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人
格

の
同

一
性

の
規
準
を
求
め
る
必
要
性
に

つ
い
て

石

毛

弓

要

旨
人
格
の
同

一
性
の
規
準
に

つ
い
て
、

ロ
ッ
ク
の
意
識
説
を
基
に
し
て
そ

の
妥
当
性
を
論
じ
る
。

ロ
ッ
ク
は
、
人
格
と
は
思
考
す
る
知
性
あ
る
存
在
で
あ
り
、
理
性

と
省
察
を
そ
な
え
た
も

の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
主
体
が
、
意
識
に
よ
っ
て
自
己
の
経
験
を
把
握
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
時
間
を
通
じ
た
人
格
の

D

同

一
性
が
な
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。

ー

自
己
の
意
識
に
よ

っ
て
心
理
的
な
も

の
を
把
握
す
る
こ
と
が
人
格
の
同

一
性

の
規
準
を
保
証
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
意
識
と
は

「わ
た
し
」
を
主
語
と
す
る

一
人

称
的
な
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
ま
た
ロ
ッ
ク
は
、
法
に
よ
る
賞
罰
を
受
け
る
に
値
す
る
存
在
と
し
て
も
人
格
と
そ
の
同

一
性
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の

点

に
か
ん
し
て
は
第
三
者
が
観
察
し
た
結
果
が
影
響
す
る
た
め
、

一
人
称
と
対
比
す
る
意
味
で
三
人
称
的
な
言
説
で
あ
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

本
論
で
は
、
こ
れ
ら

一
人
称
と
三
人
称
の
言
説

の
両
方
が
人
格
の
同

一
性

の
規
準
に
は
必
要
で
あ
る
こ
と
を
、
心

の
哲
学
に
お
け
る
議
論
を
参
照
し
な
が
ら
分
析

す
る
。
ま
た
、
人
格
の
同

一
性
の
規
準
を
研
究
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
、
そ
の
社
会
的
な
意
味
と
意
義
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
る
。

キ

ー

ワ

ー

ド

"
哲

学

人

格

の
同

一
性

ジ

ョ

ン

・
ロ

ッ
ク

一
人

称

三

人

称
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哲
学
に
お
け
る
人
格

の
同

一
性

(℃
興
ω
8
巴

三
Φ
昌
葺
団
)
の
問
題
と
は
、
あ
る
人
格
が
時
間
を
通
じ
て
継
続
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
規
準
を
あ
き
ら

か
に
す
る
試
み
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
異
な
る
時
間
に
お
け
る

「
人
格
」
が

「
同
じ
」
で
あ
る
と
は
ど
う

い
う

こ
と
か
だ
。
こ
れ
は

一
種
独
特
の

(
1

)

問
い
の
立
て
方
で
、
た
と
え
ば
青
年
期

の
自
我

の
確
立
と

い
っ
た
発
達
心
理
学
の
側
面
で
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
や
、
集
団
の
な
か
で
の
承
認
を
め
ぐ
る
社
会
学

(2

)

的
な
諸
問
題
と
は
、
相
互
に
関
連
し
つ
つ
も
哲
学
独
自

の
課
題
と
し
て
考
察
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
人
格

の
同

一
性

の
問
題
を
、
な
ん
の
た
め
に
そ
の
規
準
が
求
め
ら

れ
る
の
か
と
い
う
側
面
か
ら
考
察
す
る

の
が
本
論

の
主
旨
で
あ
る
。

複
数
の
時
間
に
お
け
る
人
格
の
継
続

性
が
哲
学
で
ど
の
よ
う
に
問
題
に
さ
れ
て
き
た
の
か
は
、
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
わ
た
し
が
現
在

六
〇
歳
だ
と
し
よ
う
。

い
ま
の
わ
た
し
と
、
五
歳

の
と
き
の
わ
た
し
と
で
は
、
当
然
外
見
や
記
憶
、
思
考
、
将
来

へ
の
見
解
な
ど
は
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
。
場
合

に
よ

っ
て
は
お
な
じ
六
〇
歳

の
他
人
以
上
に
、
六
〇
歳
の
わ
た
し
と
五
歳

の
わ
た
し
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
な
た
は
、

わ
た
し
が
あ
る
子
ど
も

の
写
真
を
み
せ
て

「
こ
こ
に
写

っ
て
い
る
の
は
、
わ
た
し
で
す
」
と
い
え
ば
、
な
ん
の
疑
問
も
抱
か
ず
に
そ
の
言
葉
を
受
け
い
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
疑
問
を
抱

い
て
も

い
い
の
で
あ

る
。
こ
の
と
き
わ
た
し
は
、
現
在

の
発
話
者
と
写
真
の
中
の
子
ど
も
が
同
じ

「
わ
た
し
」
で
あ
る
と

い
っ
て
い
る
。
だ
が
、

勿

な
に
が
同
じ
だ
と

い
え
る
の
だ
ろ
う
。

わ
た
し
の
知
識
や
心
的
状
態
は
五
五
年

の
問
に
変
化
し
て
い
る
し
、
そ
こ
ま
で
の
長
期
間
を
想
定
し
な
く
て
も
八
〇
日
も
す

ー

れ
ば
身
体
の
細
胞
の
大
半
は
入
れ
替
わ
る
。

つ
ま
り
心
理
的
に
も
肉
体
的
に
も
、
ま

っ
た
く
同

一
で
あ
る
と

い
う
意
味

で
の

「
同
じ
」
さ
は
、
六
〇
歳
の
わ
た
し
と

五
歳
の
わ
た
し
の
あ

い
だ
に
は
ほ
ぼ
見

出
す
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

普
通
の
感
覚
で
は
、
わ
た
し
た
ち
は
今
日
の
わ
た
し
と

一
年
前

の
わ
た
し
と
が
同

一
人
物
で
な

い
と
は
い
わ
な
い
。
で
は
こ
の
と
き

い
っ
た
い
な
に
が

「同

一
」

だ
と
さ
れ
う
る
の
か
が
、
い
い
か
え
れ
ば
時
間
を
通
じ
て
あ
る
人
格
が
同
じ
だ
と
み
な
さ
れ
る
た
め
の
必
要
充
分
条
件
を
探
る
こ
と
が
、
人
格

の
同

一
性

の
問
題
で

の
主
眼
と
な
る
。
こ
の
テ
ー

マ
に
か
ん
し
て
は
、
身
体
的
規
準

(物
的
な
も

の
の
継
続
)、
心
理
的
規
準

(心
的
な
も
の
の
継
続
)
、
そ
れ
以
外

の
見
解

(規
準
は
な

い
と

い
う
主
張
も
含
む
)
の
三
点
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。
本
論
で
は
、
哲
学
の
分
野
で
人
格
の
同

一
性
の
問
題
を
最
初
に
提
唱
し
た
ジ

ョ
ン

・
ロ
ッ

(3

)

ク
の
説
を
も
ち
い
て
、
人
格
の
同

一
性
は
広

い
意
味

で
の
心
理
的
規
準
に
属
す
る
と

い
う
見
解
を
と
る
。

1
.
で
ロ
ッ
ク
の
説

の
基
本
的
な
概
念
を
紹
介
し
、
彼
の
説

へ
の
批
判
を
通
し
て
人
格
と
そ
の
同

一
性
に
つ
い
て
の
定
義
を
提
唱
す
る
。
こ
の
見
解
は

一
人
称
と

三
人
称

の
言
説

の
特
徴
と
差
異
と

い
う
観
点
に

つ
な
が
る
た
め
、
こ
の
点
に

つ
い
て
2
.
と
3
.
で
論
じ
る
。
と
く
に
3
.
で
は
、
人
格

の
同

一
性
が
社
会
的
に
必
要



と
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

最
後

の
4
.
で
は
、
人
格
の
同

一
性
の
議
論
に
は

一
人
称
と
三
人
称

の
両
方

の
視
点
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
、
心

の
哲
学

で
の
議
論
を
交
え
て
主
張
す
る
。
本
稿

の
目
的
は
、
人
格
の
同

一
性
と
そ
の
必
要
性
に
た
い
す
る
見
取
り
図
を

つ
く
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
た
め
諸
説

の

一
つ
ひ
と

つ
を
詳
細
に
吟
味
す
る
よ
り
も
、
本

テ
ー

マ
の
全
体
像
を
素
描
す
る
方
に
焦
点
を
絞

っ
た
こ
と
を
最
初
に
こ
と
わ

っ
て
お
く
。

O

l

ロ
ッ
ク
に
お
け
る
人
格

の
定
義
と
そ
の
同

一
性

近
代
に
お

い
て
人
格
の
同

一
性
と

い
う
問
題
の
幕
を
上
げ
た

の
は
ロ
ッ
ク
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
彼
の
主
著
で
あ
る

『人
間
知
性
論
』
「第
二
七
章

同

一
性
と
差
異
性
に
つ
い
て
」
に
ほ
ぼ
集
約
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
の

