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九
・
一
一
お
よ
び
三
・
一
一
を
め
ぐ
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
の
社
会
学
的
な
含
意
に
つ
い
て 
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本
日
は
、
こ
の
よ
う
な
講
演
を
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。
当
研
究
所
（
Ｅ
Ｋ
Ｄ
：
ド
イ
ツ
・
プ
ロ

ス
テ
ン
ト
教
会
統
括
組
織
、
社
会
科
学
研
究
所
）
所
長
ヴ
ェ
グ
ナ
ー
教
授
と
は
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
崩
壊
後
ま
も
な
く
、
ち
ょ
う
ど
マ
ル
ク

ス
や
レ
ー
ニ
ン
の
像
が
撤
去
さ
れ
て
い
る
最
中
、
ブ
ダ
ペ
ス
ト
で
開
催
さ
れ
た
国
際
宗
教
学
会
（
Ｓ
Ｉ
Ｓ
Ｒ
）
の
折
に
、
ド
ナ
ウ
川
の

船
上
で
お
会
い
し
た
以
来
の
お
付
き
合
い
で
す
。
も
う
、
か
れ
こ
れ
二
十
年
以
上
に
な
り
ま
す
。 

 　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
共
通
テ
ー
マ
は
「
神
か
社
会
か 

― 

神
学
と
社
会
学
の
緊
張
領
域
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
日
私
は
、

世
界
を
震
撼
さ
せ
た
ふ
た
つ
の
大
き
な
事
件
、
九
・
一
一
と
三
・
一
一
に
つ
い
て
、
私
の
専
門
と
す
る
理
論
を
背
景
に
、
一
社
会
学
者

の
立
場
か
ら
話
し
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 　

こ
こ
数
日
の
議
論
に
参
加
し
て
い
て
驚
い
た
こ
と
は
、
こ
の
会
場
で
は
、
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
の
理
論
が
、
所
与
の
も
の
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
彼
の
社
会
学
理
論
が
二
十
世
紀
後
半
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
異
論
を
唱
え
る
人
は
、
彼

の
議
論
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
が
ど
う
で
あ
れ
、
い
な
い
で
し
ょ
う
。
た
だ
ご
承
知
の
よ
う
に
、
そ
の
理
論
は
極
め
て
難
解
で
す
。
そ
れ

が
こ
の
会
場
で
は
所
与
の
も
の
と
し
て
議
論
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、こ
れ
は
驚
異
以
外
の
な
に
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
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そ
れ
を
専
門
と
す
る
私
に
と
っ
て
は
、
非
常
に
都
合
の
よ
い
こ
と
で
す
。 

 　

と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
冒
頭
で
お
話
し
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
議
論
の
入
り
口
に
つ
い
て
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い

ま
す
。
た
だ
一
言
だ
け
、
前
提
を
表
現
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
現
代
の
社
会
は
、
旧
来
の
議
論
と
は
異
な
っ
て
、
も

は
や
真
・
善
・
美
の
よ
う
な
存
在
論
的
な
伝
統
を
基
礎
づ
け
て
き
た
価
値
、
近
代
科
学
の
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
客
観
性
、
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
定
位
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、「
諸
科
学
の
危
機
」（
フ
ッ
サ
ー
ル
）、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・

ク
リ
テ
ィ
ー
ク
」（
マ
ン
ハ
イ
ム
）、「
大
き
な
物
語
の
終
焉
」（
リ
オ
タ
ー
ル
）
お
よ
び
「
脱
―

構
築
」（
デ
リ
タ
）
な
ど
の
指
摘
か
ら
、

こ
ん
に
ち
、
社
会
に
特
定
の
価
値
を
指
し
示
し
、
あ
る
い
は
一
定
の
判
断
の
結
果
を
指
針
と
し
て
示
す
こ
と
は
非
常
に
困
難
と
な
っ
て

い
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
前
提
と
い
た
し
ま
す
。 

 　

さ
ら
に
本
日
の
話
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
あ
る
価
値
・
判
断
は
必
ず
や
別
の
価
値
・
判
断
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
、
か
つ
ま
た
そ
の

相
対
化
を
主
張
し
た
価
値
・
判
断
そ
の
も
の
も
別
の
価
値
・
判
断
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
た
い
と
思
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
自
ら
が
他
者
に
対
し
て
投
げ
か
け
た
基
準
が
、
自
ら
に
も
投
げ
か
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
当
然
、
私
が
い
ま
こ

こ
で
述
べ
た
前
提
も
相
対
化
さ
れ
ま
す
が
、
今
日
の
限
ら
れ
た
時
間
で
は
そ
の
テ
ー
マ
を
扱
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
い
ま
こ
こ
に
付

加
さ
れ
た
も
の
を
一
言
で
い
う
と
、「
自
己
言
及
（ D

ie Selbstreferenz 

）」
で
す
。
そ
し
て
、
本
日
の
話
に
添
っ
て
そ
れ
を
展
開
す
る

な
ら
ば
、
ル
ー
マ
ン
の
言
い
回
し
に
し
た
が
っ
て
、「
区
別
の
区
別
（   Die U

nterscheiding der U
nterscheideungen 

）」
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
術
語
は
、
ど
ち
ら
も
、
パ
ラ
ド
ク
ス
に
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
パ
ラ
ド
ク
ス
と
い
う

