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烏
有
先
生
に
答
ふ
(
一
)

烏
有
先
生
の
駁
論
に
答
ふ
る
に
先
だ
ち
て
、
弁
ず
べ
き
こ
と
あ
り
、
そ
は
先
生

と
我
れ
と
、
語
の
解
釈
を
異
に
せ
る
こ
と
、
併
に
そ
の
本
意
を
異
に
せ
る
こ
と
、

是
な
り
。
語
の
解
釈
を
異
に
す
と
は
、
例
へ
ば
、
没
理
想
の
解
の
同
じ
か
ら
ぬ
が

如
き
を
い
ふ
。
本
意
を
異
に
す
と
は
、
先
生
が
談
理
を
重
ん
ず
る
時
の
本
意
と
、

我
が
『
早
稲
田
文
学
』
に
て
談
理
を
先
に
せ
ざ
る
時
の
心
と
、
其
旨
の
ひ
と
し
か

ら
ざ
る
が
如
き
を
い
ふ
な
り
。
没
理
想
の
意
義
の
、
先
生
の
解
と
同
じ
か
ら
ぬ
由

没
理
想
論
争
注
釈
稿
(
七
)

(
坂
井

健

四
五
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は
、
ほ
三
前
号
の
紙
上
に
て
弁
じ
っ
。
い
で
や
、
談
理
と
い
ふ
こ
と
に
対
す
る
わ

こ
と
わ

(5)

が
本
意
の
在
る
所
を
断
ら
ん
。
按
ず
る
に
、
先
生
が
談
理
を
重
ん
ず
べ
し
と
い
ふ

や
、
毎
に
絶
対
の
意
味
に
て
調
ふ
か
。
即
ち
、
古
今
東
西
の
大
な
る
談
理
家
を
、

哲
学
者
と
い
ふ
際
を
も
、
そ
が
眼
中
に
置
き
て
調
へ
る
な
ら
ん
。
是
れ
理
と
い
ふ

字
を
絶
対
の
義
に
解
し
た
る
な
り
。
我
が
後
に
せ
ん
と
い
ふ
談
理
は
然
ら
ず
。
方

今
新
聞
、
雑
誌
な
ど
に
散
見
す
な
る
、
か
た
よ
り
た
る
小
議
論
を
指
せ
る
な
り
。

其
の
根
底
に
、
一
系
の
定
ま
れ
る
哲
理
を
も
無
う
し
て
、

一
時
の
感
の
浮
か
べ
る

盛
に
、
或
ひ
は
好
悪
に
駆
ら
れ
て
、
衆
他
を
排
し
、
或
ひ
は
狭
陸
の
経
験
を
尺
度

と
し
て
、
大
い
な
る
人
一
骨
を
是
非
す
る
が
如
き
頑
匝
偏
僻
の
小
理
想
を
調
へ
る

な
り
。
又
思
ふ
に
、
先
生
が
眼
中
の
文
壇
と
わ
が
懐
ふ
文
壇
と
、
其
の
名
相
通
じ

て
其
の
品
相
同
じ
か
ら
ざ
る
に
似
た
り
。
先
生
の
談
理
を
旨
と
す
る
や
、
今
の
文

壇
を
其
の
う
ち
に
俊
秀
な
ら
ん
人
々
を
標
準
と
し
て
観
察
す
る
か
。
我
れ
は
然
ら

ず
。
初
学
後
進
の
な
ほ
お
き
な
き
を
標
準
と
し
て
説
を
立
て
た
り
。
『
早
稲
田
文

学
』
の
講
述
を
読
ま
ん
人
々
の
目
的
と
し
た
り
。

こ
も
ま
た
先
生
と
わ
れ
と
の
解

の
相
異
な
る
一
点
に
や
あ
ら
ん
。

注
(
1
)
烏
有
先
生
に
答
ふ
・
『
早
稲
田
文
学
』
九
号
(
明
治
二
五
年
三
月
十
五
日
)
、
一

O
号
(
二
月
二
九
日
)
の
「
時
文
評
論
」
欄
に
掲
載
。
(
(
二
、
会
己
は
九
号
、
(
三
)

は一

O
号
)
の
ち
『
文
学
そ
の
折
々
』
所
収
。
九
号
「
時
文
評
論
」
欄
の
「
烏
有

先
生
に
答
ふ
」
の
直
後
に
、
「
小
羊
子
が
白
日
夢
」
、
「
小
羊
子
の
愚
痴
」
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
初
出
で
は
、
ほ
と
ん
ど
句
読
点
が
な
い
ほ
か
、
表
記
に
若
干

の
違
い
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
必
要
の
な
い
限
り
一
不
さ
な
い
。
た
だ
し
、
語
句
の

異
同
に
つ
い
て
は
一
不
す
。

四
六

(
2
)
烏
有
先
生
の
駁
論
・
『
し
が
ら
み
草
紙
』
三
七
号
(
明
治
二
四
年
二
一
月
)
の

「
早
稲
田
文
学
の
没
理
想
」
に
お
け
る
鴎
外
の
批
判
を
指
す
。

(
3
)
語
の
解
釈
を
異
に
す
と
は
、
例
へ
ば
、
没
理
想
の
解
の
閉
じ
か
ら
ぬ
が
如
き
を

い
ふ

0

・
「
没
理
想
の
語
義
を
弁
ず
」
で
遺
遥
は
、
「
没
理
想
」
と
は
無
理
想
の
意

味
で
は
な
い
と
断
っ
た
上
で
、
「
造
化
」
(
宇
宙
)
に
つ
い
て
使
う
場
合
は
「
方
便
」

で
あ
り
、
「
詩
文
」
(
文
学
作
品
)
に
つ
い
て
使
う
場
合
で
は
「
目
的
」
(
結
果
と
し

て
達
成
さ
れ
る
べ
き
目
的
)
で
あ
る
と
し
て
、
さ
ら
に
二
つ
に
細
分
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
「
造
化
」
に
つ
い
て
は
、
「
造
化
」
白
体
の
「
理
想
」
(
イ
デ
l
、
宇
宙

の
趨
勢
を
支
配
す
る
精
神
)
は
、
無
限
で
あ
り
、
有
限
の
人
智
に
よ
っ
て
は
不
可

知
な
の
で
、
こ
れ
に
達
す
る
に
は
、
「
没
理
想
」
(
有
限
の
自
己
の
考
え
に
執
着
し

な
い
こ
と
)
と
い
う
「
方
便
」
が
必
要
だ
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
「
詩
文
」
に
つ
い

て
は
、
作
者
の
考
え
が
現
れ
て
い
な
い
よ
う
な
作
品
の
あ
り
さ
ま
を
目
指
す
べ
き

「
目
的
」
と
す
べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
没
理
想
」
と
は
無
理

想
で
あ
ろ
う
と
決
め
つ
け
る
鴎
外
の
解
釈
と
意
味
を
異
に
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
詳

し
く
は
、
「
烏
有
先
生
に
謝
す
」
(
『
早
稲
田
文
学
』
七
号
、
「
没
理
想
の
語
義
を
弁

ず
」
(
『
早
稲
田
文
学
』
入
号
)
を
参
照
の
こ
と
。

(
4
)
本
意
を
異
に
す
と
は
、
先
生
が
談
理
を
重
ん
ず
る
時
の
本
意
と
、
我
が
『
早
稲

田
文
学
』
に
て
談
理
を
先
に
せ
ざ
る
時
の
心
と
、
其
の
旨
の
ひ
と
し
か
ら
ざ
る
が

如
き
を
い
ふ
な
り
。
・
「
没
理
想
」
の
語
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
前
に
述
べ
た
か

ら
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
「
本
意
」
(
目
的
と
す
る
対
象
。
前
注
の
「
目
的
L

と
は
別
。
)

に
つ
い
て
、
論
.
す
る
と
の
先
触
れ
。
具
体
的
に
は
、
次
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、

鴎
外
は
、
文
壇
の
俊
秀
を
相
手
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
よ
う
だ
が
、
遁
遥
自

身
は
「
早
稲
田
文
学
』
を
読
む
よ
う
な
初
心
者
を
相
手
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
す

