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一
本
特
集
に
つ
い
て

初
め
に
、
本
特
集
に
対
す
る
筆
者
の
立
場
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
述
べ

て
お
き
た
い
。

今
回
の
特
集
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
編
集
委
員
会
よ
り
執
筆
者
た
ち
に

提
示
さ
れ
た
て
い
ね
い
な
説
明
文
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
同
様
の
文
章
が
本

特
集
の
扉
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
と
思
う
。
た
だ
し
、
同
文
が
載
る
か
ど
う

か
な
ど
不
確
定
要
素
も
あ
る
の
で
、
重
複
を
恐
れ
ず
、
以
下
に
必
要
箇
所

を
引
用
し
た
い
。
筆
者
は
こ
の
趣
旨
説
明
を
前
提
に
以
下
の
拙
文
を
つ
づ

る
こ
と
に
な
る
。

現
在
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
か
ら
古
代
文
学
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
が
自
己
目
的
化
し
て
、
作
品
の

「
読
み
」
が
正
し
く
な
さ
れ
て
い
る
か
、
作
品
の
本
質
・
意
味
が
正

し
く
読
み
取
ら
れ
て
い
る
か
の
保
証
に
不
安
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
具
体
的
な
作
品
に
即
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
方
法
が
何
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
を
、
批
判
的
に
検
討
し
て

み
る
こ
と
が
今
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

〈現場Ｖ
特
集
・
方
法
論
の
検
証
ｌ
古
代
文
学
の
「
読
み
」
を
保
証
す
る
も
の

ｌ
そ
の
批
判
的
検
証
を
通
し
て

弘珊
の
視
点
か
ら
’

私
は
こ
の
趣
旨
説
明
に
半
分
賛
成
、
半
分
反
対
と
言
う
か
、
自
分
の
立

場
と
し
て
は
こ
う
い
う
表
現
は
し
な
い
な
、
と
思
う
。

賛
成
な
の
は
、
「
方
法
が
自
己
目
的
化
」
す
る
こ
と
を
よ
ろ
し
く
な
い

と
す
る
と
こ
ろ
だ
。
「
方
法
の
自
己
目
的
化
」
と
は
、
そ
も
そ
も
あ
る
方

法
が
も
っ
て
い
た
批
評
性
が
風
化
し
、
方
法
が
遵
守
す
べ
き
マ
ニ
ュ
ア
ル

と
な
っ
て
金
太
郎
飴
の
よ
う
な
論
文
の
再
生
産
が
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
先
に
は
蛸
壺
（
Ⅱ
湿
っ
ぽ
い
研
究
共
同
体
）
の
形
成
と
退
廃
が
待
っ

て
い
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
自
ら
の
方
法
の
自
己
目
的
化
を
拒
否
す
る
、

（１０）

と
い
う
の
は
研
究
者
の
モ
ラ
ル
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、
ち
ょ
っ
と
違
う
な
と
困
惑
す
る
の
は
、
「
作
品
の
「
読
み
」
が

正
し
く
な
さ
れ
て
い
る
か
、
作
品
の
本
質
・
意
味
が
正
し
く
読
み
取
ら
れ

て
い
る
か
の
保
証
に
不
安
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
」
の
あ
た
り
で
あ
る
。

困
惑
の
理
由
は
大
き
く
言
っ
て
二
つ
あ
る
。

第
一
に
、
私
は
文
献
を
あ
ら
か
じ
め
「
作
品
」
と
見
な
し
て
読
む
と
い

う
立
場
を
取
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
あ
る

文
献
を
「
作
品
」
と
し
て
読
も
う
と
す
る
な
ら
、
す
で
に
そ
の
構
え
の
中

に
、
一
定
の
方
法
的
立
場
が
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

津
田
博
幸
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あ
え
て
意
地
悪
く
言
え
ば
、
こ
の
特
集
は
、
文
献
を
「
作
品
」
と
し
て
読

む
立
場
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
方
法
を
批
評
す
る
と
い
、
フ
偏
向
を
も
つ
も
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
私
は
そ
の
偏
向
に
は
乗
れ
な
い
・

第
二
に
、
〈
正
し
い
読
み
〉
と
は
何
か
、
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
研
究
と
し
て
方
法
を
考
え
な
が
ら
文
献
を
読
む
と

い
う
営
み
と
〈
正
し
い
読
み
〉
の
定
義
と
は
常
に
一
体
だ
、
と
い
う
の
が

私
の
立
場
で
あ
る
。
方
法
の
外
に
普
遍
的
な
く
正
し
い
読
み
〉
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
方
法
が
変
わ
れ
ば
〈
正
し
い
読
み
〉
も
変
わ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
ど
う
し
よ
、
フ
も
な
く
自
由
で
虚
し
い
ど
、
フ
ど
う
巡
り
か
ら
わ
れ

わ
れ
は
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ゲ
ー
デ
ル
問
題
」
ま
た
は
「
言
語
論
的
転
回
問

題
」
で
あ
る
。
恥
を
し
の
ん
で
私
の
素
人
式
理
解
を
記
す
な
ら
以
下
の
よ

、
フ
に
な
る
。
「
ゲ
ー
デ
ル
問
題
」
と
い
う
の
は
「
数
学
そ
れ
自
体
の
正
し

さ
は
数
学
の
内
部
で
は
け
っ
し
て
証
明
し
え
な
い
」
と
い
う
問
題
と
言
う

か
数
学
的
に
証
明
さ
れ
た
く
真
理
〉
の
こ
と
。
こ
れ
を
言
い
換
え
る
と

「
数
学
的
正
し
さ
は
数
学
と
い
う
ゲ
ー
ム
の
内
部
で
し
か
通
用
し
な
い
」

と
い
、
う
こ
と
で
あ
る
。
「
言
語
論
的
転
回
問
題
」
と
い
、
フ
の
は
、
本
稿
の

今
の
文
脈
に
引
き
つ
け
て
言
え
ば
、
真
理
と
言
っ
て
も
そ
れ
は
そ
も
そ
も

恋
意
的
に
成
立
し
て
い
る
言
語
の
体
系
の
内
部
で
言
語
を
用
い
て
し
か
語

り
え
な
い
も
の
だ
、
と
い
、
フ
〈
真
理
〉
の
こ
と
。
数
学
に
し
る
言
語
に
し

ろ
-
つ
の
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ゲ
ー
ム
が
変
わ
れ
ば
、
何
が
正
し