の
は
、「
す
べ
て
の
ク
レ
タ
人
は
嘘
つ
き
で
あ
る
と
ク
レ
タ
人
が
言
っ
た
」
と
い
う
、
か
つ
て
か
ら
あ
る
表
現
に
も
見
ら
れ
る
、
あ
る

種
の
同ト
ー
ト
ロ
ジ
ー

義
語
反
復
に
連
な
る
矛
盾
で
す
。 

 　

こ
こ
で
は
ま
ず
、
こ
う
し
た
理
論
的
な
問
題
意
識
を
背
景
に
持
ち
な
が
ら
、
Ｎ
Ｙ
九
・
一
一
に
ご
く
簡
単
に
触
れ
、
フ
ク
シ
マ
三
・
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一
一
と
い
う
、
現
実
の
社
会
的
事
件
・
社
会
問
題
に
対
処
す
る
な
か
で
導
き
出
さ
れ
た
論
点
に
付
随
す
る
パ
ラ
ド
ク
ス
を
描
き
出
す
作

業
を
行
い
ま
す
。
宗
教
の
対
立
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
ら
れ
、
そ
の
融
和
の
必
要
性
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
、
ま
た
テ
ロ
と
の
戦
い
を
強

い
ら
れ
た
九
・
一
一
、
お
よ
び
そ
の
十
年
後
、
未
曾
有
の
震
災
の
苦
境
に
立
た
さ
れ
、
そ
こ
で
の
市
民
の
相
互
扶
助
と
連
帯
を
報
じ
ら

れ
た
三
・
一
一
＝
地
震
↓
津
波
↓
福
島
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
に
向
け
ら
れ
た
、
あ
る
種
の
価
値
と
判
断
が
内
包
す
る
パ
ラ
ド
ク
ス
で
す
。

そ
の
う
え
で
「
区
別
の
区
別
」
と
い
う
視
点
が
、
何
を
導
い
て
い
く
か
、
示
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

一
　

Ｎ
Ｙ

九
・
一
一
（
二
〇
〇
一
） 

 　

九
・
一
一
は
、
イ
ス
ラ
ム
と
西
欧
社
会
と
の
衝
突
の
シ
ン
ボ
ル
で
し
た
。「
文
明
の
衝
突
」（
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
）
が
叫
ば
れ
、
ま
た
イ

ラ
ン
の
元
大
統
領
ハ
タ
ミ
は
「
文
明
の
対
話
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
た
議
論
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
が
ま
さ
に
危
急
の
問

題
で
あ
る
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
示
す
出
来
事
で
し
た
。 

 　

九
・
一
一
を
機
に
、「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
敵
の
姿
、
か
た
ち
や
居
場
所
を
限
定
で
き
ず
、
直
裁
に
は
同

定
で
き
な
い
「
見
え
な
い
敵
」
と
の
戦
い
で
す
。
端
的
に
い
え
ば
、
戦
い
え
な
い
敵
と
の
戦
い
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
議
論
は
、
戦
い

の
方
法
で
は
な
く
、
敵
／
味
方
の
同
定
の
仕
方
、
抽
出
の
仕
方
が
中
心
と
な
り
ま
す
。
テ
ロ
と
は
戦
う
、
そ
こ
で
は
一
致
す
る
。
で
は

誰
と
戦
う
の
か
。
テ
ロ
リ
ス
ト
は
誰
か
。
ど
う
や
っ
て
テ
ロ
リ
ス
ト
と
同
定
す
る
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。
テ
ロ
リ
ス
ト
の
要
件
を
抽

出
す
る
こ
と
が
、
要
点
と
な
り
ま
す
。 

 　

ア
メ
リ
カ
で
施
行
さ
れ
た
「
米
国
愛
国
者
法
」（ U

SA
 PA

T
R

IO
T

 A
ct 

）
あ
る
い
は
単
に
「
愛
国
者
法
」（ Patriot A

ct 

）
は
、
国
家

の
権
限
を
強
化
す
る
、す
な
わ
ち
市
民
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
で
、テ
ロ
リ
ス
ト
と
し
て
の
要
件
を
抽
出
す
る
途
を
多
方
面
に
開
き
、
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「
愛
国
者
」
を
同
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
市
民
（
の
権
利
）
を
保
護
す
る
た
め
に
、
市
民
（
の
権
利
）
を
侵

害
す
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
が
あ
り
ま
す
。「
愛
国
者
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
、
市
民
を
め
ぐ
っ
て
逆
側
を
向
く
働
き
、
つ
ま
り

保
護
と
侵
害
と
い
う
逆
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
が
同
時
に
働
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
以
下
の
フ
ク
シ
マ
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
に
お
い

て
も
見
ら
れ
ま
す
。 

 

二
　

フ
ク
シ
マ

三
・
一
一
（
二
〇
一
一
） 

 　

日
本
を
お
そ
っ
た
震
災
は
、
何
百
キ
ロ
に
渡
る
海
岸
線
を
壊
滅
状
態
に
し
ま
し
た
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
、
お
そ
ら
く
ほ
と
ん

