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け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
か
ら
も
容
易
に
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
松
下
の
政
治

に
対
す
る
考
え
方
な
り
さ
ま
ざ
ま
な
提
言
は
、
松
下
自
身
の
長
年
に
わ
た
る

事
業
経
営
の
体
験
と
思
索
の
な
か
か
ら
形
づ
く
ら
れ
た
経
営
理
念
や
経
営
手

法
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
、
松
下
が
唱
え
た
「
道
州
制
」

「
北
海
道
独
立
論
」
は
、
松
下
の
代
表
的
な
経
営
理
念
の
一
つ
で
あ
る
「
自

主
責
任
経
営
」
の
考
え
方
を
ベ
ー
ス
に
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
し
、「
無
税

国
家
構
想
」
も
企
業
会
計
の
導
入
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
政

治
す
な
わ
ち
国
家
経
営
に
お
い
て
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
基
本
理
念
の
確
立
が

大
切
だ
と
し
て
い
る
こ
と
も
そ
の
現
わ
れ
と
い
え
よ
う
。
松
下
は
、
企
業
経

営
を
進
め
る
上
で
最
も
大
切
な
こ
と
と
し
て
、
何
の
た
め
に
経
営
を
行
う
の

か
、
ど
の
よ
う
に
経
営
を
行
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
経
営
理
念
を
し
っ
か
り

確
立
す
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
が
、
政
治
に
お
い
て
も
、
や
は
り
ま
ず
国
家

経
営
の
基
本
理
念
、
基
本
方
針
の
確
立
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
た
。

理
念
は
、
ち
ょ
う
ど
航
海
を
す
る
際
の
目
標
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

航
海
を
す
る
と
き
に
は
、
ま
ず
船
を
出
す
目
的
に
従
っ
て
、
い
つ
ま
で
に
ど

こ
へ
行
こ
う
と
い
う
目
標
を
立
て
る
。
そ
し
て
、
そ
の
目
標
に
照
ら
し
て
航

海
の
日
程
を
組
ん
で
い
く
わ
け
で
あ
る
。
海
へ
乗
り
出
し
た
も
の
の
、
西
へ

行
く
の
か
東
へ
行
く
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
の
で
は
、
ど
の
方
向
に

舵か
じ

を
取
っ
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
。
政
治
も
こ
れ
と
同
じ
で
、
政
治
の
基
本

理
念
を
正
し
く
明
確
に
打
ち
出
す
こ
と
が
国
を
運
営
し
て
い
く
上
で
き
わ
め

て
大
切
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
真
の
繁
栄
を
生
む
力
強
い
政
治
は
決

し
て
生
ま
れ
て
こ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

特
に
松
下
は
、
日
本
の
戦
後
政
治
の
混
迷
混
乱
は
、
そ
う
し
た
国
家
経
営

の
明
確
な
理
念
、
基
本
方
針
が
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
、
国
家
経
営
の

基
本
方
針
に
つ
い
て
、
会
社
に
社
是
が
あ
る
ご
と
く
、
国
家
に
「
国
是
」
の

あ
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
だ
と
し
、
そ
の
国
是
を
、
国
家
百
年
の
大
計
に
基

づ
き
、
早
急
に
確
立
す
べ
き
だ
と
提
言
し
て
い
る
（
あ
た
ら
し
い
日
本
・
日

本
の
繁
栄
譜
１７
「
国
是
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
」
昭
和
四
十
一
年
六
月
号
）。

で
は
、
政
治
す
な
わ
ち
国
家
経
営
の
基
本
理
念
、
基
本
方
針
を
、
松
下
は

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
何
の
た
め
に
こ
の
国
を

経
営
す
る
の
か
と
い
う
政
治
の
目
的
に
つ
い
て
、
松
下
は
次
の
よ
う
に
い
っ

て
い
る
。

「
政
治
の
究
極
の
目
的
は
人
々
の
幸
せ
を
も
た
ら
す
た
め
と
い
う
か
、
す

べ
て
の
人
が
い
き
い
き
と
仕
事
に
励
み
、
生
活
を
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る
社

