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思
索
す
る
と
は
同
一
を
間
ふ
こ
と
で
あ
る
。
思
索
は
結
局
何
ら
か
の
肯
定
や
否
定
を
介
し
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
相
呉
る
も
の

の
同
一
が
な
け
れ
ば
、
肯
定
は
成
り
立
た
な
い
。
否
定
が
成
立
す
る
の
も
、
そ
の
同
一
が
な
い
と
い
ふ
乙
と
に
拠
っ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
、

同
一
の
聞
は
れ
う
る
可
能
性
が
思
索
の
原
理
的
支
柱
で
あ
る
。
思
索
は
同
一
を
軸
と
し
た
理
性
の
自
己
展
開
で
あ
る
。
だ
が
、
同
一
は
意

識
か
ら
超
絶
的
に
離
れ
て
ゐ
る
事
物
的
定
在
で
は
な
い
。
同
一
は
既
に
見
ら
れ
う
る
も
の
、
即
ち
、
そ
れ
あ
る
が
ゆ
ゑ
に
思
索
が
生
起
し
、

且
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
思
索
が
成
り
立
つ
一
つ
の
根
源
的
な
る
も
の
、
意
識
と
事
物
が
双
方
と
も
に
包
ま
れ
て
ゐ
る
一
者
で
あ
る
。
思
索
は

そ
れ
ゆ
ゑ
同
一
性
の
運
動
で
あ
る
。
思
索
が
理
性
の
自
己
展
開
と
言
は
れ
た
所
以
は
、
理
性
が
此
の
同
一
性
の
運
動
を
誘
起
す
る
次
元
と

し
て
自
ら
展
が
る
か
ら
で
あ
る
。
思
索
の
原
理
的
可
能
性
の
根
拠
は
理
性
が
あ
る
と
い
ふ
と
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
同
一
性
と
い
ふ
根
源

躍
が
容
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

悶
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の
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己
塑
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同

性

の
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関
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思
索
は
同
一
が
聞
は
れ
た
時
に
生
起
す
る
。
だ
が
、
同
一
は
そ
れ
が
聞
は
れ
た
時
に
の
み
現
象
す
る
の
か
。
そ
れ
は
そ
れ
が
聞
は
れ
た

後
に
、
即
ち
、
思
索
に
於
い
て
、
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
同
一
は
聞
は
れ
な
く
て
も
多
様
に
現
象
し
て
ゐ
る
。
事
物
的
世
界
に
於

い
て
も
、
色
々
の
制
限
は
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
例
へ
ば
其
処
の
そ
の
木
は
木
と
し
て
自
己
同
一
を
保
つ
と
い
ふ
形
式
で
、
同
一
は
現
象
し

て
ゐ
る
。
常
識
的
な
意
味
に
於
け
る
実
体
的
な
外
界
把
捉
、
即
ち
感
覚
的
個
物
を
そ
れ
と
し
て
認
め
る
状
態
に
は
、
別
に
殊
更
に
同
一
が

聞
は
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
既
に
同
一
世
に
よ
る
同
一
佑
と
他
者
識
別
と
が
働
い
て
ゐ
る
。
同
一
は
聞
は
れ
な
く
て
も
現
象
し
て

ゐ
る
。
そ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
同
一
性
の
運
動
の
相
関
的
次
元
は
理
性
の
み
で
は
な
い
と
い
ふ
乙
と
で
あ
る
。
今
見
た
所
で

明
ら
か
な
や
う
に
、
日
常
的
意
識
や
感
覚
の
領
域
は
も
と
よ
り
、
お
よ
そ
存
在
す
る
か
ぎ
り
の
存
在
者
の
世
界
全
体
が
、
す
べ
て
同
一
性

の
運
動
の
現
象
と
関
係
し
て
ゐ
る
。
だ
が
、

ζ

の
事
実
は
、
同
一
が
聞
は
れ
て
甫
め
て
、
即
ち
、
思
索
に
よ
っ
て
甫
め
て
認
め
ら
れ
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
同
一
性
の
寄
在
的
相
関
者
は
一
切
で
あ
る
が
、
そ
の
存
在
論
的
相
関
者
は
思
索
と
い
ふ
形
を
成
す
理
性
の

次
元
だ
け
で
み
る
。
同
一
性
の
相
関
者
相
互
間
に
於
け
る
同
一
性
の
現
象
形
態
に
関
す
る
記
述
の
座
標
変
換
の
可
能
性
は
、
例
へ
ば
理
性

と
感
覚
の
類
似
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
ひ
と
し
く
同
一
性
に
相
関
し
て
ゐ
る
ζ

と
に
拠
る
。
然
し
、
仮
令
か
与
る
座
標

変
換
が
行
は
れ
で
も
、
理
性
の
次
元
に
関
す
る
記
述
は
、
他
の
領
域
に
於
け
る
記
述
と
し
て
は
単
に
類
比
的
に
し
か
妥
当
し
な
い
。
換
言

す
れ
ば
、
存
在
論
的
な
る
記
述
の
容
在
的
記
述
へ
の
投
影
と
い
ふ
形
に
於
い
て
し
か
変
換
は
行
は
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
同
一
性
の
類
比

と
い
ふ
と
き
、
類
比
は
ア
ナ
ロ
ギ
ア
で
は
な
く
カ
タ
ロ
ギ
ア
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ゆ
ゑ
に
、
同
一
性
は
純
粋
に
哲
学
の
み
に
よ
っ
て
し



か
考
へ
ら
れ
え
な
い
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
少
く
も
同
一
が
聞
は
れ
る
と
い
ふ
あ
ら
ゆ
る
思
索
の
原
理
的
な
位
相
の
関
す
る
限
り
は
、

一
切
の
学
聞
が
根
本
的
に
は
哲
学
に
支
へ
ら
れ
て
甫
め
て
成
り
立
つ
所
以
も
明
ら
か
で
あ
ら
う
。

同
一
性
の
構
造
に
関
す
る
現
象
的
湖
行
に
よ
る
解
明
の
方
法

同
一
性
の
構
造
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
端
的
な
る
同
一
性
の
構
造
を
我
々
が
直
ち
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
思
索
が

同
一
性
の
運
動
で
あ
る
ゆ
ゑ
、
思
索
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
一
性
の
現
象
構
造
は
或
る
程
度
明
ら
か
に
な
る
筈
で
あ
る
。
思
索

の
基
本
形
態
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
が
果
し
て
常
に
命
題
形
式
に
言
語
佑
乃
至
記
号
化
せ
ら
れ
う
る
か
否
か
は
別
に
問
題
と
し
て
尚
残
る

乙
と
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
思
索
は
常
に
判
断
の
形
式
に
自
己
を
結
晶
き
せ
よ
う
と
す
る
。
思
索
に
と
っ
て
は
、
寧
ろ
概
念
が
単
位
と
し

て
根
本
的
で
は
な
い
か
と
言
ふ
人
も
あ
ら
う
が
、
あ
ら
ゆ
る
概
念
は
そ
れ
自
ら
の
定
義
を
有
つ
も
の
で
あ
り
、
純
粋
に
定
義
の
形
式
を
有

ち
え
な
い
場
合
で
も
、
自
ら
が
何
で
あ
る
か
を
判
断
の
形
式
で
前
提
と
し
な
い
も
の
は
な
い
。
従
っ
て
、
概
念
は
す
べ
て
、
普
通
の
形
式

論
理
学
の
教
へ
る
所
と
は
多
少
違
ふ
け
れ
ど
も
、
或
る
判
断
を
先
行
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
か
ら
、
判
断
が
思
索
の
形
式
的

理
念
で
あ
る
と
同
時
に
、
根
本
的
単
位
で
あ
る
。
ま
た
、
思
索
に
と
っ
て
は
、
寧
ろ
推
理
が
根
本
的
な
力
で
は
な
い
か
と
言
ふ
人
も
あ
ら

う
が
、
推
理
は
一
つ
の
結
論
的
な
判
断
を
生
む
た
め
の
若
干
の
判
断
群
相
互
の
動
的
必
然
性
で
あ
っ
て
、
判
断
の
た
め
の
過
程
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
を
生
ぜ
し
め
る
根
本
的
な
力
は
、
や
は
り
理
念
的
形
式
と
し
て
の
判
断
で
あ
る
。
従
っ
て
、
思
索
を
問
題
と
す
る
と
き
の
純
粋

形
式
と
し
て
は
、
判
断
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
最
も
正
し
い
、

つ
ま
り
、
必
要
に
し
て
充
分
な
条
件
を
構
成
す
る
。
だ
が
、
判
断
は
同
一

性
の
運
動
の
結
果
で
あ
る
か
ら
、
判
断
か
ら
同
一
性
の
構
造
を
問
ふ
こ
と
は
、
現
象
を
そ
の
時
間
的
秩
序
に
対
し
て
湖
行
す
る
こ
と
に
外

同
一
性
の
自
己
塑
性
に
つ
い
て
（
一
）

四
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な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
別
に
方
法
的
障
害
と
は
な
ら
な
い
か
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
現
象
的
澗
行
の
構
造
論
と
し
て
の
価
値
を
決
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。

一
応
こ
こ
で
論
理
的
な
問
題
に
於
け
る
時
間
の
位
置
に
つ
い
て
触
れ
伝

時
間
と
い
ふ
中
間
的
寄
在
者
の
排
垣
の
必
然
性

時
聞
が
問
題
と
な
る
の
は
運
動
乃
至
変
佑
が
問
題
と
な
る
場
合
で
あ
る
。
今
も
、
思
索
と
い
ふ
同
一
性
の
運
動
が
聞
は
れ
て
ゐ
た
か
ら
、

時
闘
が
併
せ
て
聞
は
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
時
聞
は
そ
れ
程
運
動
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
か
。
極
度
に
速
い
運
動
を
す
れ
ば
、

一
瞬
の
う
ち
に
遠
方
に
往
き
出
発
点
に
復
っ
て
来
る
で
あ
ら
う
。
極
度
に
遅
い
運
動
を
す
れ
ば
、
阿
由
多
の
年
を
数
へ
で
も
出
発
点
に
ゐ

る
で
あ
ら
う
。
時
聞
は
速
く
も
な
し
遅
く
も
な
い
運
動
し
か
現
象
と
し
て
認
め
え
な
い
或
る
中
間
的
世
界
の
現
象
経
過
を
把
へ
る
た
め
の

範
曙
に
す
ぎ
な
い
。
我
々
が
通
常
認
め
て
ゐ
る
速
度
の
運
動
が
行
は
れ
る
世
界
の
み
が
可
趨
的
と
は
言
へ
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
物
理
学

の
や
う
な
自
然
科
学
は
廿
世
紀
に
入
っ
て
甫
め
て
注
意
で
き
る
や
う
に
な
れ
た
が
、
哲
学
の
正
統
と
し
て
は
、
寧
ろ
そ
れ
は
基
礎
的
知
識

で
あ
っ
た
。
時
間
は
緩
漫
な
運
動
が
現
象
と
し
て
認
知
せ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
世
界
に
於
け
る
便
宜
的
な
意
識
形
態
で
は
な
い
か
。
時
間

は
本
当
は
無
い
も
の
で
は
な
い
か
。
永
遠
に
乙
そ
実
在
ぞ
帰
し
、
時
聞
は
そ
れ
の
動
く
影
に
す
ぎ
な
い
と
い
ふ
考
へ
方
は
当
然
承
知
せ
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
く
も
思
索
の
時
間
的
秩
序
は
思
索
の
論
理
的
構
造
が
な
け
れ
ば
存
し
え
な
い
。
後
者
が
高
速
度
の
運
動
を
す

る
場
合
、
前
者
は
明
確
に
は
意
識
せ
ら
れ
な
い
。
時
間
的
秩
序
と
は
構
造
的
運
動
の
緩
や
か
な
場
合
に
映
さ
れ
た
軌
跡
で
あ
っ
て
、
そ
の

地
平
は
時
間
で
は
な
く
、
運
動
の
間
延
び
か
ら
生
じ
た
時
間
性
で
あ
る
。
従
っ
て
、
時
間
的
秩
序
は
時
間
性
に
於
い
て
観
察
す
る
人
聞
に

と
っ
て
、
論
理
的
構
造
と
い
ふ
そ
れ
の
原
像
へ
の
相
関
者
と
し
て
の
手
が
か
り
に
な
る
。
し
か
し
、
時
間
的
秩
序
が
問
題
の
手
が
か
り
に



な
る
の
は
、
そ
れ
が
時
間
的
秩
序
だ
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
が
時
間
的
秩
序
だ
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
時
間
的
秩
序
に
対
す
る

翻
行
は
、
本
来
的
に
構
造
的
秩
序
に
対
し
て
手
が
か
り
の
助
け
と
は
な
っ
て
も
、
障
害
に
は
な
ら
な
い
。
而
も
、
乙
の
翻
行
が
そ
の
ま
ま

行
は
れ
て
、
結
果
か
ら
原
因
へ
の
棚
示
が
行
は
れ
る
と
は
言
へ
な
い
。
時
間
的
秩
序
に
対
す
る
調
行
と
は
、
す
で
に
時
間
的
秩
序
の
或
る

程
度
の
交
換
を
含
む
。
と
こ
ろ
で
、
現
象
的
秩
序
と
は
時
間
性
の
認
め
ら
れ
る
世
界
で
は
時
間
的
秩
序
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、
現
象
的
翻

行
は
構
造
的
秩
序
に
対
し
て
、
時
間
的
秩
序
に
対
す
る
調
行
と
等
価
で
あ
る
。
我
々
は
結
論
と
し
て
、
中
間
的
春
在
者
と
し
て
の
時
閣
の

順
序
を
ど
う
と
ら
う
と
も
、
我
々
の
望
む
所
に
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
と
い
ふ
ζ

と
、
ま
た
、
時
間
的
秩
序
は
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
或

る
手
が
か
り
で
あ
る
と
い
ふ
乙
と
を
認
め
る
。
換
言
す
れ
ば
、
時
間
的
現
象
的
秩
序
か
ら
申
間
者
と
し
て
必
然
的
に
排
拒
せ
ら
る
べ
き
時

聞
を
消
去
し
て
、
秩
序
の
純
粋
態
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
よ
い
。