る
と
の
相
違
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
す
。

(
5
)
断
ら
ん
・
明
白
に
し
よ
う
の
意
。
な
お
、
初
出
で
は
こ
の
直
後
で
形
式
段
落
が

切
れ
て
い
る
。

(
6
)
是
れ
理
と
い
う
字
を
絶
対
の
義
に
解
し
た
る
な
り
。
・
日
本
近
代
文
学
大
系
『
坪

内
治
遥
集
』
(
角
川
書
庖
、
昭
和
四
九
年
)
の
注
釈
(
中
村
完
に
よ
る
)
は
、
「
『
理
』

と
い
う
も
の
を
そ
れ
自
体
で
成
立
す
る
絶
対
の
も
の
と
解
し
た
の
で
あ
る
。
」
と
す



る
が
、
こ
こ
で
は
、
次
に
あ
げ
ら
れ
る
「
小
議
論
」
の
よ
う
に
、
限
定
さ
れ
る
あ

る
種
の
「
理
」
で
は
な
く
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
議
論
・
理
屈
に
つ
い
て
い
う
の
か
、

の
意
に
と
り
た
い
。

(
7
)
方
今
新
聞
、
雑
誌
な
ど
に
散
見
す
な
る
、
か
た
よ
り
た
る
小
議
論
を
指
せ
る
な

り
。
其
の
根
底
に
、
一
系
の
定
ま
れ
る
哲
理
を
も
無
う
し
て
、
一
時
の
感
の
浮
か

べ
る
僅
に
、
或
は
好
悪
に
駆
ら
れ
て
、
衆
他
を
排
し
、
或
は
狭
障
の
経
験
を
尺
度

と
し
て
、
大
な
る
人
聞
を
是
非
す
る
が
如
き
頑
陣
偏
僻
の
小
理
想
を
調
へ
る
な
り
。

・
こ
こ
で
遁
遥
に
槍
玉
に
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
直
接
に
は
、
鴎
外
以
外
の
評

論
家
を
指
す
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
我
れ
に
あ
ら
ず
し
て
汝

に
あ
り
」
で
の
遁
遥
の
非
難
は
、
鴎
外
自
身
に
で
は
な
く
、
斎
藤
緑
雨
と
石
橋
思

案
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
承
知
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
(
坂
井
健
「
没

理
想
論
争
の
発
端
|
斎
藤
緑
雨
と
石
橋
思
案
の
応
酬
を
め
ぐ
っ
て
」
『
解
釈
』
平

成
七
年
四
月
号
、
参
照
)
、
鴎
外
が
あ
え
て
、
治
遥
に
対
す
る
論
難
に
ふ
み
き
っ
た

の
は
、
遁
遥
の
批
判
が
実
質
的
に
鴎
外
自
身
の
批
評
活
動
に
も
及
ぶ
性
質
の
も
の

だ
と
判
断
し
た
た
め
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
な
お
、
文
中
「
か
た
よ
り
た
る

小
議
論
を
」
は
、
初
出
で
は
、
「
か
た
よ
り
た
る
小
議
論
を
ば
」
。

(
8
)
『
早
稲
田
文
学
』
の
講
述
を
読
ま
ん
人
々
の
目
的
と
し
た
り
。
-
初
出
「
『
早
稲

田
文
学
』
の
講
述
を
読
ま
ん
人
々
を
」
。
自
分
は
『
早
稲
田
文
学
』
の
講
述
を
読
む

よ
う
な
、
初
心
者
に
対
し
て
心
構
え
を
説
い
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

(
3
)
参
照
。

な
お
、
『
早
稲
田
文
学
』
に
は
、
「
校
外
生
募
集
」
募
集
と
題
し
て
「
本
校
は
明
治

二
十
年
以
来
政
治
、
司
法
、
行
政
諸
科
の
講
義
録
を
発
免
し
校
外
有
志
者
を
授
業

し
来
り
し
が
」
云
々
の
広
告
が
よ
く
見
ら
れ
る
(
例
え
ば
、
一
一
号
、
明
治
二
五

年
三
月
十
五
日
)
こ
と
、
ま
た
、
『
早
稲
田
文
学
』
の
内
容
は
、
釈
義
・
講
義
・
評

註
・
雑
録
・
時
文
評
論
の
五
項
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
釈
義
・
講
義
・
評
註
の
内

容
は
、
や
は
り
、
時
折
掲
げ
ら
れ
る
「
文
学
科
課
程
表
」
(
同
じ
く
、
一
一
号
参
照
。
)

の
科
目
に
相
当
す
る
こ
と
か
ら
、
『
早
稲
田
文
学
』
は
、
い
わ
ば
、
通
信
教
育
生
を

対
象
と
す
る
講
義
録
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
う
し
た
講
述
を
読
む
初
心
者
を
念
頭
に
お
い
て
講
義
を
し
て
い
る
こ
と
に

対
し
て
、
別
の
観
点
か
ら
批
判
さ
れ
て
も
困
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
も
っ

没
理
想
論
争
注
釈
稿
(
七
)

(
坂
井

健

と
も
な
反
論
で
あ
ろ
う
。

わ
が
調
ふ
小
理
想
家
は
、
未
だ
全
く
河
東
の
地
を
踏
ま
ず
し
て
、
白
頭
の
家
を

先
な
り
と
(
い
、
未
だ
全
く
ニ
ウ
カ
ツ
ス
ル
の
(
胞
を
見
ず
し
て
、
石
炭
の
多
き
に
誇

る
が
如
き
識
見
の
極
め
て
狭
き
も
の
を
調
ふ
な
り
。
或
ひ
は
筆
に
儒
、
仏
を
祖
述

し
、
或
ひ
は
口
に
東
西
の
哲
理
を
談
じ
、
一
見
博
聞
な
る
如
く
な
れ
ど
も
、
其
の

実
、
い
ま
だ
一
た
び
も
此
れ
彼
れ
を
創
酌
し
て
是
非
を
比
べ
見
た
る
こ
と
も
無
く
、

み
だ
り

漫
に
一
道
の
皮
相
を
奉
じ
て
、
初
め
よ
り
方
寸
の
世
界
に
安
ん
じ
、
些
も
我
以
外

を
見
ざ
る
も
の
を
い
ふ
な
り
。
更
に
例
を
挙
げ
て
い
は
工
、
我
が
師
の
教
を
の
み

無
双
の
霊
玉
と
軽
信
し
て
、
当
初
よ
り
他
山
の
石
を
求
め
ず
、
一
学
派
、
一
流
派

の
偏
屈
な
る
小
宇
宙
に
訪
僅
倫
祥
し
、
殆
ど
宮
内
自
身
に
、
我
れ
以
外
の
世
界
を

見
ざ
る
も
の
を
い
ふ
な
り
。
嘗
へ
ば
、
熱
帯
に
棲
め
る
民
の
、
寒
帯
、
温
帯
を
知

ら
ざ
る
が
如
く
、
菜
食
の
民
の
未
だ
曾
て
肉
の
旨
き
を
知
ら
ざ
る
が
如
し
。
さ
も

あ
ら
ば
あ
れ
、
彼
等
固
よ
り
理
を
会
得
す
べ
き
能
力
を
有
て
り
。
能
く
弁
ず
る
人

あ
り
て
、
懇
ろ
に
温
帯
の
利
益
を
講
じ
、
若
し
く
は
肉
食
の
功
徳
を
説
か
ば
、
彼

等
或
ひ
は
会
得
せ
ん
か
。
只
彼
等
を
し
て
其
の
説
を
聴
聞
せ
し
む
べ
き
機
会
無
か

ら
ん
を
如
何
に
せ
ん
。
彼
等
は
、
は
じ
め
よ
り
寒
帯
温
帯
を
も
て
、
魔
界
、
地
獄

な
り
と
断
言
し
て
、
そ
が
片
影
を
だ
に
窺
ひ
見
る
こ
と
を
屑
と
せ
ざ
る
な
り
。
又

は
肉
食
の
主
義
を
邪
宗
、
異
端
と
思
惟
し
て
、
そ
も
肉
と
は
何
の
肉
か
、
如
何
に

し
て
食
ふ
も
の
か
、
そ
の
有
様
の
大
む
ね
を
だ
に
知
ら
ざ
れ
ば
、
そ
が
利
害
得
失

は
じ
め
よ
り
聞
か
ん
と
欲
せ
ざ
る
な
り
。
夫
れ
談
理
の
功
徳
は
広
大

無
辺
な
る
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
縁
無
き
も
の
は
度
し
が
た
き
習
ひ
な
り
。
聴
く
者

