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一
1
対
談
↓
世
界
．
認
識
の
方
法
」
．
を
中
心
に
i
ー

コ
　
　
一江

藤
正
顕

は
じ
め
に

　
外
国
と
い
う
言
葉
は
、
吉
本
隆
明
に
と
っ
て
、
か
な
ら
ず
「
外
国
」
と
い
う
括
弧
つ
き
の
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
れ
は
彼
の
「
日
本
」
と
「
外
国
」
と
い
う
も
の
を
そ
れ
ほ
ど
自
明
な
前
提
と
は
み
な
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
彼
に
と
っ
て
そ
れ
ら
は
対
立
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
融
和
の
関
係
に
あ
る
の
で
も
な
い
。
吉
本
は
い
わ
ゆ

る
外
国
へ
行
こ
う
と
し
な
い
人
間
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
と
「
外
国
」
に
対
す
る
関
心
と
に
は
落
差
が
あ
り
、
む
し
ろ

そ
の
落
差
の
大
き
さ
こ
そ
が
彼
の
「
外
国
」
に
対
す
る
姿
勢
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
思
え
る
。
そ
の
よ
う
な
構
え
の
な
か
に

あ
っ
て
吉
本
が
ど
の
よ
う
に
実
際
に
「
外
国
」
と
遭
遇
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
フ
ー
コ
ー
と
の
出
会
い
、
対
談
を
通
し
て

こ
こ
で
は
考
察
す
る
。

　
吉
本
隆
明
（
一
九
二
四
～
）
が
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
（
一
九
二
六
～
一
九
八
四
）
と
対
談
し
た
の
は
一
九
七
八
年
四
月

二
五
日
、
場
所
は
東
京
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
対
談
の
通
訳
を
し
た
の
は
蓮
實
重
彦
で
あ
っ
た
。
（
『
海
』
中
央
公
論
社
、
　
「
九

七
八
年
七
月
特
別
号
掲
載
）
そ
し
て
こ
の
両
者
初
対
面
の
揚
で
交
わ
さ
れ
た
議
論
は
、
主
と
し
て
、
世
界
の
全
体
性
を
い
か

に
認
識
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
対
談
は
実
際
に
現
代
日
本
の
思
想
家
と
現
代
西
欧
の
思
想
家
と
の
出
会
い
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と
い
う
意
味
で
も
画
期
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
後
の
両
者
の
．
思
想
の
展
開
に
お
互
い
が
刺
激
し

あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
も
注
目
さ
れ
る
べ
き
出
来
事
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
吉
本
に
力
点
を
置
き
な
が
ら
、
彼
の
そ
の
前
後

の
思
想
的
変
遷
を
検
証
す
る
。
吉
本
は
こ
の
と
き
は
じ
め
て
フ
ー
コ
ー
の
思
想
に
触
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
『
情

況
』
（
一
九
六
九
）
の
「
機
能
的
論
理
の
限
界
」
と
い
う
論
文
で
フ
ー
コ
ー
を
批
判
的
に
扱
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
後
で
再

び
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

、
意
志
論
の
位
相

　
こ
の
対
談
で
は
二
人
と
も
マ
ル
ク
ス
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
を
区
別
し
て
論
じ
て
い
る
こ
と
は
ま
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
、
吉
本
は
『
言
葉
と
物
』
（
一
九
六
六
）
で
ア
ー
コ
ー
が
マ
ル
ク
ス
は
十
九
世
紀
的
な
思
考
の
枠
組

み
の
中
に
入
つ
℃
い
て
そ
こ
か
ら
出
る
も
の
で
は
な
い
、
と
あ
ざ
や
か
に
指
摘
し
た
こ
と
に
感
心
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
そ

れ
に
対
し
異
を
唱
え
て
い
る
。
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
思
想
の
欠
陥
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
志
論
の
領
域
を

排
除
せ
ず
に
残
し
て
い
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
だ
と
言
う
よ
う
に
。
そ
し
て
フ
ー
コ
ー
の
思
考
法
は
歴
史
の
因
果
律
と
全

体
性
を
否
定
す
る
ニ
ー
チ
ェ
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
で
は
な
い
か
、
『
言
葉
と
物
』
に
お
い
て
言
葉
や
思
想
か
ら
意
味
の
中

心
を
捜
す
と
い
う
こ
と
を
徹
底
し
て
拒
否
す
る
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
原
因
と
結
果
と
い
う
概
念
は
記
号
的
な
概

念
の
水
準
で
し
か
成
り
立
た
な
い
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
、
歴
史
そ
の
も
の
は
偶
然
の
出
来
事
の
連
鎖
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
進
歩

や
法
則
性
と
い
う
も
の
は
な
い
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
考
え
方
に
近
い
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
結
論
的
に
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は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
志
論
の
領
域
を
残
す
こ
と
で
、
マ
ル
ク
ス
の
考
え
た
よ
う
な
「
社
会
の
歴
史
法
則
」
に
接
近
で
き
る
の
で

は
、
と
い
う
と
こ
ろ
を
否
定
し
去
っ
て
、
「
偶
然
に
生
起
す
る
問
題
、
原
因
も
結
果
も
連
鎖
も
な
く
て
起
こ
っ
て
く
る
問
題
の

無
限
の
系
列
の
な
か
で
、
あ
る
系
列
を
区
分
け
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
あ
る
ひ
と
つ
の
捉
え
方
を
す
る
」
と
フ
ー

コ
ー
は
考
え
て
い
る
と
批
評
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
吉
本
に
お
い
て
は
、
歴
史
の
個
々
の
事
象
を
超
え
た
世
界
の
必
然
的
な

運
動
が
想
定
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
、
け
っ
し
て
マ
ル
ク
ス
の
強
調
し
て
展
開
し
た
よ
う
な
か
た
ち
だ
け
で
は
十
分
で
は
な

く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
描
い
た
よ
う
な
「
意
志
」
の
領
域
、
（
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
言
い
方
を
す
れ
ば
「
上
部
構
造
」
、
吉
本
的
の

言
い
方
で
は
「
幻
想
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
）
そ
の
部
分
を
あ
え
て
残
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
歴
史
の
法
則
」
や
「
世
界
認

識
の
全
体
性
」
と
い
う
も
の
を
破
棄
せ
ず
に
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
吉
本
は
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
始
末
し

き
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
フ
ー
コ
ー
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
吉
本
の
指
摘
に
対
し
て
フ
ー
コ
ー
は
、
「
意
志
論
」
を
論
じ
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
r
に
注
目
し
て
．
そ
の
視
点

が
ニ
ー
チ
ェ
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
ニ
ー
チ
ェ
が
意
志
を
め
ぐ
る
西
欧
の
伝
統
的
な
概
念
を
く
つ
が
え