時
間
排
桓
の
論
理
的
必
然
性
に
関
す
る
註
的
事
項

時
聞
を
根
本
的
な
も
の
に
考
へ
る
人
々
は
、
多
く
の
場
合
因
果
系
列
を
時
間
の
単
一
方
向
的
系
列
の
先
後
秩
序
と
置
換
す
る
。
時
間
の

光
円
錐
構
造
に
よ
る
宇
宙
解
釈
も
、
根
本
的
に
は
そ
の
考
へ
方
の
一
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
過
去
は
決
定
せ
ら
れ
た
受
働
過
去

で
あ
り
、
未
来
は
未
決
定
の
能
動
未
来
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
や
う
に
愚
か
な
こ
と
は
恐
ら
く
物
体
に
さ
へ
適
用
せ
ら
れ
難
い
。
人
聞
に

於
い
て
は
、
末
来
が
決
定
的
で
あ
り
、
原
因
で
あ
る
場
合
も
あ
る
し
、
過
去
は
変
へ
る
乙
と
が
で
き
る
。
末
来
の
決
定
的
一
事
象
と
し
て

の
死
が
喚
起
的
原
因
と
な
る
態
度
決
定
に
よ
っ
て
、
過
去
は
全
く
一
新
せ
ら
れ
る
。
意
味
を
函
数
と
し
な
い
で
は
時
間
も
意
味
を
喪
ふ
が
、

意
味
を
認
め
れ
ば
、
因
果
系
列
は
時
閥
系
列
と
は
何
ら
本
質
的
順
序
関
係
は
な
い
。
因
果
聯
関
を
前
提
と
す
る
構
造
聯
聞
は
、
従
っ
て
時

同
一
性
の
自
己
塑
性
に
つ
い
て
（
一
）

四
六
五



同
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塑
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）
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閥
系
列
と
秩
序
の
上
で
関
係
は
あ
り
え
な
い
。
従
っ
て
ま
た
、
時
聞
が
或
る
意
識
の
内
的
形
式
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
緩
漫
な
運
動
の
行

は
れ
る
世
界
の
た
め
の
人
聞
の
範
曙
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
認
め
て
も
、
因
果
聯
闘
を
主
観
的
範
障
で
あ
る
と
す
る
根
拠
は
ど
こ
に
も
な

ぃ
。
時
聞
を
排
拒
す
る
論
理
的
必
然
性
が
認
め
ら
れ
る
と
、
形
而
上
学
は
視
野
の
限
ら
れ
た
色
々
の
誤
解
か
ら
生
じ
た
偽
哲
学
的
考
察
か

ら
解
放
せ
ら
れ
、
自
己
の
厳
し
い
論
理
性
を
回
復
す
る
。
従
っ
て
、
時
聞
に
つ
い
て
尚
若
干
の
重
要
な
反
省
を
行
ふ
こ
と
が
必
要
で
あ
ら

つ。

時

間

の

複

数

万

向

時
間
が
考
察
せ
ら
れ
る
と
き
、
多
く
の
場
合
、
時
間
は
過
去
か
ら
現
在
を
通
っ
て
末
来
に
流
れ
る
単
一
方
向
を
も
っ
直
線
的
な
も
の
に

表
象
せ
ら
れ
る
。
ど
う
し
て
、
か
や
う
な
考
へ
方
が
可
能
な
の
か
。
そ
れ
は
一
切
の
現
象
を
質
貼
の
運
動
の
力
学
的
説
明
で
解
釈
し
よ
う

と
し
た
古
い
物
理
学
の
世
界
観
の
一
般
佑
に
よ
る
。
物
体
乃
至
質
貼
の
或
る
位
置
を
固
定
し
て
、
そ
ζ

か
ら
質
鮎
を
或
る
方
向
に
直
線
的

に
移
動
さ
せ
る
と
、
移
動
が
そ
こ
か
ら
起
こ
さ
れ
た
場
所
と
し
て
の
原
酷
か
ら
現
在
の
位
置
ま
で
が
過
去
で
あ
り
、
移
動
の
方
向
に
時
間

が
連
続
し
て
末
来
が
展
か
れ
る
と
い
ふ
形
に
な
る
。
従
っ
て
、
時
聞
は
過
去
か
ら
現
在
を
経
て
末
来
へ
向
か
ふ
質
貼
の
そ
の
や
う
に
把
握

せ
ら
れ
た
単
一
方
向
運
動
の
軌
跡
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
所
調
時
聞
の
非
可
逆
性
も
多
く
は
そ
れ
と
巨
視
的
現
象
の
非
可
逆
性
と
の

混
聞
に
於
い
て
言
は
れ
、
さ
う
で
は
な
い
場
合
で
も
、
既
に
生
起
し
た
現
象
の
歴
史
的
事
実
の
基
盤
と
し
て
の
現
象
的
事
実
の
事
実
性
と

し
て
の
変
更
不
可
能
性
と
の
混
同
、
乃
至
、
或
る
現
象
の
そ
れ
と
し
て
の
個
別
的
一
回
性
と
の
混
聞
に
於
い
て
言
は
れ
て
ゐ
る
。

従
てコ

て
、
も
し
右
の
や
う
に
時
間
を
空
間
佑
し
て
、
何
ら
か
運
動
と
相
関
的
な
世
界
線
的
性
格
に
於
い
て
考
へ
よ
う
と
す
れ
ば
、
光
は
あ
ら
ゆ



る
方
向
に
等
速
で
進
む
け
れ
ど
も
、
光
の
方
向
は
末
来
だ
け
で
あ
る
と
い
ふ
矛
盾
し
た
表
現
を
相
補
性
の
適
用
範
囲
外
で
市
も
物
理
学
的

記
述
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
時
聞
を
右
の
や
う
に
単
一
方
向
に
考
へ
る
こ
と
は
、
初
歩
的
な
大
き
な
間
違
ひ
で
あ

る
。
時
聞
は
絶
え
ず
流
れ
去
っ
て
過
去
と
な
る
。
そ
れ
は
寧
ろ
末
来
か
ら
湧
き
出
て
現
在
を
通
り
過
去
に
消
え
去
っ
て
ゆ
く
も
の
で
は
な

い
か
。
私
が
明
日
に
向
か
っ
て
動
い
て
ゆ
く
の
か
、
寧
ろ
明
日
が
未
だ
私
に
は
来
て
ゐ
な
い
が
、
や
が
て
私
に
向
か
っ
て
来
る
と
見
る
や

忽
ち
に
ま
た
過
去
に
消
え
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
。
時
間
の
根
源
は
未
来
に
あ
る
。
そ
の
方
向
は
現
在
を
介
し
て
過
去
に
流
れ
、
果
て
は

何
処
と
い
ふ
の
か
、
無
で
あ
る
と
で
も
言
は
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
時
聞
は
完
全
に
相
反
的
な
二
方
向
へ
の
流
れ
で
あ
る
。

一
方
で
は
過
去

か
ら
未
来
へ
、
他
方
で
は
未
来
か
ら
過
去
へ
、
と
い
ふ
こ
の
二
方
向
は
、
同
じ
も
の
の
同
時
に
成
立
す
る
姿
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
時

聞
の
流
れ
の
根
源
が
相
互
に
矛
盾
す
る
こ
つ
の
極
で
あ
る
と
い
ふ
と
と
は
、
出
発
酔
聞
が
帰
着
鮎
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
砂

時
計
は
逆
立
て
て
も
そ
の
効
果
は
同
じ
で
あ
る
と
い
ふ
乙
と
の
み
な
ら
ず
、
時
計
の
文
字
盤
は
循
環
す
る
円
形
を
成
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ

と
は
、
事
物
で
き
へ
も
時
闘
を
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
或
る
像
の
必
然
性
を
暗
示
す
る
。
時
間
は
本
当
は
円
環

を
成
す
。
た
し
か
に
時
間
は
永
遠
の
投
影
で
あ
る
。
ど
こ
に
映
じ
た
影
と
い
ふ
の
か
。
人
閣
の
日
常
的
な
意
識
に
於
い
て
に
外
な
ら
な

ぃ
。
日
常
的
な
意
識
と
は
事
物
に
対
し
て
不
透
明
な
視
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
限
ら
れ
た
地
平
に
於
い
て
し
か
見
な
い
。
そ
の
地
平
以
外
の

も
の
は
自
ら
排
除
せ
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
射
程
は
事
物
の
概
念
や
本
質
に
及
ぶ
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
も
の
の
根
拠
に
は
至

ら
な
い
。
そ
の
や
う
に
領
域
的
な
自
己
限
定
に
よ
っ
て
、
乙
の
意
識
は
自
己
を
含
め
た
全
体
か
ら
自
己
を
環
境
に
包
ま
せ
て
切
り
離
す
。

大
い
な
る
円
は
限
ら
れ
た
距
離
で
は
直
線
と
な
る
。
我
々
の
限
ら
れ
た
意
識
の
視
界
に
は
、
永
遠
は
押
し
損
さ
れ
て
二
本
の
夫
々
方
向
を

逆
に
し
た
平
行
線
と
し
て
し
か
見
え
は
し
な
い
。
さ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
時
間
的
秩
序
と
は
今
更
何
を
意
味
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

同
一
性
の
自
己
塑
性
に
つ
い
て
ご
）

四
六
七



同
一
性
の
自
己
塑
性
に
つ
い
て
（
ご

四
六
八

そ
れ
は
本
来
そ
と
に
於
い
て
は
先
後
す
ら
も
考
へ
得
ら
れ
な
い
充
実
し
た
永
遠
を
不
器
用
に
説
明
す
る
た
め
の
或
る
不
正
確
な
「
秩
序
の

類
似
者
」
と
い
ふ
こ
と
以
外
に
は
、
何
の
形
而
上
学
的
意
義
を
も
有
ち
は
し
な
い
。

時

間

の

非

等

質

性

時
聞
は
円
環
を
成
す
流
れ
で
あ
る
。
さ
う
で
あ
ら
う
か
。
時
聞
が
永
遠
の
影
と
し
て
円
環
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ

る
。
だ
が
、
そ
れ
は
果
た
し
て
流
れ
で
あ
る
か
。
響
へ
ば
そ
れ
は
一
つ
の
地
盤
と
し
て
の
軌
道
の
や
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
流
れ
て
ゐ
る

の
は
そ
の
上
を
動
く
私
で
あ
り
、
時
聞
は
静
止
し
て
ゐ
は
し
な
い
か
。
も
し
き
う
考
へ
る
な
ら
ば
、
時
閣
の
方
向
を
考
へ
る
と
と
自
体
も

不
要
で
あ
り
、
従
っ
て
時
聞
を
円
環
と
す
る
必
要
も
生
じ
な
い
。
時
聞
は
運
動
の
場
所
と
し
て
完
全
に
空
間
佑
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

私
が
動
く
か
ら
路
傍
の
風
景
が
後
退
す
る
や
う
に
、
私
が
変
動
す
る
か
ら
時
聞
が
流
れ
去
る
の
で
は
な
い
か
。
守
口
う
考
へ
れ
ば
、
背
理
的

に
思
は
れ
た
時
閣
の
ニ
方
向
性
も
認
め
る
必
要
は
な
く
な
る
し
、
従
っ
て
ま
た
そ
れ
に
基
い
て
考
へ
ら
れ
た
永
遠
を
も
認
め
る
必
要
は
な

い
で
あ
ら
う
。
そ
の
方
が
非
形
市
上
学
的
で
あ
り
、
従
っ
て
科
学
的
乃
至
少
く
と
も
常
識
的
で
あ
る
と
い
ふ
乙
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。

だ
が
、
そ
れ
が
ど
う
し
た
と
言
ふ
の
か
。
感
れ
ず
に
事
実
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
私
が
変
動
す
る
の
は
、
時
間
と
い
ふ
象
面
の
上
に
於

い
て
で
は
な
く
、
或
る
一
定
の
性
質
と
か
量
と
か
価
値
に
関
す
る
象
面
上
に
於
い
て
で
あ
る
。
時
間
は
そ
の
や
う
に
考
へ
ら
れ
た
私
の
変

動
の
速
度
に
関
す
る
配
慮
か
ら
意
識
せ
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
空
間
的
運
動
と
類
比
的
に
考
へ
ら
れ
て
よ
い
の
は
象
面
上
の
こ
の
変
佑
で
あ

り
、
こ
れ
に
関
す
る
速
度
の
問
題
は
変
化
の
行
は
れ
る
場
処
と
い
ふ
形
で
の
空
間
化
表
象
巻
拒
否
す
る
性
格
を
も
っ
て
ゐ
る
。
流
れ
て
ゐ

る
の
は
私
で
あ
る
が
、
そ
の
私
の
流
れ
て
ゐ
る
場
処
は
時
間
で
は
な
い
。
時
閣
を
静
止
し
た
場
処
と
考
へ
る
こ
と
は
大
き
な
間
違
ひ
で
あ



る
。
仮
に
私
が
位
置
を
変
へ
ず
に
静
止
し
て
ゐ
る
と
し
て
も
、
時
聞
は
経
過
す
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
私
の
変
動
の
速
度
と
相
関
的
な
も
の

と
せ
ら
れ
た
時
閣
の
性
格
も
、
乙
こ
で
叉
否
定
せ
ら
れ
る
の
か
。
さ
う
で
は
な
い
。
位
置
の
無
変
佑
が
仮
に
考
へ
ら
れ
得
る
と
し
て
も
、

そ
の
こ
と
は
何
ら
か
或
る
象
面
で
の
費
動
巻
排
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
う
で
な
け
れ
ば
、
消
滅
と
か
死
滅
と
か
は
説
明
で
き
位
い
。

私
は
決
し
て
全
体
的
自
己
同
一
を
保
つ
も
の
で
は
な
く
、
生
成
消
滅
の
過
程
を
色
々
の
面
で
色
々
の
形
式
を
と
っ
て
辿
っ
て
ゐ
る
。
そ
の

変
動
の
速
度
と
相
関
し
て
時
間
意
識
は
当
然
生
じ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
可
能
で
あ
る
か
。
変
動
が
聞
は
れ
る
の
は
、
そ
の
変
動

