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目
的
主
義
的
犯
罪
理
論
・
と
く
に
過
失
を
中
心
と
し
て

1
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フ
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ン

西

原

春

夫
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私
の
恩
師
グ
ス
タ
フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
が
そ
の
著
『
刑
法
体
系
に
お
け
る

行
為
概
念
の
意
義
』
を
あ
ら
わ
し
た
の
は
、
一
九
〇
四
年
の
こ
と
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
以
来
、
理
論
刑
法
学
に
お
け
る
行
為
概
念
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
も
は

や
止
む
こ
と
の
な
い
状
態
と
な
っ
て
今
目
に
至
っ
て
い
る
。
論
争
に
あ
た
っ
て

は
、
行
為
概
念
の
持
つ
三
つ
の
主
な
機
能
が
、
常
に
批
判
的
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
、
行
為
概
念
以
外
の
す
べ
て
の
犯
罪
標

識
の
、
論
理
的
な
『
基
本
要
素
』
と
し
て
の
行
為
で
あ
り
、
第
二
は
、
体
系
的

な
『
結
合
要
素
』
と
し
て
の
行
為
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
行
為
と
い
う

概
念
が
、
そ
の
他
の
犯
罪
標
識
を
す
べ
て
カ
ッ
コ
に
く
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ

目
的
主
義
的
犯
罪
理
論
・
と
く
に
過
失
を
中
心
と
し
て

し
て
、
第
三
は
、
実
際
的
な
『
限
界
要
素
』
と
し
て
の
行
為
で
あ
り
、
こ
の
場

合
に
は
、
行
為
の
概
念
は
、
刑
法
的
重
要
性
の
最
低
の
段
階
を
な
す
こ
と
に
な

（
一
）

る
。

　
行
為
概
念
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
す
で
に
半
世
紀
以
上
続
い
て
い
る
わ
け
で
あ

る
が
、
ド
イ
ツ
で
は
、
そ
の
過
程
中
に
、
行
為
理
論
の
四
つ
の
基
本
的
な
類
型

が
で
き
上
っ
て
き
た
。

　
（
1
）
　
第
一
は
、
い
わ
ゆ
る
因
果
的
（
ま
た
は
自
然
的
あ
る
い
は
自
然
主
義

的
）
行
為
論
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
、
本
来
『
意
思
表
動
の
結
果
惹
起
』
と
い

う
こ
と
を
狙
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
主
張
者
と
し
て
は
、
べ
ー

リ
ン
グ
、
フ
ォ
ン
・
リ
ス
ト
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
、
シ
ェ
ー
ン
ケ
な
ど
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
の
ち
に
は
、
も
ち
ろ
ん
条
件
付
で
は
あ
る
が
、
メ
ツ

一
八
一
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ガ
ー
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
i
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
バ
ウ
マ
ン
な
ど
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。　

（
2
）
第
二
は
、
い
わ
ゆ
る
目
的
的
（
ま
た
は
主
観
的
目
的
的
）
行
為
論
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
本
来
『
意
思
表
動
の
目
標
指
向
性
』
を
狙
い
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
目
的
的
行
為
論
は
、
最
近
の
ド
イ
ツ
刑
法
理
論
に
お
い
て
、
最
初
ヘ

ル
ム
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
創
唱
さ
れ
、
の
ち
、
と
く
に
ヴ

ェ
ル
ツ
ェ
ル
以
下
、
リ
ヒ
ア
ル
ト
・
ブ
ッ
シ
ュ
、
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
、
ア
ル
ミ
ン
・

カ
ウ
フ
マ
ン
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
テ
ン
ヴ
ェ
ル
ト
、
そ
れ
に
惜
し
ま
れ
つ
つ
矢
逝
し

た
ヴ
ニ
ル
ナ
ー
・
二
ー
ゼ
な
ど
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
（
3
）
第
三
は
、
い
わ
ゆ
る
徴
表
的
行
為
論
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
本
来

『
意
思
表
動
の
心
理
的
な
状
態
』
を
狙
い
と
し
、
コ
ル
マ
ン
と
テ
ザ
ー
ル
を
主

な
主
張
者
と
す
る
理
論
で
あ
る
。

　
（
4
）
　
第
四
は
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
行
為
論
（
ま
た
は
し
ば
し
ば
客
観
的
目

的
的
行
為
論
と
も
呼
ば
れ
る
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
理
論
は
、
本
来
『
意
思
表
動

の
法
的
社
会
的
意
味
性
』
と
い
う
も
の
を
狙
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
社
会
的

行
為
論
は
、
今
目
の
ド
イ
ツ
で
は
、
も
っ
と
も
賛
同
者
が
多
い
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
例
え
ば
、
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
・
シ
．
一
ミ
ッ
ト
、
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
、
ヘ
ル

ム
ー
ト
・
マ
イ
ヤ
ー
、
リ
ヒ
ア
ル
ト
・
ラ
ン
ゲ
、
マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
、
イ
ェ
シ

ェ
ッ
ク
、
エ
ー
ラ
ー
、
ロ
ク
シ
ン
が
そ
れ
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
、
な
お
、
多
く

の
と
く
に
若
い
刑
法
学
者
の
名
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ド
イ
ツ
で
は
ヴ
ェ

ル
ツ
ェ
ル
の
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
目
的
的
行
為
論
が
、
支
配
的
で
あ
る
か
の

よ
う
に
外
国
で
は
し
ば
し
ば
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
決
し
て
そ
う

で
は
な
い
。

一
八
二

　
私
は
、
こ
こ
に
、
行
為
理
論
に
つ
い
て
の
四
つ
の
基
本
的
な
類
型
を
あ
げ
た

が
、
そ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
の
混
合
形
態
が
存
し
な
い
と
い
う

意
味
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
理
論
が
人
間
の
行
為
の

た
っ
た
ひ
と
つ
の
面
だ
け
を
顧
慮
し
、
他
の
面
を
ま
っ
た
く
か
え
り
み
て
い
な

い
、
と
い
う
の
で
も
な
い
。
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
因
果
的
行
為
論
は
、
行
為
の

有
意
性
と
い
う
標
識
の
中
に
目
的
的
な
要
素
を
も
含
め
て
い
る
し
、
他
方
い
わ

ゆ
る
目
的
的
行
為
論
も
、
因
果
性
と
か
行
為
の
意
味
性
と
い
う
も
の
を
完
全
に

な
お
ざ
り
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
私
ど
も
が
分
類
を
な
す
に

あ
た
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
理
論
に
類
型
的
な
特
徴
を
選

び
出
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
（
主
観
的
）
目
的
的
行
為
論
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い

て
決
し
て
支
配
的
で
は
な
い
に
し
て
も
、
こ
の
理
論
ー
と
く
に
そ
の
主
唱
者

で
あ
る
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
ー
が
、
ド
イ
ツ
の
理
論
刑
法
学
に
著
し
く
持
続
的
な

影
響
を
与
え
、
こ
れ
を
実
り
豊
か
に
し
た
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
そ
れ
故
、

こ
の
理
論
と
対
決
す
る
こ
と
は
常
に
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
詳
細

に
論
じ
か
つ
説
明
す
る
に
価
い
す
る
非
常
に
多
く
の
個
別
的
問
題
が
あ
る
。
し

か
し
、
こ
こ
で
の
短
か
い
講
演
で
そ
の
す
べ
て
を
顧
慮
す
る
こ
と
は
、
と
う
て

い
な
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
私
は
、
大
体
に
お
い
て
、
（
主
観

的
）
目
的
的
行
為
論
が
そ
の
当
初
か
ら
ま
さ
に
も
っ
と
も
難
渋
し
て
き
た
過
失

の
問
題
に
限
定
し
た
い
と
思
う
。

　
（
一
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
竃
巴
げ
○
謄
ポ
∪
段
国
即
β
巳
信
P
α
q
ω
び
①
α
q
ユ
中

一
日
＜
R
ぼ
①
魯
窪
器
器
9
日
｝
一
3
ω
。
と
く
に
六
頁
以
下
参
照
。



二

　
因
果
的
行
為
論
に
よ
れ
ば
、
行
為
の
性
格
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
『
有

意
性
』
と
い
う
要
因
で
あ
り
、
意
思
が
外
部
的
な
態
度
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ

た
、
と
い
う
こ
と
だ
け
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
意
思
が
ど
の
よ
う
な
内