「人
格
」
の
概
念
を
知
る
た
め
に
、
ま
ず

ロ
ッ
ク
に
お
け
る

「人
格

(勺
2
ωO
⇒
)
」

と

「人
間

(]≦
鋤昌
)」
と

「実
体

(ω屋
げ
ω鼠
昌
8
)」
の
区
別
を
み
て
ゆ
こ
う
。

「人
間
」
と
い
う
語
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
生
物
学
的
な
ヒ
ト
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
わ
た
し
た
ち
の
口
が

『人
間
』
と

い
う
音
を
発
す
る
と
き
に
象
徴
す
る
よ

(
4

)

う
な
、
心
に
浮
か
ぶ
概
念
は
、
[人
間
と

し
て
の
]
あ
る
た
し
か
な
形
状
を
し
た
動
物
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な

い
」
(卜。

°
卜。N

°。
)
と
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
も
し

も
理
性
を
も
ち
哲
学
の
議
論
を
す
る
オ

ウ
ム
が
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ロ
ッ
ク
の
解
釈
で
は
ヒ
ト
で
は
な
く
オ
ウ
ム
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
「人
間
」
の
同

一
性
と
は
、
物
体
と
し
て
の
身
体

の
み

に
限

っ
た
同

一
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た

「実
体
」
は
、
完
全
に
非
物
質
な
も
の
で
あ
り

い
わ
ば
霊
魂

(ω
且
葺
)
の
よ

う
な
も
の
だ
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
実
体
は
、
個
人
の
意
識
や
経
験
な
ど
が
宿
ら
な
く
て
も
そ
れ
そ
の
も

の
と
し
て
存
在
す
る
よ
う
な
な
に
か
で
あ
る
。
た

と
え
ば
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
霊
魂
が
ソ
ク
ラ

テ
ス
と
し
て
の
人
生
を
す
べ
て
忘
れ
て
し
ま

っ
て
ロ
ッ
ク
の
身
体
に
宿

っ
た
と
し
て
、
そ
こ
で
も
継
続
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
な
に
か
な
の
で
あ
る

(MW°
MW、N°
HH
～
H窃
)。

ロ
ッ
ク
は
、
こ
の
よ
う
な

「人
間
」
や

「実
体
」
の
同

一
性
を
、
こ
の
わ
た
し
が
時
間
的
に
継
続
し
て
存
在
し
て
い
る
と
み
な
す
と

い
う
意
味
で
の
同

一
性
と
は

区
別
し
、
後
者
は

「人
格
」

の
同

一
性

に
存
す
る
の
だ
と
す
る
。
こ
の
人
格
と
は
、
「思
考
す
る
知
性
あ
る
存
在
で
あ
り
、
理
性
と
省
察
を
そ
な
え
、
自
分
自
身
を

自
分
自
身
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
異

な
る
時
間
と
場
所
に
お
い
て
同
じ
思
考
を
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
思
考
と
は
切
り
離
せ
な
い
…
…
意
識
に

よ

っ
て
の
み
な
さ
れ
る
」

(卜⊃
°
卜⊃刈
゜
㊤
)
も
の
で
あ
る
。
思
考
は
意
識
を
と
も
な
い
、
こ
の
意
識
が
自
分
自
身
を
他

の
思
考
す
る
も
の
か
ら
区
別
す
る
。
人
格
と
は
な

人
格
の
同

一
性
の
規
準
を
求
め
る
必
要
性
に
つ
い
て

(3)
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に
よ
り
こ
の
意
識
を
そ
な
え
た
存
在
な

の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
し
て
ロ
ッ
ク
は
、
人
格
を
生
物
学
上
の
身
体
や
、
「な
に
か
」
と
し
か
表
し
よ
う
が
な
く
分
析

す
る
こ
と
が
不
可
能
な
実
体
と
は
ち
が
う
も
の
と
し
て
あ

つ
か

っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ロ
ッ
ク
は
、
こ
の
意
識
が
過
去
の
行
為
や
思
考
に
届
く
範
囲
に
お
い
て
人
格

の
同

一
性
が
な
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
意
識
が
到
達
す
る
だ
け

の
過
去
、

つ

ま
り
主
体
が

「わ
た
し
が
あ
の
行
為
を
し
た
」
と
と
ら
え
う
る
か
ぎ
り

の
射
程
に
お
い
て
、
諸
経
験
は
そ
の
主
体
に
属
す
る
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
に

よ
る
こ
の
人
格
の
同

一
性

の
規
準
は
、
意
識
に
よ
る
過
去
の
経
験
の
把
握
が
焦
点
と
な
る
た
め
、
意
識
説
も
し
く
は
記
憶
説
と
よ
ば
れ
る
。
お
ぼ
え
て
い
る
範
囲
が

人
格
の
同

一
を
保
証
す
る
の
だ
と

い
う

こ
の
主
張
に
た

い
し
て
は
、
多
く

の
批
判
が
よ
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
の
ひ
と

つ
に
、
人
は
自
分
の
過
去
を

す
べ
て
お
ぼ
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
矛
盾
が
生
じ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
指
摘
を
簡
略
に
記
す
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

二

.

三

.

四

.

五

.

六
〇
歳

の
獣
医
で
あ
る
わ
た
し

(
A
)
は
、

一
九
歳

(B
)
の
と
き
に
、
動
物
に
か
か
わ
る
仕
事
が
し
た
く
て
Z
大
学
の
獣
医
学
部
を
受
験
し
、
合
格
し
た
こ

と
を
お
ぼ
え
て
い
る

の

一
九
歳

の
わ
た
し

(
B
)
は
、
五
歳

(C
)

の
と
き
に
、
飼

っ
て
い
た
犬
が
病
気
で
死
ん
で
ひ
ど
く
悲
し
か

っ
た
こ
と
を
お
ぼ
え
て
い
る

ー

六
〇
歳

の
わ
た
し

(A
)
は
、
五
歳

(C
)

の
と
き
の
飼

い
犬
の
死
を
ま

っ
た
く
お
ぼ
え
て
い
な
い

ロ
ッ
ク
の
説
に
よ
る
と
、
A
の
意

識
は
B
に
到
達
し
て
い
る
か
ら
A
と

B
に
は
人
格

の
同

一
性
が
成
り
立
ち
、

B
と
C
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
A
の
意
識
は

C
に
到
達
し
て
い
な
い
か
ら
、
A
と
C
の
あ

い
だ
に
同

一
性
は
成
り
立

っ
て
い
な

い

一
～
四
を
ま
と
め
る
と

「
A
11
B
お
よ
び
B
11
C
、
し
か
し
な
が
ら
A
+
C
」
と
な
り
矛
盾
す
る
。
し
た
が

っ
て
ロ
ッ
ク
の
説
は
誤

っ
て
い
る

こ
こ
で
挙
げ
た
例
は
、
ト

マ
ス

・
リ
ー
ド
が
用

い
た

「勇
敢
な
将
校
」

の
思
考
実
験
を
基
に
し
た
も

の
で
あ
り
、
記
憶
が
な
け
れ
ば
人
格

の
同

一
性
が
保
た
れ
な

(
5
)