い
か
も
変
わ
る
。
こ
こ
か
ら
、
学
問
の
無
限
相
対
化
が
始
ま
っ
て
し
ま
っ

て
現
代
に
至
っ
て
い
る
わ
け
で
、
現
代
の
研
究
者
が
こ
の
問
題
を
意
識
せ

（２）

ず
に
研
究
者
で
い
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
は
、
と
思
う
。

古
代
文
学
会
の
会
員
が
生
産
し
て
い
る
研
究
は
、
そ
れ
な
り
に
ゲ
ー
ム

を
共
有
し
合
っ
て
い
る
と
互
い
に
い
ち
お
う
は
信
じ
て
い
る
解
釈
共
同

体
、
と
言
う
よ
り
解
釈
の
市
場
に
向
け
て
売
り
に
出
さ
れ
る
、
〈
正
し
い

読
み
〉
を
め
ぐ
る
言
説
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
言
説
に
常
に
高
値
が

付
く
と
は
限
ら
な
い
。
と
も
あ
れ
、
〈
正
し
い
読
み
〉
を
「
保
証
」
す
る

の
は
市
場
価
値
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
一
○
○
パ
ー
セ
ン
ト

「
保
証
」
さ
れ
た
〈
正
し
い
読
み
〉
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
に
、

そ
も
そ
も
、
ゲ
ー
ム
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
完
全
な
「
保
証
」
も
な

い
し
、
自
分
の
プ
レ
イ
し
て
い
る
ゲ
ー
ム
そ
れ
自
体
の
妥
当
性
の
「
保

証
」
も
な
い
。
だ
か
ら
、
「
不
安
」
な
の
は
あ
た
り
前
な
の
で
あ
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
い
う
事
態
を
引
き
受
け
て
ゆ
く
し
か
な
い
、
と
い

う
の
が
私
の
価
値
判
断
で
あ
る
。
右
の
趣
旨
説
明
は
こ
の
あ
た
り
の
問
題

に
対
し
て
ど
う
い
う
ス
タ
ン
ス
な
の
か
、
私
に
は
判
然
と
し
な
か
っ
た
。

さ
て
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
執
筆
を
引
き
受
け
た
の
は
、
そ
も
そ
も
こ
の

特
集
が
古
代
文
学
会
内
の
い
ろ
い
ろ
な
立
場
の
人
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え

方
を
整
理
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
か
る
這
う
と
い
う
企
画
で
あ
る

こ
と
は
ま
ち
が
い
な
く
、
そ
れ
に
は
大
賛
成
で
あ
る
、
と
い
、
う
こ
と
。
ま

た
、
右
に
述
べ
た
よ
、
フ
な
、
趣
旨
説
明
文
に
半
分
賛
成
・
半
分
反
対
の
立

場
は
、
要
す
る
に
私
の
〈
現
場
〉
論
の
立
場
そ
の
も
の
で
あ
り
（
だ
か

ら
、
こ
れ
だ
け
長
々
と
前
置
き
を
述
べ
た
の
で
あ
る
）
、
そ
』
フ
い
う
立
場

で
書
く
こ
と
が
自
分
に
と
っ
て
は
問
題
の
整
理
に
な
り
、
か
つ
、
そ
う
で

あ
っ
て
こ
そ
他
の
研
究
者
諸
氏
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
資
す
る
と

こ
ろ
も
あ
る
だ
ろ
う
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
の
表
題
は
一
点
を
除
き
、
編
集
委
員
会
よ
り
与
え
ら
れ
た

ま
ま
に
し
て
あ
る
。
一
点
と
は
「
ゲ
ン
バ
ロ
ン
」
の
表
記
で
あ
る
。
編
集

委
員
会
か
ら
は
、
「
現
場
論
」
と
い
、
フ
言
葉
を
用
い
よ
、
と
い
う
要
請
が
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古
代
文
学
会
の
会
員
諸
氏
に
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
本
誌
の

読
者
に
は
非
会
員
の
方
も
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
ま
ず
は
「
夏
期
セ
ミ
ナ

ー
」
の
こ
と
か
ら
始
め
た
い
・

古
代
文
学
会
の
「
夏
期
セ
ミ
ナ
ー
」
と
い
、
フ
研
究
大
会
は
、
そ
の
と
き

ど
き
の
研
究
の
最
先
端
の
問
題
を
提
案
し
議
論
す
る
と
い
う
の
が
不
文
律

の
〈
楽
し
い
〉
大
会
で
あ
る
。
そ
の
セ
ミ
ナ
ー
の
一
九
九
一
年
か
ら
九
八

年
ま
で
、
（
年
々
新
し
い
こ
と
を
や
る
と
い
う
わ
り
に
は
）
長
く
継
続
し

た
テ
ー
マ
が
「
古
代
文
学
の
〈
現
場
〉
へ
！
」
だ
っ
た
。
「
現
場
」
と
い

う
語
は
こ
の
中
で
主
題
的
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

頃
に
出
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
方
法
的
提
案
を
漠
然
と
指
す
「
現
場
論
」
と

い
う
呼
称
が
古
代
文
学
会
の
内
部
で
は
現
在
も
流
通
し
て
い
る
。
本
稿
に

与
え
ら
れ
た
表
題
「
現
場
論
の
視
点
か
ら
」
は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら

出
て
き
た
言
葉
で
あ
る
。

新
し
い
思
考
は
そ
れ
ま
で
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
否
定
に
よ
っ
て
形
を
な
す

あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
自
分
の
い
つ
も
の
書
き
方
で
あ
る
「
〈
現
場
〉
論
」

に
改
め
た
。
実
は
私
は
「
現
場
論
」
と
い
う
書
き
方
を
意
図
的
に
避
け
て

き
た
の
で
あ
る
。
自
分
で
書
く
と
き
は
基
本
的
に
「
〈
現
場
〉
論
」
と
書

い
て
き
た
つ
も
り
だ
。
そ
の
理
由
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
方
法
の
自
己
目

的
化
を
拒
否
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
で
ま
た
述
べ
る
。

と
も
あ
れ
、
以
下
、
本
稿
で
は
、
私
の
個
人
的
立
場
か
ら
「
ゲ
ン
バ
ロ

ン
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
き
は
私
の
個
人
的
原
則
に
従
っ
て
「
〈
現
場
〉

論
」
と
表
記
し
、
そ
れ
以
外
の
と
き
に
は
「
現
場
論
」
と
表
記
す
る
こ
と

に
す
る
。
あ
ら
か
じ
め
ご
承
知
お
き
願
い
た
い
。

こ
く
現
場
〉
論
の
出
自

も
の
だ
。
で
は
、
「
古
代
文
学
の
〈
現
場
〉
へ
！
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
何

を
否
定
し
て
出
て
き
た
の
か
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
私
の
個
人
的
と
ら
え
方

だ
が
、
一
九
八
○
年
代
の
セ
ミ
ナ
ー
の
議
論
を
主
導
し
た
の
は
構
造
主
義

的
方
法
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
〈
現
場
〉
へ
！
」
と
い
、
フ
標
語
は
、
そ
の
否