の
心
中
に
、
多
少
迎
ふ
る
所
な
か
ら
ん
に
は
、
菩
藍
が
大
慈
悲
の
妙
音
も
、
牛
に

の
如
き
は
、

四
七



文
学
部
論
集
第
八

O
号
こ
九
九
六
年
一
二
月
)

対
ひ
て
の
弾
琴
に
ひ
と
し
か
る
べ
し
。
亜
典
の
民
心
巳
に
腐
り
て
は
、
デ
モ
ス
ゼ

ニ

l
ス
が
雄
弁
も
、
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ヘ
ン
リ

l
が
懐
慨
の
声
に
如
か
ず
、
宗
教
改

テ
ン
」
プ
ン
シ

1

革
の
傾
向
独
逸
の
国
内
に
撮
ら
ざ
り
し
な
ら
ば
ル

l
テ
ル
上
人
が
勇
猛
の
獅
子

(

9

)

(

叩
)
テ
ン
デ
ン
ン

l

同
町
も
遂
に
狂
測
を
廻
し
得
ざ
り
し
な
ら
ん
。
蓋
し
傾
向
は
理
に
基
く
と
い
は
ん

よ
り
は
、
情
に
由
来
す
と
い
ふ
ベ
く
、
他
力
に
頼
る
も
の
と
い
は
ん
よ
り
は
、
自

力
に
由
る
も
の
と
い
ふ
べ
き
か
。
即
ち
そ
の
人
が
無
意
識
の
中
に
心
の
方
針
を
転

じ
っ
与
、
あ
る
を
い
ふ
か
。
さ
れ
ば
、
一
旦
夕
の
談
理
を
も
て
傾
向
を
醸
さ
ん
こ
と
、

い
と
/
/
¥
か
た
し
。

注
(
1
)
河
東
の
地
を
踏
ま
ず
し
て
、
白
頭
の
家
を
異
な
り
と
し
・
あ
た
り
前
の
こ
と
を
、

珍
し
い
こ
と
の
よ
う
に
い
う
こ
と
。
以
下
、
語
釈
に
つ
い
て
は
、
中
村
氏
の
注
釈

に
あ
る
の
で
、
ご
く
簡
単
に
記
す
に
と
ど
め
る
。

(
2
)
一
一
ウ
力
ツ
ス
ル
の
坑
・
ニ
ュ

l
カ
ッ
ス
ル
炭
坑
。
イ
ギ
リ
ス
の
代
表
的
炭
坑
。

(
3
)
或
ひ
は
筆
に
儒
、
仏
を
祖
述
し
、
或
ひ
は
口
に
東
西
の
哲
理
を
談
じ
、
一
見
博

聞
な
る
如
く
な
れ
ど
も
、
其
の
実
、
い
ま
だ
一
た
び
も
此
れ
彼
れ
を
創
酌
し
て
是

非
を
比
べ
見
た
る
こ
と
も
無
く
、
漫
に
一
道
の
皮
相
を
奉
じ
て
、
初
め
よ
り
方
す

の
世
界
に
安
ん
じ
、
些
も
我
以
外
を
見
ざ
る
も
の
を
い
、
か
な
り
。
-
直
後
の
「
我

が
師
の
教
を
の
み
無
双
の
霊
玉
と
軽
信
し
て
-E-
我
れ
以
外
の
世
界
を
見
ざ
る
も
の

を
い
ふ
な
り
」
と
同
様
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
を
比
べ
た
上
で
、
自
分
自
身
の
確

信
し
た
思
想
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
自
分
の
知
り
え
た
借
り
物
の

思
想
を
絶
対
の
よ
う
に
盲
信
し
て
評
論
を
行
な
う
評
家
を
批
判
し
た
も
の
。
同
開
外

自
身
、
例
え
ば
「
答
忍
月
論
幽
玄
書
」
(
『
柵
草
紙
』
一
四
号
、
明
治
二
三
年
二

月
)
な
ど
で
、
盛
ん
に
ハ
ル
ト
マ
ン
を
引
い
て
立
論
し
て
い
る
の
で
、
こ
う
し
た

批
判
は
、
鴎
外
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
は
な
い
。
(
前
段
、
注

(
7
)
参
照
。
)

な
お
、
二
葉
亭
の
「
落
葉
の
は
き
ょ
せ
三
能
め
」
の
中
に
は
、
「
客
冷
雲
に
問
ふ

て
日
く
噌
好
に
標
準
有
り
や
答
へ
て
日
く
道
ひ
難
し
、
古
人
の
好
む
所
必
す
し

四
八

も
今
人
の
好
む
所
に
あ
ら
す
、
白
人
の
悪
む
所
ろ
ま
た
必
す
し
も
黄
人
の
悪
む
所

に
あ
ら
す
古
人
よ
き
や
今
人
あ
し
き
や
白
人
よ
き
や
黄
人
あ
し
き
や
是
れ
殆
ん

と
知
る
可
ら
ず
L

、
「
ア
ブ
ソ
リ
ュ

1
ト
ツ
ル

l
ス
は
吾
人
の
得
て
知
る
所
に
あ
ら

さ
れ
ど
も
リ
レ
チ
l
ウ
ツ
ル

l
ス
は
必
ず
し
も
知
り
得
べ
か
ら
さ
る
あ
ら
ず
、
即

ち
噌
好
に
標
準
あ
る
べ
け
れ
ど
そ
れ
は
相
対
標
準
に
し
て
絶
対
標
準
に
あ
ら
ず
」

(
「
噌
好
論
」
)
な
ど
と
あ
り
、
唯
一
絶
対
の
「
標
準
」
は
存
在
し
な
い
と
の
考
え

が
見
え
る
。
そ
う
し
た
見
方
に
立
つ
限
り
、
一
つ
の
考
え
方
に
固
執
し
て
批
評
を

す
る
こ
と
は
、
当
然
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
二
葉
亭
と
遁
遥
の

考
え
の
符
合
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
こ
こ
で
の
二
葉
亭
の
論
と
遁
遥

の
論
と
対
応
に
つ
い
て
は
、
坂
井
健
「
二
葉
亭
四
迷
『
真
理
』
の
変
容
仏
教
へ

の
傾
倒
」
(
『
新
潟
大
学
国
語
閏
文
学
会
誌
』
一
一
一
一
一
号
、
平
成
元
年
三
月
)
で
す
で

に
指
摘
し
た
。

(4)
冨
件
。

S
5
・
文
字
通
り
に
。

(
5
)
彼
等
恐
ら
く
は
会
得
せ
ん
か
。
-
初
出
「
彼
等
恐
ら
く
は
会
得
せ
ん
が
」
ど
ち

ら
で
も
意
味
は
通
じ
る
。
初
出
「
が
」
は
、
逆
説
の
接
続
の
意
、
本
文
「
か
」
は
、

疑
問
も
し
く
は
反
語
の
意
で
、
話
を
聞
く
機
会
が
な
い
の
だ
か
ら
ど
う
し
ょ
う
も

な
い
、
と
い
う
続
き
。
前
の
「
説
か
ば
」
が
仮
定
条
件
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

そ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
た
な
ら
ば
、
理
解
す
る
だ
ろ
う
が
、
の
よ
う
に
取
っ
た
ほ

う
が
続
き
と
し
て
は
よ
い
が
、
こ
の
頃
の
澄
遥
の
文
の
癖
か
ら
み
る
と
、
こ
こ
で

逆
説
の
「
が
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
お
か
し
い
と
も
い
え
る
。
私
見
と
し
て
は
「
か
」