し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
意
志
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
な
捉
え
方
を
す
れ
ば
「
意
志
－
自
然
ー
カ
」
、

カ
ン
ト
的
な
捉
え
方
で
あ
れ
ば
「
意
志
i
法
一
善
悪
」
と
な
る
。
こ
こ
で
こ
の
自
然
と
法
と
い
う
伝
統
的
な
捉
え
方
は
、
現

実
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
た
め
の
、
い
わ
ば
知
的
解
読
の
原
理
、
そ
の
意
志
を
起
点
と
し
て
意
志
と
情
念
、
真
実
と
幻
想
と

い
う
も
の
が
把
握
可
能
と
な
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
か
え
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
に
意
志
の
概
念
だ
け
で
は
な
く

知
と
情
念
と
意
志
の
関
係
そ
の
も
の
を
覆
す
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
意
志
の
問
題
を
マ
ル
ク

ス
に
接
合
し
て
、
フ
ー
コ
ー
は
、
「
階
級
闘
争
」
と
い
う
今
日
ほ
と
ん
ど
死
語
と
し
て
し
か
通
用
し
て
い
な
い
言
葉
を
そ
の
よ
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う
な
視
点
か
ら
再
び
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
彼
は
そ
れ
を
「
階
級
の
社
会
学
」
と
し
て
見
よ
う
と
す
る
の
で
は
な

く
、
「
闘
争
を
め
ぐ
る
戦
略
的
方
法
」
と
し
て
論
じ
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
戦
い
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
、
何
を
目

ざ
し
、
何
を
手
段
と
し
て
演
じ
ら
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
、
社
会
学
者
た
ち
は
「
階
級
と

は
何
か
」
と
い
う
議
論
は
あ
き
る
ほ
ど
蒸
し
返
し
て
き
た
が
、
し
か
し
誰
ひ
と
り
と
し
て
「
闘
争
と
は
何
か
」
を
検
討
し
た

り
究
明
し
た
り
は
し
て
こ
な
か
っ
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
や
り
と
り
の
段
階
か
ら
両
者
は
さ
ら
に
権
力
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
意
志
の
問
題
を
煮
詰
め
て
い
く
。
「
あ
た
か
も
歴

史
は
、
い
つ
で
も
偶
然
の
よ
う
に
、
ま
た
は
理
念
の
失
敗
の
よ
う
に
出
て
く
る
の
は
な
ぜ
か
」
と
い
う
問
い
の
あ
と
で
吉
本

は
、
歴
史
の
展
開
は
偶
然
に
し
か
左
右
さ
れ
な
い
と
い
う
考
え
方
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
、
と
言
う
。
ニ
ー
チ
ェ
は
そ
こ

の
と
こ
ろ
の
関
連
の
詰
め
が
ま
だ
粗
雑
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
ひ
い
て
は
、
フ
ー

コ
ー
の
論
に
お
け
る
「
歴
史
の
偶
然
ど
必
然
の
関
係
」
に
つ
い
て
さ
ら
に
詰
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
の
が
吉
本
か
ら
の
質
疑
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
吉
本
は
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
や
ル
カ
ー
チ
や
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
も
異
な
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
階
級
概
念
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
階
級
と
い
う
も
の
は
、
常
に
観
念
の
問
題
と
、
現
実
的
な
社
会
的
な
問
題
の
二
重
性
を
も
つ
と
い
う

よ
う
に
考
え
て
き
た
と
彼
は
述
べ
る
。
そ
し
て
一
方
で
ニ
ー
チ
ェ
の
権
力
意
志
に
よ
る
自
然
規
定
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
い
う
卑

俗
化
さ
れ
た
意
味
で
の
自
然
状
態
の
規
定
と
は
そ
れ
ほ
ど
異
な
っ
て
は
い
な
い
の
で
は
、
と
い
う
指
摘
は
、
吉
本
自
身
の
考

え
て
い
る
意
志
の
領
域
が
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
へ
ー
ゲ
ル
ー
マ
ル
ク
ス
と
い
う
と
こ
ろ
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
吉
本
の
考
え
て
い
る
自
然
と
い
う
の
が
、
ニ
ー
チ
ェ
と
も
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
も
違
っ
て
い
る
こ
と
は
、
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偶
然
と
必
然
に
対
す
る
考
え
方
の
相
違
と
な
っ
て
現
れ
る
。
吉
本
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

吉
本
「
偶
然
と
い
う
も
の
が
無
数
に
積
み
重
な
り
組
み
上
げ
ら
れ
て
必
然
が
出
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
し
、

ま
た
偶
然
と
い
う
要
素
は
必
ず
そ
の
な
か
に
必
然
と
い
う
要
素
が
見
出
さ
れ
る
と
し
ま
す
と
、
歴
史
は
そ
の
偶
然
に
支

配
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
必
然
に
支
配
さ
れ
る
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
は
偶
然
の
積
み
重
な
り
が
ど
こ
か
で

そ
の
必
然
に
転
化
し
て
い
く
そ
の
境
界
と
範
囲
が
確
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
フ
ー
コ
ー
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
政
治

を
貧
困
絶
す
る
も
の
と
し
て
始
末
し
て
し
ま
わ
な
く
て
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
及
び
歴
史
的
な
予
言
は
生
き
さ
せ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ
リ

が
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
ぼ
く
は
考
え
ま
す
。
」

　
フ
ー
コ
ー
は
こ
こ
で
吉
本
の
言
う
「
境
界
と
範
囲
」
と
の
確
定
と
い
う
こ
と
を
意
志
の
問
題
と
し
て
も
捉
え
返
し
、

意
志
と
組
織
と
い
う
こ
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

そ
の

一　38　一

フ
ー
コ
ー
「
意
志
の
い
く
つ
か
の
異
な
る
水
準
と
い
う
も
の
は
、
分
析
さ
れ
ず
に
終
っ
て
し
ま
う
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
革

命
と
い
う
も
の
の
、
闘
争
と
い
う
も
の
の
個
人
的
な
意
志
は
、
他
の
水
準
の
意
志
と
ど
う
か
か
わ
る
か
と
い
っ
た
問
題
は
、

私
に
と
っ
て
も
残
さ
れ
た
重
要
な
課
題
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
現
在
、
そ
の
多
様
な
る
意
志
が
、

伝
統
的
左
翼
に
よ
る
　
闘
争
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
が
破
れ
た
部
分
に
噴
出
し
は
じ
め
て
も
い
る
の
で
す
。
正
直
に
い
っ
て
、
こ



の
問
題
は
私
の
著
作
の
中
で
も
充
分
に
究
明
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
『
知
へ
の
意
志
』
（
一
九
七
六
、
引
用
者
注
）
に
お
い
て
、