の
生
じ
る
前
と
生
じ
た
後
と
の
区
別
の
可
能
性
に
拠
る
。
そ
の
聞
に
勿
論
の
こ
と
推
移
の
連
続
的
過
程
が
断
絶
な
く
辿
ら
れ
は
す
る
。
し

か
し
、
推
移
は
要
す
る
に
或
る
変
動
へ
の
過
渡
で
あ
り
、

一
定
の
変
動
が
成
立
し
た
瞬
間
に
或
る
決
定
的
な
断
絶
が
認
め
ら
れ
る
。
陣
痛

が
起
き
て
ゐ
る
聞
と
嬰
児
の
誕
生
と
は
切
れ
目
の
な
い
連
続
と
も
言
へ
る
が
、
誕
生
の
瞬
間
は
胎
児
と
嬰
児
を
峻
別
す
る
決
定
的
断
絶
の

限
界
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
質
的
な
飛
躍
の
契
機
と
し
て
の
瞬
間
の
存
在
を
認
ゆ
ぎ
る
を
え
な
い
。
或
る
変
動
の
生
じ
る
前
の
一
切

の
過
程
と
も
異
り
、
そ
の
変
動
が
生
じ
た
後
の
一
切
の
過
程
と
も
異
っ
た
そ
れ
の
生
起
の
瞬
間
を
考
へ
て
み
る
と
、
三
つ
の
重
大
な
事
実

が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
一
つ
は
、
少
く
も
そ
の
前
後
に
無
を
置
い
て
ゐ
る
非
連
続
的
な
瞬
間
が
寄
在
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
二
つ
は
、
速
度
と
相
関
的
な
通
常
の
時
間
意
識
の
生
じ
る
可
能
根
拠
と
し
て
、
今
述
べ
ら
れ
た
前
後
に
無
を
置
い
た
瞬
間
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
三
つ
は
、
乙
の
非
連
続
的
な
瞬
間
は
、
変
動
す
る
主
体
と
関
係
し
て
の
み
生
ず
る
と
い
ふ
こ
と

で
あ
る
。
従
っ
て
、
或
る
一
定
の
実
体
佑
の
構
想
な
し
に
は
、
瞬
間
が
考
へ
ら
れ
ず
、
瞬
間
が
考
へ
ら
れ
な
く
て
は
、
時
間
も
出
て
来
る

根
拠
を
喪
失
す
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
こ
こ
で
も
、
時
間
的
秩
序
の
前
提
に
存
在
論
的
構
造
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
瞬
間
を
媒
介
と

し
て
時
聞
が
実
体
に
依
拠
す
る
事
実
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
ゐ
る
。

rが
、
更
に
此
処
で
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
乙
と
は
、
瞬
間
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の
も
つ
非
連
続
的
独
立
性
で
あ
る
。
こ
の
瞬
間
は
そ
の
前
後
と
無
の
断
絶
が
あ
り
、
そ
こ
に
於
い
て
或
る
変
動
が
成
立
し
た
時
と
し
て
、

他
の
時
間
と
は
非
等
質
的
な
契
機
的
性
格
を
も
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
全
く
純
粋
に
そ
の
時
の
み
生
じ
、
全
く
忽
ち
に
消
失
し
去
る
。
瞬
間

は
未
来
か
ら
来
た
り
、
過
去
か
ら
来
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
実
体
の
底
か
ら
衝
き
上
げ
て
現
出
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
無

論
物
質
で
は
な
い
か
ら
、
仮
り
に
物
質
的
な
実
体
が
変
動
の
主
体
で
あ
る
場
合
に
於
い
て
も
、
今
述
べ
ら
れ
た
瞬
間
の
源
泉
と
し
て
の
実

体
の
底
と
は
、
何
も
物
質
的
な
も
の
に
考
へ
ら
れ
る
と
い
ふ
必
然
性
は
な
い
。
そ
こ
は
実
体
的
杏
在
者
の
存
在
を
支
へ
る
も
の
と
し
て
の

存
在
そ
の
も
の
が
触
れ
て
ゐ
る
点
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
も
と
よ
り
、
か
や
う
な
空
間
的
表
象
に
よ
る
鍍
述
が
誤
解
を
招
く
こ
と
も
あ

る
。
こ
乙
で
述
べ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
実
体
の
変
動
の
可
能
性
の
第
一
条
件
は
そ
の
実
体
の
寄
在
す
る
こ
と
、
即
ち
何
ら
か
の
意

味
で
の
存
在
そ
の
も
の
の
関
与
で
あ
る
。
従
っ
て
、
実
態
の
底
か
ら
衝
き
上
げ
る
現
出
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
実
体
の
存
在
の
根
拠
か
ら

の
現
出
で
あ
る
、
即
ち
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
寄
在
者
の
容
在
の
根
拠
で
あ
る
春
在
そ
の
も
の
と
い
ふ
永
遠
な
る
実
在
か
ら
現
象
の
世
界
に

降
っ
て
来
る
と
い
ふ
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
瞬
間
は
そ
れ
ゆ
え
、
永
遠
が
現
象
す
る
一
つ
の
相
で
あ
る
。
即
ち
、
永
遠
が
自
己
を
投
影
し

て
降
ら
せ
る
自
己
宣
言
は
ば
断
片
に
似
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
、
各
瞬
間
は
そ
れ
と
し
て
一
筒
の
非
連
続
的
性
格
を
も
っ
独
立
の

完
相
を
備
へ
て
ゐ
る
。
恰
か
も
、
実
体
が
存
在
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
瞬
間
を
介
し
て
存
在
者
と
し
て
現
象
界
に
定
位
し
う
る
や
う
に
、
瞬

聞
は
永
遠
に
よ
っ
て
実
体
を
介
し
て
或
る
時
間
的
延
長
の
起
点
と
し
て
現
象
し
て
ゐ
る
。
意
識
が
現
象
を
現
象
の
面
に
於
い
て
現
象
的
に

把
握
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
普
通
の
思
考
の
二
次
元
的
連
続
を
、
垂
直
的
に
断
ち
切
る
形
で
、
永
遠
が
乙
れ
に
作
用
す
る
結
果
が
瞬
間
で

あ
る
と
も
言
へ
ょ
う
。
瞬
間
の
も
っ
こ
の
性
格
は
、
だ
が
、
決
し
て
一
定
の
変
動
の
起
点
と
か
終
点
と
か
の
限
界
点
に
於
け
る
に
止
ま
ら

な
い
。
我
々
の
普
通
の
巨
視
的
な
見
方
の
意
識
に
と
っ
て
は
、
決
定
的
瞬
間
に
於
い
て
生
じ
た
変
動
は
常
に
そ
れ
と
し
て
一
つ
の
連
続
的



な
も
の
に
考
へ
ら
れ
る
。
例
へ
ば
誕
生
の
決
定
的
瞬
間
か
ら
の
生
命
は
一
つ
の
等
質
的
な
流
れ
に
思
は
れ
る
。
そ
れ
は
確
か
に
一
つ
の
生

命
の
自
己
同
一
を
保
つ
流
れ
に
は
ち
が
ひ
な
い
。
だ
が
、

一
刻
一
刻
の
状
態
が
相
互
に
僅
か
で
も
異
る
か
ら
こ
そ
、
変
動
と
し
て
の
生
命

の
死
に
至
る
経
過
が
成
立
し
て
ゐ
る
。
従
っ
て
、
厳
密
に
見
る
な
ら
ば
、
毎
瞬
間
の
変
動
が
非
連
続
的
に
存
立
し
て
ゐ
る
か
ら
こ
そ
、
連

続
的
な
流
れ
と
し
て
の
変
動
が
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
。
即
ち
、
瞬
間
が
常
に
実
体
を
介
し
て
永
遠
か
ら
躍
り
出
で
ゐ
る
こ
と
に
よ
っ
て

成
り
立
つ
瞬
間
の
非
連
続
的
な
非
等
質
的
な
系
列
が
時
聞
の
流
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
に
述
べ
た
や
う
に
円
環
を
成
し
て
ゐ
る
。
永
遠
は

か
く
て
瞬
間
の
非
等
質
性
に
自
己
の
絶
対
的
独
立
性
を
投
影
し
つ
つ
、
各
瞬
間
が
形
成
す
る
時
間
と
い
ふ
円
い
流
れ
に
於
い
て
自
己
の
永

遠
性
を
象
徴
す
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
、
時
聞
は
や
は
り
影
で
あ
る
。
我
々
が
以
下
に
於
い
て
、
時
間
的
秩
序
を
重
視
し
な
い
理
由
は
、
乙
れ

ら
の
節
の
説
明
に
よ
っ
て
、
－
も
は
や
充
分
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
発
生
的
と
か
歴
史
的
と
か
言
は
れ
る
考
察
は
、
そ
れ
が
時
間
的
秩
序
を
重

視
す
る
限
り
、
形
而
上
学
的
な
構
造
論
に
と
っ
て
は
無
縁
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
他
の
場
処
で
麗
々
述
べ
た
や
う
に
、
そ
れ
ら

の
科
学
を
い
さ
さ
か
も
蔑
む
ζ

と
に
は
な
ら
な
い
。
た
Y
、
哲
学
が
そ
れ
ら
の
科
学
と
は
全
く
異
る
純
論
理
的
な
合
理
主
義
的
学
問
で
あ

る
乙
と
が
明
言
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
何
故
、
時
聞
は
こ
の
や
う
に
永
遠
に
倣
ふ
の
か
、

否
、
寧
ろ
、
何
故
永
遠
は
時
聞
に
ま
で
自
己
を
投

影
す
る
の
か
。
そ
れ
は
最
も
根
本
的
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
が
、
今
は
直
接
そ
れ
に
向
か
は
ず
、
時
間
及
び
時
間
的
秩
序
に
関
す
る
右
に

鍍
べ
ら
れ
た
色
々
の
基
礎
的
事
実
を
認
め
た
上
で
、
判
断
の
構
造
分
析
を
し
て
行
か
う
と
思
ふ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
或
ひ
は
と
の
今
は
直

接
聞
は
れ
な
か
っ
た
美
し
い
問
題
に
も
、
い
く
ら
か
の
光
り
が
射
し
こ
ま
な
い
と
も
限
ら
な
い
。

同
一
性
の
自
己
塑
性
に
つ
い
て
（
一
）

四
七
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判
断
に
於
け
る
同
一
性
現
象
の
場
所

前
に
述
べ
ら
れ
た
通
り
、
思
索
は
同
一
性
の
運
動
で
あ
り
、
思
索
の
基
本
形
態
は
判
断
で
あ
っ
た
か
ら
、
判
断
の
構
造
分
析
こ
そ
同
一

性
eq
考
へ
る
に
あ
た
っ
て
、
極
め
て
重
要
な
歴
程
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
先
づ
我
々
は
、
判
断
に
於
け
る
同
一
性
現
象
の
場
所
が
何
処
で

あ
る
か
を
確
実
に
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
間
ひ
は
無
意
味
で
は
な
い
か
と
い
ふ
人
も
あ
ら
う
。
判
断
に
於
け
る
と
い
ふ
修
飾
句

が
既
に
同
一
性
現
象
の
場
所
を
表
は
し
て
ゐ
は
し
な
い
か
と
い
ふ
疑
問
、
従
っ
て
、
同
一
性
現
象
と
闘
は
り
あ
る
判
断
の
成
立
の
場
所
が

何
処
で
あ
る
か
と
間
ふ
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
ふ
疑
問
は
、
純
粋
に
文
法
的
で
は
あ
る
が
、
事
象
的
に
は
盲
目
で
あ
る
か
ら
生
じ
る
。
乙

こ
で
聞
は
れ
て
ゐ
る
の
は
、
判
断
に
於
い
て
現
象
す
る
同
一
性
は
い
か
な
る
地
点
に
於
い
て
自
己
を
開
示
す
る
が
ゆ
ゑ
に
判
断
に
於
い
て

現
象
し
う
る
の
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
や
う
に
、
肯
定
で
あ
れ
否
定
で
あ
れ
、
お
よ
そ
一
つ
の
判
断
が
成
立
す
る
に
は
、
必
ず

そ
の
命
題
的
表
現
に
於
け
る
主
語
と
述
語
の
聞
に
於
け
る
同
一
が
聞
は
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
聞
は
れ
る
の
は
決
し
て
同
一
性
一
般
で
は

な
く
、
或
る
一
定
の
「
こ
と
に
従
っ
て
」
の
同
一
の
有
無
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
い
か
な
る
ζ

と
に
従
つ
て
の
同
一
が
、
換
言
す
れ
ば
、

何
に
関
す
る
同
一
が
間
は
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
判
断
に
於
い
て
注
目
せ
ら
れ
る
主
語
の
位
相
は
異
っ
て
来
る
。
と
い
ふ
こ
と
は
、
在
在
位

相
の
何
処
に
注
目
す
る
か
に
よ
っ
て
、

つ
ま
り
意
識
の
志
向
性
の
志
向
に
従
っ
て
、
即
ち
、
何
を
問
題
と
す
る
か
に
よ
っ
て
、
主
語
と
述

語
は
甫
め
て
関
係
を
具
体
的
に
有
ち
う
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
言
ひ
方
に
は
多
少
誤
解
を
招
く
点
が
あ
る
か
と
恩
ふ
。
そ
れ
は
次
の
ニ
点

で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
こ
こ
に
今
何
を
問
題
と
す
る
か
に
よ
っ
て
と
い
ふ
言
葉
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
当
然
、
判
断
の
主
語
の
位
置
に

立
つ
も
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
は
し
な
い
か
と
い
ふ
点
で
あ
り
、
そ
の
二
つ
は
、
こ
こ
に
は
分
析
判
断
及
び
綜
合
判
断
の
差
別
が
無



視
せ
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
先
づ
最
初
の
方
か
ら
扱
は
う
。
成
る
程
た
し
か
に
判
断
の
主
語
の
位
置
に
立
つ
も

の
は
意
識
の
対
象
に
は
違
ひ
な
い
が
、
し
か
し
未
だ
伺
を
問
題
と
す
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
と
い
ふ
状
態
の
意
識
に
よ
っ
て
見
ら
れ
て