を
取
り
た
い
。

(
6
)
寒
帯
温
帯
を
も
て
、
魔
界
、
地
獄
な
り
と
断
言
し
て
・
初
出
「
寒
帯
温
帯
を
も

て
魔
界
地
獄
な
り
と
断
信
し
て
」
。
ど
ち
ら
で
も
通
ず
る
が
、
初
出
は
単
純
な
誤
植

で
あ
ろ
う
。

(
7
)
亜
典
・
ア
テ
ネ
。

(
8
)
デ
モ
ス
ゼ
ニ

l
ス
が
雄
弁
も
、
パ
ト
リ
ッ
ク
・
へ
ン
リ

l
が
憶
概
の
声
に
知
か

ず
・
智
に
訴
え
る
論
理
よ
り
も
、
感
情
に
訴
え
る
方
が
、
有
効
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
た
も
の
。
デ
モ
ス
ゼ
ニ

1
ス
は
ア
テ
ネ
の
雄
弁
家
。
パ
ト
リ
ッ
ク
・
へ
ン
リ
ー

は
米
国
独
立
革
命
の
指
導
者
。
中
村
氏
注
釈
参
照
。



(
9
)
宗
教
改
革
の
傾
向
独
逸
の
圏
内
に
渡
ら
ざ
り
し
な
ら
ば
ル
|
テ
ル
上
人
が
勇
猛

の
獅
子
吸
も
遂
に
狂
測
を
廻
し
得
ざ
り
し
な
ら
ん
・
「
傾
向
」
(
理
屈
を
受
け
入
れ

る
た
め
の
下
地
・
雰
囲
気
。
後
に
「
傾
向
(
初
発
心
)
」
と
あ
る
。
)
が
な
い
限
り

は
、
理
を
説
い
て
も
無
駄
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
。
「
ル
l
テ
ル
上
人
」
は
、
宗
教

改
革
の
立
て
役
者
マ
ル
チ
ン
・
ル
タ
1
0
「
獅
子
肌
」
は
真
理
を
説
く
こ
と
。

(
印
)
蓋
し
・
初
出
「
案
ず
る
に
」
。
お
そ
ら
く
、
冒
頭
の
ほ
う
に
「
按
ず
る
に
」
と
あ

る
の
で
、
重
複
を
避
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
日
)
傾
向
は
理
に
基
く
と
い
は
ん
よ
り
は
、
情
に
由
来
す
と
い
ふ
べ
く
・
議
論
を
受

け
入
れ
る
か
ど
う
か
は
「
傾
向
」
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
「
傾
向
」
は
、
「
情
」

に
基
づ
く
。
だ
か
ら
、
議
論
に
よ
っ
て
は
、
「
傾
向
」
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
、
地
道
に
「
傾
向
」
を
醸
す
べ
く
、
自
分
は
「
記
実
」
に
従
う
の
だ
、
と
の
立

場
の
表
明
。
な
お
、
二
葉
亭
の
「
落
葉
の
は
き
ょ
せ
三
籍
め
」
に
「
凡
そ
議
論

は
理
よ
り
生
す
る
も
の
に
あ
ら
す
し
て

E
法
名
g
E
Oロ
ミ

B
E色
よ
り
生
す
る
も
の

也
」
(
「
浬
繋
」
)
と
あ
る
。

我
が
所
謂
今
の
文
壇
の
小
理
想
家
は
、
其
の
見
る
所
の
狭
陸
に
し
て
、
偏
信
偏

執
の
甚
だ
し
き
こ
と
、
頗
る
前
例
に
い
へ
る
所
と
相
似
た
り
。
そ
の
見
る
所
の
い

と
狭
き
は
、
齢
の
尚
ほ
若
う
し
て
世
故
経
見
に
富
ま
ざ
る
が
為
に
し
て
、
そ
の
偏

信
偏
執
な
る
は
、
わ
が
師
(
書
籍
の
形
し
た
る
、
ま
た
は
人
の
形
し
た
る
)
が
教

へ
つ
る
所
を
の
み
天
上
天
下
、
唯
一
の
真
理
な
り
と
軽
信
し
、
そ
を
無
等
々
聞
ん
と

奉
じ
た
て
L
、
総
て
他
の
言
ふ
所
は
、
仏
、
菩
薩
の
説
法
と
難
も
、
こ
れ
を
外
道

の
声
と
な
し
、
悪
魔
の
姿
と
な
し
、
初
め
よ
り
聞
か
ず
、

彼
等
は
猶
ほ
枕
惚
た
る
少
公
子
ロ
ミ
オ
の
ご
と
し
、
ロ
ザ
ラ
イ
ン
姫
の
外
に
、
美

た
と
ひ
人
来
り
て
、
有
り
と
教
ふ
る
と
も
、

又
観
ざ
る
が
故
な
り
。

そ、人
を、あ
垣、る
問、こ
見、と
ん、を
と、信
も、ぜ
せ、ざ
さ¥る
る、の
な、み
り、Zか

に
他
の
美
人
を
見
ま
じ
、

さ
り
な
が
ら
彼
等
の
本
心
を
探
る
に
、
強
ち

聞
く
ま
じ
と
誓
へ
り
と
し
も
見
え
ず
。
否
、
彼
等
が
ロ

没
理
想
論
争
注
釈
稿
(
七
)

(
坂
井

健

ザ
ラ
イ
ン
を
慕
へ
る
は
、
未
だ
真
の
恋
に
あ
ら
ず
、
神
聖
な
る
霊
火
の
作
用
に
あ

ら
ず
、
寧
ろ
他
の
衆
美
人
を
見
ざ
る
が
故
の
み
。
而
し
て
そ
の
見
ざ
る
は
見
る
ベ

っ
て
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

(

J

U

)

き
伝
手
の
無
き
故
な
り
。
何
と
な
れ
ば
、
彼
等
が
周
囲
な
る
幾
百
の
張
氏
、
李

氏
は
、
い
づ
れ
も
皆
ロ
ミ
オ
の
化
身
に
し
て
、
甲
の
ロ
ミ
オ
の
怪
は
以
為
ら
く
、

小
う
ち
ぎ
被
て
緋
の
袴
は
き
た
る
上
臆
こ
そ
、
是
わ
が
極
美
の
ロ
ザ
ラ
イ
ン
な
れ
、

み
や
び
め

天
が
下
に
あ
が
仏
に
ま
さ
る
美
人
無
し
と
。
乙
の
ロ
ミ
オ
は
以
為
ら
く
、
金
非
羽
翠

繍
鴛
鴬
の
羅
(
恥
、
ぴ
艶

γ
見
て
は
蝉
翼
を
想
ひ
、
ま
即
時

γ見
て
は
遠
山
を
想

の
賓
書
、

ふ
、
わ
が
こ
の
ロ
ザ
ラ
イ
ン
に
ま
さ
る
国
色
無
し
と
。
丙
、

丁
、
戊
、
葵
お
の

姿
態
服
装
の
差
別
を
固
執
し
、
審
美
賞
玩
の
限

徒
ら
に
外
見
を
見
て
相
誹
誼
し
、
互
ひ
に
わ
が
野
る
を
の
列
無

双
の
麗
質
と
誇
り
た
た
へ
、
他
の
ロ
ザ
ラ
イ
ン
を
回
収
す
る
こ
と
、
醜
悪
な
る
妖
婆

を
見
る
が
如
し
。
此
に
於
て
や
、
一
に
は
此
の
競
争
の
余
り
に
眼
く
ら
み
、
一
に

さ
か
ひ

は
服
装
の
差
別
に
献
ら
ひ
て
、
他
を
見
る
こ
と
蛇
賜
の
如
く
、
遂
に
無
心
の
境
に

立
ち
て
他
の
衆
美
人
を
見
る
こ
と
を
難
ん
ず
。
酒
々
た
る
文
界
の
小
理
想
家
比
々

ち
と

と
し
て
皆
是
な
り
。
是
れ
些
も
相
見
ざ
る
に
ひ
と
し
か
ら
ず
判
。
が
い
て
そ
の
甚

し
き
は
師
父
の
説
く
所
を
ま
こ
と
与
し
て
未
だ
一
た
び
も
見
ざ
る
う
ち
よ
り
他
は

悉
く
蛇
賜
と
信
じ
て
、
か
り
そ
め
に
も
こ
れ
を
顧
み
ざ
る
な
り
。
諸
学
派
の
末
流

は
概
ね
是
な
り
。
夫
の
極
端
な
る
保
守
主
義
と
極
端
な
る
改
進
主
義
と
が
互
ひ
に

柄
聖
相
容
れ
ず
し
て
、
日
に
月
に
、
遠
ざ
か
り
ゅ
く
を
一
例
と
す
べ
し
。
そ
れ
も
、

一
流
、
一
派
の
頭
だ
っ
人
の
上
は
、
よ
し
と
も
せ
ん
。
そ
の
師
の
説
に
惑
揚
し
て
、

い
h
b
骨
骨
広
'
い
か
が
か
た
わ
か
ι
ま
仔
(
糾
か
い
h

眠い。

/
¥
そ
が
好
め
る
所
に
僻
し
て
、

は
絶
え
て
無
く
、

さ
て
こ
れ
ら
の
人

は
、
い
づ
れ
も
、
我
れ
以
外
の
世
界
を
見
ん
と
す
る
心
無
き
も
の
と
信
ぜ
ざ
る
可

か
ら
ず
、
我
れ
以
外
に
関
し
た
る
理
論
は
、

よ
き
も
あ
し
き
も
、
絶
え
て
聞
く
こ

四
九
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、
テ
ン
デ
ン
シ
!