定
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

古
代
文
学
研
究
の
分
野
で
構
造
主
義
的
方
法
が
め
ざ
し
た
の
は
、
古
代

の
も
ろ
も
ろ
の
言
語
表
現
の
深
層
に
普
遍
的
構
造
を
見
出
す
こ
と
、
あ
る

い
は
、
理
論
的
に
想
定
さ
れ
た
深
層
構
造
の
側
か
ら
現
象
と
し
て
の
も
ろ

も
ろ
の
言
語
表
現
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
深
層
構
造
は
、
よ
り
具

体
的
に
は
、
「
始
源
の
神
の
言
葉
」
「
始
源
の
祭
」
「
始
源
の
共
同
体
」
な

ど
の
構
造
と
し
て
想
定
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
他
の
人
文
系
諸
学
の
構
造
主

義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
比
し
て
特
徴
的
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
は
「
始
源
」

を
力
と
価
値
の
源
泉
た
る
一
種
の
理
想
型
と
し
て
想
定
し
た
こ
と
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
の
「
始
源
」
や
「
構
造
」
と
は
、
現
代
の
研

究
者
の
反
省
的
思
考
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
歴
史
的
事

実
を
指
す
概
念
で
も
な
け
れ
ば
古
代
の
表
現
者
が
は
っ
き
り
と
意
識
し
て

い
た
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
点
は
構
造
主
義
的
方
法
一
般
に
共
通
す
る
と

ころだ。
こ
の
方
法
が
も
た
ら
し
た
最
大
の
成
果
は
、
古
代
の
言
語
表
現
、
特
に

そ
の
類
型
性
の
も
つ
意
味
（
類
型
表
現
の
表
現
価
値
）
を
見
事
に
説
明
し

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
彼
ら
は
こ
ん
な
決
ま
り
き
っ
た
類
型
表
現
を
く

り
返
す
の
か
、
あ
る
い
は
、
お
決
ま
り
の
表
現
に
飽
く
こ
と
な
く
価
値
を

感
じ
る
の
か
。
そ
れ
は
そ
の
類
型
の
深
層
に
、
理
想
の
「
始
源
」
が
構
造

と
し
て
潜
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
言
で
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
説
明

が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
、
こ
の
理
論
は
、
現
代

-２３-
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人
の
感
性
・
価
値
観
か
ら
古
代
の
言
語
表
現
の
表
現
価
値
を
説
明
す
る
こ

と
の
欺
隔
を
明
ら
か
に
し
、
葬
り
去
る
と
い
う
批
評
的
意
味
も
も
つ
こ
と

（３）

となった。
こ
れ
ら
の
成
果
は
現
在
に
お
い
て
も
な
ん
ら
価
値
を
失
っ
て
い
な
い
。

だ
が
、
ど
の
よ
う
な
方
法
も
万
能
で
は
な
い
。
構
造
主
義
的
方
法
に
も
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
面
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
反
省
的
に
見
出
さ
れ
る
普
遍
の
深

層
構
造
と
は
誰
か
が
一
度
上
手
に
見
出
し
て
し
ま
え
ば
そ
れ
で
事
足
り
る

も
の
だ
、
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
表
現
は
一
度
見
出
さ
れ
た
深

層
構
造
か
ら
説
明
が
可
能
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
一
度
見
出
さ
れ
て
し

ま
え
ば
も
は
や
発
見
は
あ
り
え
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
普
遍
的
理
論
な
の

だ
。
そ
し
て
、
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
構
造
に
支
配
さ
れ
た
古
代
人
像

と
、
そ
れ
を
研
究
す
る
わ
れ
わ
れ
の
思
考
の
窒
息
状
態
だ
っ
た
。

実
は
、
こ
れ
は
古
代
日
本
文
学
研
究
と
い
う
分
野
に
特
殊
な
出
来
事
で

は
な
く
、
構
造
主
義
が
人
文
系
諸
学
に
つ
き
つ
け
た
難
問
だ
っ
た
。
構
造

主
義
は
そ
も
そ
も
、
ョ
-
ロ
ッ
パ
的
近
代
人
を
相
対
化
す
る
と
い
う
批
評

的
意
味
を
も
っ
た
、
希
望
へ
向
か
う
運
動
だ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
果
て
に

見
出
さ
れ
た
の
は
構
造
に
支
配
さ
れ
構
造
か
ら
け
っ
し
て
逃
れ
ら
れ
な
い

人
間
一
般
の
像
だ
っ
た
。
こ
の
逆
説
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
夏
期
セ
ミ
ナ

（４）

-
の
動
向
に
あ
て
は
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
第
一
節
で
述
べ
た
、
「
絶
対
的
な
読
み
の
方
法
は
な
い
」
と

い
、
フ
認
識
は
、
い
わ
ば
実
感
と
し
て
セ
ミ
ナ
ー
の
担
い
手
た
ち
に
も
浸
透

し
て
い
た
。
八
○
年
代
の
セ
ミ
ナ
ー
は
明
確
に
「
文
学
研
究
を
科
学
に
す

る
」
と
い
う
こ
と
を
標
楴
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
す
る

こ
と
は
研
究
の
普
遍
的
進
歩
に
貢
献
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
研
究

者
た
る
者
の
義
務
だ
っ
た
。
セ
ミ
ナ
ー
の
中
心
的
担
い
手
た
ち
は
そ
の
よ

（５）

う
に
認
識
し
、
言
挙
げ
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
九
○
年
代
は
、

「
ゲ
ー
デ
ル
問
題
」
や
「
言
語
論
的
転
回
」
に
始
ま
っ
た
無
限
相
対
化
の

波
が
と
う
と
う
古
代
日
本
文
学
研
究
の
世
界
に
ま
で
及
ん
だ
時
代
だ
っ

た。
つ
ま
り
、
構
造
主
義
の
普
遍
性
が
も
た
ら
し
た
窒
息
と
学
問
の
普
遍
性

へ
の
信
の
消
失
。
こ
れ
が
同
時
に
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
〈
現
場
〉
と

い
う
語
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
、
リ
ア
ル

な
思
考
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
今
思
え
ば
、
本
能
的
に
選
ば
れ
た
も
の
だ

った。〈
現
場
〉
と
い
う
の
は
固
有
の
経
験
が
生
起
す
る
時
空
の
こ
と
で
あ
る
。

私
は
そ
う
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
る
。
そ
こ
は
定
型
や
類
型
や
構
造
の
な

い
、
不
確
定
要
素
に
満
ち
た
時
空
。
だ
か
ら
、
そ
こ
で
の
出
来
事
の
観
察

に
も
叙
述
に
も
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
コ
ツ
は
な
い
。
そ
う
い
う
風
に
思
考
し
、