ど
の
日
本
人
が
、
そ
し
て
海
外
の
多
く
の
人
を
も
含
め
て
、
こ
の
惨
事
を
共
体
験
し
ま
し
た
。
も
は
や
こ
れ
は
「
他
人
事
」
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
多
く
の
共
感
を
呼
び
、
そ
れ
は
共
通
の
体
験
と
し
て
内
面
化
さ
れ
、
さ
ら
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
さ
れ
、
人
び
と
の
間

を
伝
播
し
ま
し
た
。（
と
く
に
ド
イ
ツ
は
、
こ
れ
を
機
に
原
発
問
題
に
つ
い
て
、
日
本
以
上
に
迅
速
か
つ
抜
本
的
な
解
決
を
み
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。） 

 　

こ
う
し
た
な
か
、
す
べ
て
を
失
っ
た
人
び
と
に
対
し
、
自
分
た
ち
の
活
動
や
生
活
の
レ
ベ
ル
を
下
げ
て
も
被
災
者
達
を
一
丸
と
な
っ

て
応
援
す
る
と
い
う
姿
勢
が
日
本
中
に
拡
が
り
ま
し
た
。「
自
粛
」「
連
帯
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
に
、
冷
房
は
消
さ
れ
、
商
店

街
の
照
明
は
落
と
さ
れ
、
一
般
家
庭
は
こ
ぞ
っ
て
被
災
地
の
製
品
を
買
い
、
市
民
は
仕
事
や
職
場
を
休
ん
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加

し
、ま
た
世
界
制
覇
し
た
女
子
サ
ッ
カ
ー
の
チ
ー
ム
も
、
被
災
の
ビ
デ
オ
を
見
て
、
被
災
者
と
被
災
地
を
思
い
、
試
合
に
臨
み
ま
し
た
。

「
が
ん
ば
れ
日
本
！
」、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
が
日
夜
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
で
流
さ
れ
続
け
、
社
会
が
す
べ
て
一
つ
の
方
向
に
向
か
っ
て
動
き

出
し
ま
し
た
。 
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こ
の
様
子
は
、
海
外
の
マ
ス
コ
ミ
で
も
「
美
談
」
と
し
て
報
じ
ら
れ
ま
し
た
。
日
本
を
襲
っ
た
こ
の
惨
事
に
際
し
て
、
日
本
人
は
、

一
致
団
結
し
、
協
働
し
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
た
し
か
に
、
日
本
人
の
私
か
ら
み
て
も
、
い
く
つ
も
の
素
晴
ら
し
き
光
景
を
目
に
し
ま

し
た
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
美
談
、
素
晴
ら
し
さ
が
、
非
常
に
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
痛
感
し
ま
し
た
。
そ
れ
を

説
明
す
る
た
め
に
、
以
下
、こ
う
し
た
日
本
人
特
有
の
協
働
の
あ
り
方
を
、
日
本
の
特
異
な
宗
教
行
動
か
ら
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す）

1
（

。 

 

一
　

日
本
の
宗
教
行
動 

 　

一
般
に
、
今
日
の
日
本
に
お
け
る
伝
統
的
な
宗
教
は
脆
弱
化
し
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
習
慣
以
上
の
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
と
理
解

さ
れ
て
い
ま
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
期
に
お
け
る
天
皇
制
と
国
家
神
道
と
の
緊
密
な
関
係
を
基
礎
と
す
る
国
粋
主
義
の
反
省
か
ら
、
戦

後
は
政
治
と
宗
教
の
明
確
な
分
離
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
宗
教
は
社
会
的
諸
制
度
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
強
度
に
個
人
化
さ
れ
、
か

つ
ま
た
日
常
生
活
に
お
け
る
意
義
は
次
第
に
低
下
し
て
き
ま
し
た
。
今
日
、
多
く
の
日
本
人
が
、
日
本
に
あ
る
の
は
宗
教
と
い
う
よ
り

宗
教
的
慣
習
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 　

実
際
、
日
本
に
お
け
る
宗
教
的
諸
活
動
で
は
、
子
の
成
長
、
結
婚
、
葬
儀
に
伴
う
祭
礼
や
、
ま
た
四
季
折
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
催
事
な

ど
が
、
異
な
っ
た
宗
教
を
ま
た
が
っ
て
、
す
な
わ
ち
神
道
、
仏
教
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
使
い
分
け
て
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
統
計
に

よ
れ
ば
、
日
本
で
の
信
仰
者
の
数
は
、
人
口
数
を
は
る
か
に
凌
駕
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
一
人
の
人
間
が
、
い
く
つ
も
の
宗
教
に
所

属
し
て
い
る
と
い
う
意
識
の
結
果
で
す
。 

 　

ま
た
日
本
古
来
の
神
話
に
は
、
ヤ
オ
ヨ
ロ
ズ
の
神
と
い
う
語
が
あ
り
、
そ
れ
は
文
字
通
り
八
百
万
の
神
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
神
の
数
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
人
は
、
い
く
も
の
神
を
崇
め
る
、
つ
ま
り
一
人
の
日
本
人
の

な
か
に
複
数
の
神
が
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
別
の
神
が
存
在
す
る
、
つ
ま
り
神
が
唯
一
で
な
い
0

0

こ
と
は
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
／
受
け
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入
れ
な
い
以
前
に
、
日
本
人
に
と
っ
て
き
わ
め
て
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
「
当
た
り
前
の
こ
と
」
か
ら
、
日
本
人
は
自
分