容
の
も
の
で
あ
る
か
は
、
問
題
と
な
っ
て
こ
な
い
。
意
思
内
容
は
、
こ
の
理
論

に
よ
れ
ば
、
も
っ
ぱ
ら
責
任
の
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
、
（
主
観
的
）
目
的
的
行
為
論
が
因
果
的
行
為
論
か
ら
は
な
れ
る
決

定
的
な
点
が
存
す
る
。
意
思
内
容
は
、
目
的
的
行
為
論
に
よ
る
と
、
責
任
を
論

ず
る
揚
合
に
は
じ
め
て
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
行
為
を
論
ず
る
場

合
に
問
題
と
さ
れ
る
。
哲
学
者
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
の
影
響
を
受
け
た
目

的
的
行
為
論
者
の
見
解
に
よ
る
と
、
人
間
の
行
為
の
構
造
は
、
三
つ
の
段
階
に

整
序
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
（
イ
）
第
一
は
、
実
現
す
べ
き
目
的
を

意
識
の
中
で
設
定
す
る
こ
と
、
（
ロ
）
第
二
は
、
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の

手
段
を
、
同
じ
く
意
識
の
中
で
選
択
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
（
ハ
）
第
三
は
、
こ

の
よ
う
に
し
て
選
択
し
た
手
段
に
よ
っ
て
所
期
の
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

の
三
つ
の
段
階
が
こ
れ
で
あ
る
。
行
為
の
本
質
は
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
そ

れ
故
意
識
の
中
で
行
な
わ
れ
る
行
為
目
標
の
予
測
、
な
ら
び
に
、
こ
の
行
為
目

標
に
向
か
っ
て
事
態
を
操
縦
す
る
こ
と
、
し
か
も
こ
の
操
縦
は
意
識
か
ら
外
部

へ
表
動
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
の
中
に
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、

目
的
的
行
為
論
者
は
、
こ
の
よ
う
な
意
識
お
よ
び
意
思
の
過
程
を
、
本
来
的
な

目
的
性
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
、
人
間
の
行
為
を
純
粋
に

主
観
的
に
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル

目
的
主
義
的
犯
罪
理
論
・
と
く
に
過
失
を
中
心
と
し
て

は
目
的
性
と
い
う
も
の
を
『
現
実
の
出
来
事
を
操
縦
意
思
に
よ
っ
て
実
際
に
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

定
し
つ
く
す
こ
と
』
と
い
う
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
し
、
ま
た
『
因
果
的
事
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

を
操
縦
す
る
と
こ
ろ
の
、
目
的
を
意
識
し
た
意
思
』
と
も
述
べ
て
い
る
。
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

よ
う
な
意
味
で
、
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
は
『
か
じ
を
と
る
意
思
』
と
い
う
用
語
を
、
ブ

ッ
シ
ュ
は
『
目
的
に
向
か
っ
て
行
動
し
よ
う
と
す
る
意
思
』
と
い
う
言
葉
を
用

　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
目
的
性
は
『
見
て
い
る
こ
と
』
で
あ
り
、
因
果

性
は
こ
れ
に
反
し
て
『
盲
目
で
あ
る
ご
と
』
だ
と
い
う
よ
う
に
も
い
わ
れ
て
い

（
七
）

る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
目
的
性
に
と
っ
て
本
質
的
な
の
は
、
そ
れ
故
、

意
思
で
あ
り
、
し
か
も
、
因
果
的
な
行
為
の
成
行
を
、
頭
の
中
で
予
測
さ
れ
た

目
標
に
向
け
て
意
識
的
に
操
縦
す
る
意
思
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ヴ
ェ
ル
ツ

ェ
ル
は
、
『
故
意
は
目
的
性
に
と
っ
て
絶
対
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

あ
る
』
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
当
然
の
こ
と
で

あ
る
。
同
様
に
、
ブ
ッ
シ
ュ
も
『
行
為
を
担
う
と
こ
ろ
の
、
目
的
に
向
か
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

行
動
し
よ
う
と
す
る
意
思
は
、
故
意
と
同
じ
で
あ
る
』
と
述
べ
、
二
ー
ゼ
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

故
意
を
『
法
的
に
重
要
な
目
的
性
』
と
呼
び
、
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
も
、
故
意
は
『
主

観
的
構
成
要
件
の
実
現
に
向
け
ら
れ
た
目
的
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
』
と
み
て
い

（
二
）

る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
か
ら
、
か
の
有
名
な
結
論
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ

っ
て
、
故
意
は
責
任
の
観
点
か
ら
は
じ
め
て
評
価
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
す
で

に
行
為
お
よ
び
不
法
行
為
の
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
二
ー
ゼ
は
、
『
刑
法
上
有
効
な
目
的
的
行
為
概
念
の
主
張
者
と
い
い
う

る
の
は
、
故
意
を
不
法
行
為
の
中
に
属
さ
せ
る
も
の
だ
け
で
あ
る
』
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）

と
を
明
ら
か
に
強
調
し
て
い
る
。

一
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目
的
主
義
的
犯
罪
理
論
・
と
く
に
過
失
を
中
心
と
し
て

　
こ
の
よ
う
に
、
故
意
を
行
為
の
目
的
性
と
同
一
視
す
る
こ
と
か
ら
、
刑
法
体

系
お
よ
び
理
論
刑
法
学
に
と
っ
て
重
要
な
一
連
の
帰
結
が
生
ず
る
。
と
く
に
著

し
い
帰
結
の
一
つ
に
、
ー
こ
れ
は
目
的
的
行
為
論
者
に
対
し
て
し
ば
し
ば
非

難
の
提
起
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、
私
は
そ
の
非
難
を
正
当
と
考
え
る
ー

『
責
任
概
念
を
無
内
容
に
す
る
』
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
実
際
、
す
べ

て
の
実
体
的
な
責
任
構
成
要
件
は
責
任
か
ら
と
り
出
さ
れ
、
行
為
論
お
よ
び
不

法
行
為
論
に
移
さ
れ
る
。
責
任
に
残
る
の
は
、
た
だ
、
非
難
可
能
性
と
い
う
純

粋
に
形
式
的
な
標
準
だ
け
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ

ル
は
『
責
任
概
念
そ
れ
自
体
は
、
主
観
的
内
心
的
要
素
を
分
離
し
、
非
難
可
能

性
と
い
う
規
範
的
な
標
準
だ
け
を
残
す
こ
と
に
な
る
』
と
明
言
し
て
い
る
し
、

同
様
の
こ
と
を
、
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
や
そ
の
他
大
部
分
の
目
的
的
行
為
論
者
も
表
明

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
非
難
可
能
性
』
は
責
任
の
形
式
的
な
特
性

だ
け
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
責
任
の
本
体
は
、
非
難
さ
る
べ

き
も
の
ー
す
な
わ
ち
不
法
の
故
意
ー
そ
れ
自
体
の
中
に
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
『
非
難
可
能
性
』
は
責
任
の
一
つ
の
帰
結
で
あ
っ
て
、
責
任
そ
れ
自
体
で

　
　
（
二
二
）

は
な
い
。

　
（
主
観
的
）
目
的
的
行
為
論
の
第
二
の
克
服
さ
れ
な
い
難
点
は
、
不
作
為
犯

に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
不
作
為
犯
の
場
合
に
は
目
的
的
行
為
論
の
特
徴
づ

け
た
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
目
的
性
、
す
な
わ
ち
『
実
現
意
思
』
と
い
う
も
の

は
、
存
し
な
い
か
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
存
し
な
い
場
合
が
あ
り
う
る
。
ヴ
ニ

ル
ツ
ニ
ル
は
、
そ
れ
故
、
不
作
為
は
存
在
論
的
に
み
る
と
行
為
で
は
な
い
、
と

述
べ
て
お
り
、
ア
ル
ミ
ン
・
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
先
へ
進

み
、
不
作
為
を
特
徴
づ
け
て
、
そ
れ
は
行
為
と
相
対
立
す
る
完
全
な
ア
リ
ウ
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
）

（
他
者
）
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
以
上
か
ら
生
ず
る
帰
結
は
、
作
為
と
不
作

為
と
を
句
括
す
る
ひ
と
つ
の
統
一
的
な
刑
法
体
系
は
（
主
観
的
）
目
的
的
行
為

論
の
基
礎
原
理
の
上
に
は
築
か
れ
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
ル
ミ
ン