会
を
つ
く
る
こ
と
に
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
国
民
の
繁
栄
、
平
和
、
幸
福

を
も
た
ら
す
た
め
に
政
治
が
行
わ
れ
る
」

そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
政
治
の
目
的
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
達
成
で
き
る

の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
松
下
は
、「
欲
望
が
適
正
に
満
た
さ
れ
る
こ
と

だ
」
と
い
う
。

人
間
に
は
い
ろ
い
ろ
な
欲
望
が
あ
る
。
食
欲
や
性
欲
な
ど
の
本
能
的
な
欲

望
も
あ
れ
ば
、
名
誉
欲
や
知
識
欲
と
い
っ
た
精
神
的
な
欲
望
も
あ
る
。
あ
る

い
は
、
こ
う
い
う
仕
事
を
し
て
自
分
を
生
か
し
た
い
と
い
う
よ
う
な
欲
望
も

あ
る
。
そ
う
い
う
諸
々
の
欲
望
を
満
た
し
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
さ
ま
ざ

ま
な
営
み
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
も
し
欲
望
と
い
う
も
の
が
ま
っ

た
く
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
世
の
中
に
は
何
の
活
動
も
起
こ
っ
て
こ
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
欲
望
は
す
べ
て
の
人
間
活
動
の
源
泉
で
あ
り
原

動
力
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
も
、
こ
の
欲
望
は
人
間
み
ず
か
ら
が
つ
く

�
人
間
の
欲
望
を
適
正
に
満
た
す
政
治

松
下
幸
之
助
の
政
治
観

│
│
国
家
経
営
の
基
本
理
念

か
つ
大
に
な
っ
て
く
る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
」
と
い
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、
松
下
は
、
政
治
を
き
わ
め
て
大
事
な
も
の
と
考
え
、

政
治
が
お
互
い
の
国
民
生
活
に
と
っ
て
い
か
に
大
切
か
と
い
う
こ
と
を
繰
り

返
し
世
に
訴
え
て
い
た
。
第
二
次
大
戦
後
に
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
を
創
設
し
た
の

も
、
当
時
の
政
治
に
対
す
る
公
憤
が
一
つ
の
動
機
で
あ
っ
た
。
敗
戦
後
の
食

べ
る
に
食
糧
が
な
く
、
住
む
に
家
が
な
い
と
い
う
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し

て
、
ま
た
、
あ
ま
り
に
も
非
効
率
で
人
情
の
機
微
を
無
視
し
た
政
治
が
行
わ

れ
て
い
る
姿
を
見
て
、
松
下
は
、〝
国
民
活
動
の
す
べ
て
に
影
響
を
及
ぼ
す

政
治
が
安
定
し
、
よ
く
な
ら
な
け
れ
ば
、
ま
と
も
な
企
業
活
動
も
で
き
な
い

し
、
国
民
の
幸
せ
も
な
い
。
政
治
を
し
っ
か
り
し
た
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、

産
業
人
と
い
え
ど
も
一
国
民
と
し
て
政
治
に
対
し
て
提
言
を
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
〞
と
考
え
、
以
後
、
政
治
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
提
言
を
重

ね
て
き
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
政
治
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
理
念
に
よ
っ
て

国
家
は
運
営
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
松
下
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
松
下
の
政
治
に
関
す
る
発
言
や
さ
ま
ざ
ま
な
提
言
の
根
底
に
あ

る
考
え
、
特
に
松
下
が
政
治
の
目
的
、
政
治
の
要
諦
よ
う
て
い

を
ど
う
考
え
て
い
た
の

か
と
い
っ
た
政
治
の
基
本
理
念
・
政
治
観
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
松
下
の
政
治
に
対
す
る
見
方
で
特
徴
的
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
政

治
を
「
経
営
」
と
捉
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
松
下
は
、
小
は
個
々
人
の
人