書
く
こ
と
。
〈
現
場
〉
論
が
目
指
し
た
の
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
。
私
が

〈
現
場
〉
論
と
表
記
す
る
の
も
、
「
あ
る
固
有
の
〈
現
場
〉
に
つ
い
て
の
議

論
」
と
い
う
含
意
を
も
た
せ
た
い
か
ら
で
あ
る
。
「
現
場
論
」
で
は
、

個
々
の
〈
現
場
〉
論
が
一
括
り
に
さ
れ
て
陳
腐
化
し
て
し
ま
う
。
そ
の
よ

う
な
思
考
を
拒
否
す
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

要
す
る
に
、
私
に
と
っ
て
の
〈
現
場
〉
論
と
い
う
の
は
、
個
人
の
実
存

的
価
値
観
を
も
含
ん
だ
、
批
評
的
思
考
と
記
述
の
身
構
え
の
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
原
理
的
に
「
蓄
積
」
の
あ
り
え
な
い
方
法
だ
と
も
言
え
る
。

そ
う
で
あ
る
以
上
、
当
然
、
「
現
場
論
を
や
っ
て
い
な
い
」
と
か
「
現
場

論
の
蓄
積
を
踏
ま
え
て
い
な
い
」
と
い
っ
た
表
現
で
人
を
批
判
す
る
こ
と

は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
い
う
言
葉
の
使
い
方
に
は
、
思
考
の
怠
惰
・
退

行
の
臭
い
を
ど
う
し
て
も
嗅
ぎ
取
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
種
の
言
表
が
前
提
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と
す
る
窒
息
的
普
遍
性
を
拒
否
す
る
、
同
時
に
、
そ
も
そ
も
「
普
遍
性
」

に
は
も
は
や
依
拠
で
き
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
の
が
〈
現

場
〉
論
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
言
い
換
え
る
と
、
〈
現
場
〉
論
は
本
質

的
に
研
究
者
に
自
由
と
孤
立
を
求
め
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
。
「
現
場
論
」
の
旗
印
の
下
に
盟
約
し
て
「
村
」
を
作
っ
て
は
な
ら
な

いのである。

古
代
の
表
現
を
古
代
の
側
か
ら
読
む
、
と
は
、
八
○
年
代
の
セ
ミ
ナ
ー

で
し
ば
し
ば
言
わ
れ
た
言
挙
げ
で
あ
る
。
私
は
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
支
持
す

る
。
わ
れ
わ
れ
の
研
究
の
大
前
提
と
な
る
の
は
、
文
献
と
は
過
去
の
他
者

で
あ
り
、
「
読
み
」
と
は
他
者
理
解
の
営
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
当

然
、
古
代
の
文
献
は
古
代
の
側
か
ら
読
む
こ
と
が
目
指
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
微
分
的
に
し
か
達
成
で
き
な
い
営
み
だ
が
、
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
ベ
ク
ト
ル
は
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
言
う
ま
で

も
な
く
、
こ
れ
は
個
人
的
価
値
観
、
も
う
少
し
大
仰
に
言
え
ば
研
究
者

個
々
の
倫
理
的
決
断
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
他
者
に
強
要
す
べ
き
問
題
で

はないが…）・

さ
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
古
代
の
文
献
が
読
ま
れ
、
そ
の
過
程
や
結
果

が
記
述
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
記
述
は
必
然
的
に
歴
史
叙
述
の
一
種
と
な

る
。
つ
ま
り
、
「
古
代
文
学
研
究
者
」
と
し
て
も
の
を
書
く
こ
と
は
、
通

常
、
歴
史
叙
述
に
参
画
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
〈
現
場
〉

論
が
目
指
す
の
も
、
〈
現
場
〉
と
い
、
フ
観
点
か
ら
す
る
歴
史
叙
述
だ
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
叙
述
を
実
現
す
る
た
め
の
仕
掛
け
と
し
て
、
私
た
ち

三
歴
史
叙
述
と
〈
実
践
者
〉

は
く
実
践
者
〉
と
い
う
方
法
概
念
を
用
い
た
。
〈
実
践
者
〉
と
は
一
言
で

言
え
ば
〈
現
場
〉
を
生
き
る
者
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
〈
実

践
者
〉
が
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
現
場
〉
は
現
出
す
る
。
そ
の
意
味
で

〈
現
場
〉
と
〈
実
践
者
〉
は
一
体
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
歴
史
叙
述
」
と
い

う
観
点
か
ら
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
〈
実
践
者
〉
と
い
う
覗
き
窓
を
通
し

て
叙
述
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
は
〈
現
場
〉
と
な
る
の
で
あ
る
。

〈
実
践
者
〉
と
い
、
フ
特
異
点
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
〈
現
場
〉
論
的
な
歴
史

叙
述
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
〈
実
践
者
〉
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
そ
う
や
す
や
す
と

共
感
や
感
情
移
入
の
で
き
な
い
、
歴
史
上
の
ま
つ
た
き
他
者
で
あ
る
こ
と

は
常
に
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
近
代
的
人

間
の
自
立
的
主
体
性
と
自
由
が
構
造
主
義
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
相
対
化
さ

れ
た
、
そ
の
果
て
に
提
起
し
た
概
念
が
〈
実
践
者
〉
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ

が
「
主
体
性
」
の
ヒ
ー
ロ
ー
や
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
っ
て
よ
い
は
ず
が
な
い
。

だ
が
、
一
方
で
、
〈
実
践
者
〉
が
わ
れ
わ
れ
の
思
考
を
救
出
す
る
た
め
の

キ
ー
・
ワ
ー
ド
で
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
ポ

イ
ン
ト
は
必
ず
し
も
矛
盾
し
な
い
。

〈
実
践
者
〉
と
い
う
特
異
点
に
拠
っ
て
文
献
を
読
み
直
し
、
〈
現
場
〉
的

に
叙
述
す
る
こ
と
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
の
に
、
私
は
、
井
筒
俊
彦
の
言

う
「
現
象
記
述
的
態
度
」
と
い
う
方
法
に
勇
気
づ
け
ら
れ
た
。
井
筒
は
宗

教
の
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
こ
う
言
っ
て
い
る
。
ｌ
そ
こ
に
ど
れ
ほ
ど
荒

唐
無
稽
な
こ
と
が
書
い
て
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
る
種
類
の
人
間
に
と
っ

て
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
リ
ア
ル
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
研

究
と
し
て
読
み
、
解
読
す
る
者
も
、
一
度
は
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と

を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。
井
筒
の
言
う
「
現
象
」
と
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は
、
（
や
や
こ
し
い
言
い
方
だ
が
）
現
象
学
的
「
現
象
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
宗
教
テ
キ
ス
ト
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
を
現
象
学
的
現
象
と