・
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
そ
れ
故
、
ま
っ
た
く
首
尾
一
貫
し
て
、
将
来
の
刑
法
に
対

し
、
不
純
正
不
作
為
犯
に
関
す
る
特
別
の
法
定
構
成
要
件
を
設
け
る
よ
う
要
求

　
　
（
一
五
）

し
て
い
る
。
1
こ
の
要
請
が
、
実
際
上
決
し
て
実
現
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
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三

　
（
主
観
的
）
目
的
的
行
為
論
に
と
っ
て
も
っ
と
も
困
難
な
隆
路
を
な
す
の

は
、
疑
い
も
な
く
『
過
失
』
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
過
失
、
と
く
に
認
識
な
き

過
失
は
、
刑
法
理
論
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
も
常
に
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
た

だ
、
従
来
は
、
そ
れ
は
責
任
の
問
題
と
さ
れ
、
行
為
の
問
題
と
は
み
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
す
で
に
コ
ー
ル
ラ
ウ
シ
ュ
は
、
1
私
見

に
よ
れ
ば
正
当
に
も
ー
認
識
な
き
過
失
の
、
有
責
と
い
う
性
格
を
否
定
し
、

『
故
意
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
同
一
な
責
任
形
式
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
』
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
）

い
う
テ
ー
ゼ
を
立
て
た
も
の
で
あ
っ
た
。
今
日
、
目
的
的
行
為
論
者
は
『
目
的

　
　
　
　
目
的
主
義
的
犯
罪
理
論
・
と
く
に
過
失
を
中
心
と
し
て

性
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
同
一
な
行
為
形
式
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
』
と
述
べ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
し
た
が
っ
て
、
古
い
問
題
に
新
し
い
装
い
を
こ
ら
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
）

に
す
ぎ
な
い
。
『
過
失
の
中
に
故
意
を
求
め
よ
』
と
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、

『
過
失
の
中
に
目
的
性
を
求
め
よ
』
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
あ
－

る
。
し
か
し
、
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
昔
も
今
も
同
じ
で
あ
っ
て
、
こ
の

こ
と
は
、
目
的
的
行
為
論
者
が
故
意
を
目
的
性
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
と
考

え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
こ
の
よ
う
な
問
題
提
起

の
仕
方
も
、
決
し
て
新
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
は
、
『
所
為
の
中

で
、
そ
の
諸
前
提
に
よ
り
目
的
の
範
囲
内
で
知
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
所

為
の
諸
前
提
に
よ
り
故
意
の
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
の
み
を
行
為
と
し
て
認
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
唱
八
）

こ
と
は
意
思
の
権
利
で
あ
る
』
と
述
べ
て
い
る
が
、
へ
ー
ゲ
ル
学
派
の
人
た
ち

も
、
こ
の
へ
ー
ゲ
ル
の
合
言
葉
に
忠
実
に
、
行
為
と
故
意
行
為
と
を
同
じ
も
の

と
み
、
こ
の
故
意
を
過
失
の
中
の
ど
こ
に
見
出
せ
る
か
に
つ
い
て
頭
を
悩
ま
し

　
　
　
　
（
一
九
）

た
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
法
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
過
失
に
二
つ
の
種
類
を
認
め

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
認
識
あ
る
過
失
と
認
識
な
き
過
失
と
が
こ
れ
で
あ
る
。

支
配
的
な
見
解
は
、
こ
の
両
者
に
つ
い
て
、
同
じ
過
失
と
い
う
責
任
形
式
が
問

題
に
な
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
当
た
っ
て
い
な
い
。
『
認

識
あ
る
過
失
』
は
、
む
し
ろ
、
コ
ー
ル
ラ
ウ
シ
ュ
溺
す
で
に
認
め
た
よ
う
に
、

存
在
論
的
に
は
故
意
の
一
形
式
で
あ
っ
て
、
た
だ
認
識
あ
る
過
失
の
場
合
に

は
、
故
意
の
責
任
が
保
護
法
益
の
侵
害
に
関
係
す
る
の
で
は
な
く
、
単
に
そ
の

危
殆
化
に
関
係
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
認
識
あ
る
過
失
犯
は
、
結
果
に
よ
っ
て
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
）

成
さ
れ
た
故
意
の
危
険
犯
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
認

一
八
五



目
的
主
義
的
犯
罪
理
論
・
と
く
に
過
失
を
中
心
と
し
て

識
な
き
過
失
の
場
合
に
は
、
保
護
法
益
の
危
殆
化
ま
た
は
そ
の
侵
害
と
い
う
点

に
つ
い
て
は
、
い
か
な
る
故
意
も
、
し
た
が
っ
て
い
か
な
る
責
任
も
認
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
目
本
の
刑
法
第
三
八
条
や
一
九
六
一
年
の
刑
法
改

正
準
備
草
案
第
一
八
条
が
、
原
則
と
し
て
故
意
犯
の
み
を
処
罰
し
て
い
る
の
は

正
し
い
と
考
え
る
。

　
認
識
あ
る
過
失
の
行
為
が
、
そ
の
存
在
論
的
な
構
造
か
ら
す
る
と
故
意
の
行

為
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
行
為
は
、
（
主
観
的
）
目
的
的
行
為
論
の

い
う
意
味
で
の
、
目
的
的
行
為
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
直
接
的
な

意
味
で
目
的
と
さ
れ
た
も
の
だ
け
が
目
的
的
に
惹
起
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
C
二
）

る
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、

目
的
性
は
意
図
と
い
う
も
の
と
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
い
、
目
的
的
行
為
論
者
の

い
う
目
的
性
と
い
う
も
の
が
理
解
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
む
し
ろ
、
目
的

的
行
為
意
思
と
い
う
も
の
は
、
本
来
『
計
画
的
に
操
縦
し
』
　
『
因
果
の
成
行
を

見
な
が
ら
惹
起
し
た
』
す
べ
て
の
も
の
を
句
括
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
必
然
的
に
、
認
識
あ
る
過
失
の
行
為
に
も

当
た
る
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
は
、
反
駁
し
が
た
い
ほ
ど
明
ら

か
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
『
あ
る
結
果
が
生
ず
る
こ
と
を
必
然
的
だ

と
認
識
し
、
ま
た
は
あ
る
結
果
が
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識

し
つ
つ
行
為
し
た
場
合
に
は
、
と
に
か
く
こ
の
結
果
を
盲
目
的
に
惹
起
し
た
と

は
い
え
ず
、
む
し
ろ
、
目
的
と
し
た
と
ま
で
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
意
味
に

し
た
が
っ
て
「
因
果
の
成
行
を
決
定
し
尽
く
し
た
」
と
い
う
こ
と
の
中
に
は
入

り
う
る
。
人
聞
は
、
こ
の
よ
う
な
結
果
を
考
え
に
入
れ
な
が
ら
行
為
に
出
よ
う

と
決
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
因
果
の
成
行
を
意
識
的
に
そ
の
結
果
の
方
向
に

一
入
六

向
け
、
そ
し
て
そ
の
結
果
を
自
己
の
態
度
の
可
能
的
な
目
的
と
し
て
承
認
す
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
…
…
認
識
あ
る
過
失
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
結
果
が
発
生

し
な
い
よ
う
希
望
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
当
罰
性
の
程
度
に
若

干
の
変
化
を
来
た
す
だ
け
で
、
因
果
関
係
が
こ
の
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
意
識
の
面
で
は
、
何
の
変
化
も
来
た
す
も
の
で
は
な
い
。
行
為
の
構
造

に
着
目
す
れ
ば
、
未
必
の
故
意
と
認
識
あ
る
過
失
と
は
合
体
す
る
』
。
こ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ニ
ニ
）

う
に
、
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
は
述
べ
て
い
る
。
同
じ
結
論
に
到
達
し
た
の
は
、
ま

た
、
ノ
ヴ
ァ
コ
ヴ
ス
キ
ー
で
あ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
『
未
必
の
故
意
と

認
識
あ
る
過
失
と
は
、
今
目
相
互
に
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
目
的
性
を
標

準
と
す
る
と
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
相
違
が
な
い
。
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
に

も
、
行
為
者
は
、
自
分
の
態
度
に
は
付
随
的
結
果
（
よ
り
以
上
の
結
果
）
の
発

生
す
る
可
能
性
ボ
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
行
為
者
は
、
こ
の

よ
う
な
可
能
性
を
意
識
し
つ
つ
行
為
に
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
目
的