と
を
好
ざ
る
も
の
と
信
ぜ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
即
ち
些
一
も
傾
向
無
き
も
の
と
も
い

ひ
つ
ベ
し
。
果
た
し
て
然
り
と
せ
ば
、
彼
等
を
し
て
彼
等
以
外
の
世
界
に
関
し
た

る
理
を
聞
か
し
む
べ
き
方
便
は
如
何
。

注
(
l
)
世
故
経
見
・
人
生
経
験
。

(
2
)
わ
が
師
(
書
籍
の
形
し
た
る
、
ま
た
は
人
の
形
し
た
る
)
・
こ
こ
に
「
書
籍
の

形
し
た
る
」
と
あ
る
と
こ
ろ
に
、
遁
遥
の
鴎
外
に
対
す
る
ひ
そ
や
か
な
皮
肉
を
読

め
な
い
こ
と
も
な
い
。

(
3
)
無
等
々
究
・
「
般
若
波
蜜
多
羅
蜜
児
」
の
一
。

(
4
)
彼
等
は
猶
ほ
悦
惚
た
る
少
公
子
口
ミ
オ
の
ご
と
し
、
ロ
ザ
ラ
イ
ン
姫
の
外
に
、

美
人
あ
る
こ
と
を
信
ぜ
ざ
る
の
み
か
、
た
と
ひ
人
来
り
て
、
有
り
と
教
ふ
る
と
も
、

そ
を
垣
間
見
ん
と
も
せ
ざ
る
な
り
。
・
「
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
L

の
ロ
ミ
オ

は
、
キ
ャ
ピ
ュ

I
レ
ヅ
ト
の
夜
会
で
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
に
出
会
う
ま
で
は
、
ロ
ザ
リ

ン
を
最
高
の
美
人
と
信
じ
、
ロ
ザ
リ
ン
よ
り
ず
っ
と
美
し
い
娘
が
い
る
と
い
う
友

人
ベ
ン
ウ
オ
l
リ
オ
の
言
葉
を
否
定
し
て
い
た
。
な
お
、
初
出
の
表
記
は
「
ロ
メ

オ
」
、
「
ロ
ザ
リ
ン
」
。

(
5
)
何
と
な
れ
ば
・
初
出
「
さ
る
は
」
。
ど
ち
ら
で
も
通
ず
る
。
本
文
の
ほ
う
が
意
味

が
強
い
か
。

(
6
)
幾
百
の
張
氏
、
李
氏
は
・
張
氏
・
李
氏
と
も
に
、
よ
く
あ
る
姓
の
た
と
え
。
「
之

を
嘗
ふ
る
に
、
張
三
も
人
な
り
、
李
四
も
人
な
り
」
(
二
葉
亭
四
迷
『
小
説
総
論
』
)

(
7
)
口
ミ
オ
の
化
身
・
初
出
「
化
生
」
。

(
8
)
小
う
ち
ぎ
・
打
着
と
単
の
上
に
重
ね
て
き
た
礼
服
。

(
9
)
金
務
翠
の
賓
鵬
首
、
繍
鴛
鴛
の
羅
裾
・
金
や
務
垂
で
か
ざ
っ
た
髪
、
鴛
鴬
の
刺
繍

を
下
し
た
薄
ぎ
ぬ
の
裾
。

(
叩
)
わ
が
愛
る
を
の
み
・
初
出
「
わ
が
愛
る
ロ
ザ
リ
ン
を
の
み
」
。

(
日
)
妖
婆
・
初
出
「
ウ
ヰ
ツ
テ
」
。
「
ウ
牛
ツ
テ
」
は
呈
R
F

(
ロ
)
遂
に
無
心
の
境
に
立
ち
て
他
の
衆
美
人
を
見
る
こ
と
を
難
ん
ず
・
逆
に
い
う
な

五
O 

ら
ば
、
無
心
の
境
に
立
っ
て
、
他
の
立
場
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
目
指
し

た
の
が
、
遁
遥
の
主
張
し
た
「
没
理
想
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

(
日
)
是
些
一
も
相
見
ざ
る
に
ひ
と
し
か
ら
ず
や
。
-
初
出
「
是
豊
些
も
相
見
ざ
る
に
ひ

と
し
か
ら
ず
や
。
」
。
「
量
」
が
入
っ
た
の
で
は
文
と
し
て
お
か
し
い
。
本
文
の
ほ
う

が
良
い
。

(U)
納
撃
・
ほ
ぞ
と
さ
く
。

(
日
)
い
よ
よ
濁
流
に
お
も
む
か
ん
人
そ
の
身
の
行
末
・
初
出
「
い
よ
よ
濁
流
に
お
も

む
か
ん
人
の
身
の
行
末
」
。
初
出
で
は
「
い
よ
よ
」
以
下
は
、
「
行
末
」
に
の
み
か

か
る
の
に
対
し
、
本
文
で
は
、
「
い
よ
濁
流
に
お
も
む
か
ん
人
」
が
示
さ
れ
、
そ
の

「
行
末
」
が
嘆
か
わ
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
清
流
に
お
も
む
か
ん
人
」
が
強

調
さ
れ
る
の
で
、
本
文
の
ほ
う
が
良
い
。

(
日
)
彼
等
を
し
て
彼
等
以
外
の
世
界
に
関
し
た
る
理
を
聞
か
し
む
べ
き
方
便
は
知
何
o

「
理
し
を
聞
か
せ
る
た
め
に
は
、
「
傾
向
」
作
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
「
傾
向
」
を
作

る
た
め
に
は
「
記
実
」
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
段
、
注
(
日
)

参
照
。

わ
れ
は
思
へ
ら
く
、

先
づ
傾
向
を
作
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
と
。

悉
し
く
い
へ
ば
、

彼
等
を
し
て
先
づ
遍
く
彼
等
以
外
の
世
界
に
目
を
注
が
し
め
て
、
無
意
識
の
聞
に
、

美
の
宇
宙
に
充
満
せ
る
こ
と
を
覚
ら
し
め
ざ
る
可
か
ら
ず
。
再
び
前
の
比
仏
慨
を
用

ひ
て
い
は
ん
に
、
天
が
下
の
園
色
を
一
室
に
集
め
て
、
其
の
髪
の
飾
り
を
も
、
服

装
を
も
、
ほ
と
ほ
と
同
じ
さ
ま
に
も
て
な
さ
せ
、

さ
て
幾
百
人
の
ロ
ミ
オ
を
し
て

一
瞥
の
下
に
そ
を
見
せ
し
む
る
に
優
り
た
る
良
策
無
し
。
若
し
彼
等
、

有
も
真
美

を
知
る
べ
き
本
能
あ
ら
ば
、
積
年
の
迷
霧
此
の
時
に
舞
れ
て
、
霊
に
は
じ
め
て

(2) 