（６）

し
て
受
け
入
れ
、
記
述
せ
よ
、
と
い
、
フ
わ
け
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
は
狂
者
の
体
験
を
狂
者
と
同
じ
よ
う
に
知
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
い
や
、
よ
り
一
般
的
に
言
っ
て
、
他
者
の
体
験
を
他
者

と
同
じ
よ
う
に
知
り
、
叙
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
く
り
返
し
に
な
る

が
、
あ
く
ま
で
微
分
的
に
近
づ
く
だ
け
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
の
接
近
の

際
の
、
わ
れ
わ
れ
の
側
の
批
評
性
の
質
な
の
で
あ
る
。

井
筒
俊
彦
は
、
い
つ
も
普
遍
的
構
造
と
そ
の
さ
ら
に
深
層
に
あ
る
存
在

（
Ⅱ
意
味
）
生
成
の
マ
グ
マ
を
追
い
求
め
て
い
て
、
表
層
的
固
有
性
に
は

ほ
と
ん
ど
興
味
の
な
か
っ
た
人
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
自
身
は
け
っ
し
て

焦
点
化
し
な
い
こ
と
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
彼
の
「
現
象
記
述
的
態
度
」
を

以
下
の
よ
う
に
敷
桁
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
〈
実
践
者
〉

そ
の
一
と
〈
実
践
者
〉
そ
の
二
は
別
々
の
現
象
を
生
き
て
い
る
の
だ
か

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ア
ル
も
互
い
に
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
〈
実
践
者
〉

そ
の
一
に
つ
い
て
の
「
現
象
記
述
」
と
〈
実
践
者
〉
そ
の
二
に
つ
い
て
の

そ
れ
は
、
別
々
に
成
り
立
ち
う
る
、
と
。
こ
、
フ
い
う
発
想
に
よ
っ
て
、
た

と
え
ば
、
類
型
と
し
て
一
括
り
に
片
付
け
る
こ
と
も
可
能
な
神
話
の
ヴ
ァ

リ
ア
ン
ト
や
、
い
わ
ば
類
型
の
み
で
成
り
立
つ
と
言
え
る
和
歌
が
、
再
び

未
踏
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
発
想
で
具
体
的
読
み
を
展
開
す
る
際
に
肝
要
な
の
は
、
神

話
・
和
歌
・
史
書
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
・
祭
儀
な
ど
の
「
制
作
物
」
と
、
そ

れ
を
作
っ
た
り
享
受
し
た
り
し
た
く
実
践
者
〉
の
、
彼
ら
な
り
の
理
屈
や

価
値
観
や
身
体
感
覚
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
の
「
作

物
」
と
、
そ
の
「
作
物
」
を
支
え
、
力
を
与
え
る
知
や
身
体
と
い
う
セ
ツ

ト
を
作
る
の
だ
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
「
作
物
」
に
対
し
て
、
そ
の
力
の
源

泉
に
つ
い
て
も
彼
ら
の
方
か
ら
語
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
が
も
っ
と
も

肝
心
だ
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
「
作
物
」
個
々
の
リ
ア
ル
を

叙
述
で
き
る
。
九
○
年
代
の
セ
ミ
ナ
ー
の
議
論
を
通
じ
て
徐
々
に
確
認
さ

れ
て
き
た
要
点
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
藤
原
浜
成
が
「
歌
式
』
の
例
歌
と
し
て
作
っ
た
、
た
ぶ
ん

現
代
の
歌
人
な
ら
愚
作
と
評
す
る
で
あ
ろ
う
和
歌
と
浜
成
の
理
屈
。
伊
勢

神
宮
の
幣
帛
作
成
係
の
神
職
が
も
っ
て
い
た
ス
カ
ス
カ
の
天
岩
屋
戸
神
話

と
、
神
の
仕
事
を
す
る
彼
の
身
体
会
皇
太
神
宮
儀
式
帳
」
）
。
あ
る
い
は
、

作
者
未
詳
の
ご
く
類
型
的
な
歌
々
を
集
め
配
列
し
た
『
万
葉
集
』
と
、
宴

席
で
歌
の
〈
実
践
者
〉
で
も
あ
っ
た
編
者
の
〈
実
践
知
〉
等
々
。
こ
う
い

う
対
象
を
相
手
に
し
て
「
現
象
記
述
的
態
度
」
を
出
発
点
に
、
し
か
し
、

一
方
で
相
手
が
ま
つ
た
き
他
者
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
ず
に
解
読
し
叙
述
を

展
開
す
る
こ
と
。
こ
の
あ
た
り
が
、
ち
ょ
っ
と
意
地
の
悪
い
言
い
方
を
す

れ
ば
、
「
現
場
論
」
の
コ
ツ
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
生
ま
れ
、
論
文
と
な
っ
た
（
あ
る
い
は
今
も
な
り
つ
つ
あ

る
）
読
み
と
歴
史
叙
述
の
数
々
は
そ
れ
な
り
の
成
果
で
あ
る
と
思
う
が
、

い
ち
い
ち
具
体
的
に
再
説
は
し
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
を
お
読
み
い
た

だ
き
、
そ
れ
ら
が
ど
れ
ほ
ど
の
「
市
場
価
値
」
（
共
同
了
解
形
成
力
）
を

（７）

も
つ
か
、
個
々
に
判
断
し
て
も
ら
壱
フ
し
か
な
い
。
す
で
に
生
産
さ
れ
市
場

に
売
り
に
出
さ
れ
た
論
文
群
の
価
値
判
定
は
市
場
に
任
せ
る
し
か
な
い
、

と
い
う
の
も
〈
現
場
〉
論
の
立
場
だ
か
ら
で
あ
る
。

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
私
に
と
っ
て
の
〈
現
場
〉
論
と
は
い
わ
ば
思

考
の
身
構
え
、
研
究
者
と
し
て
の
価
値
観
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
文
献
解
読

の
た
め
の
完
結
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
体
系
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
読
み
の

- ２ ６ -



<現場＞論の視点から

〈
現
場
〉
論
は
こ
れ
か
ら
ど
こ
へ
向
か
う
べ
き
か
。
古
代
文
学
会
の
会

員
で
あ
る
以
上
、
や
は
り
夏
期
セ
ミ
ナ
ー
で
頑
張
る
の
が
一
番
だ
ろ
雲
フ
と

思
っ
て
、
毎
月
の
セ
ミ
ナ
ー
へ
向
け
て
の
研
究
会
に
で
き
る
だ
け
参
加
し

て
い
る
。
「
古
代
文
学
の
〈
現
場
〉
へ
！
」
シ
リ
ー
ズ
が
終
わ
っ
た
後
の

セ
ミ
ナ
ー
は
、
一
九
九
九
年
は
、
「
言
葉
の
前
に
立
ち
疎
む
」
と
い
、
フ
テ

ー
マ
に
と
て
も
惹
か
れ
た
が
、
私
事
で
や
む
を
え
ず
不
参
加
（
こ
の
年
は

毎
月
の
研
究
会
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
）
。
次
の
二
○
○
○
年
か
ら
の
シ
リ