的
に
「
決
定
し
つ
く
す
こ
と
」
、
す
な
わ
ち
意
思
に
よ
る
行
為
の
成
行
の
操
縦

は
、
両
者
の
場
合
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
。
違
い
が
あ
る
の
は
、
決
意
の
基
礎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
三
）

に
あ
る
意
向
の
点
に
す
ぎ
な
い
』
と
。
最
後
に
、
本
来
（
主
観
的
）
目
的
的
行

為
論
の
批
判
者
に
は
属
さ
ず
、
む
し
ろ
こ
れ
に
近
い
立
場
に
あ
る
ガ
ラ
ス
も
、

認
識
あ
る
過
失
が
目
的
性
の
性
格
を
持
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
次
の
よ
う

に
説
い
て
い
る
。
『
行
為
者
が
、
望
ん
で
は
い
な
い
が
発
生
す
る
か
も
し
れ
な

い
成
行
を
表
象
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
動
作
を
、
望
ん
だ
目
標
に
向
か

っ
て
操
縦
す
る
揚
合
に
は
、
望
ま
な
か
っ
た
結
果
も
、
元
来
こ
の
操
縦
の
領
域

内
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
も
し
そ
の
結
果
が
事
実
上
発
生
し
た
場
合

に
は
、
そ
れ
は
行
為
者
の
「
所
業
」
で
あ
っ
て
、
単
な
る
盲
目
的
な
惹
起
の
成



果
で
は
な
い
』
。
こ
の
よ
う
な
理
解
よ
り
す
れ
ば
『
目
的
性
と
い
う
概
念
を
認

識
あ
る
過
失
に
拡
張
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
避
け
が
た
い
。
と
く
に
、
認
識

あ
る
過
失
と
未
必
の
故
意
と
の
あ
い
だ
を
通
説
が
行
な
っ
て
い
る
よ
う
に
限
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
四
）

づ
け
る
場
合
に
は
、
常
に
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
』
と
。

　
多
く
の
目
的
的
行
為
論
者
は
、
こ
れ
に
反
し
て
、
奇
妙
に
も
、
認
識
あ
る
過

失
は
自
分
ら
の
考
え
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
目
的
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
、

と
い
う
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
と
く
に
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
目
的
性
と
伝
統
的

な
意
味
で
の
故
意
と
は
同
じ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
目
的
性
は
未
必
の
故
意
を

含
む
が
、
認
識
あ
る
過
失
は
含
ま
な
い
、
と
い
う
立
場
を
常
に
主
張
し
て
い

る
。
何
故
な
ら
、
彼
に
よ
れ
ば
、
目
的
性
は
『
実
現
意
思
』
で
あ
り
、
実
現
意

思
は
行
為
者
が
そ
の
目
標
に
到
達
す
る
た
め
に
は
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
認
め
る
す
べ
て
の
も
の
を
含
み
、
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
が
付
随
的
結
果
の

生
ず
る
こ
と
を
希
望
し
は
し
な
い
が
こ
れ
を
骨
受
し
た
揚
合
に
は
、
こ
の
よ
う

な
実
現
意
思
は
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
行
為
者
が
そ
の
よ
う
な
付
随
的
結
果
の

生
じ
な
い
こ
と
を
希
望
し
た
揚
合
に
は
、
実
現
意
思
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ

（
二
五
）

る
。　

そ
の
後
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
弟
子
で
あ
る
ア
ル
ミ
ン
・
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、

『
実
現
意
思
』
と
し
て
の
目
的
性
は
未
必
の
故
意
は
含
む
け
れ
ど
も
認
識
あ
る

過
失
は
含
ま
な
い
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
、
こ
れ
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
非
難
か

ら
守
ろ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
彼
は
、
そ
の
際
、
以
前
す
で
に
ク
ラ
イ
ン
シ
ュ

ロ
ッ
ト
、
ヘ
ル
シ
ュ
ナ
ー
、
ヴ
ァ
イ
セ
ン
ボ
ル
ン
、
フ
ィ
ン
ガ
i
、
エ
ン
ゲ
ル

マ
ン
と
い
っ
た
人
た
ち
が
主
張
し
て
い
た
思
考
過
程
を
踏
襲
し
、
行
為
者
が
、

希
望
し
な
い
結
果
を
避
け
よ
う
と
努
力
し
た
揚
合
に
は
、
　
『
実
現
意
思
』
と

目
的
主
義
的
犯
罪
理
論
・
と
く
に
過
失
を
中
心
と
し
て

か
、
し
た
が
っ
て
故
意
と
か
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
考
え
た
。
彼

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
ー
『
実
現
意
思
』
は
、
ま
さ
に
そ
の
『
実
現

意
思
』
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
限
界
が
あ
る
。
何
故
な
ら
『
回
避
意
思
』
と
い

う
も
の
は
、
た
し
か
に
『
惹
起
意
思
』
の
想
定
を
排
除
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
未
必
の
故
意
を
想
定
す
べ
き
か
認
識
あ
る
過
失
を
想
定
す
べ
き
か
は
、
し

た
が
っ
て
行
為
者
が
付
随
的
結
果
を
避
け
る
よ
う
そ
の
装
置
を
操
縦
し
た
か
ど

う
か
、
侵
害
を
避
け
る
よ
う
努
力
し
た
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
行
為
者
に
と

り
こ
の
こ
と
が
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
っ
た
か
、
『
煩
わ
し
い
』
も
の
で
あ
っ

た
か
、
そ
れ
と
も
『
ど
ち
ら
で
も
よ
い
』
こ
と
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
の
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
六
）

ん
に
か
か
っ
て
い
る
、
と
。

　
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
は
ー
ア
ル
ミ
ン
・
カ
ウ
フ
マ
ン
が
そ
れ
を
表

明
す
る
よ
り
は
る
か
以
前
に
ー
す
で
に
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
が
正
当
に
も
次
の
よ

う
な
疑
問
を
提
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
構
成
要
件
の
実
現
を
避

け
る
た
め
に
何
事
か
を
な
し
た
、
と
い
う
事
実
は
、
『
な
る
ほ
ど
構
成
要
件
実

現
に
対
す
る
行
為
者
の
特
定
の
立
揚
を
あ
ら
わ
す
有
意
義
な
徴
表
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
』
。
し
か
し
、
『
す
べ
て
を
こ
の
徴
表
に
頼
る
の
は
、
き
わ
め
て
不
当

な
こ
と
で
あ
る
。
構
成
要
件
の
実
現
を
押
し
止
め
る
こ
と
に
何
の
作
用
も
及
ぼ

し
え
な
い
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
者
が
、
何
故
に
、
た
ま
た
ま
構
成
要
件
実
現

の
回
避
と
い
う
形
で
行
動
す
る
機
会
を
得
、
そ
れ
故
に
自
己
の
力
を
頼
り
に
し

た
者
と
比
べ
て
悪
い
地
位
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
か
は
、
こ
れ
を
理
解
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
（
二
七
）

と
が
で
き
な
い
』
と
。

　
ま
た
、
ア
ル
ミ
ン
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
論
述
に
対
し
て
は
、
さ
ら
に
、
と
く

に
同
じ
く
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
弟
子
で
あ
る
シ
ュ
ト
ラ
ー
テ
ン
ヴ
ェ
ル
ト
が
異
論

一
八
七



目
的
主
義
的
犯
罪
理
論
・
と
く
に
過
失
を
中
心
と
し
て

を
唱
え
て
い
る
。
彼
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
1
特
定
の
結
果
（
付
随

結
果
）
に
対
し
て
同
時
に
実
現
意
思
と
回
避
意
思
と
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
う
の
は
、
た
し
か
に
正
し
い
。
し
か
し
、
未
必
の
故
意
の
揚
合
に
は
、
行

為
者
が
結
果
を
目
的
と
し
た
か
ど
う
か
は
ま
っ
た
く
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ

っ
て
、
問
題
は
、
む
し
ろ
、
行
為
者
が
結
果
の
実
現
を
目
的
と
し
な
か
っ
た
に

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
結
果
惹
起
を
行
為
者
の
故
意
に
帰
属
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
た
し
か
に
、
特
定
の
結
果
を
避
け
よ
う

と
は
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
る
い
は
生
ず
る
か
も
し
れ

な
い
と
し
て
そ
の
結
果
を
自
己
の
行
為
意
思
に
と
り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

実
際
起
こ
り
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
回
避
意
思
と
い
う
標
準
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
八
）