い
と

い
う

見

解

へ
の
批

判

と

な

っ
て

い
る

。

本

論

で

は

ロ

ッ
ク

の
説

を

、

そ

の
ま

ま

で

は

な

い

に

せ

よ

大

枠

で
認

め

る

方

向

を

と

る

。

上

述

の
批

判

に

た

い
し

て

は
、

さ

ら

な

る

反

論

を

と

り

あ

げ

る

こ
と

で

そ

の
返

答

と

し

た

い
。

参

照

す

る

の
は

デ

レ

ク

・
パ

ー

フ

ィ

ッ
ト

で
あ

る
。

パ

ー

フ

ィ

ッ
ト

は

、

先

の

ロ

ッ
ク

へ

の
批

判

の

妥

当

性

を

認

め

な

が

ら

も

、

意

識

が

過

去

に
届

く

範

囲

に

つ

い
て

二

つ
の

モ
デ

ル
を

示

す

。

そ

れ

は

「
心

理

的

連

結

性

(b
紹

o
ゴ
o
δ
αq
冒
巴

o
o
目

①
o
辞①
号

①
ω
ω
)
」
と

「
心



理
的
継
続
性

(窃
饗
げ
9
0
ひq
8
巴
08
けぎ
β
ξ

)」
で
あ
る
。
心
理
的
連
結
性
と
は

「特
定

の
直
接
的
な
心
理
的
連
結
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
で
あ
り
、
心
理
的
継

(
6
)

続
性
は

「
強
い
連
結
性

の
重
な
り
合

っ
た
鎖
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
だ
と
さ
れ
る
。

心
理
的
連
結
性
で
は
、
経
験
と
記
憶

と
に

一
対

一
対
応
が
あ
る
。
獣
医
師

の
例
で
い
う

一
や
二
の
ケ
ー
ス
が
こ
れ
に
当
た
る
。
そ
れ
に
た

い
し
て
心
理
的
継
続
性

は
、
強

い
連
結
性
の
重
な
り
合

っ
た
鎖
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と
き
に
限

っ
て
あ
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
現
時
点
の
六
〇
歳
の
獣
医
師
A
の
人
格

H
は
、
昨
日
の
獣
医

師

A
の
人
格
凸
と
強
い
連
結
性
を
も

つ
だ
ろ
う

(多
く

の
こ
と
を
直
接
お
ぼ
え
て
い
る
だ
ろ
う
)。

こ
の
人
格
恥
は
、

一
週
間
前

の
お
な
じ
曜
日
の
人
格
恥
と
も
ま

た
強
い
連
結
性
を
保

っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
任
意

の
時
点
に
お
け
る
人
格
h
が
そ
れ
以
前

の
人
格
と
あ
る
程
度
の
連
結
性
を
保

っ
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
、
人
格
は
推
移
的
に
同

一
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
う
る
。
六
〇
歳

の
獣
医
師
と
五
歳
の
子
ど
も

の
あ

い
だ
に
強
い
心
理
的
連
結
性
が
な
い

(直
接
お
ぼ
え
て

い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な

い
)
と
し
て
も
、

一
九
歳
や
そ
の
他
の
時
点
と
の
あ

い
だ
に
た
し
か
な
連
結
が
あ

っ
た
な
ら
、
六
〇
歳
の
獣
医
と
五
歳

の
子
ど
も
は
時
間
を
通

じ
た
人
格

の
同

一
性
を
推
移
的
に
保

っ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
に
よ
る

ロ
ッ
ク
の
意
識
説

の
改
訂
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
り
、
本
論

(
7

)

で
も
こ
の
解
釈
を
と
る
こ
と
で
ロ
ッ
ク

へ
の
批
判
に
あ
る
程
度

の
答
え
を
提
示
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
に
し
た

い
。

ひ
じ
ょ
う
に
簡
略
で
は
あ
る
が
、
人
格
の
同

一
性
に
た

い
す
る
ロ
ッ
ク
の
説
を
解
説
し
た
。
彼
は
意
識
に
よ
る
経
験
の
把
握
が
時
間
を
通
じ
た
人
格
の
継
続
を
保

証
す
る
と
唱
え
た
。
こ
の
説
は
そ
の
ま
ま
で
は
反
論
に
耐
え
き
れ
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
パ
ー
フ
ィ

ッ
ト
に
よ
る
訂
正
を
導
入
す
る
こ
と
で
そ
の
問
題
は
回
避

(8
)

で
き
る
。

つ
ま
り
心
理
的
な
連
結
と
継
続
が
、
複
数

の
時
間
に
お
け
る
あ
る
人
格
を
同

一
の
も
の
で
あ
る
と
み
な
す
た
め
の
規
準
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
次
章
以

降
で
は
こ
の
見
解
を
踏
ま
え
て
、
わ
た
し
た
ち
が
ど
う
し
て
人
格
の
同

一
性
を
問
題
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
を
、

一
人
称
と
三
人
称
の
言
説
と
い
う
観
点
か
ら
考

察
す
る
。

(5)

0

 

2

ラ

ッ
セ
ル
に
お
け
る
知

の
あ
り
か
た

人
格
の
同

一
性
を
保
証
す
る
も
の
は
、
心
理
的
な
連
結
性
お
よ
び
継
続
性

で
あ
る
と
し
た
。
だ
が
、
そ
の
議
論

の
範
疇
で
は
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か

っ
た
疑
問
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
人
格
が
同

一
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
と
い
う
点
だ
。
人
格

の
同

一
性
の
規
準
が
判
明
す
る
こ
と
で
、
哲
学
お

人
格

の
同

一
性
の
規
準
を
求
め
る
必
要
性
に

つ
い
て
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よ
び
社
会
に
ど
ん
な
寄
与
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
た
い
し
て
は
、
い
く

つ
か
の
方
面
か
ら
応
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
え
る
。
た
と

(9

)

え
ば

「同

一
」
と

い
う
概
念

に
は
ど

の
よ
う
な
存
在
や
存
在
の
あ
り
よ
う
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
や
、
モ
ノ
や
動
物
の
同

一
性
と
ヒ
ト
の
同

一
性
に
差
異
は
あ

(
10

)

る
の
か
と

い
っ
た
問

い
は
、
伝
統
的
な
哲
学
の
テ
ー
マ
の

一
端
に
属
す
る
。
本
論
で
は
、
こ
の
問
題
に
お
け
る

一
人
称
的
言
説
と
三
人
称
的
言
説
の
ち
が
い
を
特
徴

づ
け
る
こ
と
で
、
人
格

の
同

一
性
に
お
け
る
社
会
的
な
機
能
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

自
分
自
身
に
よ

っ
て
把
握
さ
れ
る
心
理
的
な
も

の
で
人
格
の
同

一
性
を
語
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は

「わ
た
し
」
を
主
語
と
す
る
言
説
を
基
礎
に
し
て
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
自
分
自
身
を
自
分
自

身
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
存
在

の
み
が
人
格
を
そ
な
え
る
か
ら
、
こ
の
存
在
は
あ
る
行
為
や
意
図
の
主
体
が

「わ
た
し
」

で
あ
る
と
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
あ
る
時
間
h
に
お
け
る
あ
る
人
格
恥
の
経
験
を
、
現
在

の
時
間

h
に
お
け
る
人
格
H
が
な
し

た
も
の
だ
と
自
己
の
意
識
に
よ

っ
て
引
き
受
け
ら
れ
る
場
合
、
「小
学
生
の
こ
ろ
ク
ロ
と
い
う
犬
を
飼

っ
て
い
た
」
や

「三
年
前

に
結
婚
し
た
」
、
「
い
ま
風
邪
を
引

い
て
い
る
」
な
ど
の
か
た
ち
で
表
さ
れ

る
諸
経
験
は
す

べ
て

「
わ
た
し
」
が
主
語
と
な
る
。
別
の
角
度
か
ら
み
れ
ば
、
「息
子
が
右
脚
を
骨
折
し
た
」
や

「祖
母
が

他
界
し
た
」
な
ど
の
経
験
は
主
語
を

「
わ
た
し
」
と
は
せ
ず
、
ま
た
そ
こ
で
主
語
と
な

っ
て
い
る
人
格

(「息
子
」
や

「
祖
母
」
)
は
そ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
語

っ
て
い

ω

る

「わ
た
し
」
の
人
格
と
同

一
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
は
し
な
い
。
こ
の

「
わ
た
し
」
を
主
語
と
す
る
言
説
に
立
脚
し
て
人
格

の
同

一
性
を
考
察
す
る
こ
と
を
、
こ
こ

ー

で
は

一
人
称

の
言
説
か
ら
の
解
釈
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。

一
人
称
に
よ
る
視
点

の
特
徴
を
み
る
に
は
、
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
る
直
知

の
議
論
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
ラ
ッ
セ
ル
は
、
わ
た
し
た
ち
の
知
識
は
み
な
見
知