ゐ
る
事
態
も
脊
在
す
る
。
或
る
対
象
を
問
題
に
す
る
と
い
ふ
表
現
は
決
し
て
間
違
っ
て
は
ゐ
な
い
が
、
不
充
分
で
あ
っ
て
、
本
当
は
或
る

対
象
に
つ
い
て
或
る
乙
と
を
問
題
に
す
る
と
か
、
或
ひ
は
寧
ろ
、
或
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
ゐ
る
と
き
或
る
対
象
は
ど
う
い
ふ
位
相
に
於

い
て
何
を
開
示
す
る
か
を
問
ふ
と
い
ふ
風
に
表
現
せ
ら
れ
る
の
が
正
し
い
。
意
識
の
対
象
と
こ
こ
で
言
は
れ
た
も
の
に
向
か
ふ
志
向
性
は

直
線
で
象
徴
せ
ら
れ
う
る
が
、
そ
の
対
象
に
つ
い
て
何
を
問
題
と
す
る
か
と
い
ふ
志
向
性
、
即
ち
、
そ
の
対
象
を
い
か
な
る
問
題
に
於
い

て
見
る
か
と
い
ふ
志
向
性
は
意
識
か
ら
発
し
て
そ
の
対
象
を
包
み
な
が
ら
自
己
環
帰
を
す
る
円
環
を
以
て
象
徴
せ
ら
れ
よ
う
。
乙
の
ニ
つ

の
志
向
性
の
区
別
は
或
る
場
合
に
は
普
通
言
は
れ
て
ゐ
る
第
一
次
的
志
向
性
、
第
二
次
的
志
向
性
の
区
別
と
相
覆
ふ
乙
と
が
結
果
し
う
る

が
、
区
別
の
原
理
は
右
に
述
べ
ら
れ
た
や
う
に
、
通
常
の
分
け
方
と
は
違
ふ
。
我
々
の
意
味
に
於
け
る
第
二
の
志
向
性
即
ち
円
環
的
志
向

性
は
そ
れ
自
体
が
問
題
の
所
在
を
含
む
領
域
的
な
力
で
あ
り
、
そ
れ
は
言
は
ば
「
場
」
の
や
う
な
性
格
を
備
へ
て
ゐ
る
。
何
処
か
ら
ま
た

何
故
そ
の
や
う
な
力
動
性
が
そ
こ
に
生
じ
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
今
は
暫
ら
く
措
く
。
た
Y
、
哲
学
的
思
索
は
ま
さ
に
か
、
る
志
向
性
の
構

造
や
運
動
を
単
に
対
象
ル
知
的
な
第
一
次
的
志
向
性
即
ち
視
鰻
に
等
し
い
直
線
的
距
離
の
平
坂
性
に
単
純
佑
す
る
を
え
な
い
根
源
性
を
有
し

て
ゐ
る
乙
と
は
附
言
せ
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
こ
の
こ
と
は
形
而
上
学
で
あ
る
べ
き
哲
学
の
論
理
が
他
の
科
学
の
論
理
と
異
っ
て

ゐ
る
と
い
ふ
事
態
と
も
深
い
聞
は
り
を
有
す
る
。

ζ

の
乙
と
は
既
に
別
の
機
会
に
色
々
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
し
、
今
ζ

乙
で
深
入
り
す

ぺ
き
筋
合
ひ
で
も
な
い
か
ら
、
前
に
列
挙
し
た
第
二
の
疑
点
に
移
ら
う
。
そ
れ
は
即
ち
、
乙
乙
で
は
分
析
判
断
と
綜
合
判
断
の
差
別
が
無

視
せ
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
か
と
い
ふ
疑
ひ
で
あ
る
。
い
か
に
も
ζ

乙
で
は
乙
れ
ら
二
種
の
判
断
の
差
別
は
語
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
。
し
か
し
、

同
一
性
の
自
己
塑
性
に
つ
い
て
こ
）
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そ
の
こ
と
は
乙
の
差
別
を
無
視
し
て
ゐ
る
か
否
か
と
い
ふ
問
題
と
は
直
接
関
係
が
あ
り
は
し
な
い
。
乙
の
差
別
が
重
要
で
あ
る
か
否
か
、

ま
た
必
要
で
あ
る
か
否
か
、
そ
れ
は
別
の
問
題
で
あ
る
が
、
今
仮
に
重
要
且
つ
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
乙
れ
を
認
め
る
に
せ
よ
、
乙

の
場
合
は
そ
れ
を
考
慮
す
る
乙
と
が
要
求
せ
ら
れ
る
段
階
で
は
な
い
。
或
る
述
語
が
主
語
と
繋
辞
で
結
ば
れ
う
る
か
否
か
と
い
ふ
こ
と

は
、
そ
の
結
ば
れ
方
が
分
析
的
で
あ
れ
綜
合
的
で
あ
れ
、
主
語
の
位
置
に
立
つ
も
の
を
対
象
に
し
た
意
識
が
何
巻
問
題
と
す
る
か
に
よ
っ

て
左
右
せ
ら
れ
る
。
分
析
判
断
が
あ
る
と
し
て
も
、
分
析
的
に
述
語
が
析
出
せ
ら
れ
る
の
は
、
問
題
意
識
の
志
向
性
が
主
語
に
立
つ
も
の

の
本
質
的
属
性
に
同
一
的
な
も
の
と
関
係
す
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
さ
う
で
な
い
場
合
は
、
乙
の
述
語
に
矛
盾
的
で
あ
れ
ば
否
定
判
断
が
生

れ
る
し
、
ま
た
そ
の
他
の
領
域
で
綜
合
判
断
が
成
立
す
る
か
否
か
と
い
ふ
乙
と
に
な
る
。
し
か
し
、
綜
合
判
断
が
成
立
す
る
の
も
、
そ
れ

が
具
体
的
に
成
立
す
る
た
め
に
は
、
問
題
意
識
の
問
題
領
域
に
於
い
て
主
語
の
位
置
に
立
つ
も
の
と
或
る
一
定
の
同
一
に
適
当
な
述
語
の

位
置
に
立
つ
も
の
が
探
し
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
う
な
る
と
、
分
析
的
で
あ
れ
綜
合
的
で
あ
れ
、
お
よ
そ
或
る
判
断
の
成
立
の
条
件
、

即
ち
、
主
語
と
述
語
の
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
に
立
つ
も
の
相
互
の
同
一
性
が
現
象
す
る
場
所
は
、
我
々
が
第
二
の
志
向
位
と
名
づ
け
た
円
環

的
志
向
性
と
い
ふ
問
題
意
識
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
。
或
る
一
定
の
こ
と
に
従
っ
て
害
在
者
の
世
界
を
巡
視
し
つ
h
自
己
か
ら
発
し

自
己
に
回
帰
す
る
こ
の
意
識
が
、
判
断
に
於
け
る
同
一
世
の
現
象
す
る
場
所
な
の
で
あ
ら
う
か
。
だ
が
、
判
断
と
は
或
る
事
態
に
関
す
る

意
識
の
認
知
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
乙
の
場
合
も
、
同
一
性
の
現
象
し
て
ゐ
る
事
躍
を
円
環
的
志
向
性
の
意
識
が
認
知
し
て
、
判
断

を
属
り
立
た
し
め
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
。
或
る
一
定
の
乙
と
に
従
っ
て
害
在
者
の
世
界
を
巡
視
す
る
ζ

の
円
環
的
志
向
性
の
視
野
が
な

け
れ
ば
、
同
一
性
の
現
象
し
て
ゐ
る
乙
と
は
発
見
せ
ら
れ
は
し
な
い
。
そ
れ
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
発
見
せ
ら
れ
る
同
一
性
の
現
象

そ
の
も
の
は
、
発
見
す
る
意
識
と
は
関
は
り
な
く
在
る
の
で
は
な
い
か
。
従
っ
て
、
同
一
性
の
現
象
す
る
場
所
は
、
事
態
的
な
同
一
性
の



現
象
す
る
場
所
と
し
て
の
寄
在
者
の
世
界
で
あ
り
、
乙
乙
で
求
め
ら
れ
て
ゐ
る
判
断
に
於
け
る
同
一
性
現
象
の
場
所
も
実
は
其
処
な
の
で

は
な
い
か
。
だ
が
、
脊
在
者
の
世
界
に
い
か
な
る
事
態
が
生
じ
て
ゐ
よ
う
と
も
、
そ
こ
に
同
一
が
あ
る
と
い
ふ
乙
と
即
ち
同
一
性
が
現
象

し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
こ
れ
を
認
め
る
意
識
な
く
し
て
、
ど
う
し
て
生
じ
う
る
で
あ
ら
う
か
。
求
め
ら
れ
て
ゐ
る
場
所
と
は
、
ム
仔
在

者
の
世
界
の
事
態
に
於
け
る
同
一
性
現
象
た
る
べ
き
も
の
を
正
に
同
一
性
現
象
と
し
て
認
知
す
る
意
識
と
そ
の
同
一
現
象
た
る
べ
き
事
態

と
の
同
一
性
の
地
点
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
存
在
者
的
事
態
と
前
述
の
円
環
的
志
向
性
と
の
交
点
で
ゐ
る
。
た
げ
〉
、
乙
の
場
合
、
注
意

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
は
れ
る
こ
と
は
、
我
々
は
こ
こ
で
、
意
識
と
杏
在
者
の
世
界
に
於
け
る
事
態
と
を
素
撲
な
分
類
に
於
い
て
対

立
さ
せ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
存
在
者
と
言
は
れ
る
も
の
に
意
識
的
存
在
者
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ら

ぅ
。
数
学
的
判
断
は
数
学
的
事
態
と
い
ふ
意
識
的
容
在
者
の
世
界
に
関
す
る
意
識
的
認
知
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
さ
う
で
あ
る
か
ら
と

言
っ
て
、
我
々
の
言
ふ
こ
と
が
す
べ
て
、
主
観
と
客
観
と
の
対
立
に
還
元
せ
ら
れ
る
と
見
る
の
も
誤
解
で
あ
る
。
そ
の
対
立
は
思
考
の
一

つ
の
型
と
し
て
我
々
の
言
ふ
所
に
も
含
ま
れ
て
は
ゐ
る
が
、
そ
れ
で
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
乙
と
は
既
に
暗
示
せ
ら
れ
て
ゐ
ょ
う
。

の
問
題
を
も
っ
て
回
帰
す
る
円
環
的
志
向
性
は
自
ら
の
う
ち
に
対
象
を
内
含
し
て
ゐ
る
し
、
十
仔
在
者
的
事
態
の
世
界
は
自
ら
の
う
ち
に
主

一
定

観
を
も
内
包
し
て
ゐ
る
。
両
者
の
交
点
と
前
に
書
い
た
け
れ
ど
も
、
求
め
ら
れ
て
ゐ
る
場
所
と
は
両
者
の
交
面
と
か
交
体
と
で
も
す
る
万

が
正
し
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
は
何
れ
次
第
に
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ら
う
。

測

量

判

断

の

同

l陸

前
節
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
な
基
礎
的
事
象
で
あ
る
。
こ
れ
を
出
発
点
に
し
て
我
々
は
主
題
を
追
求
し
た
い
が
、
先

同
一
性
の
自
己
塑
性
に
つ
い
て
（
一
）

四
七
五
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づ
、
最
も
素
撲
な
判
断
の
例
と
し
て
測
量
判
断
を
と
り
上
げ
て
み
る
。
こ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
々
は
前
節
の
内
容
を
一
一
層
具

体
的
に
明
ら
か
に
し
う
る
と
と
も
に
、
問
題
の
自
ら
な
る
進
展
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
或
る
幼
児
の
身
の
丈
を
測
っ
て
、
そ
れ
が

三
尺
で
あ
る
と
い
ふ
場
合
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
幼
児
が
三
尺
で
あ
る
と
い
ふ
判
断
が
正
し
い
と
せ
ら
れ
た
時
、
我
々
は
こ
乙
に
直
ち

t乙、

「
測
ら
れ
る
も
の
」
と
「
測
り
」
と
の
一
致
乃
至
同
一
を
認
め
る
。
も
し
も
幼
児
が
三
尺
の
目
盛
り
に
一
致
し
て
ゐ
な
い
な
ら
ば
、

も
と
も
と
別
様
に
言
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、

「
測
る
も
の
」
は
右
の
両
者
の
一
致
を
認
め
た
上
で
、
そ
の
や
う
に
判

断
を
下
す
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
ま
た
、
仮
り
に
「
測
る
も
の
」
が
目
盛
り
を
見
誤
っ
た
場
合
、

「
測
ら
れ
る
も
の
」
と
「
測
り
」
と
の

あ
る
べ
き
同
一
は
見
落
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、

一
つ
の
測
量
判
断
の
正
し
い
成
立
の
た
め
に
、

「
測
ら
れ
る
も
の
」
と
「
測
り
」
と

「
測
る
も
の
」
と
が
或
る
場
所
に
於
い
て
完
全
に
同
一
佑
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
場
所
は
何
処
に
あ
る
の
か
。

「
測
ら
れ
る
も

の
」
と
「
測
り
」
と
の
同
一
と
は
、
両
者
の
目
盛
り
に
於
け
る
時
空
的
一
致
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
純
粋
な
実
在
的
関
係
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
実
在
的
一
一
援
を
単
な
る
物
理
的
近
接
に
終
ら
せ
ず
、
測
量
と
い
ふ
行
為
に
変
質
せ
し
め
一
つ
の
判
断
を
生
む
の
は
、

「
測
る

も
の
」
の
意
識
的
認
知
で
あ
る
。
問
題
の
場
所
は
従
っ
て
存
在
者
聯
関
と
意
識
と
の
交
点
に
あ
っ
て
、
乙
の
一
点
に
於
い
て
同
一
が
現
象

し
、
そ
の
現
象
に
よ
っ
て
判
断
が
成
立
し
て
ゐ
る
。
だ
が
、
実
在
と
意
識
の
こ
の
交
点
は
、
実
在
的
関
係
が
単
に
意
識
的
視
線
に
よ
っ
て

眺
め
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
は
生
じ
な
い
。
意
識
は
前
述
の
や
う
に
こ
の
場
合
、
大
い
き
と
い
ふ
「
こ
と
に
従
っ
て
」
、
実