自
身
の
宗
教
的
態
度
を
（
排
他
的
で
は
な
く
）
包
摂
的

0

0

0

な
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
、
そ
れ
ゆ
え
自
ら
寛
容

0

0

な
宗
教
を
も
っ
た
生
活
を
営

ん
で
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

二
　

日
本
的
信
仰
の
基
準 

― 

「
踏
み
絵
」
と
「
無
神
論
」 

 　

そ
こ
で
、
こ
の
「
包
摂
性
」
と
「
寛
容
さ
」
を
理
解
す
る
に
先
立
ち
、
日
本
に
お
け
る
信
仰
の
規
準
を
示
す
二
つ
の
例
を
挙
げ
て
み

ま
し
ょ
う
。 

 　

日
本
に
は
、
江
戸
時
代
の
一
七
世
紀
前
半
か
ら
、
十
九
世
紀
後
半
に
開
国
す
る
ま
で
、「
踏
み
絵
」
と
い
う
制
度
が
あ
り
、
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
や
マ
リ
ア
を
描
い
た
板
を
踏
む
か
踏
め
な
い
か
で
、
異
教
徒
の
抽
出
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
（
カ
ト

リ
ッ
ク
教
徒
で
す
が
）
で
あ
る
こ
と
は
、そ
れ
自
体
、
反
権
力
分
子
、
謀
反
分
子
で
あ
る
と
さ
れ
、そ
れ
ゆ
え
に
刑
に
処
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
そ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
な
い
し
は
マ
リ
ア
の
像
を
踏
ま
せ
た
の
で
す
。 

 　

し
か
し
、
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
も
し
そ
こ
に
い
る
の
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
は
な
く
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
だ
っ

た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
あ
る
い
は
無
神
論
者
、
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
者
だ
っ
た
ら
。
江
戸
時
代
に
そ
の
よ
う
な
想
定

を
す
る
こ
と
自
体
ナ
ン
セ
ン
ス
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
時
の
支
配
者
た
ち
に
対
抗
的
な
い
し
反
逆
的
で
あ
る
の
は
、
カ
ト
リ
ッ

ク
教
徒
と
は
限
ら
な
い
は
ず
で
す
。
こ
こ
で
江
戸
幕
府
は
、
自
ら
に
服
従
す
る
か
ど
う
か
を
見
極
め
る
手
段
と
し
て
、
踏
み
絵
を
用
い

ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
な
い
な
ら
ば
服
従
的
で
あ
る
、
と
判
断
し
た
よ
う
で
す
。 

 　

も
し
私
が
為
政
者
な
ら
ば
、
自
分
に
従
う
か
ど
う
か
、
服
従
す
る
か
ど
う
か
を
突
き
詰
め
て
問
い
ま
す
。
ま
た
、
私
以
外
の
も
の
を

崇
め
る
者
は
す
べ
て
危
険
視
し
ま
す
。
時
の
支
配
者
た
ち
は
、
そ
れ
を
問
わ
ず
、
彼
ら
が
問
う
た
の
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
を
持
つ
か
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ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ
こ
に
一
つ
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

支
配
者
へ
の
非
服
従
者
を
あ
ぶ
り
出
す
こ
と
で
は
な
く
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
者
を
抽
出
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
す
。
謀
反
を
企
む
、

ま
た
幕
府
に
敵
意
や
反
感
を
持
つ
非
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
は
、
問
題
と
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
支
配
者
を
崇
め
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
特

定
の
他
の
も
の
を
崇
め
な
い
か
ど
う
か
が
、
忠
誠
な
い
し
服
従
を
表
す
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
正
当
な
信

仰
を
問
い
、
誤
っ
た
信
仰
や
理
解
を
排
斥
し
た
西
洋
の
異
端
審
問
と
は
、
様
相
が
だ
い
ぶ
異
な
り
ま
す
。
日
本
の
や
り
方
は
、
先
に
述

べ
た
よ
う
に
、
原
理
的
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
も
、
正
教
の
信
者
も
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
も
、
そ
し
て
革
命
思
想
の
持
ち
主
さ
え
も
、
穴

を
く
ぐ
り
抜
け
て
し
ま
い
ま
す
。
何
を
信
じ
て
い
る

0

0

か
で
は
な
く
、
何
を
信
じ
て
い
な
い

0

0

0

か
が
規
準
と
な
っ
た
と
考
え
て
い
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 　

も
う
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
、
日
本
の
「
無
神
論
」
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
欧
米
で
は
、
無
神
論
に
拠
っ
て
立
と
う

と
す
る
と
き
、
神
の
非
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
神
な
く
し
て
、
い
か
に
し
て
こ
の
世
界
の
価
値
が
、
秩
序
が
存
立
し
う

る
か
の
説
明
が
必
要
で
す
。
そ
れ
に
対
し
日
本
で
は
、
神
の
非
存
在
は
前
提
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
逆
に
、
な
に
に
つ
い
て
で
あ
れ
、
そ

れ
を
神
が
創
り
給
う
た
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
創
造
を
証
明
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
日
本
で
は
、
偶
然
、
そ
し
て
必
然
も
、