っ
た
こ

と
に
よ
る
知

(ざ

o
乱
①
匹
ひq
①
ξ

90
ρ
二
巴
巨
p昌
o①
)
、
直
知
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
、
そ
の
も

っ
と
も
顕
著
な
例
と
し
て
感
覚
与
件
に
よ
る
直
知

(わ
た
し
た
ち
の
知

覚

に
あ
た
え
ら
れ
た
情
報
に
よ

っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
知
識
を
得
る
)
を
挙
げ
る
。
ま
た
感
覚
与
件
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
知
識
と
し
て
、
記
憶
や
内
観
に

よ
る
直
知
に
も
言
及
す
る
。
記
憶
は
過
去
に
た

い
す
る
直
接
の
知
識
で
あ
り
、
こ
れ
な
く
し
て
は
わ
た
し
た
ち
は
現
在
よ
り
以
前

の
時
間
に
起
こ

っ
た
こ
と
を
な
に

ひ
と

つ
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
ま
た
、
わ
た
し
が
太
陽
を
な
が
め
て
い
る
と
き
、
わ
た
し
は
し
ば
し
ば

「太
陽
を
な
が
め
て
い
る
わ
た
し
」
を
意
識
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
自
意
識
は
、
わ
た
し
た
ち
の
心
的
な
も
の
に
た
い
す
る
直
接

の
知
識
だ
と

い
え
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
ラ
ッ
セ
ル
は
、
「わ
た
し
た
ち
は
、

『わ
た
し
は
こ
の
感
覚
与
件
を
直
知
し

て
い
る
』
こ
と
が
真
実

で
あ
る
と
知

っ
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
が

『わ
た
し
』
と
よ
ぶ
な
に
か
を
直
知
し
て
い
る
の
で
な
い

か
ぎ
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
が
真
実
だ
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
か
が
困
難
に
な
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ

っ
て
な
に
が
意
味
さ
れ
て



(
11
)

い
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
さ
え
困
難
に
な
る
の
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。

自
分
自
身

の
過
去
や
心
的
状
況
な
ど
に

つ
い
て
言
及
す
る
と
き
、
そ
の
対
象
は
主
体

に
直
接
知
ら
れ
て
い
る
。そ
こ
に
は
第
三
者

の
意
図
を
そ
の
ふ
る
ま

い
に
よ

っ

て
推
測
す
る
よ
う
な
、
観
察
に
基
づ

い
た
判
断
が
下
さ
れ
る
余
地
は
な

い
。
こ
の
タ
イ
プ
の
知
識
、

い
っ
て
み
れ
ば
自
己
知
の
特
徴
は
誤
謬
が
排
除
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
に
あ
る
。
あ
る
主
体
は
、
真
実
で
あ
る
と
心

の
底
か
ら
信
じ
て
い
る
事
柄
を
、
同
時
に
真
剣
に
誤

っ
て
い
る
と
心
の
底
か
ら
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
様

に
、
あ
る
行
為
に

つ
い
て
感
覚
与
件
や
記
憶
や
内
観
に
よ
る
直
知
に
基
づ

い
て

「わ
た
し
が
そ
れ
を
し
た
」
と
す
る
場
合
、
そ
の
主
体
の
意
識
に
お

い
て
は
た
し
か

に
そ
れ
は
自
己
の
行
為
と
し
て
引
き
受

け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
第
三
者

の
観
点
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
き
、
そ
の
言
説
に
過
ち
が
見
出
さ
れ
る
場
合

は
あ
る
だ
ろ
う
。
わ
た
し
は
幼

い
こ
ろ
に
自
転
車

の
事
故
で
骨
折
を
し
た
と
信
じ
て
い
た
け
れ
ど
、
そ
れ
は

い
く

つ
か
の
記
憶
が
混
同
し
た
間
違
い
で
実
際
は
階
段

か
ら
落
ち
た
の
が
原
因
だ

っ
た
と

い
う

こ
と
は
あ
り
え
る
。
し
か
し
こ
の
た
ぐ
い
の
誤
り
は
、
そ
の
経
験
の
主
体
が
あ
る
情
報
を

「
こ
う
で
あ
る
」
と
信
じ
る
こ
と

そ
の
も
の
を
否
定
す
る
も

の
で
は
な
い
。

ロ
ッ
ク
の
意
識
説
は
、
こ
の
直
知
と
比
較
す
る
と
理
解
し
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
ロ
ッ
ク
は
、
意
識
が
過
去
の
行
為
や
思
考
に
到
達
し
う
る

か
ぎ
り
に
お
い
て
人
格
は
同
定
さ
れ
る
し
、
ま
た
意
識
に
よ

っ
て
主
体
は
他

の
思
考
す
る
存
在
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
だ
と

い
っ
た

(卜○
°
卜○
刈
゜
㊤
)
。
こ
の
よ
う
に
表
さ

れ
た
意
識
と
は
、
観
察
を
必
要
と
せ
ず

直
接
に
自
己
に

つ
い
て
の
知
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
。
も
し
、
こ
の
意
識

つ
ま
り

一
人
称

の
言
説
の
み
で
人
格

の
同

一
性

の
問
題
が
語
ら
れ
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
人
格
の
同

一
性
は
必
要
か
」
と

い
う
問

い
は
そ
も
そ
も
生
じ
な

い
。
な
ぜ
な
ら
直
知
に
よ

っ
て
得
た
過
去
や
内

観
の
知
識
が
同

一
性

の
基
盤
に
な
る
の
な
ら
、
先
に
自
己
知
に
と

っ
て
誤
謬
は
生
じ
え
な
い
と
書

い
た
の
と
お
な
じ
よ
う
に
、
こ
の
場
合
人
格

の
同

一
性
が
生
じ
な

い
状
況
は

(少
な
く
と
も

ロ
ッ
ク
が
人
格
を
そ
な
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
想
定
し
て
い
る

「理
性
と
省
察
を
そ
な
え
た
知
性
あ
る
存
在
」
に
お
い
て
は
)
あ
り
え
な

い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

ロ
ッ
ク
の
説
は

一
人
称
の
み
で
解
釈
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
人
格
の
同

一
性
が
そ
の
必
要
性
を
問
わ
れ
る
状
況
は
起
こ
り

う
る
の
だ
と
い
う
の
が
本
論
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
点
を
論
じ
る
た
め
に
、
次

に
人
格

の
同

一
性
を
三
人
称
的
な
立
場
か
ら
考
察
す
る
ケ
ー
ス
に
移
ろ
う
。

(7)

 

人
格

の
同

一
性
の
規
準
を
求
め
る
必
要
性
に

つ
い
て
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0

3

人
格
の
同

一
性
と
社
会
的
な
責
任

一
人
称

の
言
説
が
人
格

の
同

一
性
に
お
い
て
は
重
要
だ
と
主
張
し
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、

一
人
称
か
ら
の
理
解

の
み
で
人
格

の
同

一
性
の
規
準
は
満
た
さ
れ
る
の

か
を
こ
こ
で
は
問
題
に
し
た
い
。
本
論

の
見
解
を
先
に
述
べ
て
お
く
な
ら
、
答
え
は
否
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
成
り
立

つ
と
考
え
ら
れ
な

い
の
か
だ
が
、
こ
れ
は

い
い

か
え
る
な
ら
直
知
だ
け
で
は
解
消
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
人
格
の
同

一
性
の
問
題
に
あ
る
の
か
ど
う
か
を
問
う

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
に
、
こ
こ
で

は
三
人
称

の
言
説
と

い
う
視
点
か
ら
言
及
す
る
。

1
.
で
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
意
識

の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
が
、

こ
の
点
を
も
う
少
し
追
及
し
て
み
よ
う
。
彼
は

「目
覚
め
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
と

「眠

っ
て
い
る

ソ
ク
ラ
テ
ス
」
と

い
う
例
を
も
ち

い
て
、
両
者
が
同
じ
意
識
を
も

っ
て
い
な

い

(目
覚
め
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
眠

っ
て
い
る
あ
い
だ
に
し
た
こ
と
を
お
ぼ
え
て
い

な
い
し
、
そ
の
逆
も
同
様
で
あ
る
)
と
す
れ
ば
、
別
個

の
人
物
と
考
え
て
よ

い
と
記
し
て
い
る

(卜。
°
卜。刈
゜
ド㊤
)
。
こ
れ
は
奇
妙
な
事
態
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
わ
た