生
か
ら
、
大
は
国
家
の
政
治
ま
で
、
お
よ
そ
目
標
、
計
画
を
立
て
て
行
う
活

動
は
す
べ
て
経
営
と
見
て
お
り
、
政
治
は
国
家
国
民
を
対
象
に
し
た
経
営
活

動
、
す
な
わ
ち
〝
国
家
経
営
〞
で
あ
り
、
真
の
政
治
は
真
の
国
家
経
営
で
な

新
し
い
日
本
の
国
家
・
国
民
の
繁
栄
を
ど
う
す
れ
ば
実
現
で
き
る
か
を
考

え
よ
う
と
、
昭
和
四
十
年
か
ら
四
十
六
年
ま
で
、
月
刊
誌
『
Ｐ
Ｈ
Ｐ
』
に
七

十
五
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
「
あ
た
ら
し
い
日
本
・
日
本
の
繁
栄
譜
」

の
「
５

政
治
の
理
念
・
欲
望
を
満
た
す
政
治
」（
昭
和
四
十
年
六
月
号
）

の
な
か
で
、
松
下
幸
之
助
は
、「
国
家
国
民
の
繁
栄
、
平
和
、
幸
福
を
生
み

出
し
て
い
く
最
も
中
心
と
な
る
も
の
は
政
治
だ
」
と
述
べ
、「
極
論
す
れ
ば
、

政
治
は
国
家
盛
衰
の
カ
ギ
を
握
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
適
切
に
行
わ
れ

る
か
否
か
が
、
現
実
の
国
民
生
活
の
幸
不
幸
を
左
右
す
る
。
特
に
国
家
社
会

の
規
模
が
大
き
く
な
り
、
仕
組
み
が
複
雑
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
く
こ
れ
か
ら

の
社
会
に
お
い
て
は
、
政
治
の
使
命
、
責
任
と
い
う
も
の
は
、
ま
す
ま
す
重

�
国
家
盛
衰
の
カ
ギ
を
握
る
政
治

�
政
治
は
〝
国
家
経
営
〞
で
あ
る

松
下
幸
之
助
と
政
治
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
職
種
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
万
人
が
そ
れ
ぞ
れ
と
こ
ろ

を
得
て
こ
そ
、
働
き
が
い
や
働
く
喜
び
が
生
ま
れ
、
ま
た
仕
事
の
能
率
も
上

が
り
、
ひ
い
て
は
そ
れ
が
社
会
の
進
歩
発
展
、
文
化
の
向
上
に
資
す
る
こ
と

に
も
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
、
ど
う
す
れ
ば
職
種
が
増
え
る
の
か
。
こ
こ
で
、
さ
き
に
あ
げ

た
広
い
自
由
と
高
い
秩
序
と
限
り
な
い
生
成
発
展
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。
自
由
と
秩
序
と
生
成
発
展
と
が
併
行
し
て
高
ま
っ
て
い
る
社
会
に

な
れ
ば
、
お
の
ず
と
職
種
も
増
え
、
万
人
が
と
こ
ろ
を
得
る
、
つ
ま
り
適
材

が
適
所
に
就
き
や
す
く
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
職
種
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
を
十
分
考
慮
し
た
政
治
を
行
う
こ

と
が
肝
要
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
「
お
互
い
の
欲
望
が
適
正
に
満
た
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
、
自
由
と
秩
序
と
生
成
発
展
の
度
合
い
が
そ

れ
ぞ
れ
高
い
社
会
、
そ
し
て
職
種
が
多
く
て
、
万
人
が
と
こ
ろ
を
得
て
の
び

の
び
と
働
く
こ
と
が
で
き
る
社
会
」
が
政
治
の
め
ざ
す
姿
だ
と
松
下
は
考
え

て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
、
自
由
で
し
か
も
秩
序
が
整
然
と
し
た
繁
栄
の
社
会

を
築
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
松
下
は
、
政
治
的
に
さ
ま
ざ

ま
な
配
慮
な
り
施
策
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
が
、
な
か
で
も
特
に
重
視
す
べ