在
的
関
係
に
於
け
る
そ
の
「
こ
と
に
従
っ
て
」
の
同
一
を
同
一
と
し
て
認
知
す
る
。
そ
れ
は
単
な
る
眺
め
と
し
て
の
志
向
性
で
は
な
く
、

或
る
一
定
の
こ
と
を
問
題
と
し
て
内
包
し
つ
つ
働
い
て
ゐ
る
問
題
意
識
と
し
て
の
志
向
性
、
即
ち
前
節
に
於
け
る
円
環
的
志
向
性
に
外
な

ら
な
い
。
そ
れ
が
純
粋
に
自
発
的
で
あ
れ
他
に
よ
っ
て
喚
起
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
れ
、
と
に
か
く
、
そ
こ
に
於
い
て
同
一
が
探
索
せ
ら



る
べ
き
或
る
一
定
の
問
題
的
事
象
の
次
元
が
実
在
的
関
係
を
切
っ
て
ゐ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
意
識
せ
ら
れ
る
か
否
か
に
拘
は
ら
ず
、
そ

の
一
部
が
横
断
せ
ら
れ
た
全
実
在
的
関
係
は
そ
の
内
部
に
切
断
す
る
次
元
を
内
含
し
て
ゐ
る
。
こ
の
包
含
聯
関
は
反
省
が
意
識
で
あ
り
、

反
省
者
が
そ
の
位
置
す
る
存
在
者
の
実
在
的
聯
関
全
体
と
と
も
に
実
在
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
意
識
と
実
在
と
の
相
互
に
無
限
な
包
越
関
係

の
反
覆
と
な
る
で
あ
ら
う
。
そ
の
論
理
的
解
決
が
ま
こ
と
は
ど
う
い
ふ
も
の
で
あ
る
か
は
此
処
で
は
ま
だ
聞
は
れ
る
段
階
で
は
な
い
が
、

両
者
の
関
係
が
単
に
主
客
対
立
と
い
ふ
型
で
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
同
時
に
、
根
源
に
湖
ら

な
い
限
り
は
、
仮
令
円
環
的
志
向
性
の
場
「
的
」
性
格
が
充
分
意
識
せ
ら
れ
よ
う
と
も
、
平
生
は
主
客
対
立
と
い
ふ
素
撲
な
姿
に
す
べ
て

の
思
索
が
単
純
佑
せ
ら
れ
て
見
ら
れ
る
所
以
も
調
察
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
測
量
判
断
に
於
げ
る
同
一
性
の
現
象
す
る
場
所
に
つ
い
て

前
節
の
一
般
論
を
説
明
し
な
が
ら
、
我
々
は
判
断
構
成
上
の
根
本
的
な
手
が
か
り
を
得
た
と
思
ふ
の
で
、
そ
れ
を
頼
り
に
思
索
を
進
め
よ

ぅ
。
測
量
判
断
に
於
げ
る
真
理
と
は
、
前
述
の
通
り
、

「
測
る
も
の
」
が
「
測
ら
れ
る
も
の
」
と
「
測
り
」
と
の
一
致
を
認
め
る
と
い
ふ

乙
と
で
あ
っ
た
。

「
測
ら
れ
る
も
の
」
は
こ
こ
で
は
「
測
り
」
に
よ
っ
て
「
測
る
も
の
」
の
前
に
特
徴
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
乙
の
や
う
な

量
的
経
験
は
実
は
特
性
記
述
判
断
の
母
胎
た
る
特
性
認
知
経
験
一
般
の
特
殊
例
で
あ
る
。
特
性
認
知
経
験
と
は
合
成
体
と
し
て
の
対
象
を

分
析
し
つ
つ
「
測
り
」
と
し
て
の
形
相
に
よ
っ
て
人
聞
に
対
し
て
解
り
や
す
く
正
確
に
記
述
し
よ
う
と
す
る
。
即
ち
、
こ
れ
に
基
く
特
性

記
述
判
断
は
そ
の
対
象
を
形
相
に
よ
っ
て
説
明
す
る
、
換
言
す
れ
ば
、
対
象
を
一
般
者
即
ち
普
遍
者
に
よ
っ
て
性
格
－
つ
け
て
説
明
す
る
。

「
測
ら
れ
る
も
の
」
と
し
て
の
対
象
の
構
造
乃
至
規
模
は
「
測
り
」
と
し
て
の
形
相
と
い
ふ
一
般
的
性
質
に
よ
っ
て
「
測
る
も
の
」
の
範

鴎
的
理
解
能
力
の
前
に
定
着
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
し
か
し
必
ら
ず
し
も
特
性
記
述
判
断
と
い
ふ
一
つ
の
種
類
の
判
断
の
本
質
に
限
ら
ず
、

結
局
す
べ
て
の
判
断
に
本
質
的
に
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
、
判
断
と
は
す
べ
て
右
の
や
う
な
意
味
で
は
特
性
記
述
判
断
に

同
一
性
の
自
己
塑
性
に
つ
い
て
こ
）

四
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過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
従
っ
て
判
断
に
於
け
る
同
一
性
応
関
し
て
は
乙
こ
を
究
め
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
、
果
し

て
さ
う
で
あ
ら
う
か
。
す
べ
て
の
判
断
は
対
象
の
構
造
乃
至
規
模
の
正
確
な
記
述
と
し
て
の
特
性
記
述
判
断
で
あ
る
か
。

，同

’ρi ¥ 

質

イ巴

の

問

題

特
性
記
述
判
断
に
よ
っ
て
対
象
が
形
相
に
よ
っ
て
述
語
づ
け
ら
れ
た
と
き
、
今
度
は
そ
の
述
語
に
位
置
し
た
形
相
を
形
相
の
次
元
に
於

い
て
他
の
形
相
と
比
較
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
形
相
相
互
の
比
較
に
よ
っ
て
何
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
。
そ
れ
は
形
相
の

分
類
即
ち
形
相
の
秩
序
で
あ
る
。
形
相
の
秩
序
と
は
何
か
。
そ
れ
は
質
の
包
摂
関
係
で
あ
る
。
た
と
ひ
五
尺
と
か
六
尺
と
か
と
い
ふ
量
に

関
す
る
述
語
で
あ
ら
う
と
も
、
そ
れ
は
一
種
の
形
相
と
し
て
必
ず
、
長
さ
や
重
さ
と
い
ふ
質
的
な
次
元
に
於
け
る
大
小
と
い
ふ
包
摂
関
係

に
ま
と
め
ら
れ
る
。
質
の
包
摂
関
係
の
最
も
典
型
的
な
も
の
は
本
質
の
類
種
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
定
義
可
能
性
が
生
じ

る
。
何
故
な
ら
ば
後
者
が
必
要
と
す
る
も
の
は
前
者
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
、
特
性
記
述
判
断
と
い
ふ
言
は
Y
或

る
物
差
し
で
測
量
す
る
や
う
に
対
象
を
一
定
の
形
相
に
還
元
し
た
あ
と
、
そ
れ
の
還
元
せ
ら
れ
た
こ
の
形
相
を
介
し
て
思
考
は
量
的
次
元

か
ら
質
的
次
元
に
上
昇
し
、
問
題
は
質
佑
せ
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
定
義
を
そ
の
現
実
態
と
す
る
本
質
比
較
判
断
が
生
じ
る
。
乙
れ
は

確
か
に
前
節
の
特
性
記
述
判
断
と
は
異
り
、
そ
れ
を
前
提
と
し
、
そ
れ
に
立
脚
し
て
成
立
す
る
高
次
の
判
断
に
は
違
ひ
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
ら
二
種
の
判
断
に
は
或
る
共
通
な
事
象
と
し
て
対
象
を
説
明
す
る
た
め
に
対
象
か
ら
離
れ
て
行
く
と
い
ふ
傾
向

が
あ
る
。
判
断
に
於
け
る
述
語
は
、
そ
れ
が
同
語
反
覆
を
避
け
る
尋
常
の
説
明
機
能
を
果
た
さ
う
と
す
る
限
り
、
そ
の
対
象
を
指
示
す
る

主
語
か
ら
距
離
を
も
っ
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
寧
ろ
当
然
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
が
指
示
す
る
事
象
ま
た
は
概
念
は
、
或
る
一
定
の
こ
と
に
従



っ
て
見
ら
れ
た
場
合
医
於
い
て
の
み
予
主
語
が
表
は
す
と
こ
ろ
の
も
の
と
等
し
い
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
の
一
定
の
こ
と
に

従
っ
て
C
れ
ら
の
判
断
は
対
象
事
象
の
或
る
一
定
の
位
相
を
抽
象
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
か
か
る
抽
象
が
主
語
と
述
語

の
明
確
な
距
離
と
し
て
自
己
ぞ
顕
は
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
右
に
今
ま
だ
述
べ
ら
れ
た
二
種
の
判
断
は
何
れ
も
論
理
的
抽
象
性
と
い
ふ

共
通
の
性
格
を
有
っ
て
ゐ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
抽
象
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
今
述
べ
た
通
り
一
定
の
こ
と
が
志
向
相
関
者

と
し
て
要
求
せ
ら
れ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
抽
象
の
た
め
の
切
り
と
る
と
い
ふ
操
作
を
可
能
に
す
る
条
件
が
要
求
せ
ら
れ
る
。
抽
象
即
ち

或
る
象
ち
を
描
き
出
す
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
の
象
ち
を
切
り
と
る
原
形
が
な
く
て
は
不
可
能
で
あ
る
。

つ
ま
り
そ
の
枠
の
中
に
抽
象
せ
ら

れ
る
位
相
を
切
り
入
れ
る
と
こ
ろ
の
一
定
の
度
合
を
も
っ
た
容
器
の
予
在
が
要
求
せ
ら
れ
、
そ
れ
で
切
り
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

形
相
相
互
の
包
摂
関
係
に
於
い
て
も
結
局
は
事
実
性
の
形
柏
的
還
元
に
於
け
る
と
同
様
、

一
定
の
変
様
を
加
味
し
た
上
で
の
表
現
で
は
あ

る
が
、

「
測
り
」
に
よ
っ
て
「
測
ら
れ
る
も
の
」
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
と
言
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
う
み
て
来
る
と
、
我
々
は

前
に
測
量
判
断
は
特
性
記
述
判
断
の
一
つ
の
素
撲
な
型
に
す
ぎ
な
い
と
言
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
変
様
せ
ら
れ
た
意
味
で
の

「
測
り
」
と
「
測
ら
れ
る
も
の
」
と
「
測
る
も
の
」
と
い
ふ
一
ニ
要
素
を
捨
て
去
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
思
ひ
は
か
り
と
い
ふ
や
う
に
、
思
考
す
る
と
は
本
来
「
測
る
」
こ
と
と
深
い
聞
は
り
を
も
っ
。

抽
象
的
思
索
の
論
理
構
造
の
原
型

抽
象
的
思
索
の
論
理
的
構
造
の
原
型
は
、
特
性
記
述
判
断
の
場
合
で
も
本
質
比
較
判
断
の
場
合
で
も
、
今
述
べ
ら
れ
た
通
り
、
三
元
的

で
あ
る
、
即
ち
、

「
測
ら
れ
る
も
の
」
、
「
測
り
」
及
び
「
測
る
も
の
」
の
三
要
素
を
常
に
も
っ
て
ゐ
る
。

「
測
る
も
の
」
即
ち
人
が
「
測

同
｝
性
の
自
己
塑
性
に
つ
い
て
こ
）

四
七
九
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ら
れ
る
も
の
」
と
「
測
り
」
と
の
関
係
を
報
告
寸
る
、
即
ち
、

「
測
る
も
の
」
は
「
測
り
」
と
い
ふ
手
段
で
「
測
ら
れ
る
も
の
」
に
つ
い

て
語
る
。
従
っ
て
、
「
測
ら
れ
る
も
の
」
は
「
測
り
」
に
よ
っ
て
「
測
る
も
の
」
の
前
に
決
定
せ
ら
れ
る
。
「
測
り
」
は
か
く
て
こ
の
三
元

的
関
係
の
中
心
に
立
つ
。

「
測
る
も
の
」
た
る
人
は
そ
れ
ゆ
ゑ
乙
の
場
合
「
測
ら
れ
る
も
の
」
か
ら
二
重
に
遠
ざ
か
っ
て
ゐ
る
。
認
識
す

る
乙
と
即
ち
「
測
ら
れ
る
も
の
」
と
「
測
り
」
と
の
聞
の
測
ら
れ
う
る
関
係
を
見
る
こ
と
は
、

「
測
り
」
が
普
遍
妥
当
的
に
結
晶
せ
ら
れ

る
場
合
に
洗
錬
せ
ら
れ
て
来
る
。

「
測
り
」
の
最
も
洗
錬
せ
ら
れ
た
形
態
は
概
念
で
あ
る
が
、
乙
れ
に
よ
っ
て
人
は
甚
だ
遠
大
な
展
望
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
の
結
果
、
人
は
一
切
を
乙
れ
に
よ
っ
て
客
観
的
に
確
定
し
能
ふ
と
信
じ
る
に
至
る
程
で
あ
る
。
概
念
に
対

す
る
乙
の
確
信
は
人
間
認
識
と
し
て
こ
の
認
識
の
唯
一
性
の
信
念
ぞ
・
も
た
ら
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
こ
そ
、
か
h
る
思
考
が
自
己
を
構

成
す
る
の
に
従
ふ
伝
統
的
論
理
が
唯
一
の
論
理
と
考
へ
ら
れ
も
す
る
わ
け
で
あ
る
。
乙
の
論
理
の
本
質
的
構
造
は
次
ぎ
の
ニ
様
の
三
分
法

を
以
て
特
色
づ
け
る
ζ

と
が
で
き
よ
う
。
第
一
の
三
分
法
は
三
次
元
性
で
あ
る
。
即
ち
、
ハ
門
感
覚
が
感
覚
的
な
出
会
ひ
に
於
い
て
一
つ
の