国
家
権
力
の
側
か
ら
の
戦
略
と
い
う
か
た
ち
で
、
か
ろ
う
じ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
、
こ
の

意
志
論
と
い
う
か
、
そ
の
異
質
の
水
準
の
分
析
は
、
他
の
ど
の
国
に
も
ま
し
て
日
本
で
有
効
に
機
能
す
る
の
か
も
し
れ

　
　
　
　
ハ
　
り

ま
せ
ん
。
」

　
こ
こ
で
は
偶
然
－
必
然
の
問
題
と
意
志
の
問
題
が
同
時
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
別
個
の
こ
と
で
は
な
い
。
偶
然
と

必
然
の
問
題
を
さ
ら
に
詰
め
て
い
く
こ
と
が
意
志
の
問
題
で
も
あ
る
と
い
う
よ
う
な
あ
り
方
と
し
て
そ
れ
ら
は
関
係
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餌

る
。
フ
ー
ロ
ー
が
そ
の
後
た
ど
っ
た
道
も
．
『
性
の
歴
史
』
（
【
九
七
六
、
　
一
九
八
四
）
を
通
し
て
、
意
志
に
お
け
る
関
係
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弓

論
じ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
ま
．
た
そ
れ
が
国
家
と
い
う
も
の
と
ど
う
い
う
つ
な
が
り
や
四
馬
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な

る
の
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
に
上
っ
て
き
た
。
　
一
方
、
吉
本
は
こ
の
フ
ー
コ
ー
と
の
対
話
か
ら
何
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

フ
ー
コ
ー
の
思
考
は
吉
本
の
思
考
に
ど
う
い
う
作
用
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
ま
ず
、
そ

れ
以
前
の
吉
本
の
フ
ー
コ
ー
観
に
つ
い
て
見
て
お
く
。

二
、
「
機
能
的
論
理
の
限
界
」



　
『
情
況
』
（
一
九
六
九
）
の
な
か
に
収
め
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
「
機
能
的
論
理
」
に
つ
い
て
の
批
判
を
吉
本
は
、
そ
れ
の
「
限

界
」
と
「
位
相
」
と
「
彼
岸
」
と
い
う
か
た
ち
で
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
は
じ
め
に
あ
た
る
の
が
こ
の
「
機
能
的
論
理
の
限

界
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
と
と
も
に
フ
ー
コ
ー
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
吉
本
は
ま
ず
フ
ー
コ
ー
の
い
う
「
体

系
（
シ
ス
テ
ム
）
」
と
い
う
概
念
を
吟
味
し
て
、
そ
れ
は
自
分
の
「
共
同
規
範
と
し
て
の
言
語
」
と
類
似
す
る
が
、
し
か
し
フ

ー
コ
ー
が
「
こ
の
思
考
以
前
の
思
考
、
あ
ら
ゆ
る
体
系
に
先
立
つ
こ
の
体
系
を
明
か
る
み
に
出
す
こ
と
」
が
哲
学
を
は
じ
め

と
す
る
理
論
的
学
問
の
任
務
だ
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
は
自
身
の
「
共
同
規
範
と
し
て
の
言
語
」
と
い
う
概
念
と
大
き

く
隔
た
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
吉
本
は
フ
ー
コ
ー
の
よ
う
に
「
体
系
」
を
明
か
る
み
に
出
す
こ
と
で
は
な
く
、
「
体
系
」
に

新
た
な
な
に
か
を
つ
け
く
わ
え
る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
無
名
の
思
考
、
主
体
な
き
無
人
称
と

し
て
の
体
系
を
解
明
す
る
こ
」
と
で
は
な
く
、
「
こ
の
思
考
の
結
果
と
し
て
、
の
こ
さ
れ
た
無
人
称
の
共
同
的
な
規
範
に
、
そ
の

都
度
く
わ
え
ら
れ
て
ゆ
く
個
々
の
主
体
の
ち
い
さ
な
創
造
の
斧
の
あ
と
」
を
残
し
て
い
く
こ
と
が
、
む
し
ろ
、
哲
学
や
あ
ら

ゆ
る
理
論
の
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

　
こ
の
議
論
の
背
後
に
は
じ
つ
は
吉
本
の
幻
想
論
が
展
開
さ
れ
て
い
て
、
単
な
る
フ
ー
コ
ー
へ
の
一
過
的
な
批
判
に
は
と
ど

ま
っ
て
い
な
い
。
こ
の
批
判
の
出
自
は
吉
本
の
思
想
の
根
幹
を
な
す
部
分
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
そ
れ

は
フ
ー
コ
ー
と
の
原
理
論
的
な
場
面
で
の
そ
れ
に
も
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
か
し
こ
の
時
期
に
は
フ
ー
コ
ー
を
は
じ
め
と
す

る
「
構
造
主
義
者
」
た
ち
の
主
要
な
著
作
が
十
分
に
翻
訳
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
段
階
な
の
で
そ
の
範
囲
内
で
し
か
論
じ
ら
れ

な
い
と
、
そ
の
よ
う
な
現
状
に
異
議
申
し
立
て
を
し
な
が
ら
判
断
を
や
や
留
保
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
吉
本
の
「
体
系
」

の
捉
え
方
の
基
本
線
は
フ
ー
コ
ー
の
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
差
異
の
か
な
め
は
「
体
系
」
と
い
う
も
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の
が
有
効
性
や
均
質
性
、
機
能
性
と
い
っ
た
方
向
か
ら
の
み
捉
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

観
点
か
ら
ア
ル
チ
ユ
セ
ー
ル
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
吉
本
は
い
う
。

そ
の
論
理
は
同
様
の

吉
本
「
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
は
す
こ
し
も
〈
甦
っ
て
い
な
い
〉
。
マ
ル
ク
ス
〈
主
義
〉
は
い
く
ら
か

で
も
く
甦
る
V
よ
う
に
み
え
る
と
し
て
も
。
〈
構
造
〉
は
、
こ
こ
で
は
記
号
論
理
的
な
抽
象
の
水
準
を
も
っ
た
仮
象
に

す
ぎ
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
た
ん
に
〈
身
体
〉
を
も
っ
た
具
体
的
な
人
間
が
、
こ
の
理
論
に
現
実
的
に
登
場
し
な
い
か
ら

仮
象
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
〈
構
造
V
と
い
う
概
念
の
抽
象
度
と
位
相
と
が
ち
ょ
う
ど
仮
象
の
水
準
を
も
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
ゲ
，
）
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ア
ル
チ
ュ
セ
L
ル
の
い
う
「
重
層
的
決
定
，
（
シ
ュ
ー
ル
デ
テ
ル
ミ
ナ
シ
オ
ン
）
」
と
い
う
概
念
が
吉
本
の
「
共
同
幻
想
の
構

成
（
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
）
」
と
い
う
概
念
に
対
応
す
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
内
実
は
ま
っ
た
く
ち
が
う
も
の