き
も
の
と
し
て
、「
治
安
」
と
「
遵
法
」
と
「
自
衛
」
の
三
つ
を
あ
げ
て
い

る
。す

な
わ
ち
、
治
安
が
乱
れ
れ
ば
、
犯
罪
や
事
故
が
多
く
な
っ
て
、
国
民
は

生
活
の
各
面
で
要
ら
ぬ
心
配
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
直
接
の
被
害
を

受
け
か
ね
な
い
。
そ
れ
で
は
人
々
の
活
動
意
欲
も
減
退
し
て
、
生
産
性
が
低

下
す
る
し
、
国
民
生
活
の
各
面
に
い
ろ
い
ろ
な
ロ
ス
が
生
じ
て
く
る
。
し
た

が
っ
て
、
国
家
・
社
会
を
能
率
よ
く
、
し
か
も
お
互
い
国
民
の
幸
せ
に
結
び

つ
く
よ
う
に
運
営
す
る
に
は
、
何
よ
り
も
犯
罪
や
事
故
を
で
き
る
か
ぎ
り
少

な
く
し
、
秩
序
を
高
め
て
治
安
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
治
安

の
保
持
こ
そ
、
政
治
に
お
け
る
最
重
要
事
で
あ
り
、
古
今
東
西
に
通
じ
る
政

治
の
要
諦
、
基
盤
だ
と
松
下
は
い
っ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
治
安
を
裏
づ
け
る
も
の
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
が
遵
法
、
法

を
正
し
く
守
る
こ
と
で
あ
る
。
今
日
の
わ
が
国
は
、
国
民
主
権
の
民
主
主
義

体
制
下
に
あ
る
。
そ
の
民
主
主
義
は
、
お
互
い
国
民
が
み
ず
か
ら
の
た
め
に

定
め
た
法
律
を
互
い
に
守
り
合
う
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
も
し
こ
れ
を

無
視
し
た
り
軽
視
す
れ
ば
、
社
会
秩
序
は
乱
れ
、
民
主
主
義
は
根
本
的
に
崩

壊
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
定
め
ら
れ
た
法
律
を
尊
び
、
厳
守
し
て
い
く
精

神
な
り
態
度
を
、
国
民
一
人
ひ
と
り
の
う
ち
に
養
っ
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で

あ
り
、
法
律
に
対
す
る
正
し
い
理
解
と
遵
法
精
神
と
を
養
い
つ
つ
、
真
の
民

主
主
義
に
よ
る
繁
栄
国
家
を
建
設
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の

で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
た
め
に
大
切
な
も
の
と
し
て
、
松
下
は
幼
い
と
き
か
ら
の
教

育
を
あ
げ
る
。
学
校
教
育
に
お
い
て
良
識
を
育
て
る
徳
育
を
十
分
に
実
施
す

る
と
と
も
に
、
家
庭
に
お
い
て
も
、
幼
児
期
か
ら
正
し
い
し
つ
け
を
行
な
っ

て
い
く
。
そ
う
し
た
努
力
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
け
ば
、
や
が
て
国
民
そ
れ

ぞ
れ
に
、
い
わ
ゆ
る
〝
欲
す
る
ま
ま
に
し
て
矩の

り

を
踰こ

え
な
い
〞
姿
が
増
え
、

法
律
な
ど
を
特
に
厳
し
く
し
な
く
て
も
高
い
治
安
を
生
み
出
せ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

な
お
、
後
年
、
松
下
は
、「
法
治
国
家
は
中
進
国
だ
」
と
主
張
す
る
よ
う

に
な
る
。
昔
、
中
国
の
漢
の
高
祖
が
、
三
つ
の
条
文
だ
け
の
〝
法
三
章
〞
と

�
国
を
支
え
る
三
本
の
柱

松下幸之助と政治

り
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
自
然
の
う
ち
に
人
間
に
備
わ
っ
た
天
与

の
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
を
無
視
し
た
り
軽
視
し
た
り
す
る
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
素
直
に
認
め
、
適
正
に
満
た
し
伸
ば
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
が
人
間
の
本
性
を
生
か
す
素
直
な
行
き
方
で
あ
り
、
そ
う