事
象
を
合
成
体
と
し
て
把
へ
る
。

ω思
考
の
分
析
的
作
用
が
そ
の
合
成
体
を
特
色
－
つ
け
る
た
め
に
、
そ
の
合
成
体
か
ら
形
相
を
抽
出
す

る
。
臼
思
考
の
比
較
作
用
が
定
義
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
、
形
相
を
分
類
す
る
。
こ
の
三
次
元
性
と
し
て
の
三
分
法
は
抽
象
乃
至
分
割
の

三
階
梯
と
言
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
次
ぎ
に
第
二
の
三
分
法
は
先
程
か
ら
述
べ
ら
れ
て
ゐ
た
測
定
の
三
要
素
で
あ
る
。
乙
乙
で
誰
し
も
が
気

づ
く
こ
と
は
、
乙
の
場
合
、
人
は
「
測
る
も
の
」
と
し
て
「
測
ら
れ
る
も
の
」
と
「
測
り
」
と
の
関
係
を
客
観
的
に
見
て
ゐ
る
と
い
ふ
事

態
、
即
ち
、
人
は
事
象
の
外
に
立
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
態
で
あ
る
。
こ
の
思
考
次
元
に
於
い
て
は
思
考
は
常
に
単
純
に
普
遍
者
に
向
か
っ

て
直
線
的
に
進
む
あ
ま
り
、
イ
デ
ア
、
本
質
、
概
念
、
形
相
及
び
類
の
一
切
を
混
同
し
て
し
ま
ひ
、
そ
の
結
果
、
極
め
て
処
理
し
難
い
迷

誤
に
陥
る
。
思
考
は
ζ
ζ

で
は
個
体
か
ら
一
般
者
に
向
か
っ
て
動
く
。
そ
れ
は
即
ち
事
象
と
の
感
覚
的
趨
遁
に
始
ま
り
、
趨
遁
と
し
て
の



一
致
と
い
ふ
同
一
性
の
一
態
か
ら
自
己
を
概
念
に
向
け
て
距
離
－
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
縮
少
せ
し
め
つ
つ
、
定
識
に
於
い
て
終
結
せ
し

め
、
再
び
は
事
象
に
回
帰
し
な
い
。
こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
二
つ
あ
る
。
第
一
は
、
思
考
は
同
一
性
か
ら
出
発
し
な

が
ら
こ
れ
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
か
否
か
と
い
ふ
問
題
で
あ
る
。
成
る
程
、
思
考
は
難
遁
と
し
て
の
一
致
に
対
し
て
自
己
の
解
放
を

要
求
し
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
。
し
か
し
こ
の
同
一
性
は
感
覚
的
遡
遁
と
い
ふ
事
象
と
の
一
致
の
一
つ
の
在
り
方
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て
同
一

性
一
般
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
か
〉
る
状
態
か
ら
の
思
考
の
脱
出
は
そ
れ
だ
け
で
は
思
考
の
同
一
性
か
ら
の
逸
脱
を
意
味
し

は
し
な
い
。
否
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
、
思
索
は
こ
の
場
合
も
同
一
性
の
軸
線
か
ら
い
さ
さ
か
も
踏
み
外
し
て
は
ゐ
な
い
。
既
に
最
初
に
言
は

れ
た
通
り
、
思
索
は
同
一
性
な
し
に
は
成
立
し
な
い
。
個
体
か
ら
一
般
者
へ
進
む
過
程
も
、
本
来
相
異
る
も
の
同
士
の
個
と
普
遍
と
の
間

に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
ら
相
互
の
聞
に
或
る
一
定
の
こ
と
に
従
つ
て
の
同
一
に
即
し
た
肯
否
の
操
作
に
よ
る
聯
絡
可
能
性
を
辿
る
か
ら
こ

そ
、
思
考
に
於
い
て
実
現
せ
ら
れ
る
。
思
考
は
同
一
性
に
よ
っ
て
の
み
原
理
的
に
可
能
で
あ
る
。
同
一
性
の
位
相
差
の
存
在
に
つ
い
て

は
、
最
初
に
存
在
的
次
元
と
存
在
論
的
次
元
と
の
閣
の
根
本
的
差
違
が
触
れ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
同
じ
や
う
に
理
性
に
相
関
的
な
場
面
で
あ

つ
で
も
、
同
一
性
の
位
相
差
は
存
在
す
る
。
と
言
ふ
よ
り
も
、
正
し
く
は
同
一
性
の
運
動
の
次
元
た
る
理
性
に
於
い
て
、
同
一
性
は
そ
の

諸
相
を
開
示
す
る
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
乙
の
や
う
な
意
味
で
の
位
相
性
は
後
に
我
々
の
根
本
的
主
題
の
解
明
に
あ
た
っ
て
極
め

て
大
き
な
役
割
を
果
た
す
で
あ
ら
う
。
さ
て
、
二
つ
の
三
分
法
を
以
て
特
色
づ
け
ら
れ
た
拍
象
的
思
考
の
論
理
構
造
に
関
し
て
注
意
す
べ

き
第
こ
の
こ
と
は
、
既
に
書
か
れ
た
や
う
に
、

ζ

の
思
考
が
定
義
に
終
結
し
て
再
び
は
事
象
に
岡
帰
し
な
い
乙
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
も

は
や
個
体
の
価
値
と
出
来
事
の
唯
一
図
的
な
歴
史
性
が
占
め
る
べ
き
何
ら
の
場
所
も
あ
り
は
し
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
思
考
に
よ
る
限
り

Iま

一
切
の
事
象
に
関
す
る
一
切
の
判
断
は
、
帰
す
る
と
こ
ろ
、
普
遍
的
な
記
号
に
よ
る
説
明
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
そ

同
一
性
の
自
己
塑
性
に
つ
い
て
（
一
）

四
八



同
一
性
の
自
己
塑
性
に
つ
い
て
（
一
）

四
八

し
て
こ
の
型
の
判
断
は
自
然
科
学
、
人
文
科
学
の
別
を
聞
は
ず
、
科
学
的
思
考
の
全
体
を
成
す
も
の
で
あ
る
。
歴
史
的
認
識
が
自
然
科
学

と
は
異
っ
た
人
文
科
学
或
ひ
は
精
神
科
学
の
特
色
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
一
般
的
法
則
で
は
な
く
、
個
性
記
述
が
問
題
で
あ
る
と
仮
に
主
張

せ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
個
性
記
述
と
は
個
体
を
普
遍
的
記
号
で
類
型
佑
す
る
域
を
出
は
し
な
い
。
ひ
と
り
科
学
の
判
断
が
こ
の
や
う

な
普
遍
佑
の
構
造
を
有
つ
ば
か
り
で
は
な
く
、
日
常
性
に
於
け
る
普
通
の
判
断
も
、
そ
の
厳
密
度
に
差
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
論
理
構
造
と

し
て
は
や
は
り
同
じ
で
あ
っ
て
、
判
断
と
は
普
遍
佑
で
あ
り
、
即
ち
記
号
佑
に
す
ぎ
ず
、
も
は
や
事
象
に
回
帰
し
な
い
。
そ
の
意
味
で
は

個
体
の
品
位
と
か
価
値
は
他
の
個
体
に
も
ま
た
適
用
せ
ら
れ
う
る
記
号
に
よ
っ
て
の
一
般
的
説
明
と
い
ふ
普
遍
の
次
元
に
止
ま
る
乙
と
を

強
制
せ
ら
れ
、
そ
れ
と
し
て
は
判
断
せ
ら
れ
な
い
と
い
ふ
乙
と
に
な
る
の
か
。
判
断
と
は
か
く
て
事
象
に
於
け
る
主
客
の
感
覚
的
混
遁
と

い
ふ
一
致
と
し
て
の
同
一
性
の
一
つ
の
状
態
か
ら
、
或
る
一
定
の
こ
と
に
従
つ
て
の
同
一
を
事
象
内
部
に
あ
る
対
象
と
普
遍
者
の
次
元
に

あ
る
記
号
と
の
聞
に
主
観
が
発
見
し
そ
れ
に
同
一
佑
す
る
と
い
ふ
形
で
、
主
観
が
同
一
性
の
軸
性
に
沿
う
て
普
遍
者
へ
と
上
昇
し
つ
つ
、

対
象
か
ら
分
裂
し
事
象
と
の
距
離
を
設
定
し
て
、
展
望
を
拓
か
う
と
す
る
操
作
で
あ
る
の
か
。
抽
象
的
思
考
の
論
理
構
造
に
従
ふ
か
ぎ

り
、
さ
う
で
あ
る
と
言
は
ざ
る
を
得
な
い
ω

そ
れ
ゆ
ゑ
、
思
索
と
は
、
事
象
が
感
覚
的
同
一
性
か
ら
名
義
的
同
一
性
に
よ
っ
て
主
観
と
客

観
に
分
裂
し
、
定
義
に
於
い
て
述
語
と
主
語
と
い
ふ
形
式
で
の
概
念
的
同
一
性
を
実
現
す
る
運
覇
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
事
象
は
す
べ
て

そ
れ
と
し
て
の
自
己
同
一
性
を
保
つ
。
従
っ
て
右
の
思
索
の
事
態
は
次
ぎ
の
や
う
に
表
現
せ
ら
れ
る
。
思
索
と
は
、
同
一
性
が
同
一
性
か

ら
同
一
性
に
よ
っ
て
分
裂
し
同
一
性
を
回
復
す
る
運
動
で
あ
る
と
。
従
っ
て
、
思
索
と
は
た
し
か
に
同
一
性
の
自
己
運
動
に
は
違
ひ
な

ぃ
。
だ
が
、
乙
こ
で
考
へ
ら
れ
た
限
り
で
は
、
自
己
運
動
を
起
こ
す
同
一
性
の
最
初
は
、
単
な
る
事
象
、
即
ち
、

一
個
の
偶
有
的
な
存
在

様
態
と
し
て
の
断
片
的
な
寄
在
的
自
己
同
一
性
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
そ
の
運
動
が
行
は
れ
る
地
平
も
分
析
的
抽
象
的
な
理
性
で
あ
り
一
、
そ
の



運
動
の
到
達
点
と
し
て
の
概
念
的
同
一
性
も
僅
か
に
円
環
的
志
向
性
に
支
へ
ら
れ
た
若
干
の
局
面
に
つ
い
て
の
記
号
的
肯
定
に
す
ぎ
な

ぃ
。
こ
の
運
動
は
か
く
の
如
き
一
方
向
的
直
線
と
し
て
出
発
点
か
ら
の
距
離
の
増
大
が
純
佑
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
非
回
帰
的
傾
動
で
あ

る
。
而
も
こ
の
出
発
点
た
る
事
象
は
事
象
全
体
と
か
脊
在
者
の
全
聯
関
か
ら
一
応
任
意
に
瀞
離
せ
ら
れ
た
一
つ
の
断
片
的
乃
至
部
分
的
統

一
に
す
ぎ
な
い
中
間
者
で
あ
り
、
到
達
点
た
る
定
義
も
そ
れ
自
身
自
律
自
足
的
に
円
現
定
立
し
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
く
べ
必
然
的
に
他
の

定
義
を
倹
ち
、
ま
た
は
新
し
い
推
理
の
基
礎
と
な
る
中
間
者
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
こ
で
考
へ
ら
れ
た
同
一
性
の
自
己
運
動
は
要
す
る
に
中

問
者
よ
り
中
間
者
へ
の
動
き
と
し
て
本
質
的
に
中
間
的
経
過
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
で
考
へ
ら
れ
た
事
柄
を
甚
だ
重
要
な
乙
と
と
思
ふ

が
、
こ
れ
に
止
ま
ら
ず
、
こ
れ
を
利
用
し
な
が
ら
、
当
の
中
間
的
現
象
を
中
間
者
た
ら
し
め
て
ゐ
る
事
態
に
つ
い
て
尚
深
く
根
源
的
に
考

ヘ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

根

源

へ

の

方

向

に

つ

い

て

根
源
的
に
考
へ
る
と
は
考
へ
つ
つ
根
源
に
帰
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
考
へ
る
こ
と
で
み
の
る
が
ゆ
念
に
決
し
て
速
か
に
は
果
た
さ
れ
な

ぃ
。
考
へ
つ
つ
根
源
に
帰
る
と
は
一
歩
一
歩
論
理
を
辿
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
我
々
が
考
へ
る
と
は
そ
も
そ
も
如
何
な
る

事
態
で
ゐ
る
の
か
吊
前
節
で
極
め
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
や
う
に
、
そ
れ
は
同
一
性
が
理
性
に
於
い
て
運
動
す
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か

し
、
そ
の
同
一
性
は
今
ま
で
見
ら
れ
た
限
り
で
は
決
し
て
根
源
的
な
も
の
で
は
な
く
、
事
象
に
於
け
る
主
客
の
感
覚
的
趨
遁
と
い
ふ
言
は

Y
物
理
的
な
近
接
と
し
て
の
一
致
に
す
ぎ
ず
、
或
る
中
間
躍
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
尚
少
し
考
へ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
じ
の

中
間
性
は
さ
し
あ
た
り
主
題
的
事
象
の
偶
有
性
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
事
象
が
言
は
Y
存
在
者
の
全
体
か
ら
任
意
に
潜
離
せ
し
め

同
一
性
の
自
己
塑
性
に
つ
い
て
こ
）

四
八
三
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ら
れ
て
主
題
と
な
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
の
中
間
性
は
我
々
と
し
て
は
こ
の
際
如
何
と
も
な
し
難
い
事
実
性
と
し
て
引
き
受
け
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
我
々
が
乙
の
中
間
躍
を
超
克
す
る
乙
と
が
仮
り
に
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
こ
れ
を
引
き
受
け
る
乙
と
か
ら
出
発
し
て
の
上

で
な
け
れ
ば
、
捷
ら
に
空
中
楼
閣
を
想
ふ
に
す
ぎ
な
い
。
思
考
と
い
ふ
現
象
は
極
め
て
日
常
的
な
場
面
に
も
見
出
さ
れ
る
事
実
で
あ
る
。

そ
の
構
造
を
↓
般
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
我
々
は
先
づ
我
々
に
最
も
手
近
か
な
事
実
性
と
し
て
の
乙
の
中
間
態
か
ら
考
ヘ

て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
こ
の
こ
と
に
関
す
る
限
り
、
我
々
は
今
、
更
に
根
源
に
進
ま
う
と
言
っ
て
も
、