で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
し
か
も
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
論
の
な
か
で
吉
本
は
「
関
係
の
絶
対
性
」
と
い
う
言
い
方
を
使

い
な
が
ら
構
造
主
義
的
な
概
念
の
欠
陥
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
マ
チ
ウ
書
試
論
」
（
一
九
五
四
）
で
い
わ
ば
論
理

的
帰
着
と
し
て
語
ら
れ
た
も
の
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
い
わ
ば
逆
か
ら
説
明
す
る
よ
う
に
力
点
の
移
動
が
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
概
念
を
覆
す
よ
う
な
か
た
ち
で
人
間
を
ふ
た
た
び
取
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
吉
本
は

次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
、



吉
本
「
〈
共
同
規
範
V
と
し
て
の
人
間
と
い
う
領
域
で
は
、
人
間
は
血
も
涙
も
倫
理
も
反
倫
理
も
も
ち
え
な
い
。
た
だ

く
関
係
の
絶
対
性
V
が
基
準
と
な
り
う
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
格
別
に
そ
れ
自
体
で
不
都
合
な
わ
け
で
は
な
く
、
い

わ
ば
論
理
的
な
必
然
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
が
、
た
だ
人
問
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
理
由
は
、
い
つ
も
〈
共
同
規
範
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　

を
は
み
だ
す
現
実
性
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
本
質
に
背
反
す
る
か
ら
不
都
合
な
の
だ
。
」

　
も
と
も
と
個
々
の
人
間
に
よ
っ
て
し
か
う
み
だ
さ
な
か
っ
た
く
共
同
規
範
V
が
い
つ
の
ま
に
か
転
倒
し
た
か
た
ち
で
、
個

々
の
人
間
の
営
為
の
側
面
は
消
去
さ
れ
、
「
体
系
」
や
「
構
造
」
が
重
要
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
て
い
く
と
い
う
あ
り

方
が
こ
こ
で
問
い
返
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
も
フ
ー
コ
ー
も
同
様
の
思
考
様
式
を
取
っ
て
い
る
と
い

う
の
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
籠
的
論
理
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
概
念
の
背
後
に
あ
る
の
は
く
有
効
〉
性
の
「
透
嚇

，
明
な
無
色
な
均
質
空
間
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
無
意
味
」
で
は
な
く
と
も
「
無
価
値
」
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
価
値
」

は
「
空
間
の
非
均
質
性
」
な
し
に
は
設
定
で
き
な
い
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
の
が
吉
本
の
考
え
で
あ
る
。
「
体
系
」
や
「
構

造
」
と
い
っ
た
概
念
も
こ
の
機
能
的
論
理
の
う
え
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
す
で
に
は
じ
め
に
基
礎
的
な
公
理

系
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
機
能
的
論
理
」
に
対
す
る
批
判
は
吉
本
が
く
り
返
し
行
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ

の
こ
と
は
後
の
フ
ー
コ
ー
と
吉
本
の
対
談
で
議
論
と
な
っ
た
「
偶
然
」
と
「
必
然
」
の
問
題
、
「
意
志
」
の
問
題
と
つ
な
が
っ

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
吉
本
は
そ
こ
で
も
再
び
フ
ー
コ
ー
の
な
か
に
あ
る
体
系
（
シ
ス
テ
ム
）
論
的
な
思

考
方
法
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
吉
本
自
身
し
ば
し
ば
体
系
的
な
思
想
家
で
あ
る
よ
う
に
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
フ
ー
コ
ー
と
の
対
談
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る



よ
う
に
、
彼
は
「
機
能
的
論
理
」
か
ら
導
か
れ
る
よ
う
な
「
体
系
」
に
対
し
て
は
こ
れ
を
｝
忙
し
て
批
判
し
て
い
る
点
で
は

む
し
ろ
体
系
的
思
想
の
批
判
者
と
し
て
現
れ
る
。
し
か
し
、
か
と
い
っ
て
吉
本
は
体
系
性
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
そ
の
体
系
の
位
相
そ
の
も
の
が
「
機
能
的
論
理
」
に
は
基
づ
か
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ

の
部
分
に
絡
ん
で
く
る
の
が
「
意
志
」
の
問
題
で
あ
り
、
ま
た
「
偶
然
一
必
然
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
彼
が
「
行

動
心
理
学
」
や
「
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
」
と
い
う
方
法
を
批
判
す
る
こ
と
と
も
根
拠
を
一
に
し
て
い
る
。
「
機
能
的
論
理
の

位
相
」
で
は
吉
本
は
、
心
的
行
動
と
身
体
的
行
動
の
あ
い
だ
に
ず
れ
を
生
み
だ
す
こ
と
に
、
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
と
し
た
う
え
で
、
「
こ
う
い
う
問
い
に
答
え
を
あ
た
え
ら
れ
な
い
と
仮
定
し
て
も
、
こ
の
ず
れ
の
拡
が
り
と
異
質
さ
・
に
よ
っ

て
、
人
間
は
、
他
．
の
動
物
と
は
ち
が
っ
た
高
次
な
心
身
の
機
構
の
世
界
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
、
と
い
う
く
事
実
〉
を
さ
し

だ
す
こ
と
は
で
き
よ
う
。
」
と
述
べ
、
そ
こ
に
は
意
味
と
い
う
も
の
に
解
消
で
き
な
い
価
値
の
存
在
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
や
フ
ロ
イ
ト
が
持
ち
出
し
た
問
題
に
対
し
て
問
題
じ
た
い
を
平
準
化
さ
せ
た
と
こ
ろ

で
の
み
こ
の
「
機
能
的
論
理
」
は
く
有
効
〉
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
機
能
的
論
理
の
位
相
」
の
な
か
で
批
判
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
今
西
錦
司
も
、
ま
た
別
の
吉
本
と
の
対
談
『
ダ
ー
ウ
ィ

ン
を
超
え
て
』
　
一
九
七
人
目
一
一
）
に
お
い
て
、
今
西
の
、
動
物
界
に
お
け
る
「
棲
み
わ
け
理
論
」
に
つ
い
て
そ
れ
を
「
偶

然
一
必
然
」
の
問
題
と
し
て
取
り
出
し
て
い
る
。
吉
本
は
そ
こ
で
も
「
な
る
べ
く
し
て
な
っ
た
」
と
い
う
今
西
の
説
明
に
満

足
せ
ず
、
そ
の
部
分
は
さ
ら
に
理
論
的
に
詰
め
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
か
、
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
も
フ

ー
コ
ー
と
の
議
論
と
通
幽
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
吉
本
の
、
人
間
と
そ
の
社
会
や
歴
史
の
認
識
、
す
な
わ
ち
「
世
界
認