未
必
の
故
意
と
認
識
あ
る
過
失
と
を
区
別
す
る
の
に
は
適
当
で
な
い
、
と
。

　
し
か
し
、
や
は
リ
シ
．
一
ト
ラ
ー
テ
ン
ヴ
ェ
ル
ト
も
ま
た
、
目
的
性
と
、
伝
統

的
な
意
味
で
の
故
意
と
は
重
な
り
あ
う
と
い
う
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
テ
ー
ゼ
を
、

完
全
に
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、
次
の
よ
う
に
論
述
し
て
い
る
ー

『
実
現
意
思
』
は
、
自
己
の
態
度
か
ら
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
と
認
識
し
た
あ

ら
ゆ
る
結
果
に
ま
で
及
ぶ
必
要
は
な
い
。
行
為
者
は
、
む
し
ろ
、
自
己
の
意
識

に
の
ぼ
っ
た
可
能
性
に
対
し
て
、
な
お
自
分
の
立
場
決
定
を
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
立
揚
決
定
、
す
な
わ
ち
危
険
を
真
剣
に
受
け
と
っ
た

か
そ
れ
と
も
軽
く
見
逃
し
た
か
が
、
未
必
の
故
意
と
認
識
あ
る
過
失
と
の
区
別

に
つ
い
て
問
題
と
な
る
。
行
為
か
ら
あ
る
付
随
結
果
が
発
生
す
る
こ
と
を
不
確

実
な
も
の
と
考
え
た
場
合
に
は
、
こ
の
結
果
を
『
自
己
の
も
の
と
す
る
動
作
』

と
い
う
も
の
が
さ
ら
に
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
危
険
を
真
剣

に
と
る
、
と
い
う
こ
と
が
さ
ら
に
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
結
果
発
生

八
八

の
危
険
を
真
剣
に
と
ら
な
か
っ
た
者
は
、
そ
の
結
果
を
自
己
の
態
度
の
可
能
な

目
的
と
し
て
承
認
し
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
。
か
く
し
て
、
シ
ュ
ト

ラ
ー
テ
ン
ヴ
ェ
ル
ト
は
次
の
よ
う
な
結
論
に
到
達
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
『
認
識
あ
る
過
失
は
、
そ
れ
故
行
為
の
目
的
的
構
造
に
着
目
す
れ
ば
、
故
意
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
九
）

ら
は
区
別
さ
れ
、
そ
し
て
認
識
な
き
過
失
の
方
へ
属
す
る
こ
と
に
な
る
』
と
。

　
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
テ
ン
ヴ
ェ
ル
ト
は
錯
誤
に
陥
っ
て
い

る
。
と
い
う
の
は
、
行
為
者
が
あ
る
結
果
を
認
識
し
て
は
い
た
が
こ
れ
を
真
剣

に
と
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
に
、
認
識
あ
る
過
失
を
認
め
た
点
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
は
、
真
剣
に
と
ら
れ
な
か
っ
た
危
険
と
い
う
も
の
は
、
す
べ
て
、

抽
象
的
危
険
と
し
て
は
認
識
し
う
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
云
わ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
危
険
と
い
う
の
は
、
こ
の
種
の
行
為
に
付
着
し
て

は
い
る
も
の
の
、
現
在
こ
こ
で
、
こ
の
具
体
的
行
為
に
は
生
じ
て
い
な
い
と
い

う
よ
う
な
危
険
、
す
な
わ
ち
抽
象
的
危
険
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場

合
、
現
実
の
具
体
的
危
険
と
い
う
も
の
は
、
ま
さ
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
故
、
こ
こ
に
は
、
認
識
な
き
過
失
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
、
行
為
者
が
自
己
の
動
作
の
具
体
的
危
険
性
を
認
識
し
た
場
合
に
は
、

行
為
者
は
、
こ
の
危
険
を
危
険
と
し
て
、
や
は
り
真
剣
に
と
っ
た
こ
と
に
な

る
。
あ
る
危
険
を
具
体
的
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
認
識
し
な
が
ら
、
こ
れ
を

危
険
と
し
て
真
剣
に
と
ら
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
。
さ
ら

に
問
題
と
な
る
の
は
、
危
険
が
実
現
す
る
場
合
に
も
な
お
自
己
の
態
度
を
と
ろ

う
と
し
た
か
あ
る
い
は
と
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
故
、
危
険
を
真
剣
に
と
る
、
と
い
う
標
識
を
も
っ
て
し
て
は
、
未
必
の
故
意

と
認
識
あ
る
過
失
と
は
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
認
識
あ
る
過
失
行
為
者



で
も
、
危
険
の
真
剣
な
こ
と
を
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
結
果
に
つ
い

て
、
そ
れ
は
発
生
す
る
危
険
が
あ
る
、
と
肯
定
す
る
立
場
決
定
を
し
た
こ
と
に

な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
行
為
者
は
、
結
果
を
、
自
己
の
態
度
の
可
能
な
目
的
と
し

て
承
認
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
未
必
の
故
意
行
為
者
も
、
そ
の
よ
う

な
承
認
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
未
必
の
故
意
行
為
者
も
、
禁

止
さ
れ
た
結
果
を
、
自
己
の
態
度
の
可
能
な
成
行
と
み
る
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て

そ
の
目
的
と
み
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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。

　
　
　
目
的
主
義
的
犯
罪
理
論
・
と
く
に
過
失
を
中
心
と
し
て
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四

以
上
で
も
っ
て
、
目
的
性
を
未
必
の
故
意
に
は
及
ば
せ
る
が
認
識
あ
る
過
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
九



目
的
主
義
的
犯
罪
理
論
・
と
く
に
過
失
を
中
心
と
し
て

に
は
及
ば
せ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
、
す
べ
て
の
試
み
が
、
た
し
か
に
挫

折
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
主
観
的
に
理
解
さ
れ
た
目
的
性
を
、
意
図

と
い
う
も
の
に
限
定
し
な
い
か
ぎ
り
、
認
識
あ
る
過
失
も
目
的
的
行
為
意
思
の

中
に
包
括
さ
れ
る
と
い
う
帰
結
を
回
避
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ

の
こ
と
は
、
認
識
あ
る
過
失
が
そ
の
構
造
か
ら
す
れ
ば
実
は
故
意
行
為
で
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
ー
こ
の
結
論
は
、
は
し
な
く
も
、
コ
ー
ル
ラ
ウ
シ
．
一
が

す
で
に
目
的
的
行
為
論
よ
り
は
る
か
以
前
に
到
達
し
た
結
論
と
同
じ
で
あ
る
。

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
い
っ
た
い
『
認
識
な
き
過
失
』
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
（
主
観
的
）
目
的
的
行
為
論
は
、
く
り
か
え
し
く

り
か
え
し
、
し
か
も
変
転
き
わ
ま
り
な
い
理
窟
で
も
っ
て
、
認
識
な
き
過
失
は

刑
法
的
意
味
で
の
行
為
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
努
め
て
き
た
。
し
か

し
、
そ
の
試
み
は
、
こ
と
ご
と
く
失
敗
に
終
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
必
然
的
に
失

敗
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
も
し
行
為
に
本
質
的
で
あ

る
目
的
性
と
い
う
も
の
を
、
刑
法
上
の
故
意
と
同
一
視
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
同

様
に
、
故
意
で
な
い
動
作
に
対
し
て
は
、
刑
法
の
意
味
に
お
け
る
行
為
と
し
て

の
地
位
を
与
え
な
い
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
目
的
的
行
為
論
者
は
、
（
認
識
な
き
）
過
失
も
、
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い

『
他
の
』
結
果
が
目
的
的
に
追
求
さ
れ
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
や
は
り
目
的
的
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
〇
）

為
で
あ
る
と
し
て
い
る
ボ
、
そ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
正
当
で
あ
る
。
ー
ー

こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
い
わ
ゆ
る
因
果
的
行
為
論
で
さ
え
、
す
で
に
『
有
意
性

（
意
思
決
定
性
）
』
と
い
う
要
素
を
用
い
て
考
慮
に
入
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も

行
為
と
い
う
か
ら
に
は
、
『
何
ら
か
の
こ
と
』
が
実
際
に
意
欲
さ
れ
、
計
画
的

に
追
求
さ
れ
、
因
果
を
見
と
お
し
た
上
で
惹
起
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
し