ロ
ザ
ラ
イ
ン
の
外
に
、
天
の
な
せ
る
麗
質
ジ
ユ
リ
エ
ツ
ト
あ
る
こ
と
を
悟
ら
ん
か
。

仮
令
し
か
悟
る
こ
と
能
は
ざ
る
も
、
少
く
と
も
天
下
に
恵
心
蘭
質
の
乏
し
か
ら
ざ

た
づ

る
こ
と
を
覚
る
ベ
し
。
げ
に
や
、
わ
が
仏
の
み
尊
し
と
思
ひ
こ
め
る
心
に
は
田
鶴



の
献
に
あ
る
わ
が
民
静
を
鶴
、
鳳
に
も
優
る
と
見
る
ら
め
目
、
さ
ま
で
に
か
た
よ

(4)

、
、
、
、
、
、
、
、
も
が
き
の
あ
と
ゑ
く
ほ
、

れ
る
は
、
如
何
に
と
も
し
難
し
。
わ
れ
ぼ
め
の
目
に
は
、
痘
痕
を
笑
凹
と
見
る

が
習
ひ
な
ら
ば
、
隣
人
の
味
噌
を
う
ま
し
と
見
る
も
、
人
情
の
習
ひ
な
ら
ん
。
ゎ

れ
は
信
ず
ら
く
、

衆
美
を
一
堂
に
集
む
る
こ
と
は
、

多
少
偏
信
の
癖
を
和
げ
て
、

少
く
と
も
美
と
い
ふ
も
の
L
、
世
界
に
遍
き
こ
と
を
覚
ら
し
む
る
に
足
ら
ん
と
。

是
れ
宣
に
審
美
の
論
説
を
聞
く
べ
き
初
発
心
(
傾
向
)
を
作
る
に
ひ
と
し
か
ら

ず
や
。

注
(
l
)
天
が
下
の
固
色
を
一
室
に
集
め
て
、
其
の
髪
の
飾
り
を
も
、
服
装
を
も
、
ほ
と

ほ
と
同
じ
さ
ま
に
も
て
な
さ
せ
、
さ
て
幾
百
人
の
ロ
ミ
オ
を
し
て
一
瞥
の
下
に
そ

を
見
せ
し
む
る
に
優
り
た
る
良
策
無
し
。
・
「
色
」
は
美
人
。
前
に
「
小
う
ち
ぎ

被
て
緋
の
袴
は
き
た
る
上
臆
こ
そ
、
是
れ
わ
が
極
美
の
ロ
ザ
ラ
イ
ン
な
れ
」
「
金
蕩

翠
の
賓
髪
、
繍
鴛
鴬
の
羅
裾
」
と
あ
る
の
を
受
け
る
。
そ
う
し
た
飾
り
の
違
い
を

除
き
、
全
く
同
じ
服
装
に
し
て
、
一
堂
に
集
め
、
比
較
さ
せ
る
の
が
良
い
と
い
う

こ
と
。
具
体
的
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
作
品
に
つ
い
て
、
先
入
観
の
入
っ
た
批

評
を
せ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
虚
心
に
記
述
し
て
、
『
早
稲
田
文
学
』
の
文
芸
欄
に
集
め
、

人
々
に
判
断
さ
せ
る
の
が
良
い
、
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
な
お
、
「
そ
を
見
せ
し
む

る
」
は
、
初
出
「
こ
を
見
せ
し
む
る
」
。

(
2
)
愛
に
は
じ
め
て
ロ
ザ
ラ
イ
ン
の
外
に
、
天
の
な
せ
る
麗
質
ジ
ユ
リ
エ
ツ
ト
あ
る

こ
と
を
悟
ら
ん
か

0

・
自
分
の
思
い
込
み
で
、
そ
れ
だ
け
が
良
い
と
決
め
て
か
か

っ
て
い
た
作
品
以
外
に
、
も
っ
と
す
ぐ
れ
た
作
品
が
あ
る
こ
と
を
覚
る
の
で
は
な

い
か
、
の
意
。

(
3
)
田
鶴
の
群
に
あ
る
わ
が
媛
鶏
を
鶴
、
鳳
に
も
優
る
と
見
る
ら
め
ど
・
初
出
「
田

鶴
の
群
な
る
わ
が
媛
鶏
を
も
鶴
に
も
ま
さ
る
と
見
る
ら
ん
な
れ
ど
」
。

(
4
)
さ
ま
で
に
か
た
よ
れ
る
は
、
如
何
に
と
も
し
難
し
。
-
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
片
寄

っ
て
い
る
の
は
、
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
け
れ
ど
も
、
と
逆
接
の
気
持
ち
で
読
む
と
、

没
理
想
論
争
注
釈
稿
(
七
)

(
坂
井

健

次
の
「
わ
れ
ぼ
め
の
目
に
は
、
痘
痕
を
笑
凹
と
見
る
が
習
ひ
な
ら
ば
、
隣
人
の
味

噌
を
う
ま
し
と
見
る
も
、
人
情
の
習
ひ
な
ら
ん
。
」
と
の
文
脈
を
考
え
る
際
に
、
多

少
の
先
入
観
が
入
る
の
は
人
情
の
常
で
誰
し
も
あ
る
こ
と
だ
、
と
の
つ
な
が
り
に

な
っ
て
続
き
が
良
い
。

(
5
)
是
れ
宣
に
審
美
の
論
説
を
聞
く
べ
き
初
発
心
(
傾
向
)
を
作
る
に
ひ
と
し
か
ら

ず
や
0

・
「
衆
美
を
一
堂
に
集
む
る
こ
と
は
、
多
少
偏
信
の
癖
を
和
げ
、
て
少
く

と
も
美
と
い
ふ
も
の
L

、
世
界
に
遍
き
こ
と
を
覚
ら
し
む
る
に
足
ら
ん
と
。
」
と
い

う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ま
で
、
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
て
、
自
分
の
意
見
に
固

執
し
て
い
た
者
も
、
他
人
の
意
見
に
耳
を
傾
け
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
「
審
美
の
論
説
を
聞
く
べ
き
」
下
地
が
で
き
あ
が
る
と
い
う
も
の
。

戦
場更
なに
りZ比
、町議

を
離
れ
て
明
白

t主
ん

明
治
文
壇
は
衆
小
理
想

(
衆
我
)
の

衆
小
理
想
の
戦
ひ
は
大
理
想
を
作
る
べ
き
糖
梯
な
れ
ば
、
わ
れ
固
よ

よ
し

(2)

り
こ
れ
を
可
と
す
。
恐
ら
く
は
人
間
の
文
明
史
は
、
衆
我
が
競
争
の
記
録
た
る
に

過
ぎ
ざ
る
べ
し
。
わ
れ
宣
に
衆
我
を
排
せ
ん
と
企
つ
る
も
の
な
ら
ん
や
。

し
か
は

あ
れ
ど
、
小
理
想
と
名
号
つ
く
る
が
中
に
も
差
等
あ
り
、
全
く
他
の
理
想
の
本
体
を

見
ず
し
て
、
こ
れ
を
匹
以
斥
し
、
絶
え
て
他
の
我
を
顧
み
ず
し
て
、
独
り
わ
が
我
を

の
み
固
執
す
る
も
の
あ
り
。
彼
等
は
文
字
の
通
り
(
宮
冊
目
ロ
ヱ
に
他
を
見
ざ
る
者

な
り
。
か
t
A

る
小
理
想
は
理
想
を
闘
は
す
る
こ
と
は
せ
ず
し
て
、
を
さ
/
¥
憎
悪

を
闘
は
す
。
即
ち
、
要
無
き
に
相
衝
突
し
、
相
提
唱
し
て
、
他
を
害
ひ
、
自
家
を

妨
げ
、
前
む
に
も
あ
ら
ず
、
退
く
に
も
あ
ら
ず
、
中
間
に
さ
ま
よ
へ
り
。
彼
等
は

文
園
の
雑
州
な
り
、
詞
林
の
荊
練
な
り
。
猛
火
を
放
っ
て
こ
れ
を
焼
か
ん
か
、
其

の
理
想
の
美
を
も
、
併
せ
て
灰
憧
と
す
る
に
忍
び
ざ
る
な
り
。
蓋
し
厭
ふ
べ
き
は

彼
ら
の
偏
見
と
偏
執
と
の
み
。
そ
の
理
想
と
す
る
所
の
も
の
は
皆
文
学
の
微
分
子

な
り
。
こ
れ
を
滅
さ
ん
と
欲
す
る
も
の
は
狂
な
ら
ざ
れ
ば
愚
な
り
。
此
に
於
て

五
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ゃ
、
我
れ
は
明
治
の
文
壊
に
在
り
と
在
る
百
般
の
理
想
(
我
)
を
網
羅
し
来
り
て
、