い
う
こ
と
を
基
本
理
念
と
し
た
、
そ
う
い
う
方
向
を
め
ざ
し
た
政
治
で
な
け

れ
ば
、
真
の
繁
栄
、
平
和
、
幸
福
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
と
、
松
下
は
考
え
て

い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
お
互
い
の
欲
望
が
そ
れ
ぞ
れ
に
満
た
さ
れ
る
た
め
に
は
何
が
必
要

な
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
松
下
は
、
ま
ず
何
と
い
っ
て
も
心
身
と
も
に
大
幅

な
自
由
が
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
第
一
の
条
件
と
し
て
あ
げ
る
。
自
分
の
や

り
た
い
こ
と
が
自
由
に
や
れ
て
こ
そ
、
欲
望
が
満
た
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。

し
か
し
、
い
く
ら
自
由
が
大
切
と
い
っ
て
も
、
各
人
が
自
分
勝
手
な
行
動

を
し
て
他
人
の
自
由
を
妨
げ
た
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
の
中
が
混
乱
し
て
し

ま
っ
て
は
、
思
う
よ
う
な
活
動
が
で
き
な
く
な
り
、
結
局
お
互
い
の
欲
望
は

満
た
さ
れ
な
く
な
る
。
だ
か
ら
、
お
互
い
の
欲
望
が
適
正
に
満
た
さ
れ
る
に

は
、
社
会
全
体
と
し
て
一
つ
の
ピ
シ
ッ
と
し
た
秩
序
が
保
た
れ
、
そ
の
秩
序

に
従
い
つ
つ
お
互
い
に
協
力
を
し
て
生
活
を
営
ん
で
い
く
こ
と
が
肝
要
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
広
い
自
由
と
と
も
に
高
い
秩
序
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
高
い
秩
序
の
あ
る
こ
と
が
第
二
の
条
件
だ
と
い
う
。

そ
し
て
も
う
一
つ
あ
げ
て
い
る
の
が
生
成
発
展
で
あ
る
。
欲
望
が
適
正
に

満
た
さ
れ
る
た
め
に
は
、
お
互
い
の
生
活
に
役
立
つ
い
ろ
い
ろ
の
文
化
、
文

物
が
絶
え
ず
創
造
さ
れ
、
発
展
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
松
下
は
、
人
間
の
欲
望
を
適
正
に
満
た
す
政
治
と
は
、
こ
の

三
つ
の
条
件
、
広
い
自
由
と
高
い
秩
序
と
限
り
な
い
生
成
発
展
と
が
相
互
に

バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
く
政
治
の
こ
と
だ
と
考
え
、
こ
の
三

つ
を
政
治
が
め
ざ
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
自
由

と
秩
序
と
生
成
発
展
の
三
つ
が
併
行
し
て
高
ま
っ
て
い
る
社
会
で
な
け
れ

ば
、
お
互
い
の
欲
望
を
真
に
適
正
に
満
た
す
こ
と
は
む
ず
か
し
い
し
、
国
家

国
民
の
繁
栄
、
平
和
、
幸
福
を
ス
ム
ー
ズ
に
も
た
ら
す
こ
と
も
で
き
な
い
と

い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
お
互
い
の
欲
望
が
そ
れ
ぞ
れ
適
正
に
満
た
さ
れ
た
状
況
や
社

会
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
姿
を
松
下
は
思
い
描
い
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
天
分
を
生
か
し
た
働
き
が
自
由

自
在
に
で
き
る
状
況
、
い
い
か
え
れ
ば
、
職
種
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
自
分

に
適
し
た
職
業
に
就
き
や
す
い
社
会
で
あ
る
。

あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
く

た
め
の
基
本
的
な
活
動
は
、
働
く
場
を
も
ち
、
仕
事
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
の
場
合
に
、
ど
う
い
う
仕
事
に
就
く
か
が
問
題
と
な
る
。
と
い
う

の
は
、
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
顔
か
た
ち
が
違
う
ご
と
く
、
み
な
性
格
、
考
え
方
、

