど
う
し
て
も
飛
び
越
え
ら
れ
な
い
溝
が
残
る
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
、
時
間
が
特
定
の
存
在
者
の
本
質
で
あ
る
と
考

え
た
場
合
、
例
え
ば
、
時
間
的
な
存
在
が
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
有
限
な
存
在
者
の
存
在
の
本
質
で
あ
る
と
考
え
た
場
合
、
そ
の
本
質
の
意
味
は
、

無
時
間
的
で
あ
れ
超
時
間
的
で
あ
れ
、
非
時
間
的
な
存
在
者
と
の
対
立
に
お
い
て
の
み
理
解
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
非
時
間
的
な
存
在
者
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は
し
か
し
、
そ
れ
が
積
極
的
に
語
ら
れ
れ
ば
語
ら
れ
る
程
、
反
対
に
、
む
し
ろ
そ
の
非
時
間
的
な
本
質
は
時
間
的
な
本
質
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
る

こ
と
と
変
わ
ら
な
く
な
り
、
問
題
は
出
発
点
に
送
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
時
間
の
始
ま
り
を
問
う
探
究
は
、
時
間
の
観
念
を
認
識
し
、
時
間
の
理
解
に
基
づ
い
て
生
き
て
い
る
存
在
者
、
す
な
わ
ち
私
た
ち
人

間
の
存
在
に
着
手
点
を
求
め
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
探
究
は
可
能
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
よ
う
や
く

私
た
ち
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論
的
探
究
の
始
ま
る
地
点
に
到
着
し
た
こ
と
に
な
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
周
知
の
よ
う
に
、
現
存
在
の
存
在

そ
の
も
の
を

｢

可
能
性

(�����������)｣
と
見
な
し
、
現
存
在
は
、
そ
の
可
能
性
の

｢

企
投

(�������)｣

に
よ
っ
て
自
己
の
存
在
も
世
界
の

存
在
も

｢

了
解

(���������)｣
す
る
と
考
え
る

(

８)

。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
現
存
在
の
在
り
方
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
時
間
は
始
ま
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
時
間
の
始
ま
り
を
論
じ
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て

(

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
時
間
の
始
ま
り
を
論
じ
る
こ
と
が
問
題
な

の
で
は
な
く
、
現
存
在
の
存
在
を
そ
の
全
体
性
と
本
来
性
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
の
で
あ
る
が)

、
現
存
在
の
存
在
が
可
能
性
で

あ
る
こ
と
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
こ
の
可
能
性
を
否
定
す
る
可
能
性
で
あ
る

｢

死｣

が
決
定
的
な
重
要
性
を
持
っ
た
契
機
と
し
て
問
題
に

さ
れ
る
が
、
死
は
可
能
性
と
、
ひ
い
て
は
時
間
の
始
ま
り
と
一
体
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
実
存
論
的
・
存
在

論
的
分
析
を
こ
れ
か
ら
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。(

続
く)

註

(

１)����������������������������������������������12�����
1972�

18�����
2001

(

２)�������������������������������������
2004

(

３)

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
生
息
す
る
イ
リ
エ
ワ
ニ
は
、
通
常
は
河
川
地
域
に
な
わ
ば
り
を
作
っ
て
生
活
し
て
い
る
が
、
あ
る
時
期
に
は
十
数
キ
ロ
離
れ
た
ダ

ム
湖
状
の
水
域
に
多
数
集
結
す
る
と
言
う
。
そ
の
時
期
に
は
、
ボ
ラ
の
大
群
が
そ
こ
に
産
卵
の
た
め
に
集
ま
る
の
で
、
ワ
ニ
は
そ
れ
を
食
べ
に
集
ま
る

時間の始まりについて
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の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
動
は
、
過
去
の
経
験
の
記
憶
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
で
、
何
か
時
間
的
な
関
係
の
認
識
を
必
要
と
し
て
い
る
と
も
考
え

ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
過
去
の
経
験
の
反
復
だ
け
で
は
、
一
種
機
械
的
な
反
応
で
し
か
な
く
、
到
底
時
間
的
な
関
係
を
認
識
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い

で
あ
ろ
う
。
一
般
に
も
の
と
も
の
と
の
指
示
関
係
あ
る
い
は
記
号
的
な
関
係
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
時
間
的
な
関
係
で
は
な
い
。

(

４)�������������������������������������������������������������
37�������������������

(

５)
｢

経
験
の
類
推｣

に
お
け
る
カ
ン
ト
の
時
間
論
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
比
較
的
最
近
書
か
れ
た
次
の
論
文
を
参
考
文
献
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
て
お
く
。

岩
野
秀
明
、
時
間
の
因
果
理
論
と����
の

｢

経
験
の
類
推
第
２｣

、
東
京
情
報
大
学
研
究
論
集����3���3

(2000)���89�98
(

６)

こ
こ
で
の
例
示
に
よ
る
説
明
が
事
柄
そ
の
も
の
の
本
質
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
は
元
よ
り
問
題
で
あ
る
が
、
た
と
え
そ
の
例
が
説
明
さ
れ
る
べ
き
事

柄
に
対
し
て
適
切
で
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
理
由
に
事
柄
に
関
す
る
洞
察
を
妥
当
で
な
い
と
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
。

(

７)

行
動
へ
の
意
欲
を
失
っ
て
し
ま
う
と
、
当
然
、
時
間
が
現
在
か
ら
過
去
に
過
ぎ
去
っ
て
い
く
と
い
う
日
常
的
に
は
ご
く
自
然
な
実
感
が
失
わ
れ
て
い
く

の
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
る
。
事
実
、
あ
る
病
的
な
状
態
に
お
い
て
は
、
時
間
が
過
ぎ
て
い
か
な
い
苦
痛
が
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

(

８)���������������
§
31�����������������������

(

本
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
院
・
教
授)
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