及
ぶ
べ
き
だ
け
、
其
の
差
別
相
の
目
易
か
ら
ぬ
も
の
を
除
き
、
及
ぶ
ベ
ぎ
だ
け
、

其
の
平
等
の
美
の
在
る
所
を
表
現
し
、
は
た
及
ぶ
べ
き
だ
け
、
記
者
み
づ
か
ら
の

我
を
没
し
て
、
わ
が
所
調
没
理
想
の
見
に
よ
り
て
、
衆
我
の
実
況
を
記
述
し
、
宛

然
一
種
の
文
学
的
博
物
場
を
開
設
し
、
幾
百
の
流
派
を
し
て
互
ひ
に
相
見
る
べ
き

端
諸
を
得
し
め
ん
と
欲
す
。
然
り
、
先
づ
相
見
え
し
め
ん
と
願
へ
る
の
み
。
未
だ

相
和
せ
し
め
ん
と
望
む
に
連
あ
ら
ず
。
若
し
夫
れ
衆
我
を
し
て
一
和
せ
し
め
ん
と

あ
ま
り

望
ま
ば
、
我
れ
に
衆
我
を
容
れ
て
余
あ
る
宇
宙
大
の
理
想
無
か
る
べ
か
ら
ず
。
我

れ
宣
に
夢
に
だ
に
か
L
る
大
任
に
当
る
こ
と
を
得
べ
し
と
思
は
ん
や
。

我
れ
は
只

彼
等
を
し
て
相
見
え
し
め
ん
と
願
へ
る
の
み
。
真
美
の
説
法
を
聞
か
ん
と
す
る
初

発
心
(
傾
向
)
を
作
ら
ん
と
願
へ
る
の
み
。
我
れ
痛
に
思
へ
ら
く
、
公
平
な
る
記

実
は
我
心
に
愛
憎
好
悪
無
か
ら
ん
か
、
こ
れ
を
行
ふ
こ
と
難
き
に
あ
ら
ず
。
我
れ

不
敏
な
り
と
難
も
、
此
の
公
平
の
心
無
か
ら
ん
や
。
併
し
な
が
ら
、
他
の
談
理
の

甚
深
は
こ
是
れ
わ
が
と
も
が
ら
の
事
に
あ
ら
ず
と
。
わ
が
事
実
の
報
道
を
先
に
し

て
必
ず
し
も
談
理
を
旨
と
せ
ず
と
』
い
ひ
し
所
以
は
即
ち
是
な
り
。

注
(
1
)
明
治
文
壇
は
衆
小
理
想
(
衆
我
)
の
戦
場
な
り
・
「
衆
小
理
想
」
は
、
お
お
く

の
片
寄
っ
た
意
見
。
明
治
文
壇
で
な
さ
れ
て
い
る
批
判
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
片
寄
っ

た
意
見
の
争
い
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

(
2
)
衆
小
理
想
の
戦
ひ
は
大
理
想
を
作
る
べ
き
構
梯
な
れ
ば
、
わ
れ
固
よ
り
こ
れ
を

可
と
す
。
-
次
の
「
恐
ら
く
は
人
間
の
文
明
史
は
、
衆
我
が
競
争
の
記
録
た
る
に

過
ぎ
ざ
る
べ
し
。
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
治
遥
の
文
化
史
に
対
す
る
認
識
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
議
論
の
対
立
に
よ
っ
て
展
開
し
て
き
た
も
の
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、

五

そ
の
考
え
は
、
決
し
て
、
議
論
そ
の
も
の
を
排
撃
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か

った。

(
3
)
か
』
る
小
理
想
は
理
想
を
聞
は
す
る
こ
と
は
せ
ず
し
て
、
を
さ
/
¥
憎
悪
を
闘

は
す
。
・
当
時
の
文
壇
の
批
評
に
対
す
る
遁
遥
の
考
え
が
如
実
に
現
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
議
論
に
す
ら
な
っ
て
お
ら
ず
、
た
ん
な
る
感
情
的
な
け
な
し
あ
い
過
ぎ
ぬ

と
の
透
遥
の
認
識
。
な
お
、
初
出
は
「
闘
は
す
こ
と
は
せ
ず
」
。
本
文
は
、
サ
変
に

活
用
さ
せ
た
も
の
。

(
4
)
猛
火
を
放
っ
て
こ
れ
を
焼
か
ん
か
、
其
の
理
想
の
美
を
も
、
併
せ
て
灰
燈
と
す

る
に
忍
び
ざ
る
な
り
。
・
遁
遥
の
比
輸
に
の
っ
と
っ
て
理
解
す
る
と
「
其
」
の
指

示
内
容
は
、
「
文
園
」
・
「
詩
林
」
に
な
る
が
、
次
の
「
そ
の
理
想
と
す
る
所
の
も

の
は
皆
文
学
の
徴
分
子
な
り
」
と
の
整
合
性
を
考
え
る
と
、
「
其
」
は
批
評
を
指
す

と
考
え
た
方
が
良
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
片
寄
っ
た
批
評
で
も
、
そ
の
中
に
は
見
る

べ
き
点
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
の
に
、
そ
の
批
評
自
体
を
全
否
定
し
て
し
ま

う
と
、
そ
う
し
た
美
点
ま
で
も
葬
り
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
「
忍

び
ざ
る
な
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
5
)
そ
の
理
想
と
す
る
所
の
も
の
は
皆
文
学
の
微
分
子
な
り
。
-
批
評
に
現
れ
て
い

る
意
見
は
、
個
人
的
見
解
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
文
学
を
構
成
し
て
い

る
一
つ
の
要
素
に
は
違
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
こ
れ
を
滅
さ
ん
と

欲
す
る
も
の
は
狂
な
ら
ざ
れ
ば
愚
な
り
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
微
分
子
」
は
、

小
さ
な
分
子
。
当
時
の
新
知
識
で
あ
る
。
文
学
が
小
さ
な
個
人
の
意
見
か
ら
成
り

立
っ
て
い
る
こ
と
を
、
物
質
が
細
か
な
分
子
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
の
比
輸

で
言
っ
た
も
の
。
文
学
史
的
な
立
場
か
ら
見
た
場
合
、
ほ
と
ん
ど
忘
れ
去
ら
れ
た

批
評
家
の
意
見
で
も
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
、
「
小
理
想
」
も

無
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
遁
遥
の
、
文
学
史
家
と
し
て
の
目
の
確
か
さ
を
感

じ
き
せ
よ
う
。

(
6
)
百
般
の
理
想
(
我
)
・
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
。
意
見
は
あ
く
ま
で
個
人
の
も
の
で

あ
り
、
個
人
の
考
え
方
が
現
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
我
」
と
い
う
こ
と
に
も
な

る。

(
7
)
其
の
差
別
相
の
目
易
か
ら
ぬ
も
の
・
あ
ま
り
に
も
偏
見
が
ひ
ど
く
て
、
見
苦
し



い
も
の
。

(
8
)
配
者
み
づ
か
ら
の
我
を
没
し
て
・
自
分
自
身
の
先
入
観
や
偏
見
を
捨
て
て
。
進

遥
の
、
批
評
態
度
と
し
て
の
没
理
想
」
を
端
的
に
言
い
表
し
た
言
葉
で
あ
る
。

(
9
)
衆
我
の
実
況
を
記
述
し
、
宛
然
一
種
の
文
学
的
博
物
場
を
開
設
し
、
幾
百
の
流

派
を
し
て
互
ひ
に
相
見
る
べ
き
端
諸
を
得
し
め
ん
と
欲
す
。
・
さ
ま
ざ
ま
な
批
評

家
た
ち
の
意
見
や
文
学
活
動
の
あ
り
さ
ま
を
紹
介
し
、
そ
の
時
々
の
文
学
の
実
況

に
つ
い
て
一
読
で
分
か
る
よ
う
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
も
の
の
見
方
以
外