識
の
方
法
」
に
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
吉
本
に
お
い
て
論
理
じ
た
い
の
可
能
性
の
模
索
と
も
つ
な
が
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っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
あ
る
現
象
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
と
き
そ
れ
を
十
分
に
捉
え
き
れ
る
よ
う
な
論
理
そ
の
も
の
が

問
い
返
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
吉
本
の
体
系
性
へ
の
志
向
も
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
基
づ
い
て
い

る
と
言
え
る
。
フ
ー
コ
ー
た
ち
が
そ
の
前
で
判
断
を
停
止
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
吉
本
は
問
題
物
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
取
り
も
直
さ
ず
「
意
志
」
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
吉
本
の
幻
想
論
が
繰
り
出
さ
れ
て
い
る
場
所
と
い
う
も

の
は
、
は
っ
き
り
と
「
機
能
的
論
理
」
と
は
位
相
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
方
法
論
的
に
言
っ
て

も
、
吉
本
は
現
在
の
自
然
科
学
の
方
法
を
普
遍
的
で
あ
る
と
も
考
え
て
は
い
な
い
。
例
え
ば
そ
れ
は
科
学
的
方
法
を
普
遍
化

し
た
と
こ
ろ
が
ら
超
常
現
象
を
批
判
す
る
こ
と
も
、
ま
た
科
学
的
方
法
を
断
念
し
た
と
こ
ろ
が
ら
超
常
現
象
を
肯
定
す
る
こ

と
も
と
も
に
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
彼
の
原
理
論
の
方
法
は
示
さ
れ
て
い
る
。

　
フ
ー
コ
ー
と
吉
本
の
思
想
的
な
関
係
は
、
実
際
の
対
談
に
先
立
っ
て
、
吉
本
の
方
で
は
十
分
と
は
言
え
な
い
に
せ
よ
、
か

な
り
煮
詰
め
ら
れ
た
か
た
ち
で
フ
ー
コ
ー
の
思
考
方
法
へ
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
対
談
に
際
し
て
も
フ
ー
コ
ー

へ
の
も
っ
と
も
少
な
く
本
質
的
な
も
の
だ
け
に
絞
り
こ
ま
れ
た
質
問
が
投
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
吉
本
か
ら
の
質
問
に

対
し
て
、
フ
ー
コ
ー
の
方
も
即
座
に
答
え
て
い
て
、
そ
れ
は
フ
ー
コ
ー
自
身
に
も
こ
の
問
題
が
相
当
に
考
え
ぬ
か
れ
て
い
た

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
フ
ー
コ
ー
は
吉
本
に
譲
歩
し
な
が
ら
、
依
然
基
本
的
に
は
吉
本
が
批
判
し
た
よ

う
な
内
容
を
く
り
返
し
て
い
る
と
言
え
る
。
が
、
　
こ
こ
に
い
た
っ
て
フ
ー
コ
ー
は
そ
れ
ほ
ど
自
身
の
こ
れ
ま
で
の
方
法
に
固

執
し
て
い
る
わ
け
で
も
、
ま
た
そ
の
方
法
を
普
遍
化
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
反
対
に
吉
本
の
指
摘
に
対
し
、
そ
れ
が
今

自
分
も
気
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
、
い
う
よ
う
に
そ
の
思
想
を
吉
本
の
方
へ
と
旋
回
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
た

だ
し
か
し
そ
れ
が
吉
本
の
思
考
方
法
へ
と
そ
の
ま
ま
接
近
し
て
し
ま
う
か
と
い
う
と
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
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の
こ
と
は
二
人
の
立
っ
て
い
る
場
所
じ
た
い
の
差
異
と
断
絶
を
際
立
た
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
吉
本
は
・
フ
ー
コ
ー
の
思
考
形
式
に
は
そ
れ
じ
た
い
の
必
然
性
あ
る
い
は
不
可
避
性
が
あ
る
、
と
み
て
い
る
。
そ
れ
は
フ

ー
コ
ー
に
と
っ
て
は
そ
の
よ
う
な
方
法
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
歴
史
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
吉
本
が
そ
の
歴

史
的
文
脈
を
取
り
去
っ
た
と
一
こ
ろ
で
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
逆
に
、
吉
本
か
ら
フ
ー
コ
ー

の
場
合
で
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
吉
本
は
フ
ー
コ
ー
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
の
死

に
際
し
て
吉
本
は
「
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
死
」
と
い
う
追
悼
文
を
書
い
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
フ
ー
コ
ー
の
『
言
葉
と

物
』
へ
の
高
い
評
価
と
同
時
に
そ
れ
に
劣
ら
ぬ
強
度
を
も
っ
た
批
判
が
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
の
フ
ー
コ
ー

と
の
出
会
い
が
、
そ
の
後
の
吉
本
の
思
考
に
も
大
き
な
変
化
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
フ
ー
コ
ー
と
取
り

交
わ
さ
れ
た
対
話
は
、
吉
本
の
思
想
の
根
幹
か
ら
雷
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
後
も
持
続
的
に
反
町
さ
れ
変
容
さ
せ
ら
れ
て
華

い
っ
た
の
で
あ
る
＾
。
，
）

三
、
偶
然
と
必
然

　
吉
本
は
フ
ー
コ
ー
の
死
を
「
現
存
す
る
世
界
最
大
の
思
想
家
の
死
」
と
呼
び
、
そ
こ
で
フ
ー
コ
ー
の
思
考
が
全
体
に
わ
た

る
と
き
の
根
本
認
識
に
つ
い
て
、
「
絶
対
的
に
第
一
義
」
の
解
釈
の
言
葉
す
ら
、
ど
こ
に
も
場
所
を
み
つ
け
ら
れ
な
い
と
す
れ

ば
、
た
だ
往
復
運
動
を
繰
り
返
す
言
葉
を
生
み
お
と
し
て
い
る
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
見
、
そ
の
こ

ピ
を
通
し
て
「
摂
理
」
や
「
決
定
論
」
や
「
信
念
」
の
体
系
と
か
か
わ
り
な
い
世
界
認
識
の
統
一
的
な
方
法
を
見
出
し
て
い



つ
た
と
考
え
て
い
る
。
吉
本
は
フ
ー
コ
ー
の
こ
の
よ
う
な
方
法
が
い
か
に
画
期
的
で
あ
っ
た
か
、
を
自
身
が
受
け
た
衝
撃
を

ま
じ
え
な
が
ら
述
べ
て
い
る
が
、
か
と
言
っ
て
フ
ー
コ
ー
の
そ
の
方
法
’
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ー

コ
ー
の
「
世
界
は
解
釈
さ
れ
る
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
変
え
る
た
め
に
あ
る
の
だ
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
方
法
は
、
十
九