知
恵
、
才
能
を
異
に
し
て
い
る
。
万
人
が
万
人
と
も
他
と
異
な
っ
た
個
性
、

適
性
を
も
ち
、
欲
望
も
ま
さ
に
千
差
万
別
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
、
適
性
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
事
に
就

く
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
職
種
が
そ
れ
だ
け
た
く
さ
ん
な

�
自
由
と
秩
序
と
生
成
発
展
の
あ
る
姿
を
め
ざ
す

�
職
種
が
増
え
、
万
人
が
と
こ
ろ
を
得
る
政
治
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か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
し
、
防
衛
に
対
す
る
見
方
も
、
松
下
の
自

然
の
摂
理
に
対
す
る
洞
察
が
基
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
松
下
は
、「
Ｐ
Ｈ
Ｐ
の
こ
と
ば
政
治
の
要
諦
」
の
な
か
で
、「
単

に
学
問
や
才
能
だ
け
に
頼
っ
て
い
て
は
、
よ
い
政
治
は
で
き
な
い
。
為
政
者

も
民
衆
も
素
直
な
心
で
天
地
自
然
の
理
を
仰
ぎ
、
こ
れ
に
従
っ
て
人
々
の
幸

福
を
は
か
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
政
治
の
要
諦
が
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
も
、〝
こ
の
世
に
は
自
然
の
理
法
と
い
う
も
の
が
厳
然
と
働
い
て
お
り
、

そ
れ
は
生
成
発
展
で
あ
る
〞
と
い
う
松
下
の
自
然
観
か
ら
き
て
い
る
と
い
え

る
。
天
地
自
然
の
理
に
従
え
ば
、
政
治
は
も
と
よ
り
、
す
べ
て
が
う
ま
く
い

き
、
繁
栄
、
平
和
、
幸
福
が
招
来
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
紹
介
で
き
な
い
が
、
松
下
の
行
な
っ
た

個
々
の
提
言
、
例
え
ば
「
道
州
制
」
や
税
制
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
提
言
な

ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
人
間
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
洞
察

が
や
は
り
基
本
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
松
下
は
、
真
に
繁
栄
、
平
和
、
幸
福
を
生
む
政
治
の

あ
り
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
自
分
な
り
の
人
間
や
社
会

に
対
す
る
洞
察
に
立
脚
し
て
素
直
に
考
え
、
政
治
の
基
本
理
念
な
り
具
体
的

提
言
を
世
に
問
う
と
と
も
に
、
政
府
、
為
政
者
に
対
し
て
、
政
治
の
基
本
理

念
、
基
本
方
針
の
確
立
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
具
体
策
を
力
強
く
講
じ
て

い
く
よ
う
要
望
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
松
下
の
政
治
に
関
す
る
発
言
や
さ
ま
ざ
ま
な
提
言
の
根
底
に
あ
る

基
本
の
理
念
・
政
治
観
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
た
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ

う
な
考
え
方
を
ベ
ー
ス
に
、
松
下
は
さ
ま
ざ
ま
な
提
言
を
行
い
、
政
治
を
論

じ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
個
々
の
提
言
内
容
に
つ
い
て
は
、
ぜ
ひ
松

下
の
著
書
を
読
ん
で
も
ら
い
た
い
と
思
う
が
、
最
後
に
一
つ
、
松
下
が
繰
り

返
し
主
張
し
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
て
、
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。

そ
れ
は
「
主
権
者
は
あ
く
ま
で
国
民
だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
松
下
は
、

政
府
、
為
政
者
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
要
望
を
寄
せ
、
苦
言
を
呈
し
て
き
た

が
、
そ
の
一
方
で
、
国
民
の
政
治
意
識
の
低
さ
、
主
権
者
意
識
の
希
薄
さ
を

嘆
じ
、
主
権
者
と
し
て
の
自
覚
を
促
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
民
主
主
義
国
家