ー
ズ
に
は
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
私
に
と
っ
て
は
非
常
に

興
味
深
い
展
開
を
し
て
い
る
と
思
う
。
よ
っ
て
、
以
下
の
記
述
は
こ
こ
二

年
の
セ
ミ
ナ
ー
を
踏
ま
え
て
の
も
の
と
な
る
。

ま
ず
、
〈
実
践
者
〉
か
ら
始
め
よ
う
。
方
法
概
念
〈
実
践
者
〉
に
依
拠

し
つ
つ
、
文
献
を
解
読
し
、
そ
の
過
程
・
結
果
を
叙
述
す
る
。
そ
の
際
の

問
題
は
、
整
理
す
る
と
四
つ
く
ら
い
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ア
ト
ラ
ン
ダ

方
法
と
し
て
の
〈
現
場
〉
論
は
、
い
つ
も
過
程
で
あ
り
、
未
完
成
で
あ

る
。
方
法
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
、
自
己
目
的
化
を
拒
否
す
る
こ
と
も
〈
現

場
〉
論
の
一
部
な
の
だ
。
一
つ
に
は
、
そ
う
い
う
価
値
観
を
含
ん
だ
原
理

論
を
述
べ
た
い
が
た
め
に
本
稿
の
執
筆
を
引
き
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。

一
方
で
、
「
現
場
論
」
に
は
、
右
に
述
べ
た
よ
尋
フ
に
、
あ
る
限
定
さ
れ

た
対
象
に
対
す
る
そ
れ
な
り
の
三
ニ
ュ
ア
ル
」
が
で
き
つ
つ
あ
る
、
と

い
う
こ
と
も
事
実
だ
。
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に

安
住
す
べ
き
で
は
な
い
。
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
だ
が
確
認
し
て
お
こ

、
フ
。
本
稿
も
そ
ろ
そ
ろ
「
批
判
的
検
証
」
に
入
る
段
に
さ
し
か
か
っ
て
い

るよ、フである。

四
彼
ら
の
〈
言
語
フ
ィ
ー
ル
ド
〉
へ

ム
に
書
き
出
し
て
み
る
。

第
一
・
〈
実
践
者
〉
は
文
献
に
書
か
れ
た
言
語
表
現
の
内
に
い
る
の
か

外
に
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
両
方
な
の
か
。
こ
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
必

ず
し
も
明
確
に
は
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
と
思
う
。

第
二
。
〈
実
践
者
〉
と
〈
実
践
者
〉
の
関
係
を
ど
う
理
屈
づ
け
る
か
。

こ
ち
ら
は
、
特
に
二
○
○
○
年
の
セ
ミ
ナ
ー
で
主
題
的
に
扱
わ
れ
た
が
、

ま
だ
ま
だ
議
論
が
整
理
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。

第
三
。
人
間
は
す
べ
て
〈
実
践
者
〉
と
み
な
し
う
る
の
か
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
セ
ミ
ナ
ー
の
議
論
の
中
で
〈
実
践
者
〉
（
と
い
う
概
念
）
は

も
と
も
と
〈
宗
教
実
践
者
〉
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
と
い
う
事
情
も
あ
っ

て
、
む
し
ろ
、
そ
う
で
は
な
い
と
い
、
フ
風
に
語
っ
て
き
た
と
思
量
フ
。
た
と

え
ば
、
神
へ
の
責
任
を
背
負
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
者
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ

（８）

を
用
い
な
が
ら
書
い
た
私
の
論
文
な
ど
は
そ
う
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
理

屈
上
、
〈
実
践
者
〉
で
は
読
め
な
い
文
献
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

読
め
な
い
も
の
は
ど
う
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
読
め
る
よ
う
に
〈
実
践

者
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
拡
張
す
る
の
か
、
別
の
方
法
を
考
え
る
の
か
。
こ
れ

は
く
り
返
し
議
論
さ
れ
た
問
題
だ
が
、
解
決
し
て
い
な
い
、
と
言
え
る
。

第
四
。
文
献
に
書
か
れ
た
言
語
表
現
の
質
と
〈
実
践
者
〉
は
ど
こ
で
ど

う
関
わ
っ
て
い
る
の
か
。
一
か
ら
三
の
問
題
の
変
形
と
も
言
え
る
。
こ
れ

も
二
○
○
○
年
の
セ
ミ
ナ
ー
で
主
題
的
に
扱
わ
れ
た
が
ま
だ
ま
だ
途
上

だ
。
そ
も
そ
も
こ
う
い
う
問
題
に
対
し
て
一
般
論
は
立
て
ら
れ
な
い
と
も

言
え
る
わ
け
だ
が
、
一
方
で
、
あ
る
文
献
の
言
語
表
現
の
質
が
方
法
概
念

〈
実
践
者
〉
の
枠
内
で
本
当
に
説
明
可
能
か
を
常
時
検
証
す
る
た
め
に
は
、

や
は
り
こ
、
う
い
、
フ
問
題
意
識
が
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

も
、
７
-
度
確
認
し
て
お
く
が
、
こ
う
い
、
フ
、
も
と
も
と
セ
ミ
ナ
ー
の
議
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論
に
ど
っ
ぷ
り
と
漬
か
っ
て
い
る
（
私
の
よ
、
フ
な
）
人
間
で
な
い
と
き
わ

め
て
わ
か
り
に
く
い
（
と
推
定
さ
れ
る
）
議
論
の
大
目
的
は
、
「
文
献
を

古
代
の
側
か
ら
読
む
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
セ
ミ
ナ
ー
は
八
○
年

代
か
ら
（
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
味
で
）
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
の
だ
。
そ
う

い
う
議
論
な
の
だ
と
了
解
さ
れ
て
お
つ
き
あ
い
願
い
た
い
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
セ
ミ
ナ
ー
の
議
論
に
お
け
る
、
方
法
概
念
〈
実
践

者
〉
に
依
拠
し
た
読
み
や
歴
史
叙
述
は
、
ご
く
単
純
化
す
れ
ば
「
古
代
的

、
王
体
性
」
ま
た
は
「
固
有
性
」
の
物
語
で
あ
っ
た
、
と
言
え
よ
う
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
、
ほ
ぼ
必
然
的
に
．
人
の
〈
実
践
者
〉
の
物
語
」
と
し
て