ま
た
自
然
の
生
成
も
、
神
に
属
し
ま
せ
ん
。
日
本
人
は
こ
の
前
提
で
、
つ
ま
り
神
の
非0

存
在
証
明
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
理
解
の
う

え
で
、
自
ら
の
立
場
を
「
無
神
論
」
と
呼
び
ま
す
。
で
す
か
ら
、
神
な
い
し
神
に
因
る
も
の
ご
と
の
原
理
的
な
否
定
を
必
要
と
す
る
生

粋
の
（
＝
西
洋
の
）
無
神
論
は
、
日
本
人
の
理
解
か
ら
み
れ
ば
、
あ
ま
り
に
敷
居
が
高
い
議
論
で
す
。
日
本
で
は
、
神
の
存
在
に
因
る

こ
と
を
証
明
で
き
た
も
の
だ
け
が
信
仰
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
に
属
し
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の
も
の
、
た
と
え
ば
ち
ょ
っ
と
し
た
出
来
事
の

偶
然
や
め
ぐ
り
合
わ
せ
、
幸
運
／
不
運
な
こ
と
、
超
越
や
霊
界
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
運
勢
な
ど
科
学
的
に
証
明
で
き
な
い
こ
と
は
、

そ
の
証
明
の
可
否
を
議
論
す
る
こ
と
な
く
、
宗
教
や
信
仰
と
は
関
係
な
く
素
朴
に
受
け
入
れ
ら
れ
ま
す
。
西
洋
で
は「
神
の
み
ぞ
知
る
」
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と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
が
、
日
本
で
は
そ
れ
を
「
人
知
の
及
ば
な
い
」
と
言
い
ま
す
。
神
は
前
提
で
は
な
い
の
で
す
。 

 　

本
来
そ
う
し
た
「
前
提
」
は
、
無 

― 

神
論
と
い
う
よ
り
、
神
の
存
在
の
是
非
そ
の
も
の
が
議
論
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
免
れ
て
い
る

と
い
う
意
味
で
、
神 

― 

無
意
識
論
と
い
っ
た
方
が
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
人
は
さ
ま
ざ
ま

な
神
を
崇
め
、
ま
た
複
数
の
宗
教
行
事
と
と
も
に
生
活
を
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ほ
ど
明
確
な
自
己
規
定
・
自
己
理
解
を
も
つ

こ
と
な
く
、
漫
然
と
種
々
多
様
な
神
と
共
在
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
共
在
の
仕
方
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
脈
で

は
、
け
っ
し
て
信
仰
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
逆
に
日
本
の
文
脈
か
ら
い
え
ば
、
こ
う
し
た
あ
り
方
が
、
日
本
の
一
般
的
な
宗
教

的
な
態
度
で
す
。 

 　

こ
の
二
つ
の
こ
と
か
ら
、
あ
る
特
徴
が
見
え
て
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
日
本
に
お
い
て
は
、
あ
る
特
定
の
核
を
厳
格
に
措
定
し
、
そ

れ
へ
の
帰
属
を
明
確
に
す
る
態
度
は
、
そ
れ
が
信
仰
的
な
も
の
で
あ
れ
、
無
神
論
的
な
も
の
で
あ
れ
、
頑
な

0

0

態
度
と
し
て
異
質
な
も
の

と
見
ら
れ
ま
す
。
拠
っ
て
立
つ
も
の
は
曖
昧

0

0

で
あ
り
、そ
れ
へ
の
帰
属
は
緩
や
か

0

0

0

で
あ
る
こ
と
、こ
れ
が
日
本
的
な
宗
教
的
態
度
に
あ
っ

て
は
ノ
ー
マ
ル
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
踏
み
絵
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
支
配
者
へ
の
服
従
の
如
何
は
、
確
固
た
る
信
仰
な
い
し
信
念

を
持
っ
て
い
な
い

0

0

0

こ
と
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
的
信
仰
に
と
っ
て
は
神
を
厳
格
に
肯
定
す
る
こ
と
は
必
要
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
緩

や
か
に
多
種
多
様
な
神
々
と
共
在
す
る
か
否
か
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

三
　

日
本
的
包
摂
の
パ
ラ
ド
ク
ス 

 　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
こ
の
様
相
を
包
摂
的
な
い
し
は
寛
容
で
あ
る
と
す
る
理
解
に
は
、
あ
る
パ
ラ
ド
ク
ス
が

あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
た
し
か
に
、
以
上
の
よ
う
な
宗
教
的
態
度
は
特
定
の
宗
教
と
相
互
に
排
他
的
な
関
係
に
立
つ
こ
と
を
し
ま

せ
ん
。
複
数
の
宗
教
が
同
時
に
並
立
す
る
こ
と
を
是
認
し
ま
す
。
し
か
し
そ
の
是
認
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
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ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
な
ど
の
よ
う
に
、
厳
格
に
一
つ
の
神
、
一
つ
の
宗
教
を
信
仰
す
る
態
度
、
あ
る
い
は
無
神
論
の
よ
う
に
神
を
徹
頭
徹

尾
否
定
す
る
態
度
、
そ
れ
ら
を
排
除
0

0

す
る
こ
と
、
そ
れ
ら
に
非
寛
容

0

0

0

で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
端
的
に
い
え
ば
、
日
本
的
な

あ
り
方
の
み
が
「
包
摂
的
」「
寛
容
」
の
名
に
値
す
る
良
き
あ
り
方
で
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
以
外
の
も
の
は
寛
容
の
対
象
と
な
ら
ず
、
排