世
紀
の
時
代
の
知
的
な
構
図
の
な
か
に
、
す
っ
ぽ
り
と
は
ま
っ
て
し
ま
う
、
ま
っ
た
く
安
全
な
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
」

と
い
う
と
．
こ
ろ
に
衝
撃
を
受
け
る
と
同
時
に
異
論
を
唱
え
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
フ
ー
コ
ー
が
掲
げ
た
「
摂
理
や
決
定
論
や
信
念
の
体
系
」
と
し
て
の
世
界
認
識
で
は
な
い
よ
う
な
認
識
の
あ

り
方
と
い
う
方
向
は
吉
本
に
よ
っ
て
も
同
じ
く
強
く
探
求
さ
れ
て
い
く
も
の
と
し
て
あ
っ
た
。
そ
れ
は
例
え
ば
『
〈
信
〉
の

構
造
』
（
一
九
人
三
、
　
一
九
八
八
、
　
一
九
八
九
、
対
話
篇
一
九
九
三
）
と
い
う
か
た
ち
で
ま
と
め
ら
れ
た
宗
教
論
集
の
そ
の

タ
イ
ト
ル
自
体
に
も
う
か
が
え
る
．
そ
れ
は
単
に
宗
教
の
領
域
の
「
信
」
に
つ
い
て
駈
照
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
よ
り
広
蒔

く
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
現
象
す
る
「
信
」
に
か
か
わ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
吉
本
に
と
っ
て
も
こ
の
「
信
」

と
い
う
問
題
は
切
実
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
構
造
」
と
い
う
言
葉
も
フ
ー
コ
ー
と
の
対
談
で
吉
本

が
批
判
し
て
い
る
「
体
系
」
と
い
う
も
の
と
強
い
関
係
が
あ
り
、
そ
れ
は
単
に
「
構
造
」
の
解
明
に
と
ど
ま
ら
ず
「
構
造
」

と
い
う
概
念
の
批
判
を
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
ア
ー
コ
ー
と
交
え
た
議
論
以
降
、
「
信
」
と
い
う
も
の
と
そ
の
「
体
系
」

「
構
造
」
と
い
う
も
の
と
を
フ
ー
コ
ー
が
行
っ
た
よ
う
に
で
は
な
く
、
フ
ー
コ
ー
の
方
法
自
体
を
批
判
す
る
か
た
ち
で
み
ず

か
ら
行
お
う
と
し
て
い
る
。

　
吉
本
と
フ
ー
コ
ー
の
「
体
系
」
に
対
す
る
認
識
方
法
の
違
い
は
吉
本
の
場
合
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
自
然
科
学
の
方
法
に
つ

い
て
も
行
わ
れ
る
点
に
よ
く
現
れ
て
い
る
。
吉
本
が
フ
ー
コ
ー
を
批
判
す
る
そ
の
論
点
は
け
っ
し
て
歴
史
認
識
に
と
ど
ま
る



も
の
で
は
な
い
。
先
に
ふ
れ
た
今
西
錦
司
と
の
対
談
を
も
う
一
度
振
り
返
れ
ば
そ
こ
に
フ
ー
コ
ー
批
判
と
の
共
通
項
が
見
出

せ
る
。
吉
本
は
人
間
の
直
立
歩
行
に
関
し
て
「
偶
然
一
必
然
」
の
観
点
か
ら
こ
う
述
べ
て
い
る
。

吉
本
「
な
ぜ
人
間
が
二
本
足
で
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
か
、
そ
れ
は
立
つ
べ
く
し
て
立
っ
た
ん
だ
よ
と
い
う
こ
と
で
い
い
わ

け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
か
り
に
論
理
の
言
葉
で
偶
然
と
い
う
ふ
う
に
名
づ
け
る
と
し
ま
す
と
、
そ
の
偶
然
と
い
う
の

は
必
然
と
い
う
も
の
と
別
な
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
い
わ
ば
必
然
と
い
う
も
の
が
絶
対
化
た
も
の
を
論
理
の
言
葉
で
偶
然
と
呼

ん
で
い
る
。
偶
然
と
い
う
の
は
ぽ
っ
と
こ
ち
ら
に
あ
っ
て
、
そ
し
て
必
然
と
い
う
の
は
、
な
る
べ
く
し
て
な
っ
た
と
い
う

ふ
う
に
別
に
あ
っ
て
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
な
る
べ
く
し
て
な
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
偶
然
そ
う
な
っ
た
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
も
り

と
は
論
理
と
し
て
関
連
し
て
い
る
ん
だ
と
い
う
ふ
う
．
に
と
り
た
い
わ
け
で
す
よ
。
」

一　47　一

こ
れ
に
対
す
る
今
西
の
反
論
は
こ
う
で
あ
る
。

今
西
「
私
は
、
変
わ
る
べ
く
し
て
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
偶
然
、
必
然
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。

偶
然
と
必
然
は
同
じ
土
俵
で
の
相
撲
を
取
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
超
え
て
い
る
。
／
そ
れ
と
も
う
一
つ
は
、
五
十

億
年
ほ
ど
前
に
地
球
が
は
じ
め
て
誕
生
し
た
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
宇
宙
を
有
限
な
も
の
と
見
て
ま
す
ね
。
そ
う
み
る
限
り

は
、
結
局
ま
た
ど
こ
か
ま
で
行
っ
た
ら
繰
り
返
・
し
が
く
る
ん
や
な
い
か
、
そ
う
す
る
と
、
ニ
ー
チ
ェ
の
永
劫
輪
廻
み
た
い

な
も
の
が
出
て
き
ま
し
て
、
い
ま
こ
こ
で
私
と
吉
本
さ
ん
が
対
談
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
た
何
億
年
か
さ
き
に
も
う
一
。
へ



ん
繰
り
返
し
が
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
見
方
も
で
ぎ
ぬ
こ
と
は
な
い
。
そ
う
い
う
見
方
が
仏
教
に
も
あ
る
ら
し
い

で
す
ね
。
．
そ
れ
は
別
に
え
え
と
も
悪
い
と
も
、
批
判
の
か
な
た
に
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
や
か
ら
こ
れ
は
、
人
間
の
営
為

の
限
界
を
超
え
た
問
題
じ
ゃ
な
い
か
．
と
思
う
ん
で
す
。
　
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、
人
間
が
宇
宙
を
つ
く
る
時
期
が
く
る
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ロ

そ
の
ど
っ
ち
か
に
な
ら
ざ
る
を
え
ぬ
と
思
う
ん
で
す
。
」

　
こ
れ
に
対
し
て
吉
本
は
即
座
に
自
分
は
そ
う
は
思
わ
な
い
と
答
え
、
そ
の
あ
と
今
西
の
自
然
観
と
ニ
ー
チ
ェ
の
考
え
方
と