一
歩
も
深
ま
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
問
題
は
思
考
の
出
発
点
と
し
て
の
こ
の
中
間
的
偶
有
的
事
象
が
今
ま
で
感
覚
的
趨
遁
と
い
ふ
形
式
で
の
主
客

の
一
致
と
し
て
同
一
性
と
せ
ら
れ
て
ゐ
た
酷
で
あ
る
。
そ
れ
は
未
だ
反
省
に
よ
る
概
念
的
な
主
客
の
対
立
分
化
が
な
さ
れ
て
ゐ
な
い
と
い

ふ
意
味
で
は
た
し
か
に
一
つ
の
主
客
未
分
の
一
致
状
態
で
あ
る
と
言
ふ
乙
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
既
に
趨
遁
と
あ
る
以
上
は
ニ
つ
に

区
別
せ
ら
れ
た
存
在
者
の
出
会
ひ
で
あ
る
こ
と
は
当
然
予
測
せ
ら
れ
る
。
と
い
ふ
こ
と
は
感
覚
的
一
致
と
は
決
し
て
こ
の
事
象
の
そ
れ
と

し
て
の
根
源
的
な
同
一
性
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
既
に
別
々
の
も
の
が
た
だ
感
覚
と
い
ふ
こ
と
に
従
っ
て
相
関

的
に
な
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
一
致
に
す
ぎ
な
い
。
時
間
的
に
は
同
時
発
生
の
場
合
も
あ
ら
う
が
、
構
造
的
に
は
か
か
る
感
覚
的
同
一
性
の
根

抵
に
、
相
岐
れ
で
は
感
覚
的
理
還
の
主
客
と
な
り
う
る
と
こ
ろ
の
、
ま
た
別
様
に
相
岐
れ
て
別
様
の
感
覚
的
趨
遁
の
別
様
の
主
客
と
も
な

・0
う
る
と
こ
ろ
の
何
物
か
が
あ
る
。
こ
こ
で
人
は
決
し
て
何
ら
か
神
秘
的
な
も
の
を
考
へ
て
は
な
ら
な
い
。
乙
の
何
物
か
は
強
ひ
て
名
づ

け
れ
ば
存
在
者
の
夜
で
あ
る
。
ま
た
は
全
体
的
背
景
現
象
住
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
そ
こ
に
於
い
て
本
当
に
何
ら
の
主
客
の
対
立
も
な

く
、
し
か
し
そ
の
色
々
の
対
立
へ
の
転
佑
が
可
能
で
あ
り
、
若
干
の
存
在
者
が
伺
れ
も
未
だ
醒
め
ず
に
包
含
せ
ら
れ
て
ゐ
る
、
或
る
限
定

的
全
体
を
成
す
偶
有
的
事
象
と
し
て
の
自
己
同
一
性
の
一
態
に
外
な
ら
な
い

3

そ
の
周
辺
の
限
界
線
は
決
し
て
引
く
こ
と
が
で
き
な
い
。



何
故
な
ら
ば
、
乙
の
夜
か
ら
醒
め
出
る
対
立
が
感
覚
的
で
あ
れ
ま
た
は
直
ち
に
概
念
的
で
あ
れ
と
も
か
く
そ
れ
に
応
じ
た
一
致
を
生
ひ
こ

と
を
介
し
て
同
一
性
を
白
日
に
於
い
て
回
復
し
よ
う
と
す
る
運
動
の
規
模
に
よ
っ
て
、
乙
の
夜
そ
の
も
の
が
伸
縮
す
る
か
ら
で
あ
る
。
乙

の
限
界
の
不
明
な
こ
と
は
こ
の
夜
と
し
て
の
事
象
の
同
一
性
が
そ
れ
自
身
中
問
題
で
め
る
こ
と
を
告
げ
て
ゐ
る
。
我
々
は
今
こ
の
偶
有
的

事
象
の
そ
れ
と
し
て
の
根
抵
的
同
一
位
を
か
か
る
夜
に
於
い
て
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
覚
的
遡
遁
の
更
に
根
抵
に
あ
る
同
一
性
を
求

め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
具
体
的
な
事
象
が
本
来
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
が
帰
ら
う
と
す
る
根
源
は
こ
の
夜
の
無
際

限
な
深
み
の
方
に
求
め
ら
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
し
か
し
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ら
う
か
。
も
し
そ
れ
が
世
界
と
か
宇
宙
全
体
と
い

ふ
方
向
で
あ
る
と
言
ふ
の
な
ら
ば
、
我
々
は
広
莫
た
る
時
空
閣
の
ひ
ろ
が
り
に
向
か
ふ
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
に
つ
い
て
我
々
は
次

ぎ
の
や
う
に
ニ
様
に
考
へ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
既
に
我
々
が
見
て
来
た
や
う
に
、
時
閣
が
排
拒
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
以
上
、

先
づ
時
空
閣
の
成
立
の
相
対
性
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
も
し
時
空
間
の
ひ
ろ
が
り
自
体
に
根
源
を
認
め
よ
う
と
す
る
な

ら
ぱ
、
明
ら
か
に
背
理
に
外
な
ら
な
い
。
次
ぎ
に
そ
れ
な
ら
ば
、
乙
の
ひ
ろ
が
り
を
意
識
さ
せ
る
や
う
に
し
て
こ
の
ひ
ろ
が
り
の
中
に
位

置
し
運
動
す
る
諸
存
在
者
の
原
質
と
し
て
何
ら
か
第
一
質
料
に
象
徴
せ
ら
れ
る
や
う
な
物
質
を
根
源
的
同
一
性
と
見
た
て
う
る
か
。
そ
の

や
う
な
も
の
を
何
も
時
空
閣
の
内
部
に
の
み
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
論
理
的
必
然
性
は
何
処
に
も
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
時
空
聞
を
包

越
も
し
う
る
も
の
と
し
て
も
一
向
差
し
支
へ
な
い
が
、
そ
の
や
う
な
物
質
を
根
源
的
同
一
性
と
見
た
て
う
る
か
。
そ
の
や
う
な
も
の
が
何

ら
か
の
形
で
自
己
同
一
を
保
つ
こ
と
は
考
へ
ら
れ
る
か
ら
、
そ
れ
が
存
在
的
同
一
性
を
も
っ
同
一
者
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
無
論
許
さ
れ

る
。
し
か
し
、
仮
に
そ
の
や
う
な
も
の
が
あ
る
と
し
た
場
合
、
次
ぎ
の
二
つ
の
何
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
づ
、
そ
の
も
の
は
一

人
の
巨
大
な
プ
ロ
テ
ウ
ス
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
ら
の
内
部
に
変
幻
の
あ
ら
ゆ
る
条
件
を
備
へ
て
居
り
、
あ
た
か
も
第
一
質
料
の
や
う
に
も

同
一
性
の
自
己
塑
性
に
つ
い
て
（
一
）

四
八
五
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見
え
る
こ
と
も
あ
る
と
い
ふ
風
に
考
へ
ら
れ
る
。
し
か
し
乙
の
場
合
は
存
在
の
最
も
基
本
的
な
事
実
で
あ
る
個
体
の
個
体
性
が
喪
は
れ
、

例
へ
ば
確
保
せ
ら
る
べ
き
我
の
容
在
も
そ
の
座
を
失
ふ
た
め
、
決
し
て
正
し
い
考
へ
方
と
は
言
へ
な
い
。
従
っ
て
次
ぎ
に
、
そ
の
も
の
を

純
粋
に
物
質
と
し
て
考
へ
る
外
な
い
、
即
ち
、
そ
の
も
の
に
は
そ
の
も
の
の
変
佑
に
必
要
な
諸
々
の
条
件
の
す
べ
て
が
内
属
し
て
ゐ
る
の

で
は
な
く
、
外
的
な
諸
々
の
条
件
に
応
じ
て
高
次
の
色
々
な
存
在
者
に
発
展
的
に
形
属
せ
ら
れ
る
可
能
有
と
し
て
考
へ
る
外
な
い
。
さ
う

す
れ
ば
こ
れ
は
ま
が
ふ
こ
と
な
き
第
一
質
料
と
し
て
の
物
質
で
あ
り
、
確
か
に
唯
物
論
と
し
て
は
一
元
佑
せ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
外
的
な

諸
々
の
条
件
と
い
ふ
要
素
の
た
め
に
そ
れ
自
ら
は
根
源
と
し
て
の
絶
対
性
を
失
ふ
で
あ
ら
う
。
も
ち
ろ
ん
、
乙
れ
に
対
し
て
、
外
的
な
諸

条
件
と
言
は
れ
た
も
の
も
当
の
物
質
か
ら
形
成
せ
ら
れ
た
色
々
の
穿
在
者
相
互
の
作
用
に
よ
っ
た
も
の
で
、
実
は
他
を
侯
ち
は
し
な
い
と

反
対
す
る
乙
と
も
一
応
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
当
の
物
質
は
あ
ら
ゆ
る
寄
在
者
の
原
初
形
態
と
自
己
形
成

原
因
と
を
兼
ね
そ
な
へ
て
宇
宙
を
ひ
た
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
で
も
言
ふ
の
か
。
そ
れ
な
ら
ば
帰
す
る
と
こ
ろ
前
に
否
定
せ
ら
れ
た
プ
ロ
テ
ウ

ス
に
な
り
は
し
な
い
か
。
或
ひ
は
過
去
に
於
い
て
或
る
原
初
形
態
を
呈
し
て
容
在
し
そ
の
内
包
す
る
形
腐
力
に
よ
っ
で
意
識
の
な
い
寄
在

者
の
夜
か
ら
意
識
を
も
含
め
た
今
日
の
多
様
を
示
す
事
象
全
体
に
ま
で
発
展
し
て
来
た
根
源
者
で
あ
る
と
で
も
言
ふ
の
か
。
そ
れ
な
ら
ば

根
源
と
は
低
次
の
未
発
展
の
状
態
堂
一
小
す
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
な
る
と
乙
乙
に
二
つ
の
困
難
が
生
じ
る
。
第
一
は
方
法
的
な
問
題
で
あ
る

が
、
も
し
根
源
が
右
の
や
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
根
漉
に
復
帰
す
る
思
索
と
は
実
証
的
歴
史
研
究
の
課
題
と
な
り
、
そ
の
方
法
は
主
客
対

立
関
係
を
基
盤
と
す
る
科
学
的
論
理
と
し
て
の
抽
象
的
思
惟
に
よ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
も
そ
も
我
々
が
根
源
へ
の
志
向
を
論
理

的
に
導
出
し
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
や
う
な
科
学
的
思
惟
と
い
ふ
中
間
的
推
移
の
非
充
足
性
を
指
摘
し
、
そ
の
中
間
者
成
立
の
根
拠
を
求

め
よ
う
と
し
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
こ
と
を
仮
り
に
度
外
視
す
る
と
し
て
、
そ
の
や
う
な
実
証
的
歴
史
研
究
が
右
の
や
う
な
意



味
で
の
根
源
を
研
究
し
え
た
と
仮
定
し
て
も
、
我
々
が
求
め
て
ゐ
る
の
は
、
何
故
そ
の
や
う
な
根
源
が
寄
在
し
う
る
か
、
ま
た
何
故
そ
の

や
う
な
自
然
発
展
が
あ
る
の
か
と
い
ふ
根
拠
で
あ
る
。
根
拠
を
自
ら
の
内
に
も
た
な
い
根
源
と
は
何
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
尚
中
間
者
に

す
ぎ
ず
、
根
源
の
名
に
背
く
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
が
意
識
の
底
の
根
源
を
物
質
の
方
向
に
求
め
よ
う
と
し
た
こ
と
は
誤
り
で
あ
っ

た
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
別
に
ど
の
や
う
な
進
み
方
が
あ
る
で
あ
ら
う
か
。
意
識
を
支
へ
る
も
の
と
し
て
物
的
高

在
の
世
界
へ
の
下
降
が
失
敗
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
今
度
は
無
意
識
の
深
層
に
根
源
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
だ
が
意
識
以
前
の
単

な
る
無
意
識
の
世
界
は
そ
こ
か
ら
意
識
が
生
じ
る
層
で
あ
る
と
は
言
つ
で
も
二
一
通
り
に
分
け
て
考
へ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
先
づ
、

そ
れ
を
物
質
の
物
理
的
な
存
在
関
係
に
於
い
て
見
ら
れ
る
や
う
な
意
識
の
候
如
と
す
る
な
ら
ば
、
仮
り
に
そ
こ
に
意
識
へ
の
展
開
可
能
性

を
認
め
る
と
し
て
も
、
問
題
の
場
面
は
既
に
物
質
的
聯
関
で
あ
り
、
た
っ
た
今
否
定
せ
ら
れ
た
考
へ
方
に
還
元
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
な
ら
ば

次
ぎ
に
、
そ
れ
を
意
識
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
意
識
即
ち
意
識
下
の
現
象
と
し
て
把
へ
る
外
な
い
。
そ
の
方
向
に
事
象
の
根
源
を
求
め
る
と
は

ど
う
い
ふ
乙
と
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
即
ち
予
め
意
識
的
容
在
と
物
的
存
在
と
を
分
け
て
、
前
者
の
意
識
の
深
層
に
事
象
の
根
源
を
置
か
う

と
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
事
象
の
解
釈
の
根
源
を
そ
こ
に
求
め
る
の
な
ら
ば
そ
れ
で
も
よ
い
場
合
が
あ
ら
う
が
、
事
象
そ
の
も
の
の

存
立
根
拠
が
そ
の
や
う
に
物
的
存
在
か
ら
峻
別
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
物
的
存
在
が
深
層
意
識
の
産
物
で
あ
ら
う
筈
が
な
い
。
仮

に
さ
う
い
ふ
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
こ
の
や
う
な
対
立
の
さ
せ
方
自
体
が
、
我
々
が
そ
れ
の
非
充
足
性
を
指
摘
し
、
そ
れ
ゆ
ゑ
そ
れ

の
根
拠
を
聞
は
う
と
し
て
ゐ
る
主
客
対
立
的
思
考
方
法
を
基
盤
と
す
る
抽
象
的
思
考
に
外
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
我
々
が
聞
は
う
と
し
た