除
す
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す）

2
（

。 

 　

そ
こ
で
は
、
包
摂
的
た
ら
ん
と
す
る
こ
と
が
排
除
と
し
て
機
能
し
て
い
ま
す
。
包
摂
は
排
除
に
よ
っ
て
、
寛
容
は
非
寛
容
に
よ
っ
て

成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
よ
り
正
確
に
は
排
他
的
包
摂
・
非
寛
容
的
寛
容
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
が
中
心
と
は
い
え
、
い
ま
や
様
々
な
宗
教
を
持
つ
人
、
同
じ
宗
教
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
宗
派
に
属
す
人
が
混
在

す
る
社
会
で
は
、
自
分
の
信
じ
て
い
る
も
の
以
外
を
信
じ
る
人
、
自
分
の
信
じ
方
と
は
異
な
っ
た
仕
方
で
信
じ
て
い
る
人
に
対
し
て

「
異
な
る
も
の
へ
の
尊
重
」
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
寛
容
で
す
。
そ
れ
に
対
し
日
本
の
場
合
は
、
そ
う
し
た
寛
容
さ
が
希
薄
で

す
。
日
本
的
な
寛
容
さ
だ
け
が
、「
寛
容
」
な
の
で
す
。 

 　

こ
れ
を
フ
ク
シ
マ
の
例
に
応
用
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
三
・
一
一
に
際
し
て
日
本
で
は
内
発
的
・
自
然
発
生
的
に

生
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
国
民
的
規
模
の
協
働
が
内
外
で
賞
賛
さ
れ
ま
し
た
。
国
民
全
体
が
、
フ
ク
シ
マ
を
こ
ぞ
っ
て
応
援
し
、
誰
も
が

自
粛
し
、
被
災
地
と
の
絆
を
共
有
し
、
そ
し
て
皆
が
協
働
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
が
《
心
を
一
つ
に
す
る
》
こ
と
で
し
た
。
こ
う
し
た
あ

り
方
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
フ
ク
シ
マ
へ
の
思
い
、
協
働
が
、
同
一
の
仕
方
で
行
わ
れ
る
こ
と
を
強
く
導
き
ま
し
た
。
日
本
人
と
し
て

別
様
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
あ
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
、「
日
本
人
」
に
包
摂
さ
れ
る
条
件
で
し
た
。
こ
う
し
た
雰
囲
気
の
な
か
で
、
示
さ
れ
た

仕
方
で
協
働
す
る
こ
と
を
し
な
い
人
、
協
働
を
等
し
く
示
さ
な
い
人
は
、
も
は
や
「
日
本
人
」
と
は
見
な
さ
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
排

除
さ
れ
ま
す
。 

 　

こ
の
包
摂
ゆ
え
の
排
除
と
い
う
相
反
す
る
ベ
ク
ト
ル
の
同
時
進
行
は
、
上
述
し
た
九
・
一
一
以
降
の「
テ
ロ
と
の
戦
い
」に
お
い
て
、
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市
民
の
自
由
・
安
全
を
守
る
た
め
に
市
民
の
自
由
・
安
全
を
脅
か
す
と
い
う
事
態
と
、
同
等
の
問
題
を
も
つ
も
の
と
い
え
ま
す
。 

 

三
　

区
別
を
区
別
す
る 

― 

区
別
の
自
己
言
及 

 

一
　

パ
ラ
ド
ク
ス 

 　

九
・
一
一
お
よ
び
三
・
一
一
に
お
い
て
、
人
び
と
は
「
安
全
」「
包
摂
」
の
重
要
性
を
、
い
わ
ば
共
通
の
価
値
と
し
て
再
確
認
し
ま

し
た
。
し
か
し
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
価
値
の
達
成
・
実
現
を
目
論
む
過
程
で
、
そ
れ
ら
は
そ
の
価
値
の
反
対
項
を
必
要
と
し
ま

し
た
。
す
な
わ
ち
、
テ
ロ
か
ら
の
「
安
全
」
確
保
に
は
そ
の
確
保
に
伴
う
「
危
険
の
容
認
」
が
、
フ
ク
シ
マ
の
被
災
を
め
ぐ
る
「
包
摂
」

で
は
「
包
摂
に
与
し
な
い
者
に
対
す
る
排
除
」
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
片
方
の
面
を
「
価
値
」

と
し
て
掲
げ
、そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に「
逆 
― 

価
値
」を
同
時
に
展
開
し
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
パ
ラ
ド
ク
ス
で
す
。 

 　

こ
の
こ
と
を
、
か
か
る
価
値
を
価
値
と
し
て
（
逆 

― 

価
値
か
ら
）
際
だ
た
せ
る
《
区
別
》
と
い
う
視
点
を
も
っ
て
見
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。
こ
こ
で
の
例
で
い
え
ば
、
安
全
／
危
険
、
包
摂
／
排
除
と
い
う
一
対
の
セ
ッ
ト
の
区
別
、
す
な
わ
ち
「
／
」
に
あ
た
る
部
分

で
す
。
こ
の
「
／
」
は
、
価
値
を
（
価
値
／
逆
価
値
と
し
て
）
生
起
さ
せ
ま
す
。
そ
の
際
、
こ
の
「
／
」、
す
な
わ
ち
こ
の
区
別
そ
の