し
た
ち
の
日
常
的
な
感
覚

で
は
、
寝
て

い
よ
う
が
起
き
て
い
よ
う
が
人
物
P
は
人
物
P
だ
と
と
ら
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う

「同
じ
意
識
」
を
上

述
の
直
知
に
な
ぞ
ら
え
る
な
ら
、

ロ
ッ
ク
が
示
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
が
み
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
意
識
が
届
か
な

い
範
囲
の
行
為
に

つ
い
て
、
主
体
は

「
わ
た
し
が

そ
れ
を
し
た
」
と

い
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
ま
た
直
知
は
自
分
自
身
に
た

い
し
て
意
図
的
に
ご
ま
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
目
覚
め
て
い
る
ソ
ク

ラ
テ
ス
が
眠

っ
て
い
る
と
き
に
自
分
が
と

っ
た
行
動

に
つ
い
て
誠
実
に

「記
憶
に
な

い
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
彼

の
意
識
が
到
達
で
き
な

い
範
躊
の
事
柄
な
の
だ

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
眠

っ
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
睡
眠
中
に
行
動
し
、
犯
罪
行
為
に
お
よ
ん
だ
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
、
責
任
の
主
体
は
だ
れ
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
は
「眠

っ

て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
意
識
」
だ
と
答
え

る
だ
ろ
う
。
眠

っ
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
行
な
い
、
だ
が
目
覚
め
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
意
識
が
ま

っ
た
く
関
与
し
な
か

っ

た
こ
と
の
た
め
に
、
目
覚
め
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
罰
す
る
こ
と
は
本
来
的
に
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ケ
ー
ス
を
、
見
分
け
の
つ

か
な

い
ほ
ど
似

て
い
る
双
生
児

の
弟
が
、
兄

の
し
た
こ
と
の
せ

い
で
罰
せ
ら
れ
る
の
は
正
し
く
な
い
の
と
同
じ
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た

い
の
は
、

目
覚
め
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
せ
よ
双
生
児
の
弟
に
せ
よ
、
そ
の
人
格
の
継
続
が
刑
罰
の
対
象
と

い
う
側
面
か
ら
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
が
罰
と

(s>



い
う
単
語
を
使
用
し
て
い
る
の
は
偶
然

で
は
な
い
。
双
生
児
の
兄
弟
の
例
に
続
け
て
彼
は
、
「人
間
の
法
は
、
狂
気
の
人
間
を
正
気
の
人
間
が
し
た
行
為

の
た
め
に

罰
し
は
せ
ず
、
ま
た
正
気

の
人
間
を
狂
気
の
人
間
が
し
た
行
為

の
た
め
に
罰
さ
な

い
。
し
た
が

っ
て
狂
気
の
人
間
と
正
気
の
人
間
と
を
異
な
る
二
つ
の
人
格
と
す
る

の
で
あ
る
」
(P

N
刈
゜
卜oO
)
と
し
て
い
る
。
現
在

の
日
本
の
法
律
で
も
、
刑
法
で
は
第
三
九
条
で

「心
神
喪
失
者
の
行
為
は
、
罰
し
な

い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

自
己
の
行
為
に

つ
い
て
責
任
能
力
を
も
た
な

い
と
み
な
さ
れ
る
存
在
は
罪
状
に
問
わ
れ
な
い
。

つ
ま
り
ロ
ッ
ク
は
、
法
の
下
で
の
賞
罰
を
受
け
る
の
に
ふ
さ
わ
し

い

も
の
と
し
て
人
格
を
そ
な
え
た
人
物
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ロ
ッ
ク
が
人
格
の
同

一
性
を
問
題
と
し
た
背
景
に
は
彼
の
宗
教
的
な
関
心
が
あ

っ

(
12
)

た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
ま
た
道
徳

的
な
実
践
を
な
す
者
と
し
て
、
法
律
を
適
応
す
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
と
し
て
の
人
格

の
同

一
性
の
規
準
を
明
確
に
す
る
こ

と
を
試
み
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
う

一
つ
別
の
例
を
み
て
み
よ
う
。

『人
間
知
性
論
』
第
二
七
章
で
ロ
ッ
ク
が
人
格
と
賞
罰
を
関
連
づ
け
て
考
察
し
て
い
る
箇
所
は
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
が
、

酔

っ
た
男
の
ケ
ー
ス
も
そ
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
正
気
と
狂
気

の
意
識
を
区
別
す
る
と
し
た
あ
と
で
ロ
ッ
ク
は
、
し
か
し
わ
た
し
た
ち
は
あ
る
人
物
が
酔

っ
た
と
き
も

素
面
で
い
る
と
き
も
そ
の
者
を
お
な
じ
人
格
だ
と
み
な
す

の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
あ
る
男
が
泥
酔
し
た
と
し
て
、
そ
の
際
他
人
に
大
怪
我
を
負
わ
せ
た
な
ら
、

た
と
え
後
日
法
廷
で
そ
の
記
憶
が
な
い
と
証
言
し
て
も
彼
は
罰
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
ロ
ッ
ク
は
、
人
間
が
と
り
し
き
る
法
廷
に
お

い
て
は
、
酔

っ
払
い
の
場

合
と
お
な
じ
原
則

で
も

っ
て
目
覚
め
て

い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
眠

っ
て
い
る
と
き
の
行
為
に
よ

っ
て
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
う

る
と
し
て
い
る
。
「
人
間

の
法
は
、

法
の
知
識
に
沿

っ
た
ふ
さ
わ
し

い
や
り
方
で
、
正
義
を
も

っ
て
両
方
の
場
合
を
罰
す
る
」
、
な
ぜ
な
ら

「酔

っ
て
い
た
り
眠

っ
て
い
た
り
し
た
あ
い
だ
の
こ
と
を
知

ら
な
い
と

い
う
の
は
、
弁
明
と
し
て
認
め
ら
れ
な

い
」
か
ら
で
あ
る

(卜⊃
°
卜⊃刈
゜
卜○卜⊃
)
。

ロ
ッ
ク
は
、
酔
漢
や
目
覚
め
て
い
る

ソ
ク
ラ
テ
ス
を
裁
く
こ
と
を
、
正
気

の
意
識
と
狂
気
の
意
識
と
を
区
別
す
る
と
し
た
自
分
の
主
張
と
矛
盾
す
る
と
は
考
え
て

い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
人
間
の
法
廷
に
お

い
て
は
、

一
人
称
に
よ
る
言
説
の
真
偽
を
絶
対
確
実
に
判
断
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
被
告
人
が
偽
証
し
て
い

る
か
ど
う
か
、
彼
/
彼
女
が
真
に
そ
の
行
為
を
な
し
た
の
か
ど
う
か
、
意
識
が
完
全
で
あ

っ
た
な
ら

(忘
却
な
ど

の
欠
落
が
な
か

っ
た
と
す
れ
ば
)
そ
の
行
為
を
認

識
で
き
た
か
ど
う
か
な
ど
を
絶
対
的
に
正
し
く
解
き
明
か
せ
る
人
間
は

い
な
い
。
人
間

の
法
廷
で
は
、
当
人
に
と

っ
て
だ
け
で
な
く
第
三
者
に
と

っ
て
の
事
実
の
妥

当
性
を
証
明
す
る
し
、
そ
う
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
だ
か
ら
当
人
が

「
お
ぼ
え
て
い
な
い
」
と
主
張
し
て
も
、
客
観
的
な
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
た
な
ら
、
そ
の

行
為
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
は
充
分
に
あ
り
う
る
の
だ
。
本
論

で
は
こ
の
第
三
者
か
ら
の
視
点
を
、

一
人
称
に
よ
る
言
説
と
比
較
す
る
意
味
で
三
人
称

人
格
の
同

一
性
の
規
準
を
求
め
る
必
要
性
に
つ
い
て

(9)
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に
よ
る
言
説
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。

話
の
流
れ
を
整
理
し
よ
う
。

ロ
ッ
ク

の
意
識
説
は
、

一
人
称
に
お
け
る
知
を
基
盤
と
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

一
人
称
に
よ
る
認
識
だ
け
で

は
、
人
格

の
あ
り
方
を
定
義
づ
け
る
の
に
充
分
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら

ロ
ッ
ク
は
、
あ
る
行
為
に
た

い
す
る
認
識
が

一
人
称
の
言
説
と
三
人
称

の
言
説
と
で
は

一
致

し
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
際
に
三
人
称

の
判
断
が
優
先
さ
れ
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
か
ら
だ
。
あ
る
酔

っ
払

い
が
、
他
人
に
怪
我
を
さ
せ
た
け
れ
ど

翌
朝
そ
の
こ
と
を
ま
る
で
お
ぼ
え
て
い
な
か

っ
た
と
す
る
。
も
し
人
格
の
同

一
性
が

一
人
称
で
完
結
す
る
な
ら
、
こ
の
人
物
に
刑
罰
を
あ
た
え
る
こ
と
は
正
当
性
を

も
た
な

い
。
な
ぜ
な
ら
元
酔

っ
払

い
の
意
識
は
そ
の
行
為
に
届

い
て
い
な

い
か
ら
だ
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
は
、
客
観
的
な
正
当
性
が
あ
れ
ば
、
記
憶
に
な

い
行
為
の
せ

い
で
当
人
に
刑
罰
を
あ
た
え

る
こ
と
は
正
し

い
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
彼
は
人
間

の
不
完
全
性
を
挙
げ
る
。
神
な
ら
ぬ
身
に
は
、
他
者

の

一
人
称
的
言
説
が
真

実

で
あ
る
か
ど
う
か
を
誤
り
な
く
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う

で
あ
れ
ば
状
況
に
応
じ
て
最
善
の
判
断
を
下
す
こ
と
し
か
、
人
間
の
法
廷
で
は
で
き
な
い
の
で
あ

る
。ロ

ッ
ク
は
人
格
の
時
間
を
通
じ
た
同

一
性
が
社
会
的
に
問
題
に
さ
れ
る
場
面
を
想
定
し
、
主
体
の
意
識
が
届
か
な
い
範
囲
で
あ

っ
て
も
法
廷

で
は
三
人
称
に
よ
る

ωq

判
決
が
優
先
さ
れ
る
と
考
え
る
。
し
た
が

っ
て
、
人
格
の
同

一
性
は
ま
ず

一
人
称
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
け
れ
ど
、
場
合
に
よ

っ
て
は
三
人
称
の
審
判
の
ほ
う

が
妥
当
性
を
認
め
ら
れ
優
先
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

つ
ま
り
人
格
と
は
、
己
の
み
な
し
だ
け
で
な
く
社
会
的
な
文
脈
に
お

い
て
同

一
で
あ
る
か
ど
う
か
が
判
定
さ
れ

う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
自
己

の
行
為
や
意
図
な
ど
に
社
会
的
な
責
任
を
問
わ
れ
う
る
か
ら
こ
そ
、
人
格
の
同

一
性
の
規
準
を
定
め
る
こ
と
が
必
要

(14

)

な

の

で
あ

る

。

4
.
意

識

の

ハ
ー

ド

・
プ

ロ
ブ

レ
ム
と

一
人
称

の
言

説

の
必
要

性

人
格
の
同

一
性
に
は
三
人
称
か
ら
の
判
断
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
。
ま
た

一
人
称
と
三
人
称

の
理
解
で
差
異
が
あ

っ
た
場
合
、

一
人
称
に
よ
る

主
張
を
充
分
考
慮
し
た
う
え
だ
と
し
て
も
、
三
人
称

の
判
断
が
優
先
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
最
後
の
章
で
は
、
三
人
称

の
言
説
が
優
先
さ
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
人
格
が
同

一
で
あ
る
か
ど
う
か
を
議
論
す
る
際
に
は
、

一
人
称
の
言
説
は
必
要
な

い
の
で
は
な

い
か
と

い
う
疑
問
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
の
点
に
つ



い
て
は
、
心

の
哲
学
に
お
け
る
広

い
意

味
で
の
物
理
主
義
的
な
立
場
と
そ
れ

へ
の
反
論
を
参
照
す
る
こ
と
が
有
効
だ
ろ
う
。
な
お
本
論
で
は
、
人
格
の
同

一
性
に
と

っ

て

一
人
称
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
ス
タ

ン
ス
を
と
る
。

現
代
に
お
け
る
心
の
哲
学
の
議
論
は
、
ギ
ル
バ
ー
ト

・
ラ
イ
ル
に
そ
の
始
ま
り
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

二
〇
世
紀
半
ば
に
出
版
し
た
著
作
で
彼
は
デ
カ

(
15
)

ル
ト
の
心
身
二
元
論
を
批
判
し
た
。
デ
カ
ル
ト
は
精
神
と
物
体

の
分
離
を
説
き
、
精
神
は

「考
え
る
わ
れ
」
で
あ
り
、
身
体
を
含
む
物
体
は
機
械
に
等
し
い
も
の
だ

と
し
た
。
ラ
イ
ル
は
、
デ
カ
ル
ト
に
し
た
が
え
ば
人
間
と
は
機
械
に
住
み
つ
い
た
幽
霊

の
よ
う
な
も
の
に
な
る
と
し
て
こ
の
考
え
を
退
け
る
。
彼
は
心
身
を
区
別
す

る
こ
と
そ
の
も
の
に
異
を
唱
え
る
の
で
は
な
く
、
デ
カ
ル
ト
は
心
的
状
態
に
た
い
し
て
物
的
状
態
と
お
な
じ
よ
う
な
理
解
を
あ
て
は
め
よ
う
と
し
た
の
で
、
カ
テ
ゴ

リ
ー

・
ミ
ス
テ
イ
ク
を
犯
し
た
の
だ
と
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
心
的
状
態
と
は
な
に
か
を
し
よ
う
と
す
る

「傾
向
」

で
あ
る
。
心
の
内
部
で
起
き
て
い
る
こ
と
、
た

と
え
ば
空
腹

の
認
識
は
、
実
際
に
空
腹

と

い
う
状
態
が
心
に
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
食
べ
物
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
食
べ
る
だ
ろ
う
と
い
う
傾
向
性
な
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
心
的
状
態
は
、
そ

の
人
物
が
実
際
に
と

っ
た
行
動
を
通
し
て
そ
の
内
容
が
図
ら
れ
る
。
ラ
イ
ル
の
説
が
行
動
主
義
だ
と
み
な
さ
れ
る
由
縁
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
タ
イ
プ
の
行

動
主
義
に
は
、
心
的
状
況
が
そ
の
ま
ま
行
動
に
反
映
さ
れ
る
と
は
限
ら
な

い

(空
腹
だ
か
ら
と

い
っ
て
か
な
ら
ず
目
の
前
の

Dq

食

べ
物
を
食
べ
る
わ
け
で
は
な

い
)
こ
と
や
、
あ
る
心
的
状
況
が
あ
る
タ
イ
プ
の
行
動
と

一
対

一
対
応
す
る
わ
け
で
は
な

い
と

い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
が
よ
せ
ら

れ
て
い
る
。

心
身
問
題
を
解
消
す
る
説
と
し
て
、
行
動
主
義
に
続
い
て
注
目
さ
れ
た

の
は
心
脳
同

一
説
だ
。
こ
れ
は
、
心
の
は
た
ら
き
は
脳
の
生
化
学
的
変
化
に
よ
る
も
の
だ

と
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
ま
た
、
心
的
状
況
と
は
脳
に
お
け
る
な
ん
ら
か
の
変
化
が
行
動
を
う
な
が
す
こ
と
だ
と
み
な
し
て
い
る
か
ら
、
精
神
的
な
も
の
を

(
16
)

物
的
な
も
の
に
還
元
で
き
る
と
す
る
考
え
だ
と

い
え
る
。
さ
ら
に
行
動
主
義

や
心
脳
同

一
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、

一
九
六
〇
年
代
に
機
能
主
義
が
台
頭
す
る
。

機
能
主
義
と
は
単
純
に
い
え
ば
、
心
的
状
態
を
あ
る
機
能
す
る
シ
ス
テ
ム
と
み
な
す
と

い
う
思
想
だ
。
あ
る
心
的
な
状
態
は
、
な
に
が
原
因
で
あ
り
ど
ん
な
結
果
を

(
17
)

も
た
ら
す
か
と
い
う
、
そ
の
機
能
に
よ

っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
が
生
き
た
脳
細
胞
だ
ろ
う
が
シ
リ

コ
ン
素
材

の
チ

ッ
プ
だ
ろ
う
が
、

お
な
じ
機
能
を
果
た
す

の
で
あ
れ
ば
問
題
な

い
と
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
心
は
あ
る
刺
激
を
受
け
れ
ば
必
ず
同