一
九
〇

か
し
、
認
識
な
き
過
失
行
為
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
目
的
性
は
、
法
的
に
重
要

　
　
　
　
　
　
（
一
一
二
）

な
も
の
で
は
な
く
、
犯
罪
行
為
に
何
ら
の
意
味
内
容
も
付
与
す
る
も
の
で
は
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ニ
ル
が
く
り
か
え
し
あ
げ
る
看
護
婦
の
例
が
、

非
常
に
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
『
予

知
せ
ず
に
強
い
致
死
量
の
モ
ル
ヒ
ネ
注
射
を
施
し
た
看
護
婦
は
、
目
的
的
な
注

射
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
目
的
的
な
殺
人
行
為
を
行
な
っ
た
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
）

い
』
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
『
人

問
の
行
為
の
目
的
的
な
構
造
は
、
刑
法
規
範
そ
れ
自
体
に
対
し
て
構
成
的
な
意

味
を
持
つ
べ
き
も
の
』
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
マ
イ
ホ

ー
フ
ァ
ー
が
ま
っ
た
く
正
当
に
考
え
た
よ
う
に
、
看
護
婦
は
、
元
来
、
そ
の
態

度
の
法
的
社
会
的
意
味
の
存
在
す
る
殺
人
行
為
の
故
を
も
っ
て
で
は
な
く
、
注

射
の
故
を
も
っ
て
刑
法
上
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で

　
（
三
三
）

あ
る
。
同
様
に
、
認
識
な
き
過
失
に
よ
っ
て
歩
行
者
を
傷
つ
け
た
自
動
車
運
転

者
は
、
身
体
傷
害
の
故
を
も
っ
て
で
は
な
く
、
自
動
車
運
転
の
故
を
も
っ
て
処

罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
正
し
く
な
い
こ
と
は
、

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
故
、
ヴ
ェ
ル
ツ
甲
一
ル
は
、
別
の
方
向
に
解
決
策
を
見
出
そ
う
と
努
力
し

た
。
彼
は
、
明
ら
か
に
次
の
よ
う
に
強
調
し
て
い
る
。
1
認
識
な
き
過
失
の

場
合
に
は
、
刑
法
上
重
要
な
結
果
は
ま
さ
に
目
的
的
に
惹
起
さ
れ
た
も
の
で
は

　
（
三
四
）

な
い
。
過
失
の
目
的
的
構
造
に
と
っ
て
決
定
的
な
の
は
『
（
望
ま
し
く
な
い
付

随
結
果
を
避
け
る
た
め
）
社
会
生
活
上
要
求
さ
れ
た
目
的
的
操
縦
の
最
低
限
と

の
関
係
に
お
い
て
、
手
段
の
選
択
お
よ
び
手
段
の
適
用
の
際
に
お
け
る
現
実
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
五
）

意
思
操
縦
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
』
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
論



ず
る
以
上
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
自
身
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
『
過
失
行
為
の
本

質
』
は
ま
さ
に
『
行
為
者
が
行
為
を
実
行
す
る
に
際
し
て
「
不
十
分
な
」
目
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
六
）

的
操
縦
を
な
し
た
』
、
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
い
か
え
れ

ば
、
こ
こ
で
は
目
的
性
が
『
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
』
、
目
的
性
が
『
足
り
な

か
っ
た
こ
と
』
が
間
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
要
求
さ

れ
た
目
的
性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
る
以
上
、
そ
の
中
に
（
認
識
な

き
）
過
失
行
為
の
目
的
的
な
構
造
を
見
出
す
こ
と
は
、
と
う
て
い
不
可
能
で
あ

る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
目
的
的
行
為
論
者
の
理
論
に
よ
れ

ば
、
刑
法
的
評
価
に
と
っ
て
重
要
な
行
為
目
標
に
対
し
て
は
、
現
実
の
目
的
的

な
関
係
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
（
認
識
な
き
）

過
失
行
為
の
揚
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
関
係
は
存
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
o

　
そ
れ
故
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
そ
の
後
、
目
的
的
行
為
論
の
出
発
点
を
過
失
行

為
の
領
域
に
お
い
て
完
全
に
放
棄
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
何
ら
驚
く
に
価
い

し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ー
過
失

の
場
合
問
題
と
な
る
の
は
、
行
為
『
目
標
』
と
の
関
係
に
お
け
る
目
的
性
で
は

な
い
。
『
過
失
に
と
っ
て
決
定
的
な
行
為
の
要
素
は
、
む
し
ろ
、
行
為
の
「
実

行
」
の
際
に
お
け
る
目
的
的
操
縦
（
す
な
わ
ち
行
為
の
手
段
の
目
的
的
操
縦
）

　
　
　
（
三
七
）

で
あ
る
』
。
過
失
行
為
の
揚
合
、
『
意
思
内
容
は
、
「
目
標
」
に
関
す
る
か
ぎ

り
で
は
法
的
に
重
要
で
な
い
と
し
て
も
、
と
ら
れ
た
行
為
手
段
と
の
関
係
に
お

い
て
は
法
的
に
重
要
で
な
い
と
は
い
え
な
い
』
。
『
過
失
行
為
の
本
質
』
は
、

『
行
為
手
段
の
選
択
お
よ
び
適
用
の
際
に
お
け
る
「
意
思
操
縦
」
が
、
こ
の
よ

う
な
手
段
を
と
れ
ば
発
生
し
て
し
ま
う
こ
と
の
明
ら
か
な
因
果
の
成
行
を
顧
み

目
的
主
義
的
犯
罪
理
論
・
と
く
に
過
失
を
中
心
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
八
）

な
か
っ
た
、
と
い
う
点
に
あ
る
』
と
。
こ
こ
で
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
今

や
、
目
的
性
を
も
は
や
行
為
の
『
目
標
』
に
関
係
づ
け
る
こ
と
を
や
め
、
わ
ず

か
に
行
為
の
『
実
行
』
、
そ
し
て
行
為
の
『
手
段
』
に
関
係
づ
け
る
に
止
め
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
以
前
か
ら
目
的
性
の

構
造
に
つ
い
て
原
理
的
に
述
べ
て
い
た
こ
と
と
矛
眉
す
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
に

よ
れ
ば
、
目
的
性
と
い
う
も
の
は
、
因
果
の
か
ら
み
合
い
の
成
行
を
一
定
の
範

囲
に
わ
た
っ
て
予
見
し
そ
し
て
こ
の
因
果
の
か
ら
み
合
い
を
『
目
標
達
成
に
向

け
て
計
画
的
に
操
縦
す
る
』
こ
と
の
で
き
る
意
思
の
能
力
、
に
も
と
づ
く
も
の

で
あ
る
か
ら
、
因
果
的
事
象
を
指
導
す
る
、
『
目
標
を
意
識
し
た
』
意
思
と
い

う
も
の
が
、
目
的
的
行
為
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
意
思
は
、

外
部
的
な
因
果
的
事
象
を
決
定
し
つ
く
し
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
因
果

的
事
象
を
『
目
標
に
向
け
操
縦
さ
れ
た
』
行
為
に
ま
で
仕
上
げ
る
と
こ
ろ
の
、
操

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
九
）

縦
因
子
で
あ
る
ー
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
（
認
識
な
き
）
過

失
の
場
合
に
は
、
以
上
の
よ
う
に
説
明
と
は
反
対
に
、
こ
の
よ
う
な
、
『
目
標

を
意
識
し
た
』
操
縦
と
い
う
こ
と
は
問
題
と
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、
行
為
の
『
手

段
』
が
意
識
的
に
と
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
1
た
と
え
ば
、
不
注
意
で
人
を
ひ
い
て
し
ま
っ
た
自
動
車
運
転
者
は
意

識
的
に
そ
の
自
動
車
を
運
転
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
行
為
の
構
造
に
と
っ
て
決
定
的
な
の
は
、
行
為
者
が
目
的
意

識
的
に
操
縦
し
て
い
た
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
、
行
為
者
が
何
に

向
け
て
目
的
意
識
的
に
操
縦
し
て
い
た
か
は
問
う
と
こ
ろ
で
な
い
こ
と
に
な

る
。
か
く
し
て
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
目
的
的
行
為
論
は
ー
少
な
く
と
も
過
失

一
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目
的
主
義
的
犯
罪
理
論
・
と
く
に
過
失
を
中
心
と
し
て