語
ら
れ
て
き
た
。
結
論
的
に
言
う
と
、
そ
う
い
う
「
一
人
の
〈
実
践
者
〉

の
物
語
」
の
内
部
で
は
、
右
の
議
論
は
永
遠
に
解
決
し
な
い
は
ず
で
あ

る
。
固
有
の
思
考
・
妄
想
・
体
験
等
を
い
く
ら
集
積
し
て
も
わ
か
ら
な
い

こ
と
も
あ
る
。
理
屈
の
構
成
上
の
問
題
と
し
て
、
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
よ
り
上
位
ク
ラ
ス
の
議
論
が
必
要
な
の
だ
。
お
そ
ら
く
、
そ
ろ
そ
ろ

〈
実
践
者
〉
の
物
語
の
外
に
出
る
べ
き
時
期
な
の
で
あ
る
。
二
○
○
○
年

の
〈
ま
な
ざ
し
〉
、
二
○
○
一
年
の
〈
完
全
世
界
〉
と
い
っ
た
キ
ー
・
ワ

ー
ド
は
こ
の
よ
う
な
問
題
の
突
破
口
へ
の
模
索
と
し
て
評
価
で
き
る
。

こ
れ
も
結
論
的
に
述
べ
る
と
、
こ
れ
か
ら
焦
点
化
さ
れ
る
べ
き
は
、
い

わ
ば
〈
言
語
フ
ィ
ー
ル
ド
〉
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
の
生
成
・
組
み
替

（９）

え
・
変
容
と
い
っ
た
問
題
群
で
は
な
い
か
と
思
う
。
彼
ら
の
生
き
た
く
言

語
フ
ィ
ー
ル
ド
〉
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
こ
と
。
そ
の
際
、
も
し

彼
ら
に
「
言
語
論
」
が
あ
る
な
ら
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
は
第
一
に
参
照

さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

た
と
え
ば
、
九
～
十
一
世
紀
の
日
本
紀
講
問
題
を
具
体
例
に
考
え
て
み

よ
う
（
本
号
に
載
せ
た
も
う
一
つ
の
拙
論
も
参
照
さ
れ
た
い
）
。
日
本
紀

講
に
関
わ
り
注
釈
的
議
論
に
参
加
し
た
人
々
の
言
葉
は
「
元
慶
私
記
」

「
承
平
私
記
」
な
ど
の
談
論
筆
記
タ
イ
プ
の
私
記
で
う
か
が
え
る
。
注
釈

的
知
識
や
関
わ
り
方
の
深
浅
の
違
い
は
あ
ろ
う
が
、
基
本
的
に
、
彼
ら
は

み
な
私
記
と
い
う
文
献
の
中
に
い
る
注
釈
の
〈
実
践
者
〉
だ
と
言
え
る
。

同
時
に
、
そ
の
う
ち
の
誰
か
が
私
記
を
書
い
た
し
、
全
員
に
書
く
可
能
性

が
あ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
文
献
の
外
に
い
る
〈
実
践
者
〉
で
も
あ
る
。
彼

ら
は
互
い
に
競
合
的
関
係
に
あ
っ
て
、
と
き
に
激
し
く
ぶ
つ
か
り
合
う
。

た
だ
し
、
議
論
は
必
ず
一
つ
の
結
論
に
収
束
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
定

の
水
準
を
満
た
し
た
異
説
は
保
存
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
な
お
、
私
記
の

文
体
は
記
録
用
の
や
さ
し
い
漢
文
で
、
こ
れ
は
彼
ら
の
日
記
や
公
的
記

録
・
通
信
な
ど
の
文
体
に
通
じ
て
い
よ
う
。
と
、
こ
こ
ま
で
は
特
段
の
問

題
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

だ
が
、
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
彼
ら
の
議
論
は
可
能
な
の
か
。
あ
る
い
は
、

な
ぜ
議
論
に
駆
り
た
て
ら
れ
、
そ
し
て
、
議
論
を
や
め
ず
、
保
存
を
す
る

の
か
。
ま
た
、
な
ぜ
彼
ら
は
正
格
漢
文
を
わ
ざ
わ
ざ
人
工
的
和
語
に
還
元

し
よ
う
と
す
る
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
和
語
を
び
っ
し
り
書
き
留

め
た
ノ
ー
ト
を
作
る
の
か
。
く
り
返
す
が
、
こ
う
い
っ
た
問
い
に
彼
ら
一

人
一
人
の
物
語
で
答
え
よ
う
と
す
る
と
、
存
外
貧
し
い
答
え
し
か
出
て
こ

な
い
の
で
は
な
い
か
。
私
は
、
こ
う
い
っ
た
類
い
の
問
い
に
つ
い
て
根
本

的
に
考
え
直
し
、
も
う
一
度
日
本
紀
講
問
題
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
み
た

い
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
「
日
本
紀
講
の
〈
言
語
フ
ィ
ー
ル
ド
〉
」

と
い
う
観
点
が
必
要
で
は
な
い
か
、
と
予
測
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
私
は
「
日
本
紀
講
の
言
説
空
間
」
と
い
う
表
現
を
し
て
き
た
が
、
文

体
で
あ
る
と
か
、
言
葉
の
質
と
い
っ
た
要
素
も
同
時
に
持
ち
込
む
た
め
に

は
、
む
し
ろ
「
日
本
紀
講
の
〈
言
語
フ
ィ
ー
ル
ド
〉
」
と
言
う
べ
き
だ
ろ
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う
、
と
思
う
。
「
言
説
」
は
「
個
人
の
思
想
内
容
」
と
親
密
な
概
念
だ
か

ら
で
あ
る
。
議
論
の
中
身
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で
か
わ
さ
れ
る
言
葉
の
質

も
含
め
て
ト
ー
タ
ル
に
考
え
直
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
問
題
を
展
開
さ
せ
よ
う
。
「
日
本
紀
の
局
」
の
書
い
た

『
源
氏
物
語
』
と
日
本
紀
講
に
は
な
ん
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
紀
講
・
聖
徳
太
子
伝
・
『
源
氏
物
語
』

「
若
紫
」
の
北
山
の
段
、
と
い
う
三
題
噺
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
あ
の
段
に

は
い
く
つ
か
の
仏
典
も
絡
ん
で
い
る
か
ら
、
四
題
噺
と
も
言
え
る
。
こ
ん

な
乱
暴
な
こ
と
を
言
う
と
『
源
氏
物
語
』
の
専
門
家
に
し
か
ら
れ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
『
源
氏
物
語
』
は
徹
底
し
て
職
的
な
世
界
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
実
体
に
還
元
可
能
で
あ
り
、
読
み
手
の
好
き
な
よ
う
に

読
む
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
、
「
源
氏
物
語
』
を
特
定
の
「
典
拠
」
や