一
の
反
応
を
返
す
と

い
う
単
純
な
も

の
で
は
な
く

(行

動
主
義

へ
の
批
判
)
、
ま
た
脳

の
み
に
還

元
さ
れ
る
も
の
で
も
な
く
な
る

(心
脳
同

一
説

へ
の
批
判
)。
さ
ら
に
機
能
主
義
に
類
す
る
も
の
と
し
て
、
志
向
性
を
問
題

に
す
る
解
釈
主
義
が
あ
る
。
こ
れ
は
心

の
状
態
を
機
能
主
義
の
よ
う
な
因
果
律

で
は
な
く
、
行
為
に
た
い
し
て
合
理
的
な
解
釈
を
あ
た
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
と

い
う

人
格

の
同

一
性
の
規
準
を
求
め
る
必
要
性
に

つ
い
て
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観
点
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

い
ま
挙
げ
た
諸
説
は
、
大
き
く
み
る
と
心
的
状
態
を
観
察
可
能
な
現
象
か
ら
解
き
明
か
そ
う
と
し
て
い
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
こ

れ
ら
の
説
は
心
的
な
状
況
は
な
ん
ら
か

の
物
的
な
も

の
に
よ

っ
て
理
解
で
き
る
と
い
う
主
張
す
な
わ
ち
物
理
主
義

の
立
場
を
と
る
と
み
な
す
。
さ
て
物
理
主
義
的
に

考
え
れ
ば
、
あ
る
人
格

の
時
間
を
通
じ
た
同
定
に
は
三
人
称
の
言
説
の
み
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
観
察
か
ら
解
き
明
か
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
人
格
を
帰

す
る
と

い
う
こ
と
は
、
観
察
者
に
と

っ
て
記
述
可
能
な
行
為
の
み
が
対
象
と
な
る
か
ら
だ
。
本
論
は
こ
の
見
解
に
く
み
し
な

い
立
場
を
と
る
が
、
そ
の
理
由
は
三
人

称

の
言
説
だ
け
で
は
ぬ
け
お
ち
る
も

の
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
説
明
す
る
た
め
に
、
や
は
り
心

の
哲
学
で
論
じ
ら
れ
る
意
識
の
ハ
ー
ド

・
プ

ロ

ブ
レ
ム
と

い
う
考
え
を
援
用
し
ょ
う
。

意
識
の
ハ
ー
ド

・
プ

ロ
ブ
レ
ム
と
は
、
心
や
意
識
に
か
ん
す
る
諸
問
題
は
神
経
科
学
や
認
知
科
学
に
よ

っ
て
解
決
さ
れ
た
か
あ
る
い
は
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
主

張

へ
の
批
判
と
し
て
、
二
〇
世
紀
後
半

に
提
示
さ
れ
た
。
「
ハ
ー
ド

・
プ

ロ
ブ
レ
ム

(=
鋤
a

只
o
玄
①日
)
」
と
は
、
そ
の
当
時
解
決
し
た
と
さ
れ
て
い
た
の
は
脳
の

神
経
細
胞
に
お
け
る
情
報

の
伝
達
系
統

な
ど
の
問
題
す
な
わ
ち

「イ
ー
ジ
ー
・プ
ロ
ブ
レ
ム

(国
鋤超

胃
〇三
①
目
)」
で
あ
る
と

い
う
立
場
を
表
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

意
識
に
お
け
る
経
験
の
現
れ
、
質
感
と

い
っ
た
主
観

で
し
か
と
ら
え
る
こ
と

の
で
き
な

い
も
の
、
現
在
で
は

一
般
に
ク
オ
リ
ア
と
称
さ
れ
る
感
覚
が
な
ぜ
生
じ
る
の

か
と
い
っ
た
問
題
は
、
脳
を
い
く
ら
切
り
刻
ん
で
も
解
明
さ
れ
な
い
。
た
と
え
ク
オ
リ
ア
が
脳
の
神
経
細
胞
の
発
火
に
よ

っ
て
起
こ
る
の
だ
と
し
て
も
、
な
ぜ
そ
の

現
象
が
あ
る
特
定
の
心
的
状
況
と
結
び

つ
く
の
か
は
謎
の
ま
ま
で
あ
る
。
イ
ー
ジ
ー

・
プ
ロ
ブ
レ
ム
の
解
決
で
は
こ
の
点
が
解
き
明
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ

る
。
本
章
で
は
こ
の
意
識
の
ハ
ー
ド

・
プ
ロ
ブ
レ
ム
で
の
代
表
的
な
例
を
二
つ
挙
げ
て
、
人
格
の
同

一
性
に
お
け
る
三
人
称
の
言
説
で
は
な
に
が
欠
け
る
こ
と
に
な

る
の
か
を
示
唆
し
た

い
。

一
つ
め
の
例
は
、
意
識
の
ハ
ー
ド

・
プ
ロ
ブ
レ
ム
の
提
唱
者
と
さ
れ
て
い
る
デ
イ
ヴ
イ
ツ
ド

・
チ
ャ
ー

マ
ー
ズ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
チ
ャ
ー

マ
ー
ズ
は

『意
識

(
19
)

す
る
心

脳
と
精
神

の
根
本
理
論
を
求
め
て
』
で
、
現
象
的
ゾ
ン
ビ

(勺
げ
①
昌
OH口①
昌
9一
N
O
巳
び
同①
)
も
し
く
は
哲
学
的
ゾ
ン
ビ
と
よ
ば
れ
る
概
念
を
も
ち

い
た
。
そ

の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
が
住
ん
で
い
る
こ
の
世
界
と
、
物
理
的
に
は
ま

っ
た
く
そ

っ
く
り
な
世
界
が
あ
る
と
仮
定
し
よ
う
。
そ
の
世
界
の
生

活
環
境
は
こ
ち
ら
と
同
じ
で
あ
り
、
人
び
と
が
暮
ら
し
て
い
る
。
想
像
し
や
す
く
す
る
た
め
に
、
も
う
ひ
と

つ
の
世
界
に
も
こ
ち
ら
の
世
界
と
同
じ
人
間
、
あ
な
た

や
わ
た
し
が
住
ん
で
い
る
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
世
界
に
は
、
ひ
と

つ
だ
け
欠
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
な
に
か
と

い
え
ば
、
個
人

の
意
識
体
験
で
あ
る
。

(12)



個
人
の
意
識
体
験
を
欠
く
人
間

(も
う

ひ
と

つ
の
世
界
に
住
ん
で
い
る
人
間
)
を
、
哲
学
的
ゾ
ン
ビ
と
よ
ぼ
う
。
こ
の
哲
学
的
ゾ
ン
ビ
は
、
機
能
的
に
は
ま

っ
た
く

わ
た
し
た
ち
と
変
わ
り
な
く
行
動
し
、
身
体
に
異
常
が
あ
れ
ば

(た
と
え
ば
風
邪
で
頭
痛
が
す
れ
ば
)
そ
れ
を
訴
え
る
。
も
し
あ
な
た
が
こ
の
ゾ
ン
ビ
と

一
緒
に
い

た
な
ら
、
ゾ
ン
ビ
は
あ
な
た
と
お
し
ゃ
べ
り
を
し
た
り
笑

っ
た
り
怒

っ
た
り
す
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
行
動
面
か
ら
は
、
哲
学
的
ゾ
ン
ビ
を
こ
の
世
界
の
わ
た
し
や
あ

な
た
と
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

し
か
し
こ
の
ゾ

ン
ビ
は
、
「物
理
的
に
ま
た
機
能
的
に
は

[わ
れ
わ
れ
と
]
同

一
で
あ
る
が
、
体
験
と

い
う
も
の
を
欠
い
て

(
20
)