に
お
い
て
は
、
国
民
一
人
ひ
と
り
が
わ
が
事
と
し
て
政
治
に
関
心
を
寄
せ
る

こ
と
が
何
よ
り
も
大
事
で
あ
り
、
国
民
が
政
治
を
嘲
ち
ょ
う

笑
し
ょ
う
し
て
い
る
か
ぎ
り

は
、
そ
の
嘲
笑
に
値
す
る
政
治
し
か
行
わ
れ
な
い
し
、
国
民
は
そ
の
程
度
に

応
じ
た
政
府
し
か
も
ち
え
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
で
あ
っ
た
。

か
つ
て
国
会
が
論
議
の
場
と
い
う
よ
り
〝
闘
人
場
〞
の
姿
を
呈
し
て
い
た

こ
ろ
、
あ
る
放
送
で
「
大
き
く
な
っ
た
ら
何
に
な
り
た
い
か
」
と
尋
ね
ら
れ

た
小
学
生
が
、「
僕
は
喧け
ん

嘩か

が
弱
い
か
ら
政
治
家
に
は
な
れ
な
い
」
と
無
邪

気
に
答
え
て
い
た
の
を
見
た
松
下
は
、「
こ
れ
を
笑
っ
て
聞
く
者
は
、
自
分

で
自
分
の
幸
福
を
葬
っ
て
い
る
も
の
だ
。
政
治
と
い
う
仕
事
が
軽
視
さ
れ
、

政
治
家
が
尊
敬
を
う
け
な
い
よ
う
な
国
が
、
繁
栄
す
る
は
ず
が
な
い
」
と
感

じ
、
こ
の
責
任
は
誰
に
あ
る
の
か
、
選
ん
だ
国
民
の
側
に
あ
る
の
か
、
選
ば

れ
た
政
治
家
の
側
に
あ
る
の
か
と
問
い
か
け
て
い
た
。

そ
の
よ
う
に
、
松
下
は
、
日
本
の
政
治
と
政
治
家
、
そ
し
て
国
民
の
姿
に

苛い
ら

立だ

ち
を
感
じ
な
が
ら
も
、
二
十
一
世
紀
に
お
い
て
、
確
固
た
る
政
治
の
基

本
理
念
、
基
本
方
針
の
も
と
に
国
民
が
い
き
い
き
と
活
動
し
、
生
活
を
楽
し

ん
で
い
る
姿
を
思
い
描
き
、
そ
の
実
現
を
願
っ
て
、
そ
の
生
涯
を
終
え
る
ま

で
提
言
し
、
警
鐘
を
鳴
ら
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

�
国
民
の
程
度
に
応
じ
た
政
府
し
か
も
ち
え
な
い

松下幸之助と政治

い
う
も
の
を
定
め
、
こ
れ
に
従
っ
て
国
を
治
め
た
結
果
、
人
々
が
喜
び
、
国

家
が
大
い
に
興
隆
し
、
漢
の
治
世
の
基
礎
が
固
ま
っ
た
と
い
う
故
事
を
引
い

て
、
政
治
の
要
諦
は
一
面
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
法
律

は
最
小
限
で
す
む
の
が
理
想
で
あ
り
、
法
三
章
で
も
栄
え
る
国
が
真
の
文
化

国
家
で
あ
り
先
進
国
で
あ
る
、
法
三
章
で
栄
え
る
徳
性
国
家
、
良
識
国
家
を

め
ざ
そ
う
と
呼
び
か
け
て
い
る
。

自
由
で
し
か
も
秩
序
が
整
然
と
し
た
繁
栄
の
社
会
を
築
く
上
で
、
松
下
が

も
う
一
つ
重
視
し
て
い
た
の
が
自
衛
、
国
防
で
あ
る
。
国
民
が
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
た
め
に
は
、
国
内
の
治
安
が
正
し
く
保
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け

で
な
く
、
外
か
ら
の
脅
威
に
対
す
る
十
分
な
備
え
も
必
要
だ
と
い
う
の
が
松

下
の
考
え
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
松
下
に
す
れ
ば
、
国
防
を
他
国
に
ま

か
せ
、
防
衛
問
題
を
な
お
ざ
り
に
し
て
い
る
わ
が
国
の
姿
は
、
真
の
独
立
国

家
と
し
て
の
態
度
と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
一
人
前
の
独
立
国
家
で