も
の
は
、こ
の
一
対
の
ど
ち
ら
側
に
属
す
も
の
で
し
ょ
う
か
。
安
全
／
危
険
を
区
別
す
る
と
き
、そ
の
区
別
は
安
全
な
の
で
し
ょ
う
か
、

危
険
な
の
で
し
ょ
う
か
。
包
摂
／
排
除
の
区
別
は
、
包
摂
的
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
、
排
除
的
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。 

 　

こ
の
問
い
は
、
こ
の
価
値
の
議
論
に
お
い
て
吟
味
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
即
座
に
わ
か
り
ま
す
。「
／
」
は
、
価
値
に
関
す
る
議
論

の
な
か
で
、
区
別
さ
れ
た
も
の
の
ど
ち
ら
に
も
属
さ
ず
に
、つ
ま
り
、そ
の
両
者
の
外
部
に
位
置
す
る
特
権
化
さ
れ
た
第
三
項
と
し
て
、
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二
つ
の
側
に
超
越
し
て
い
ま
す
。
価
値
と
逆 

― 

価
値
と
を
際
だ
た
せ
る
区
別
そ
の
も
の
は
、そ
の
価
値
に
基
づ
く
判
断
を
免
れ
た《
外
側
》

に
位
置
し
ま
す
。
す
で
に
示
し
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
こ
こ
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
は
、
も
う
明
ら
か
で
し
ょ
う
。
九
・
一
一
（
愛

国
者
法
）
も
、
三
・
一
一
（
日
本
的
包
摂
）
も
、
こ
の
《
外
側
》
が
、
い
わ
ば
悪
さ
を
し
て
い
ま
す
。 

 

二
　

区
別
の
区
別 

 　

こ
う
し
た
問
題
を
回
避
す
る
た
め
に
、
自
ら
用
い
た
区
別
を
、
そ
の
区
別
自
身
に
当
て
は
め
る
こ
と
を
提
唱
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
価
値
を
価
値
と
し
て
際
だ
た
せ
る
区
別
そ
の
も
の
を
、
同
じ
線
引
き
に
よ
っ
て
区
別
す
る
、
言
い
換
え
れ
ば
、
当
の

区
別
に
そ
の
区
別
を
再
参
入
（re-entry

）
さ
せ
る
の
で
す
。
こ
う
す
る
と
、
自
己
の
な
し
た
区
別
か
ら
自
己
を
免
責
さ
せ
る
と
い
う

意
味
で
の
自
己
特
権
化
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
区
別
に
お
い
て
片
方
に
追
い
や
っ
た
は
ず
の
も
の
を
自
ら
が
採
用

す
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
を
隠
し
持
つ
ケ
ー
ス
が
多
々
見
え
て
き
ま
す
。
議
論
の
な
か
に
隠
さ
れ
て
い
た
こ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が
、
区
別

の
自
己
適
用
に
よ
り
顕
在
化
し
た
の
で
す
。 

 　

安
全
の
確
保
が
よ
り
危
険
な
状
況
を
創
り
出
し
、
包
摂
が
深
刻
な
排
除
を
生
み
出
す
と
い
う
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
諸
様
相
は
、
そ
れ

ぞ
れ
、
安
全
を
誇
示
す
る
警
察
管
理
国
家
、
包
摂
を
強
要
す
る
排
他
的
社
会
と
い
う
よ
う
に
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
先
の
日

本
の
宗
教
の
例
で
言
え
ば
、
た
と
え
ば
多
元
性
の
主
張
が
そ
れ
を
主
張
す
る
こ
と
で
か
え
っ
て
強
固
な
一
元
的
主
張
を
形
成
す
る
と
い

う
こ
と
か
ら
、
多
元
的
な
主
張
を
展
開
す
る
専
制
と
い
っ
た
も
の
を
導
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
構
造
を
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
、
掲
げ
ら
れ
た
価
値
と
そ
の
内
容
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
価
値
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
区
別
を
問
題
に
し
、

そ
の
区
別
を
区
別
自
身
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、そ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
、す
な
わ
ち
隠
れ
て
い
る
「
な
に
も
の
か
」
を
、

よ
り
事
態
に
適
合
的
な
議
論
の
俎
上
に
載
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
本
日
挙
げ
た
例
で
い
え
ば
、「
安
全
」
の
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議
論
に
お
い
て
は
、
安
全
か
危
険
か
で
は
な
く
、
治
安
の
実
効
性
が
吟
味
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
包
摂
」
の
議
論
に
お
い
て

は
、
包
摂
か
排
除
か
で
は
な
く
、
集
団
の
凝
集
性
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
！
）
の
確
保
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、

「
多
元
」
の
議
論
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
多
元
か
一
元
か
で
は
な
く
、
求
め
ら
れ
た
立
場
に
属
さ
な
い
人
び
と
を
ど
う
扱
う
か
が
問

題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
進
め
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
し
ょ
う
。 

 　

こ
の
や
り
方
に
よ
っ
て
、
従
来
な
さ
れ
て
き
た
多
く
の
議
論
の
前
提
は
、
再
び
問
い
に
付
さ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
意
識
を
根
底
か