の
類
似
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
思
想
を
め
ぐ
り
な
が
ら
十
九
世
紀
の
西
欧
の

そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
に
共
通
す
る
自
然
観
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
基
本
に
あ
る
も
の
は
、
自
然
あ
る
い
は
自
然
状
態
と
い
う
も
の

の
ど
こ
に
慧
の
原
型
を
置
く
か
で
違
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
そ
れ
ら
が
絶
対
的
に
対
立
し
て
い
な
い
こ
と
を
塾

指
摘
す
る
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
フ
ー
コ
ー
に
し
た
が
っ
て
言
え
ば
同
じ
思
想
的
構
図
の
枠
内
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
こ
う
続
け
て
い
る
。

吉
本
「
た
だ
ぼ
く
は
、
理
性
の
可
能
性
も
論
理
の
可
能
性
も
、
人
間
の
知
恵
の
可
能
性
と
い
う
の
も
、
ち
っ
と
も
絶
対
的

で
は
な
い
が
、
よ
り
ょ
く
な
る
だ
ろ
う
、
あ
る
い
は
、
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
な
ん
と
な
く
あ
き
ら
め
が
た
い
も
の
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

よ
う
に
思
い
ま
す
。
」

こ
の
あ
た
り
に
フ
ー
コ
ー
と
は
別
の
角
度
か
ら
の
吉
本
の
世
界
認
識
の
方
法
と
そ
の
方
向
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。



そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
を
も
含
め
て
こ
れ
ら
の
思
想
に
す
っ
ぽ
り
同
化
さ
れ
な
い
よ
う
な
独
自
の
思
想
を
確
立
し
て
い
こ
う
と
す

る
吉
本
の
「
意
志
」
の
領
域
と
し
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
こ
の
本
を
読
ま
ず
に
現
在
の
世
界
の
思
想
・
を
語
る
の
は
、
ど
ん
な
立
場
に
し
ろ
、
読
ま
な
い
方
が
モ
グ
リ
だ
と
い
え
る

の
は
、
現
存
し
て
い
る
思
想
で
は
、
M
・
フ
ー
コ
ー
の
『
言
葉
と
物
』
だ
け
だ
と
お
も
う
。
」
と
し
て
、
柄
谷
行
人
も
小
林
秀

雄
も
自
分
自
身
の
本
も
そ
れ
を
読
ま
な
く
て
も
何
不
自
由
な
く
や
っ
て
い
け
る
、
と
断
言
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
掛
け
値
な

し
の
自
身
を
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
フ
ー
コ
ー
の
与
え
た
思
想
的
威
力
を
十
二
分
に
感
知
し
え
た
も
の
の
発
言
で
も

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
う
え
で
吉
本
は
フ
ー
コ
ー
の
主
張
す
る
「
体
系
」
「
構
造
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
哲
学
の
使

命
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
異
議
を
唱
え
る
。
こ
れ
は
人
間
と
い
う
も
の
の
認
識
の
仕
方
そ
の
も
の
に
か
か
わ
っ
て
も

い
る
の
だ
が
、
し
か
し
こ
の
吉
本
が
重
出
す
異
論
は
も
っ
と
轟
粋
な
自
然
科
学
と
よ
ば
れ
る
数
学
に
お
い
て
も
例
外
で
葡

は
な
く
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
数
学
者
遠
山
啓
に
つ
い
て
の
文
章
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
わ
ゆ
る
「
・
言
置
昌
旨
。
ヨ
（
括
弧
に
く

く
る
）
」
を
解
除
し
て
み
せ
る
と
い
う
こ
と
に
該
当
す
る
「
内
省
」
を
介
し
て
「
数
や
図
形
の
集
合
の
，
意
識
学
と
も
い
う
べ
き

も
の
が
く
構
造
V
の
無
限
の
上
昇
と
事
実
や
自
然
の
世
界
と
を
結
び
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
と

も
関
係
し
て
く
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

む
す
び

吉
本
の
フ
ー
コ
ー
認
識
と
ま
た
フ
ー
コ
．
1
批
判
は
、
そ
れ
じ
た
い
が
さ
ら
に
吉
本
の
思
想
を
大
い
に
活
性
化
さ
せ
、
ま
た



思
考
の
新
た
な
次
元
に
導
く
も
の
で
あ
っ
た
。
事
実
フ
ー
コ
ー
と
の
出
会
い
が
吉
本
に
、
自
身
の
思
想
「
体
系
」
の
方
法
上

の
問
題
を
明
確
に
再
確
認
さ
せ
る
き
っ
か
け
を
作
り
、
フ
ー
コ
ー
の
「
体
系
」
批
判
の
方
法
を
さ
ら
に
批
判
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
両
者
の
位
相
の
差
異
を
際
立
た
せ
、
さ
ら
に
言
う
な
ら
、
そ
れ
ま
で
強
く
影
響
さ
れ
て
き
た
マ
ル
ク
ス
の
思
想
自
体
そ

の
も
の
の
相
対
化
を
促
し
、
吉
本
が
マ
ル
ク
ス
批
判
へ
大
き
く
踏
み
出
す
前
提
を
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

ニ
ー
チ
ェ
は
も
と
よ
り
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
フ
ー
コ
ー
と
の
対
談
と
前
後
し
て
、
今
西
錦
司
と
の
対
談
、
そ
れ
に
遠
山
啓
に
つ
い
て
の
文
章
を
含
め
て
お
よ
そ
一

九
八
○
年
頃
に
な
さ
．
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
こ
の
時
期
の
吉
本
の
関
心
が
主
に
ど
こ
へ
向
け
ら
れ
て
い
た
か
を
物
語
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
「
歴
史
」
や
「
科
学
」
や
「
文
学
批
評
」
に
ま
た
が
り
な
が
ら
、
「
体
系
」
と
い
う
も
の
、
「
構
造
」
と
い

う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
う
る
か
、
ま
た
「
偶
然
－
必
然
」
と
い
う
も
の
が
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
ど
の
よ
う
に
捉
え

ら
れ
る
か
、
ぞ
の
問
題
を
そ
の
問
題
以
前
に
と
ど
め
る
こ
と
な
く
煮
詰
め
て
い
く
か
た
ち
で
新
た
な
場
所
に
出
ら
れ
る
と
い

う
可
能
性
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
フ
ー
コ
ー
と
吉
本
が
と
も
に
提
出
し
て
い
た
よ
う
に
「
意
志
」
な
い
し
は

「
幻
想
」
さ
ら
に
は
「
無
意
識
」
と
い
う
領
域
の
問
題
と
し
て
、
そ
の
文
脈
を
い
か
に
再
構
成
し
組
み
替
え
て
い
く
か
と
い

う
問
題
と
し
て
現
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
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1
）