「
思
想
」
に
還
元
し
て
も
必
ず
反
論
が
可
能
で
あ
る
。
一
方
、
小
松
英
雄

に
、
仮
名
文
の
文
体
と
和
歌
の
文
体
の
親
近
性
を
問
題
化
し
た
説
が
あ

（旧）
る
が
、
こ
の
説
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
嚥
的
性
格
を
考
え
る
際
に
も
参
照

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
職
的
性
格
を
文
体
の
側
か
ら
説
明

で
き
な
い
か
、
と
の
希
望
的
観
測
を
私
は
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
し

日
本
紀
講
と
『
源
氏
物
語
』
と
の
関
係
を
考
え
る
な
ら
、
互
い
に
異
な
っ

た
〈
言
語
フ
ィ
ー
ル
ド
〉
と
し
て
の
両
者
の
連
絡
、
ま
た
は
生
成
・
変
容

と
い
う
観
点
が
必
要
に
な
る
の
で
は
、
と
思
う
。
そ
ミ
フ
で
あ
っ
て
初
め

て
、
何
に
で
も
還
元
可
能
だ
が
、
同
時
に
何
に
も
還
元
で
き
な
い
世
界
と

そ
の
「
典
拠
」
と
の
関
係
が
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

以
上
は
あ
く
ま
で
予
測
的
議
論
で
あ
る
が
、
〈
実
践
者
〉
だ
け
で
は
語

り
え
な
い
問
題
領
域
が
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
』
７
。
た
だ
し
、

私
は
、
こ
こ
で
〈
実
践
者
〉
と
〈
言
語
フ
ィ
ー
ル
ド
〉
の
二
者
択
一
論
を

主
張
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
む
し
ろ
、
両
者
を
関
わ
ら
せ
つ
つ
、
〈
実
践

者
〉
の
物
語
の
外
へ
出
て
視
界
を
開
く
方
途
が
あ
り
う
る
の
で
は
、
と
予

測
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
一
言
。
（
本
節
は
「
〈
現
場
〉
論
は
こ
れ
か
ら
ど
こ
へ
向
か
う
べ

き
か
」
と
始
め
た
が
）
現
在
進
行
中
の
セ
ミ
ナ
ー
が
「
現
場
論
」
を
や
っ

て
い
る
か
ど
、
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
私
に
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
稿
で
繧
々
述
べ
来
た
っ
た
よ
う
に
、
私
に
と
っ
て
の

〈
現
場
〉
論
は
徹
底
的
に
解
体
的
な
営
み
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

重
要
な
の
は
、
向
こ
う
側
に
文
献
と
い
う
か
弱
き
他
者
が
存
在
す
る
こ

と
。
そ
し
て
、
こ
の
他
者
を
救
済
す
べ
き
こ
と
。
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。

注
（
１
）
た
だ
し
、
も
し
こ
の
特
集
が
「
各
種
方
法
の
品
評
会
」
の
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
で
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
自
体
が
方
法
の
自
己

目
的
化
に
通
じ
る
道
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た

い
。
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、
方
法
間
の
有
意
な
対
話

で
あ
り
、
本
特
集
が
そ
の
よ
う
に
展
開
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

（
２
）
最
近
の
本
の
中
で
は
、
高
橋
昌
一
郎
『
ゲ
ー
デ
ル
の
哲
学
』
（
講

談
社
、
一
九
九
九
年
）
、
ま
た
、
上
野
千
鶴
子
編
『
構
築
主
義
と
は

何
か
』
（
頚
草
書
房
、
二
○
○
○
年
）
が
と
て
も
参
考
に
な
る
。

（
３
）
古
代
文
学
研
究
の
分
野
で
こ
う
い
っ
た
考
え
方
の
先
駆
け
を
な
し

た
の
は
折
口
信
夫
と
西
郷
信
綱
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

八
○
年
代
の
セ
ミ
ナ
ー
は
、
彼
ら
の
理
論
を
言
語
表
現
解
析
の
理
論

と
し
て
徹
底
す
る
方
向
で
進
ん
だ
の
で
あ
る
。

（
４
）
九
○
年
代
の
日
本
の
人
文
系
諸
学
で
は
、
こ
う
い
う
意
味
で
の
構

造
主
義
の
克
服
が
共
通
の
テ
ー
マ
だ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
点
、
上
野

千
鶴
子
編
『
構
築
主
義
と
は
何
か
』
（
注
２
）
に
詳
し
い
。

（
５
）
八
○
年
代
の
古
代
文
学
会
内
部
の
研
究
状
況
に
つ
い
て
は
、
呉
哲
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（
９
）
「
言
語
フ
ィ
ー
ル
ド
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
猪
俣
と
き
わ

『
歌
の
王
と
風
流
の
宮
』
（
森
話
社
、
二
○
○
○
年
）
第
Ⅲ
部
を
参

照
。
私
流
に
言
う
と
、
〈
言
語
フ
ィ
ー
ル
ド
〉
は
「
文
体
」
よ
り
重

い
概
念
で
、
特
定
の
質
を
も
っ
た
言
語
が
存
在
規
定
的
に
働
く
時
空

で
あ
る
。
そ
れ
は
言
語
行
為
に
よ
っ
て
生
成
と
消
滅
を
く
り
返
し
、

い
つ
も
生
き
ら
れ
て
あ
る
時
空
。
そ
こ
で
は
、
あ
る
特
定
の
事
柄
は

あ
る
特
定
の
形
、
特
定
の
水
準
で
し
か
言
い
え
な
い
し
、
そ
の
よ
う

な
表
現
に
規
定
さ
れ
て
し
か
存
在
し
え
な
い
。

（
蛆
）
小
松
英
雄
『
仮
名
文
の
構
文
原
理
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
九
七

年）。

（
８
）
拙
稿
「
ア
マ
テ
ラ
ス
神
話
の
胚
胎
ｌ
方
法
と
し
て
の
宗
教
実
践
者

ｌ
」
（
斎
藤
英
喜
編
『
ア
マ
テ
ラ
ス
神
話
の
変
身
譜
』
、
森
話
社
、
一

収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
７
）
古
代
文
学
会
編
「
祭
垂

（
６
）
井
筒
俊
彦
『
コ
ー
ラ
ン
を
読
む
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
、

『
井
筒
俊
彦
著
作
集
』
第
八
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
、
再

参
考
に
な
る
。
》
豈

読
を
お
勧
め
す
る
。

男
・
古
橋
信
孝
・
森
朝
男
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
万
葉
集
の
新
し
い
解

釈
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
八
一
年
九
月
号
）
が
と
て
も

参
考
に
な
る
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
感
動
的
な
も
の
で
、
ぜ
ひ
一

九
九
六
年
）
な
ど
。

ど
◎

「
祭
儀
と
言
説
』
（
森
話
社
、
一
九
九
九
年
）
な
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