こ
と
を
こ
れ
で
は
裏
切
る
こ
と
に
な
る
。
我
々
は
今
ま
で
根
源
に
帰
ら
う
と
し
て
、
感
覚
的
一
致
の
更
に
基
底
に
あ
る
存
在
者
の
夜
と
し

て
の
偶
有
的
事
象
の
存
在
的
同
一
性
に
到
達
し
、
そ
れ
を
介
し
て
こ
の
夜
の
深
み
の
方
向
に
探
索
の
歩
を
進
め
た
が
、
そ
の
試
み
は
悉
く

同
一
性
の
自
己
塑
性
に
つ
い
て
（
一
）

四
八
七
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失
敗
し
た
。
即
ち
、
或
る
も
の
は
最
初
か
ら
明
ら
か
な
背
理
で
あ
り
、
或
る
も
の
は
原
理
的
に
否
定
せ
ら
れ
る
方
法
で
あ
り
、
或
る
も
の

は
自
己
矛
盾
に
陥
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
失
敗
は
何
れ
も
論
理
的
に
当
然
で
あ
っ
て
、
何
も
力
の
不
足
に
由
来
す
る
挫
折
で
は
な

ぃ
。
と
い
ふ
乙
と
は
、
根
源
を
聞
は
う
と
す
る
形
市
上
学
が
本
来
的
に
循
環
論
に
陥
る
と
い
ふ
乙
と
で
は
な
い
の
か
。
だ
が
そ
の
や
う
に

速
断
す
る
前
に
失
敗
の
原
因
は
果
し
て
何
処
に
あ
っ
た
か
を
聞
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
根
源
を
聞
は
う
と
す
る
形
而
上
学
的
な

企
て
が
不
毛
で
あ
る
と
言
ふ
前
に
、
そ
の
間
ひ
か
け
の
探
索
方
向
が
正
し
か
っ
た
か
ど
う
か
を
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
何

故
あ
の
夜
か
ら
夜
の
無
際
限
な
深
み
の
方
に
探
索
の
歩
を
進
め
た
の
か
。
こ
れ
が
乙
の
際
の
唯
一
の
方
向
で
あ
る
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
は
、
我
々
が
乙
乙
で
今
ま
で
ど
う
い
ふ
風
に
論
じ
て
来
た
か
を
顧
る
外
な
い
。
思
索
即
ち
同
一
性
の
自
己
運
動
は
今
ま
で
見

ら
れ
た
限
り
で
は
一
個
の
偶
有
的
事
象
の
主
客
未
分
の
寄
在
的
自
己
同
一
性
が
主
客
分
立
と
一
致
の
諸
形
態
を
経
て
定
載
の
形
式
を
成
す

概
念
的
自
己
同
一
性
に
ま
で
純
佑
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
中
間
者
よ
り
中
間
者
へ
の
運
動
で
あ
る
。
乙
れ
ら
が
何
故
中
間
者
で
あ
る
か
と
い
ふ

乙
と
は
説
明
せ
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
を
中
間
者
た
ら
し
め
て
ゐ
る
根
源
は
何
か
を
聞
は
う
と
し
た
わ
け
で
あ
っ
た
。
と
乙
ろ

で
、
根
源
と
は
当
然
単
な
る
抽
象
的
概
念
で
あ
る
筈
は
な
い
。
然
る
に
右
に
見
ら
れ
た
限
り
で
は
、
同
一
性
の
運
動
は
事
象
の
具
体
性
か

ら
は
遠
ざ
か
り
抽
象
化
の
方
向
に
あ
っ
た
か
ら
、
根
源
を
求
め
る
に
は
必
然
的
に
乙
の
運
動
の
方
向
と
は
逆
に
探
索
の
歩
を
進
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
ζ

で
運
動
の
出
発
点
の
更
に
背
後
に
根
源
を
求
め
よ
う
と
努
力
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
乙
の
努
力
は
恰
か

も
、
単
に
時
間
的
に
先
な
る
も
の
が
根
源
で
あ
る
と
か
、
質
料
的
具
体
性
の
み
を
具
体
性
と
な
す
と
か
い
ふ
考
へ
方
に
類
似
し
た
論
の
進

め
方
に
見
え
る
乙
と
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
決
し
て
そ
の
や
う
に
非
合
理
的
に
考
へ
ょ
う
と
し
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
。
根
源
を
右
に
見
ら
れ

た
同
一
性
の
運
動
の
方
向
に
求
め
る
と
い
ふ
こ
と
も
確
か
に
企
て
て
み
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
人
は
言
ふ
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ



で
の
我
々
の
条
件
に
於
い
て
、
そ
れ
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
は
結
局
失
敗
に
帰
し
た
け
れ
ど
も
、
我
々
が
こ
こ
で
求

め
た
方
向
は
、
乙
乙
で
の
限
り
論
理
的
に
全
《
正
し
い
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
は
ぎ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
我
々
は

も
は
や
こ
れ
以
上
は
何
も
進
め
ず
、
根
源
に
つ
い
て
は
不
可
知
論
を
証
明
し
た
こ
と
に
な
る
の
か
。
か
や
う
に
速
断
す
る
前
に
、
我
々
は

も
う
一
度
乙
乙
で
の
企
て
に
つ
い
て
反
省
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ら
う
。
我
々
は
あ
ま
り
に
も
単
純
に
直
線
的
に
根
源
へ
の
復
帰
を
急
ぎ
す

ぎ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
。
最
初
の
手
が
か
り
に
我
々
が
感
覚
的
趨
遁
と
し
て
の
中
間
的
偶
有
的
事
象
を
把
へ
た
の
は
正
し
い
が
、
そ
こ

か
ら
直
接
に
根
源
に
至
り
う
る
と
予
測
し
た
こ
と
は
誤
謬
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
我
々
は
未
だ
同
一
性
の
運
動
の
す
べ
て
を
尽
く
し
た

と
い
ふ
証
拠
を
有
っ
て
ゐ
な
い
か
ら
、
同
一
性
が
単
に
抽
象
佑
に
向
か
っ
て
直
進
す
る
も
の
に
限
る
と
は
言
へ
な
い
筈
で
あ
る
。
本
当
に

同
一
性
の
す
べ
て
の
運
動
は
こ
の
や
う
に
抽
象
佑
へ
の
一
方
向
的
運
動
と
し
て
事
象
に
回
帰
す
る
こ
と
は
な
い
の
か
。
我
々
は
再
び
そ
の

運
動
の
形
態
と
構
造
に
注
目
し
て
判
断
に
つ
い
て
省
察
し
よ
う
。
何
故
な
ら
ば
同
一
性
の
運
動
と
は
思
索
で
あ
り
、
思
索
は
判
断
に
於
い

て
現
象
の
典
型
を
示
‘
す
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
本
節
で
の
詰
み
は
失
敗
で
あ
り
、
根
源
へ
の
方
向
は
別
途
に
企
て
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
乙
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
節
は
思
索
の
体
系
的
全
体
か
ら
み
る
と
き
、
甚
だ
し
い
迂
路
で
あ
ら
う
が
、
乙
の
迂
固
に
よ
っ
て

否
定
的
に
導
出
せ
ら
れ
た
事
象
回
帰
的
判
断
の
有
無
を
調
べ
る
こ
と
の
必
然
性
は
、
こ
こ
で
扱
は
れ
た
同
一
性
の
抽
象
佑
的
運
動
へ
の
省

察
に
於
い
て
は
不
可
能
と
せ
ら
れ
た
根
源
へ
の
ア
ン
キ
パ
シ
エ
ー
を
少
く
も
期
待
さ
せ
る
で
あ
ら
う
。
い
づ
れ
に
せ
よ
、
中
間
者
よ
り
中

問
者
へ
の
単
な
る
中
間
的
経
過
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
た
と
乙
ろ
の
こ
こ
ま
で
の
同
一
性
の
運
動
は
、
今
や
そ
れ
が
中
間
者
で
あ
る
所
以

に
関
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
を
中
間
者
と
し
て
脊
立
さ
せ
て
ゐ
る
根
拠
に
関
し
て
、
再
ぴ
判
断
論
を
介
し
て
、
問
ひ
直
き
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
右
に
既
に
述
べ
ら
れ
た
や
う
に
、
直
線
的
に
事
象
か
ら
距
離
を
と
る
判
断
と
は
別
に
、
円
環
的
に
事
象
に
回
帰
す
る
判

凋
一
位
の
自
己
塑
性
に
つ
い
て
（
一
）

四
八
九
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一
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自
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断
が
あ
る
か
な
い
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
や
う
な
も
の
で
、
い
か
な
る
構
造
を
も
つ
か
を
問
ふ
乙
と
に
始
ま
る
。

回
帰
的
判
断
に
於
け
る
回
帰
の
諸
相

定
義
に
自
己
を
結
品
せ
し
め
る
抽
象
的
判
断
が
事
象
を
遠
ざ
か
り
、
も
は
や
事
象
に
回
帰
し
な
い
と
い
ふ
の
は
本
当
で
あ
る
か
。
抽
象

と
は
要
ら
ざ
る
を
捨
て
て
本
質
的
に
重
要
な
も
の
の
み
を
拍
き
と
り
、
か
く
て
定
義
と
い
ふ
純
化
せ
ら
れ
た
判
断
に
於
い
て
事
象
の
本
質

を
明
ら
か
に
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
本
質
と
は
事
象
の
核
心
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
ゑ
、
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
抽
象
的
判
断
と
は
最
も

卓
れ
た
意
味
で
事
象
に
回
帰
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
否
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
事
象
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
お
よ
そ
正
し

い
判
断
で
あ
る
限
り
は
起
こ
り
え
な
い
乙
と
で
は
な
い
か
。
何
故
な
ら
ば
、
真
理
と
は
判
断
が
事
象
と
一
致
す
る
こ
と
で
あ
ら
う

0

．既げい

事
象
か
ら
の
帯
離
が
そ
の
名
に
相
応
し
い
判
断
に
は
あ
り
え
な
い
以
上
、
事
象
へ
の
回
帰
も
判
断
に
関
し
て
は
無
意
味
で
は
な
い
か
。
今

言
は
れ
た
こ
れ
ら
の
こ
と
は
↓
応
は
肯
捺
に
当
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
見
方
は
い
づ
れ
も
表
面
的
で
あ
る
。
屡
々
回
帰
と

い
ふ
言
葉
が
書
か
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
事
象
か
ら
の
帯
離
の
対
概
念
で
は
な
い
。
し
か
し
、
抽
象
的
定
義
は
そ
れ
に
至
る
思
索
の
運

動
が
そ
こ
か
ら
発
し
た
事
象
そ
の
も
の
か
ら
距
離
が
な
い
と
言
ふ
こ
と
が
で
き
る
か
。
思
索
が
そ
乙
か
ら
発
し
た
事
象
も
そ
れ
と
し
て
の

容
在
的
自
己
同
一
性
で
あ
る
か
ら
、
抽
象
的
定
義
と
い
ふ
概
念
的
同
一
性
に
至
る
運
動
全
体
は
前
述
し
た
や
う
に
同
一
性
の
自
己
運
動
で

あ
る
。
従
っ
て
、
同
一
性
に
相
関
的
で
あ
る
限
り
に
於
い
て
は
、
抽
象
的
定
議
も
そ
れ
が
そ
ζ

か
ら
生
れ
て
来
た
事
象
も
、

一
個
の
同
一

性
の
運
動
と
い
ふ
事
象
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、
決
し
て
事
離
関
係
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
両
者
は
夫
々
こ
の
一
方
向
的

な
運
動
の
到
達
点
と
出
発
点
と
い
ふ
関
係
に
あ
る
以
上
は
両
者
の
聞
に
距
離
の
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ら
う
。
既
に
こ
の
や
う
に
距
離
に



於
い
て
立
つ
限
り
、
抽
象
的
定
義
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
本
質
と
は
仮
り
に
事
象
の
核
心
を
衝
い
て
ゐ
る
場
合
で
も
、
遥
か
に
眺

め
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
定
載
に
は
必
ら
ず
類
種
関
係
と
い
ふ
普
遍
概
念
関
係
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
遥

か
に
眺
め
ら
れ
る
と
は
、
こ
の
場
合
、
事
象
は
既
に
普
遍
的
記
号
の
次
元
に
還
元
せ
ら
れ
る
た
め
前
述
の
円
環
的
志
向
性
の
力
動
的
場
に

投
げ
こ
ま
れ
、
或
る
一
定
の
こ
と
に
従
つ
て
の
分
析
を
施
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
、
即
ち
、
事
象
の
核
心
は
こ
こ
で
は
も
は
や
事
象
そ

の
も
の
の
核
心
を
意
味
せ
ず
、
或
る
何
ら
か
の
問
題
位
相
に
於
い
て
の
そ
の
事
象
の
中
心
的
意
義
と
い
ふ
も
の
に
変
質
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ

る
。
従
っ
て
、

一
般
に
は
抽
象
的
思
考
は
事
象
の
核
心
と
し
て
の
本
質
を
そ
の
ま
ま
に
把
へ
は
し
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
抽
象

的
判
断
は
事
象
か
ら
遠
、
ざ
か
る
傾
向
に
あ
る
と
言
は
、
ざ
る
を
え
な
い
。
遠
ざ
か
る
が
ゆ
ゑ
に
よ
く
見
え
る
と
言
ふ
乙
と
も
あ
る
。
こ
の
種

の
判
断
巻
徒
ら
に
攻
撃
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
判
断
に
執
す
る
か
ぎ
り
は
、
前
節
で
述
べ
ら
れ
た
や
う
に
、
同
一
性
に
関

す
る
根
源
的
な
も
の
は
何
も
明
ら
か
に
な
り
は
し
な
い
の
で
、
別
に
何
ら
か
の
道
を
探
さ
う
と
し
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
。
事
象
に
回
帰
す

る
判
断
に
関
し
て
そ
の
有
無
及
び
構
造
を
聞
は
う
と
い
ふ
問
題
提
出
は
、
今
や
確
か
に
正
当
佑
せ
ら
れ
た
と
思
ふ
。

本
論
文
は
都
合
に
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を
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。
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