　
　
　
【
注
】

「
世
界
認
識
の
方
法
」
（
初
出
『
海
』
中
央
公
論
社
、
　
一

法
』
　
一
九
八
○
・
六
・
二
〇
中
公
文
庫
版
一
九
八
四
・
二

九
七
人
・
七
）
三
一
五
頁
、
単
行
本
『
世
界
認
識
の
方

・
一
〇
、
『
吉
本
隆
明
全
対
談
集
6
』
青
士
社
、
　
一
九
八
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（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

八
・
六
・
一
一

同
右
、
三
二
一
頁

「
機
能
的
論
理
の
限
界
」
（
単
行
本
『
情
況
』
河
出
書
冊
新
社
、
・
一
九
七
十
・
一
一
・
二
五
）
六
〇
1
六
一
頁
、
初

出
『
文
藝
こ
　
一
九
六
九
年
五
月
号

同
右
、
五
六
頁

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
吉
本
隆
明
・
樺
山
紘
一
「
歴
史
・
国
家
・
人
間
」
（
『
世
界
認
識
の
方
法
』
所
収
、
『
吉

本
隆
明
対
談
集
6
』
「
あ
と
が
き
」
、
『
マ
ル
ク
ス
　
一
読
み
か
え
の
方
法
』
（
深
夜
叢
書
社
、
　
一
九
九
五
・
二
・
十

な
ど
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

「
ダ
ー
ウ
ィ
ン
を
超
え
て
」
対
談
者
・
今
西
錦
司
（
『
吉
本
隆
明
全
対
談
集
5
』
青
二
二
、
一
九
八
八
・
四
・
十
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
づ

初
出
単
行
本
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
を
超
え
て
』
一
九
七
八
年
十
二
月
、
二
五
五
頁

同
右
、
二
五
五
頁

同
右
、
二
五
八
頁

　
　
　
【
参
考
文
献
】

蓮
實
重
彦
「
闘
争
の
原
理
　
ー
フ
ー
コ
ー
“
吉
本
対
談
に
通
訳
と
し
て
参
加
し
て
」
（
『
海
』
中
央
公
論
社
、
　
一
九

七
八
年
七
月
椅
別
号
）

鷲
田
小
彌
太
『
吉
本
隆
明
論
　
一
戦
後
思
想
史
の
検
証
1
』
（
三
・
一
書
房
、
　
九
九
〇
・
六
・
　
五
）



樺
山
紘
一
「
『
世
界
認
識
の
方
一
』
主
体
と
し
て
の
人
間
の
ゆ
く
え
」
（
『
國
文
學
』
學
櫓
門
、
　
一
九
八
一
・
三
・

二
〇
）

笠
井
潔
．
「
『
世
界
認
識
の
方
法
』
　
一
〈
思
想
〉
の
普
遍
性
を
問
う
「
」
（
『
図
書
新
聞
』
　
一
九
八
○
・
七
／
二
十

六
号
、
『
吉
本
隆
明
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
』
丁
丁
社
、
　
一
九
八
五
・
一
一
・
，
一
五
）

内
田
隆
三
「
知
の
社
会
学
の
た
め
に
ー
フ
ー
コ
ー
の
方
法
を
準
拠
に
し
て
」
（
『
岩
波
講
座
　
現
代
杜
会
学
5
　
知

の
社
会
学
／
言
語
の
社
会
学
』
一
九
九
六
・
「
○
・
二
五
）

吉
本
隆
明
『
吉
本
隆
明
全
集
撰
4
　
思
．
想
家
』
（
大
和
書
房
、
　
一
九
八
七
・
六
・
一
〇
）
「
柳
田
国
男
論
」
（
一
九

八
七
）
「
「
丸
山
真
男
論
」
（
一
九
六
三
）
「
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
」
（
一
九
六
六
）
を
収
め
る
。

吉
本
隆
明
『
書
物
の
解
体
学
』
（
中
公
文
庫
、
　
一
九
八
一
・
一
二
・
一
〇
）
「
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
」
「
モ
ー

リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
」
「
ジ
ャ
ン
・
ジ
ュ
ネ
」
「
ロ
ー
ト
レ
ア
モ
ン
」
「
ミ
シ
ェ
ル
・
レ
リ
ス
」
「
ヘ
ン
リ
ー
・
ミ
ラ

ー
」
「
ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
」
「
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
」
「
カ
ー
ル
・
グ
ス
タ
フ
・
ユ
ン
グ
」

を
収
め
る
。

吉
本
隆
明
『
共
同
幻
想
論
』
（
角
川
文
庫
、
　
一
九
八
二
・
一
・
三
一
）

吉
本
隆
明
『
マ
ル
ク
ス
　
一
読
み
か
え
の
方
法
』
（
深
夜
叢
書
社
、
　
一
九
九
五
・
二
・
一
〇
）

閃
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8
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ゆ
護
9
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だ
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溜
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隷
降
N
．
蔚
馬
6
言
動
耐
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”
勺
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P
O
色
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臼
P
這
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ド
　
（
M
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フ
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コ
ー
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狂
気
の
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田
村
椒

訳
、
新
潮
社
、
　
一
九
七
五
）

尉
。
ロ
。
碧
F
ζ
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冨
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這
α
ひ
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密
向
き
喬
ミ
§
き
。
題
漁
O
”
屋
巨
註
．
　
（
M
・
フ
ー
コ
ー
『
言
葉
と
物
』
渡
辺
一
民
・
佐
々
木
明
訳
、
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新
潮
社
、
　
「
九
七
四
）

男
。
仁
。
留
芦
≦
島
o
r
這
＄
り
ト
ご
、
鼻
魯
ミ
鴫
恥
§
隔
ミ
ミ
♪
Q
凶
旨
日
陛
↑
　
八
M
・
フ
ー
コ
ー
『
知
の
考
古
学
』
中
村
雄
二
郎
訳
、
河
出

書
房
新
社
、
　
一
九
八
一
）

頃
〇
三
〇
窪
言
ζ
δ
ゴ
鼻
6
コ
℃
』
専
§
§
§
8
縄
声
O
巴
臣
巨
貰
P
　
（
M
・
フ
…
コ
ー
『
言
語
表
現
の
秩
序
』
中
村
裕
二
郎
訳
、
河

出
書
房
新
社
、
　
一
九
七
二
）

語
呂
Ω
邑
即
・
。
し
富
貫
這
。
。
い
u
b
恥
、
思
㍉
§
唱
ミ
硫
き
閥
b
青
ぎ
議
魯
、
き
§
ミ
馬
噂
写
萎
・
　
（
J
・
ハ
ー
バ
マ
ス
『
近
代
の
哲
学
的
デ
ィ
ス

ク
ル
ス
』
三
島
憲
一
他
訳
、
岩
波
書
店
、
　
一
九
九
〇
）
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