ら
司
る
無
意
識
は
、
意
識
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
の
か
、
無
意
識
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
の
か
（
フ
ロ
イ
ト
）。
ザ
イ
ン
／
ゾ
ル
レ
ン

の
峻
別
の
主
張
は
ザ
イ
ン
か
ゾ
ル
レ
ン
か
（
ヴ
ェ
ー
バ
ー
）。
討
議
倫
理
学
は
討
議
を
経
て
案
出
さ
れ
た
の
か
（
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
）。
人

民
に
平
等
を
宣
言
で
き
る
権
能
を
有
す
る
地
位
に
あ
る
こ
と
は
平
等
か
非 

― 

平
等
か
。「
神
は
か
く
語
り
き
」
と
い
う
と
き
、
そ
の
内
容

は
神
の
表
明
か
、
神
の
名
を
借
り
た
人
間
の
表
明
か
、
等
々
。 

 　

た
だ
し
こ
れ
ら
は
、
問
題
の
解
答
に
直
裁
に
導
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
か
な
る
解
答
に
も
、
そ
の
解
答
で
示
さ
れ
た
価
値
を

成
り
立
た
せ
て
い
る
と
こ
ろ
の
区
別
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
が
行
う
の
は
、
あ
る
区
別
の
背
後
に
あ
る
別
の
区
別
を
発
見
し

て
い
く
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
区
別
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
た
も
の
が
明
る
み
に
出
さ
れ
、
さ
ら
な
る
区
別
が
発
見
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
区

別
も
、
や
は
り
パ
ラ
ド
ク
ス
を
内
包
す
る
、
と
い
う
連
続
で
す
。
最
終
的
な
答
え
は
、
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
解
答
を
つ
ね
に

0

0

0

差
し
出
す

こ
と
で
、
そ
の
つ
ど
の
当
面
の
解
決
が
示
さ
れ
続
け
て

0

0

0

い
き
ま
す
。
そ
の
都
度
の
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
そ
の
時
点
に
お
い
て
最
高
の
も

の
た
ら
ん
と
す
る
解
答
と
方
策
が
継
続
的
に
示
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
フ
ク
シ
マ
の
問
題
に
絡
め
て
言
う
な
ら
ば
、
い
か
な
る
リ
ス
ク
回

避
も
リ
ス
ク
を
呼
ぶ
、
し
か
し
／
だ
か
ら
こ
そ
リ
ス
ク
を
回
避
し
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す）

3
（

。
リ
ス
ク
回
避
と
し

て
示
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る「
解
答
」に
隠
さ
れ
た
パ
ラ
ド
ク
ス
を
明
る
み
に
出
し
続
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。（
現
に
日
本
の
関
係
機
関
は
、

想
定
で
き
な
か
っ
た
今
回
の
津
波
に
対
し
て
、
今
後
は
十
全
に
想
定
し
た
が
ゆ
え
に
、
も
う
安
全
で
あ
る
と
の
「
解
答
！
」
を
出
し
て
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い
ま
す 

― 

報
告
当
時
、
ま
だ
こ
う
し
た
見
解
は
提
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
括
弧
内
は
、
本
原
稿
の
た
め
に
加
筆
。） 

 　

本
日
冒
頭
で
、
こ
ん
に
ち
の
学
問
状
況
の
も
と
で
は
、
社
会
に
特
定
の
価
値
を
指
し
示
し
、
あ
る
い
は
一
定
の
判
断
の
結
果
を
指
針

と
し
て
示
す
こ
と
は
非
常
に
困
難
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
い
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。こ
の「
区
別
を
区
別
し
続
け
る
こ
と
」、

そ
れ
が
こ
の
学
問
状
況
の
も
と
で
の
提
案
で
す
。
答
え
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
答
え
で
す
。
わ
れ
わ
れ
に
で
き
る
こ
と
、
そ
れ
は
答

え
を
出
し
続
け
る
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
皆
さ
ん
に
と
っ
て
も
、
け
っ
し
て
馴
染
み
の
な
い
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

を
示
す
有
名
な
一
文
を
最
後
に
述
べ
、
本
日
の
話
を
終
え
た
い
と
思
い
ま
す
。 E

cclesia reform
ata sem

per reform
anda （

教
会
は
改

革
さ
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 
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（
ド
イ
ツ
）
に
際
し
て
行
っ
た
招
聘
講
演

 “Soziologische Im
plikationen des 11. Septem

ber und des 11. M
ärz unter dem

 A
spekt der Luhm

annschen 

System
theorie” 

で
あ
る
。
当
時
、フ
ク
シ
マ
三
・
一
一
以
後
の
問
題
が
ド
イ
ツ
で
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
本
稿
は
、

講
演
時
か
ら
い
さ
さ
か
時
間
が
経
過
し
て
い
る
も
の
の
、
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
か
ら
五
年
経
過
し
た
こ
と
を
期
に
日
本
語
に
直
し
、
こ

こ
に
掲
載
す
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
講
演
は
ド
イ
ツ
人
向
け
に
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
人
と
は
前
提
と
す
る
と
こ
ろ
が
異
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
今
回
の
日
本
語
で
の
掲
載
に
あ
た
り
、
内
容
上
の
整
合
性
を
は
か
る
た
め
に
、
一
部
表
現
を
日
本
人
の
前
提

に
即
し
た
も
の
に
変
更
し
た
。 