に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
が
あ
る
こ
と
を
覚
ら
せ
て
、
相
互
の
理
解
の
き
っ
か
け

に
し
よ
う
・
『
早
稲
田
文
学
』
の
「
時
文
評
論
」
は
、
い
わ
ゆ
る
時
事
文
芸
の
評

論
欄
で
あ
る
が
、
文
芸
評
論
だ
け
で
は
な
く
、
結
社
、
雑
誌
、
新
刊
書
な
ど
、
文

界
の
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
の
紹
介
に
も
力
を
入
れ
て
お
り
、
当
時
の
文
壇
の
動
き
を

知
る
に
は
欠
か
せ
な
い
資
料
で
あ
る
。
遁
遥
の
意
図
は
、
現
在
も
な
お
生
き
て
い

る
と
い
》
え
る
。

(
印
)
顧
へ
る
の
み
・
初
出
「
願
へ
る
な
り
」
。

(
日
)
若
し
夫
れ
衆
我
を
し
て
一
和
せ
し
め
ん
と
望
ま
ば
、
我
れ
に
衆
我
を
容
れ
て
余

あ
る
宇
宙
大
の
理
想
無
か
る
べ
か
ら
ず
。
-
そ
れ
ぞ
れ
対
立
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま

な
意
見
を
一
つ
に
ま
と
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
意
見
を
説
得
し
、
包

括
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
普
遍
的
な
思
想
に
到
達
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
「
宇
宙
大
の
理
想
無
か
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
ロ
)
他
の
談
理
の
甚
深
は
是
れ
わ
が
と
も
が
ら
の
事
に
あ
ら
ず
・
「
我
れ
に
あ
ら
ず

し
て
汝
に
あ
り
」
(
『
早
稲
田
文
学
』
三
号
)
に
「
博
識
卓
見
の
学
者
は
、
世
間
の

人
い
と
多
か
り
、
仏
人
、
独
人
の
長
ず
る
所
は
、
吾
人
之
れ
を
悉
く
彼
の
人
々
に

委
ね
去
り
て
、
み
づ
か
ら
は
誇
々
と
し
て
現
実
の
報
道
を
旨
と
し
、
偏
に
ア
ン
グ

ロ
サ
ク
ソ
ン
の
常
見
を
師
と
す
べ
し
し
と
あ
る
。
自
分
た
ち
は
、
難
し
い
議
論
は

せ
ず
に
、
「
記
実
」
に
従
事
す
る
と
い
う
こ
と
。
「
甚
深
は
」
は
、
初
出
で
は
「
甚

深
、
」
。
本
文
は
、
「
は
」
を
補
っ
て
分
か
り
ゃ
す
く
し
た
も
の
。

(
日
)
事
実
の
報
道
を
先
に
し
て
必
ず
し
も
談
理
を
旨
と
せ
ず
・
初
出
は
、
「
『
事
実
の

報
道
を
先
に
し
て
必
ず
し
も
談
理
を
旨
と
せ
ず
』
」
と
三
十
鍵
括
弧
で
く
く
ら
れ
て

い
る
。
「
我
れ
に
あ
ら
ず
し
て
汝
に
あ
り
」
に
「
此
の
『
早
稲
田
文
学
』
の
巻
末
に
、

没
理
想
論
争
注
釈
稿
(
七
)

(
坂
井

健

「
時
文
評
論
」
の
欄
を
設
け
、
こ
れ
ら
方
寸
の
宇
宙
に
棲
息
し
て
、
牽
も
其
の
以

外
を
知
ら
ざ
る
人
に
、
せ
め
て
も
方
百
里
の
現
実
を
見
せ
て
偏
見
の
弊
を
少
う
せ

ん
と
企
図
す
。
吾
人
が
事
実
の
報
道
を
先
き
と
し
て
、
必
ず
し
も
評
論
を
旨
と
せ

ざ
る
は
、
是
れ
が
為
な
り
」
と
あ
る
。

然

り

、

『

早

稲

田

文

学

』

の

「

時

文

評

論

」

欄
内
に
於
て
は
談
理
を
後
に
す
べ
し
と
明
一
寸
一
目
し
た
り
き
。
さ
は
れ
、
未
だ
舎
て
談

理
を
斥
く
べ
し
と
い
ひ
し
こ
と
は
無
し
。
第
三
号
の
「
時
文
評
論
」
の
勢
頭
に
日

我
れ
は
記
実
を
先
に
し
た
り
、

は
く
「
博
識
卓
見
の
学
者
は
世
間
に
其
の
人
い
と
多
か
り
、

仏
人
、

独
人
の
長
ず

る
所
は
、
吾
人
之
れ
を
悉
く
彼
の
人
々
に
委
ね
去
り
て
、

み
づ
か
ら
は
語
々
と
し

て
現
実
の
報
道
を
旨
と
し
、
偏
に
ア
ン
グ
ロ
・
サ
グ
ソ
ン
の
常
見
を
師
と
す
べ
し
」

、
、
、
、
、
、
、
、

と
。
是
れ
宣
に
わ
が
談
理
を
斥
け
ざ
る
明
謹
に
あ
ら
ず
や
。
我
れ
若
し
談
理
を
非

と
せ
ば
、
何
条
わ
が
畏
敬
す
る
同
胞
に
向
ひ
て
我
が
非
な
り
と
す
る
務
を
委
ね
ん
。

博
識
卓
見
と
い
ひ
し
は
明
に
推
称
の
詞
な
る
を
や
。

注
(
1
)
『
早
稲
田
文
学
』
の
「
時
文
評
論
」
欄
内
・
『
早
稲
田
文
学
』
四
号
(
明
治
二
四

年
一
一
月
)
の
「
時
文
評
論
」
欄
を
指
す
。
な
お
、
初
出
に
は
、
「
時
文
評
論
」
に

鍵
括
弧
は
な
い
。

(
2
)
第
三
号
の
時
文
評
論
の
現
頭
・
中
村
氏
は
「
遁
遥
は
「
現
頭
」
と
い
っ
て
い
る

が
、
こ
の
一
段
は
論
の
末
尾
で
あ
る
し
と
す
る
が
、
こ
れ
は
っ
時
文
評
論
」
の
冒

頭
に
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

(
3
)
「
博
識
卓
見
の
学
者
は
世
間
に
い
と
多
か
り
、
仏
人
、
独
人
の
長
ず
る
所
は
、
吾

人
之
れ
を
悉
く
彼
の
人
々
に
委
ね
去
り
て
、
み
づ
か
ら
は
誇
々
と
し
て
現
実
の
報

道
を
旨
と
し
、
偏
に
ア
ン
ゲ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
常
見
を
師
と
す
べ
し
」
・
初
出
は
二

重
括
弧
。
前
段
の
注
(
ロ
)
参
照
。

五



文
学
部
論
集
第
八

O
号
(
一
九
九
六
年
三
月
)

五
四

(
4
)
わ
が
畏
敬
す
る
同
胞
・
仏
人
・
独
人
を
指
す
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
談
理
、
記
実
に
関
し
て
、
先
生
と
我
れ
と
そ
の
見
解
を
異

に
し
た
る
が
如
き
は
、
語
の
解
釈
の
同
じ
か
ら
ぬ
と
本
意
の
相
異
な
れ
る
に
よ
る

に
あ
ら
ぬ
か
。
先
生
が
示
教
を
侠
つ
。

注
(
1
)
語
の
解
釈
の
閉
じ
か
ら
ぬ
と
本
意
の
相
異
な
れ
る
に
よ
る
に
あ
ら
ぬ
か
。
・
鴎

外
の
論
難
は
誤
解
に
基
づ
い
た
も
の
で
、
二
人
の
考
え
に
本
質
的
な
相
違
点
は
な

い
の
だ
、
と
の
意
見
の
表
明
。

(
付
記
)
本
稿
は
、
『
遁
遥
選
集
』
を
底
本
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
初
出
を
参
照

し
た
。
注
釈
に
あ
た
っ
て
の
段
落
の
区
切
り
は
、
『
遣
遥
選
集
』
の
形

式
段
落
に
し
た
が
っ
て
い
る
。

さ
か
い
た
け
し

国
文
学
科

(
一
九
九
五
年
十
月
二
五
日
受
理
)