行
為
に
つ
い
て
ー
み
ず
か
ら
は
げ
し
く
批
判
し
て
い
た
因
果
的
行
為
論
の
そ

も
そ
も
の
出
発
点
へ
逆
戻
り
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
何
故
な
ら
、
す
で

に
ラ
ー
ト
ブ
ル
ヅ
フ
は
、
行
為
概
念
に
関
す
る
そ
の
著
書
の
中
で
ー
ベ
ー
リ

ン
グ
と
一
致
し
て
ー
『
「
行
為
」
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
確
定
す
る
た
め

に
は
、
行
為
者
が
有
意
的
に
行
動
し
、
な
い
し
は
不
行
動
の
ま
ま
に
止
ま
っ

た
、
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
行
為
者
渉
何
を
意
欲
し
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
〇
）

は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
無
関
係
で
あ
る
』
と
い
う
結
論
に
到
達
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
目
的
的
行
為
論
に
よ
っ
て
、
現
在
深
い
裂
目

が
生
じ
た
こ
と
は
、
疑
い
が
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
ー
不
作
為
犯
を
別
論
と
し

て
も
ー
行
為
概
念
の
二
重
性
に
か
か
わ
り
あ
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で

あ
る
。
（
認
識
な
き
）
過
失
に
正
し
い
地
位
を
与
え
る
た
め
に
は
、
故
意
の
犯

罪
行
為
に
の
み
適
用
し
う
る
目
的
的
行
為
概
念
の
基
本
類
型
と
並
ん
で
、
目
的

意
識
的
目
的
性
と
い
う
標
識
を
放
棄
し
た
、
別
個
の
行
為
概
念
渉
登
揚
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
（
主
観
的
）
目
的
的
行
為
論
ボ
、
す

で
に
不
作
為
の
問
題
に
つ
い
て
降
伏
し
た
と
同
様
に
、
過
失
の
問
題
に
つ
い
て

も
城
を
明
け
渡
し
た
こ
と
を
意
昧
す
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の

刑
法
教
科
書
の
最
新
版
に
お
い
て
、
過
失
行
為
の
目
的
性
の
理
由
づ
け
が
や
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
一
）

り
ま
っ
た
く
見
当
ら
な
い
の
は
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
実
際
上
、
ヴ
ェ

ル
ツ
ェ
ル
は
、
不
作
為
犯
に
対
す
る
と
同
様
、
過
失
犯
に
対
し
て
も
、
目
的
的

行
為
論
を
放
棄
し
た
こ
と
と
な
り
、
わ
ず
か
に
故
意
の
作
為
犯
の
み
に
つ
い
て

そ
れ
を
固
執
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
結
論
と
し

て
、
（
主
観
的
）
目
的
的
行
為
論
の
行
為
概
念
が
、
刑
法
体
系
の
基
本
要
素
と

一
九
二

し
て
も
、
ま
た
結
合
要
素
と
し
て
も
有
用
で
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
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五

　
以
上
す
べ
て
の
こ
と
か
ら
し
て
、
目
的
的
行
為
論
の
欠
陥
は
い
っ
た
い
ど
こ

に
見
出
さ
れ
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
欠
陥
は
、
一
方
に
お
い

て
、
目
的
的
行
為
論
が
あ
ま
り
に
も
一
面
的
に
目
的
性
を
目
ざ
し
、
そ
の
結
果

『
人
間
の
行
為
の
複
雑
さ
』
と
い
う
も
の
を
正
し
く
評
価
し
な
か
っ
た
点
に
存

す
る
。
他
方
、
目
的
的
行
為
論
は
、
さ
ら
に
、
目
的
性
と
い
う
も
の
を
、
『
意

識
的
に
』
予
測
さ
れ
た
目
標
に
向
け
因
果
的
事
象
を
『
意
識
的
に
』
操
縦
す
る

こ
と
、
と
い
う
よ
う
に
の
み
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
的
性
と
い
う
概
念

を
純
主
観
的
に
、
そ
し
て
そ
れ
故
あ
ま
り
に
も
狭
く
定
義
し
す
ぎ
た
点
に
お
い

目
的
主
義
的
犯
罪
理
論
・
と
く
に
過
失
を
中
心
と
し
て

て
、
誤
り
を
犯
し
た
の
で
あ
る
。

　
私
は
、
最
初
に
、
行
為
概
念
に
関
す
る
議
論
が
行
な
わ
れ
て
い
る
あ
い
だ
に

行
為
理
論
の
四
つ
の
基
本
類
型
が
で
き
上
っ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
す
な

わ
ち
、
因
果
的
行
為
論
、
目
的
的
行
為
論
、
徴
表
的
行
為
論
、
お
よ
び
社
会
的

行
為
論
の
四
つ
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
驚
く
に
価
い
し
な

い
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
ら
の
行
為
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
人
間
の
行
為
の
一
つ
の

正
し
い
面
は
と
ら
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
や
は
り
一
つ
の
面
に
し
か
す
ぎ
ず
、

必
ず
し
も
そ
の
全
体
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
が
『
物
質
』
『
生
命
』

『
心
理
』
『
精
神
』
を
総
合
し
て
で
き
上
っ
た
重
層
構
造
的
な
存
在
で
あ
る
の

と
同
様
に
、
人
問
の
行
為
も
ま
た
、
ま
っ
た
く
こ
れ
に
相
応
し
て
、
次
の
四
つ

の
要
素
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
因
果
性
』
　
『
目
的
性
』
『
心
理
的
特
徴

づ
け
』
お
よ
び
『
精
神
的
な
意
味
づ
け
』
の
四
つ
が
こ
れ
で
あ
る
。
人
間
の
行

為
の
存
在
論
的
構
造
を
包
括
的
に
正
し
く
評
価
し
よ
う
と
す
る
行
為
論
は
、
そ

れ
故
、
こ
の
よ
う
な
四
つ
の
要
素
を
適
切
に
か
え
り
み
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

　
　
（
四
二
）

ら
な
い
。

　
人
間
が
、
人
間
以
下
の
す
べ
て
の
領
域
と
く
に
動
物
か
ら
区
別
さ
れ
る
決
定

的
な
標
識
は
、
そ
の
『
人
格
性
』
で
あ
る
。
人
格
性
の
本
質
は
、
精
神
的
な
自

己
意
識
の
能
力
、
お
よ
び
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
自
己
指
令
と
い
う
も
の
の

中
に
存
す
る
。
人
格
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
精
神
的
な
自
己
所
有
を
意
味

す
る
。
人
問
が
、
単
に
宿
命
的
に
情
熱
的
な
衝
動
に
身
を
委
ね
て
、
自
己
み
ず

か
ら
の
選
択
し
な
い
道
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
む
し
ろ

ー
も
ち
ろ
ん
一
定
の
限
度
内
で
し
か
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
ー
み
ず
か
ら
自

己
の
道
を
決
定
し
、
自
己
の
生
活
形
成
を
み
ず
か
ら
の
も
の
と
し
う
る
も
の
で

一
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目
的
主
義
的
犯
罪
理
論
・
と
く
に
過
失
を
中
心
と
し
て

あ
る
こ
と
、
こ
の
点
に
と
く
に
人
間
の
動
物
に
対
す
る
優
越
性
が
存
す
る
。
こ

の
よ
う
な
人
間
の
『
実
存
的
自
由
』
の
中
に
、
自
己
お
よ
び
自
己
の
行
動
に
対

す
る
道
義
的
な
答
責
性
が
存
す
る
。
人
間
が
人
格
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と

は
、
そ
れ
故
、
人
間
が
責
任
の
あ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ

（
四
三
）

る
。

　
と
こ
ろ
で
、
答
責
性
と
い
う
モ
メ
ン
ト
は
、
人
格
的
な
行
動
と
し
て
の
人
間

の
行
為
を
し
て
、
こ
の
世
に
お
け
る
他
の
す
べ
て
の
出
来
事
か
ら
際
立
た
せ
る

モ
メ
ン
ト
で
も
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
人
間
の
行
動
の
『
客
観
的
な
意
味
』
、

す
な
わ
ち
、
他
の
人
問
に
対
す
る
そ
の
意
義
、
と
い
う
も
の
も
生
ず
る
の
で
あ

る
。
動
物
は
、
自
分
を
も
、
自
分
自
身
以
外
の
も
の
を
も
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
か
ら
、
『
意
味
の
あ
る
態
度
』
を
と
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
人
間
は
、