あ
る
な
ら
、
み
ず
か
ら
の
安
全
や
生
存
は
で
き
る
か
ぎ
り
自
身
で
守
る
よ
う

に
心
が
け
、
そ
の
上
に
立
っ
て
、
他
国
と
協
調
し
つ
つ
世
界
の
平
和
と
繁
栄

を
求
め
て
い
く
の
が
当
然
の
姿
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
松
下
の
思
い
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

そ
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
松
下
は
、
自
然
界
の
姿
を
あ
げ
る
。
す
な
わ

ち
、
自
然
界
の
生
物
に
は
保
護
色
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
あ
る
い
は
危
険
か

ら
逃
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
が
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の

生
物
は
そ
れ
ぞ
れ
に
自
衛
力
、
自
衛
手
段
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
い
か

え
れ
ば
、
自
然
が
万
物
に
そ
の
よ
う
な
自
衛
力
を
与
え
て
い
る
と
考
え
て
よ

い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
人
間
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
を
守
る

こ
と
は
自
然
の
理
法
、
天
意
に
か
な
っ
た
人
間
と
し
て
正
し
い
当
然
の
姿
だ

と
松
下
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
社
会
の
秩
序
が
適
切
に
保
た
れ
、
治

安
が
正
し
く
保
持
さ
れ
た
な
ら
ば
、
人
々
は
安
心
し
て
み
ず
か
ら
の
仕
事
に

精
を
出
す
こ
と
が
で
き
、
枕
を
高
く
し
て
眠
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う

に
自
由
に
活
動
し
や
す
い
世
の
中
を
つ
く
っ
て
こ
そ
、
国
民
お
互
い
の
持
ち

味
が
十
二
分
に
発
揮
さ
れ
、そ
こ
に
い
き
い
き
と
し
た
発
展
の
姿
が
生
ま
れ
、

繁
栄
が
も
た
ら
さ
れ
て
く
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
松
下
が
企
業
経
営
に
お
い
て
経
営
理
念
を
確
立
す
る
こ
と
の

大
切
さ
を
強
く
説
い
て
い
た
こ
と
は
さ
き
に
述
べ
た
が
、
松
下
が
経
営
理
念

の
大
切
さ
を
説
く
と
き
、
併
せ
て
強
調
し
て
い
た
の
は
、
経
営
理
念
は
そ
れ

ぞ
れ
の
経
営
者
の
人
生
観
、
人
間
観
、
社
会
観
、
世
界
観
と
い
っ
た
も
の
に

根
差
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

政
治
が
国
家
経
営
で
あ
る
以
上
、
そ
の
ま
ま
政
治
に
も
当
て
は
ま
る
と
い
え

よ
う
。
す
な
わ
ち
政
治
の
基
本
理
念
、
基
本
方
針
も
や
は
り
、
人
間
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
、
社
会
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
あ
る
い
は
ど
う
あ
る
べ

き
か
と
い
っ
た
人
間
観
や
社
会
観
、
世
界
観
を
基
礎
に
し
て
打
ち
立
て
ら
れ

て
こ
そ
、
真
に
正
し
い
政
治
理
念
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
松
下
の

政
治
に
対
す
る
考
え
や
提
言
も
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
人
間
や
人
生
や
自
然
に

対
す
る
洞
察
と
理
解
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

例
え
ば
、
さ
き
に
見
た
「
す
べ
て
の
人
が
い
き
い
き
と
仕
事
に
励
み
、
生

活
を
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る
社
会
を
つ
く
る
」
と
い
う
政
治
の
目
的
に
対
す

る
考
え
方
は
、
自
分
の
適
性
に
合
っ
た
仕
事
に
就
い
て
天
分
を
自
由
に
存
分

に
発
揮
し
、
欲
望
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
人
間
と
し
て
の
幸
せ
で
あ
り
、
社

会
の
繁
栄
、
発
展
を
も
た
ら
す
基
と
な
る
と
い
う
松
下
の
人
生
観
、
人
間
観

�
人
間
観
、
社
会
観
、
自
然
観
が
根
底
に
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