い
る
」

の
で
あ
る
。
笑

っ
て
い
る
と
き
、
そ
こ
に

「お
も
し
ろ
い
」
と

い
う
意
識
は
な
い
。
怒

っ
て
い
る
と
き

の

「腹
立
た
し
さ
」
、
喜
ん
で
い
る
と
き
の

「う
れ

し
さ
」
の
意
識
も
な

い
。
す
な
わ
ち
経

験
と
し
て
の
意
識
は
欠
落
し
て
い
る
が
、
あ
る
刺
激
に
た

い
し
て
神
経
細
胞
な
ど
に
よ
る
反
応
を
返
す
こ
と
は
で
き
る
。
哲

学
的
ゾ
ン
ビ
と
は
そ
う

い
っ
た
存
在
な

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
物
理
的
に
は
な
ん
ら
変
わ
り
の
な

い
二
つ
の
世
界
を
想
定
し
、

一
方
の
人
間
は
意
識
経
験
が
あ
り
心
的
現
象
を
も
つ
こ
と
が
で
き
、
他
方
は
意
識
経

験
が
な
く
心
的
現
象
を
も
た
な

い
状
況
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
物
理
的
な
条
件

の
み
で
は
心
的
な
も
の
を
表
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
は
そ

う
結
論
づ
け
る
。

一
.
意
識
経
験

い
っ
て
み
れ
ば
ク
オ
リ
ア
の
感
覚
を
欠

い
た

(「笑

い
」
や

「怒
り
」
に
み
え
る
反
応
が
常
に
例
外
な
く
感
情
や
自
意
識
を
と
も

な
わ
な

い
)
存
在
や
、
そ
ん
な
存
在
た
ち
の
み
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
社
会
が
あ
る
と
仮
定
す
る
。
二
.
こ
の
わ
た
し
や
あ
な
た
、
そ
し
て
わ
た
し
た
ち
が
構
成
す

る
社
会
と

一
と
を
お
な
じ
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な

い

(
二
つ
の
世
界
は
質
的
に
異
な
る
)
と
す
る
。
三
.

一
と
二
は
、
物
理
的
に
は
同

一
で
あ
る
け
れ
ど

ま

っ
た
く
お
な
じ
で
あ
る
と
は
み
な
せ
な

い
の
だ
か
ら
、
物
理
的
な
現
象
か
ら

の
み
で
は
説
明
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
現
象
が
存
在
す
る
こ
と
が
導
き
だ
さ
れ
る
。

こ
れ
が
彼

の
主
張
で
あ
る
。

二
つ
め
の
例
は
、
ト
ー
マ
ス

・
ネ
ー
ゲ
ル
が

『
コ
ウ
モ
リ
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
』
で
指
摘
し
て
い
る
事
柄
で
、
こ
れ
も
ま
た
思
考
実
験
に
よ

っ
て
描

(21

)

き
出
さ
れ
る
。
あ
な
た
が
未
曽
有
の
コ
ウ
モ
リ
学
者
だ
と
し
よ
う
。

コ
ウ
モ
リ
の
生
態
に
つ
い
て
、
あ
な
た
が
知
ら
な
い
こ
と
は
な
に
も
な

い
。
お
よ
そ
あ
な
た
以

上
に
コ
ウ
モ
リ
に

つ
い
て
詳
し

い
人
間
は
こ
れ
ま
で
に
お
ら
ず
、
ま
た
今
後
も
現
れ
な

い
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
あ
な
た
は
、
た
だ

一
つ
を
の
ぞ
い
て
は
、

コ
ウ
モ
リ
に

か
ん
す
る
い
か
な
る
質
問
に
も
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

一
つ
が
な
に
か
と
い
え
ば
、
「
コ
ウ
モ
リ
で
あ
る
と
は
、
ど
ん
な
気
持
ち
な
の
か
」
と
い
う
問

い
だ
。

あ
な
た
は
コ
ウ
モ
リ
が
ど
ん
な
ふ
う

に
生
ま
れ
て
育
ち
、
飛
び
、
食
べ
眠
り
生
殖
し
、
死
ぬ
か
を
よ
く
知

っ
て
い
る
。
標
準
的
な

コ
ウ
モ
リ
の
二
四
時
間
を
書
き

記
す
こ
と
も
で
き
る
し
、
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
の
ラ
イ

フ
サ
イ
ク
ル
を
描
く
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し

コ
ウ
モ
リ
が

エ
サ
を
と

っ
て
い
た
り
、
繁
殖
相
手
を
み

人
格
の
同

一
性
の
規
準
を
求
め
る
必
要
性
に
つ
い
て

(13)
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つ
け
た
と
き
の
感
覚
を
、
そ
の
ま
ま
体

験
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
そ
ん
な
体
験
を
書
き
表
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
ま
人
間
で
い
る
あ
な
た
が
そ
の
ま
ま

コ
ウ
モ
リ
に
な

っ
た
な
ら
ど
の
よ
う
な
感
覚
を
抱
く
だ
ろ
う
か
と
い
う
想
像

で
あ
り
、
当

の
コ
ウ
モ
リ
そ
の
も
の
の
感
覚
で
は
な
い
。

コ
ウ
モ
リ
が
超
音
波
を
も
ち

い
た
反
響
定
位
で
外
界
を
知
覚
す
る
と

い
う
知
識
は
も

っ
て
い
て
も
、
そ
の
感
覚
が
ど
う

い
っ
た
も

の
な
の
か
を
直
接
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

つ
ま
り
、
「
コ
ウ

モ
リ
で
あ
る
と
は
、
ど

の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
」
を
本
当
の
意
味
で
人
間
が
描
き
だ
す
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

こ
の
コ
ウ
モ
リ
問
題
も
ま
た
、
物
理
面
だ
け
で
は
意
識
面
を
と
ら
え
き
れ
な
い
と

い
う
主
張
で
あ
る
。
も
し
物
理
的
な
事
象
だ
け
で
な
に
も
か
も
が
解
き
明
か
さ

れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
コ
ウ
モ
リ
の
行
動
や
生
物
学
的
な
情
報
を
す
べ
て
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

コ
ウ
モ
リ
が
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
か
も
知

る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
先
に
挙
げ
た
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ど
れ
だ
け
コ
ウ
モ
リ
の
物
理
的
な
側
面
の
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、

そ
の
情
報

の
量
の
増
大
だ
け
で
は
本
質

的
に
補
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
点
を
受
け
い
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
物
理
主
義
に
た

い
す
る
批
判
と
な
り
う
る
の

(
22
)

で
あ
る
。

観
察
に
よ
る
理
解
か
ら
で
は
と
ら
え

き
れ
な

い
も

の
が
あ
る
。
こ
の
点
を
人
格
の
同

一
性
の
問
題
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
、
た
と
え
三
人
称
に
お
け
る
言
説
が
人

格

の
継
続

の
妥
当
性
を
強
く
保
証
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
の
み
を
も

っ
て
同

一
性
の
必
要
充
分
条
件
と
は
で
き
な
い
と

い
う
結
論
に
な
る
。
社
会
的

に
機
能
す
る
た
め
の
規
準
だ
け
を
追

い
求
め
る
な
ら
、
そ
も
そ
も
人
格
が
同

一
で
あ
る
と
は
だ
れ
に
よ

っ
て
ま
た
な
に
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
か
と
い
う
根
本
的
な
問

題
点
が
葬
り
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

一
人
称
的
な
知

へ
の
共
通
理
解
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
観
察
に
よ
る
第
三
者
の
決
定
が
適
正
で
あ
る
と
の
了
解
を
得
ら
れ

も
す
る
の
だ
ろ
う
。
人
格
を
そ
な
え
た
者
は
自
分
が
し
た
行
為
を
通
常
は
認
識
し
う
る
と
考
え
る
か
ら
こ
そ
、
行
為

へ
の
責
任
は
生
じ
る
。
そ
し
て
こ
の
態
度
は
、

(
23
)

自
己
だ
け
で
な
く
他
者
も

一
人
称
の
言
説
に
よ

っ
て
自
己
を
把
握
し
て
い
る
と
い
う
共
通
認
識
が
あ

っ
て
こ
そ
成
立
す
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
本
論
で
は
人
格
の

同

一
性
の
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察
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、
そ
の
も
ち
い
ら
れ
か
た
を
示
さ
な
け
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ば
な
ら
な

い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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人
格
の
同
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規
準
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て
、

ロ
ッ
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の
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を
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。
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を
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。
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、
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め
ら
れ
る
社
会
だ
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
に
よ
る
改
訂
を
く
わ
え
た
意
識
説
で
は
、
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齪
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さ
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冒
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書
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一
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。

本
稿
で
の
主
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、
今
後
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社
会

の
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場
面
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け
る
人
格
の
あ
り
よ
う
を
よ
り
具
体
的
に
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ

る
。
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