し
か
し
、
自
分
自
身
の
こ
と
ば
か
り
考
え
る
わ
け
に
い
か
な
い
ば
か
り
で
な

く
、
他
人
の
立
場
を
も
頭
に
入
れ
、
そ
し
て
、
他
人
か
ら
み
た
自
分
の
態
度
の

意
味
と
い
う
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
故
、
人
間
は
、
自
分
自

身
に
対
し
て
責
任
を
持
つ
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
他
人
に
対
し
て
も
責
任
を

　
　
　
　
　
　
（
四
四
）

持
つ
も
の
で
あ
る
。

　
（
主
観
的
）
目
的
的
行
為
論
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
行
為
の
答
責
性
も
そ
の
意

昧
性
も
、
人
問
が
意
識
的
に
得
よ
う
と
努
め
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て
の
み
決
定

さ
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
目
的
的
行
為
論
は
、
そ
う
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
行
動
に
対
す
る
『
潜
在
意
識
』
と
い
う
も
の
の
意
義
と

役
割
と
を
誤
認
し
た
こ
と
に
な
る
。
多
く
の
行
為
は
、
明
ら
か
な
意
識
に
よ
っ

て
操
縦
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
問
の
行
為
は
、
実
現
し
よ
う
と

す
る
目
標
を
頭
の
中
で
思
い
画
き
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
手
段
を
選
び
、
そ
し

一
九
四

て
こ
れ
を
ま
っ
た
く
意
識
的
に
、
予
測
さ
れ
た
目
標
に
向
け
て
動
か
す
、
と
い

う
よ
う
な
ふ
う
に
操
縦
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
1
今
あ
げ
た
よ
う
な
の

は
、
人
間
の
行
為
の
特
別
に
秀
で
た
形
式
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
通
常
は
、
人
問

の
行
動
は
、
潜
在
意
識
か
ら
操
縦
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
格
の
奥

底
に
ま
ど
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
、
人
生
の
あ
い
だ
に
獲
得
し
貯
蔵
し
た
多
様
な

経
験
の
兵
器
庫
か
ら
操
縦
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
が
ポ
ケ
ヅ
ト
か
ら
錠
を
と
り

出
し
、
自
分
の
家
の
玄
関
の
扉
を
あ
け
る
と
き
、
私
は
、
例
外
な
く
、
こ
の
私

の
動
作
を
ま
っ
た
く
意
識
せ
ず
に
こ
れ
を
行
な
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に

私
が
『
行
為
し
て
い
る
』
こ
と
は
疑
い
な
い
。
何
故
な
ら
、
私
が
潜
在
意
識
か

ら
行
な
っ
た
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
意
識
の
な
い
動
作
の
よ
う
な
t
た
と
え
ば

意
識
を
喪
失
し
た
者
や
睡
眠
中
の
者
の
動
作
の
よ
う
な
ー
、
自
分
自
身
決
し

て
責
任
を
負
わ
な
い
非
人
格
的
動
作
と
同
じ
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
私
が

精
神
的
な
カ
を
緊
張
さ
せ
れ
ば
、
私
は
意
識
を
と
り
戻
す
こ
と
が
で
き
、
潜
在

意
識
を
意
識
に
上
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
生
ず
る
結
論
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為

の
性
格
に
と
っ
て
決
定
的
な
の
は
、
因
果
的
事
象
が
意
識
的
な
意
思
に
よ
っ
て

現
に
支
配
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
支
配
可
能
で
あ
っ
た
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
行
為
の
目
的
的
要
素
は
、
そ
れ
故
、
主
観
的
に
で
は
な

く
客
観
的
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
行
為
の
結
果
を
目
的
と

し
『
え
た
』
こ
と
、
お
よ
び
支
配
し
『
え
た
』
こ
と
、
と
い
う
よ
う
に
理
解
す

べ
き
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
『
人
格
的
行
為
概
念
』
は
、
大
体
次
の
よ
う

に
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
行
動
は
、
答
責



的
な
、
し
た
渉
っ
て
客
観
的
に
意
味
の
あ
る
態
度
で
あ
っ
て
、
そ
の
揚
合
、
発

生
し
た
結
果
（
つ
ま
り
因
果
の
成
行
）
は
、
意
思
に
よ
っ
て
支
配
可
能
で
あ

り
、
そ
れ
故
そ
の
態
度
に
帰
せ
し
め
う
る
も
の
で
あ
る
、
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
五
）

　
こ
の
よ
う
な
行
為
概
念
は
、
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
マ
イ
ヤ
ー
が
主
張
し
て
い
る
の

と
ま
っ
た
く
同
じ
形
式
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
故
意
の
行
動
も
過
失
の
行
動

も
、
ま
た
作
為
も
不
作
為
も
包
括
す
る
も
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
一
方
に
お
い

て
結
果
の
支
配
可
能
性
ど
い
う
要
素
は
、
過
失
を
包
摂
す
る
が
、
故
意
は
排
除

し
な
い
。
他
方
、
現
実
の
因
果
の
成
行
の
支
配
可
能
性
は
、
作
為
の
揚
合
の
み

な
ら
ず
、
不
作
為
の
揚
合
に
も
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
作
為
の
揚
合
に

は
、
行
為
者
は
自
己
の
因
果
の
過
程
を
支
配
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
不
作
為
の
場
合
に
は
、
行
為
者
自
身
の
喚
起
し
な
い
他
人
の
因
果
の
過

程
（
他
人
ま
た
は
自
然
物
の
因
果
の
過
程
）
を
支
配
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
単
な
る
結
果
の
不
回
避
を
『
不
作
為
』
に
、
し
た
が

っ
て
『
行
為
』
に
す
る
も
の
は
、
不
作
為
行
為
者
に
与
え
ら
れ
た
、
因
果
の
成

行
に
対
す
る
カ
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
回
避
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
、
お
よ

び
そ
れ
か
ら
生
ず
る
と
こ
ろ
の
、
結
果
を
目
的
と
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
故
、
作
為
と
不
作
為
と
が
共
通
の
上
位
概
念
に
包
括
さ
れ
な
い
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
六
）

と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
な
い
。

　
か
く
し
て
、
私
ど
も
の
発
見
し
た
人
格
的
行
為
概
念
は
、
刑
法
体
系
の
基
本

要
素
と
し
て
も
、
ま
た
結
合
要
素
と
し
て
も
使
用
に
耐
え
う
る
、
と
い
う
こ
と
、

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
同
時
に
、
人
格
的
行
為
概
念
は
、
さ
ら
に
、
実
際
的
な

限
界
要
素
と
し
て
も
役
立
ち
う
る
の
で
あ
っ
て
、
希
望
し
は
し
た
が
ま
っ
た
く

偶
然
に
発
見
し
た
結
果
、
つ
ま
り
い
わ
ば
『
異
常
な
因
果
の
成
行
』
を
、
支
配

目
的
主
義
的
犯
罪
理
論
・
と
く
に
過
失
を
中
心
と
し
て

可
能
性
と
い
う
標
識
を
用
い
て
刑
法
的
重
要
性
の
領
域
外
に
分
離
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
刑
法
体
系
の
礎
石
と
し
て
の
働
き
を
な
す
行
為
概
念
を
、
人

間
の
人
格
性
か
ら
基
礎
づ
け
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
犯
罪
行
為

の
特
殊
的
標
識
を
も
人
格
的
に
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
格
的
行
為
概

念
は
、
そ
れ
故
、
人
格
的
法
益
論
、
人
格
的
不
法
行
為
論
、
そ
し
て
人
格
的
責

任
論
の
基
礎
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
同
時
に
、
人
格
的
な
刑

，
罰
理
論
に
も
調
和
的
に
組
み
こ
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

（
四
二
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目
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訳
者
の
あ
と
が
き
　
　
本
稿
は
、
西
ド
イ
ツ
、
ザ
ー
ル
大
学
教
授
ア
ル
ト

ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
氏
が
、
昭
和
四
〇
年
三
月
二
九
目
、
早
稲
田
大
学
比

較
法
研
究
所
に
お
い
て
行
な
っ
た
講
演
の
草
稿
に
、
同
氏
が
事
後
若
干
手
を

加
え
て
で
き
上
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
当
目
時
間
の
関
係
で
削
除
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
部
分
を
補
完
し
、
読
者
の
便
宜
の
た
め
に
脚
註
を
補
充

し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
、
同
氏
の
御
好
意
を
感
謝
し
た
い

と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
原
春
夫
）


