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は
し
が
き

　
も
う
半
年
近
く
前
に
な
る
が
、
朝
日
新
聞
の
特
設
論
説
『
座
標
』
（
八
月
二
六
日
）
に
、
客
員
論
説
委
員
永
井
道
雄
氏
の
「
生
涯
教
育

の
時
代
」
と
題
さ
れ
た
論
説
が
あ
る
。
ご
く
ふ
つ
う
の
新
聞
論
説
で
あ
っ
て
、
世
人
の
記
憶
に
は
「
も
う
残
っ
て
い
な
い
に
相
違
な

か
ろ
う
と
思
う
。
だ
が
、
筆
者
に
は
心
に
重
く
、
い
ま
な
お
「
気
に
な
り
続
け
て
い
る
事
態
が
、
々
こ
、
に
あ
る
。
心
に
重
く
気
に

な
り
続
け
て
い
る
と
い
う
の
は
「
論
説
の
主
張
や
提
言
で
は
な
い
。
論
説
の
大
筋
は
、
別
し
て
反
論
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

を
含
ん
で
い
な
い
。
気
に
た
り
続
け
心
に
重
い
の
は
、
そ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
諸
概
念
・
諸
観
念
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
i
n
f
e
r
;

r
e
f
e
r

す
る
も
の
が
、
そ
れ
で
い
い
の
か
、
i
n
f
e
r
;

r
e
f
e
r
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
方
に
、
大
事
な
も
の
・
本
質
的
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
と
「
そ
れ
に
し
て
も
「
も
と
も
と
日
本
に
は
そ
う
い
う
観
念
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
、

思
う
こ
と
に
、
追
い
こ
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
こ
の
こ
と
は
、
筆
者
が
、
経
営
の
現
状
を
思
い
「
経
営
学
を
思
う
と
き
に
、

　
　
　
　
エ
フ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
ネ
ス
な
る
観
念
　
（
一
）
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象
徴
的
な
の
で
あ
る
。

　
氏
は
そ
の
論
説
で
、
「
学
習
」
と
い
う
用
語
を
、
あ
た
か
も
「
学
校
で
の
勉
強
な
い
し
習
得
」
に
限
っ
た
使
い
ぶ
り
で
用
い
て
お

ら
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
一
般
に
多
用
さ
れ
て
い
る
「
三
省
堂
国
語
辞
典
」
（
金
田
コ
示
助
・
春
彦
、
見
放
蒙
紀
（
柴
田
武
、
山
田
忠

雄
、
共
編
）
な
ど
に
は
、
「
（
学
校
で
の
）
勉
強
」
と
だ
け
あ
り
、
そ
の
ほ
か
の
意
味
を
意
味
す
る
こ
と
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
、
か

に
で
て
い
る
。
新
聞
が
社
会
の
ぼ
く
た
く
と
し
て
、
庶
民
の
用
語
で
語
っ
て
い
く
こ
と
の
必
要
を
、
理
解
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
「
学
習
」
と
あ
て
た
日
本
語
に
は
、
「
な
ん
ら
か
を
、
自
分
で
発
見
し
、
そ
れ
を
自
分
に
あ
う
よ
う
に
自
分
で
発
明
し
、
そ
し
て
そ

の
発
明
し
た
も
の
を
身
に
つ
け
る
」
「
自
分
か
ら
・
自
分
で
、
の
意
味
は
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
の
か
。

　
氏
は
、
ま
た
、
「
学
ぶ
こ
と
を
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
の
大
事
さ
を
い
わ
れ
る
。
「
出
発
点
」
だ
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
だ
か
ら

　
「
学
校
教
育
」
が
大
事
な
の
だ
と
、
こ
こ
で
も
ま
た
「
学
校
で
の
勉
強
」
を
い
わ
れ
、
そ
し
て
、
「
学
校
教
育
の
改
革
を
ぬ
き
に
し

て
生
涯
教
育
の
発
展
は
あ
り
え
な
い
」
と
、
断
定
さ
れ
る
。

　
　
「
学
ぶ
」
と
は
、
古
語
の
「
ま
ね
ぶ
」
「
ま
ね
を
す
る
「
　
に
発
す
る
語
で
あ
る
よ
し
だ
が
、
ま
た
し
て
も
三
省
堂
国
語
辞
典
を
ひ

も
ど
こ
う
。
い
わ
く
「
⑤
習
っ
て
す
る
。
見
習
う
。
④
教
え
を
受
け
る
。
⑧
学
問
を
す
る
」
で
あ
る
。
「
学
ぶ
こ
と
を
学
ぶ
」
と
は
、

　
「
見
習
う
こ
と
を
見
習
う
」
「
教
え
を
受
け
る
こ
と
を
教
え
を
受
け
る
」
「
学
問
を
す
る
こ
と
を
学
問
す
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ

ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
「
習
慣
を
身
に
つ
け
さ
け
る
こ
と
が
出
発
点
で
」
、
こ
の
習
慣
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
「

い
ま
の
勉
強
ぎ
ら
い
、
学
問
ぎ
ら
い
の
若
も
の
に
そ
う
い
う
習
慣
が
で
き
た
ら
、
万
万
歳
で
、
そ
れ
が
「
生
涯
教
育
の
発
展
」
な
の

か
。
そ
れ
以
外
の
道
・
方
法
に
は
、
そ
「
の
発
展
は
あ
り
え
な
い
」
、
の
か
。

　
　
「
見
習
う
こ
と
」
が
で
き
る
の
だ
っ
た
ら
、
そ
れ
（
見
習
う
こ
と
）
を
見
習
う
必
要
な
ど
、
あ
り
は
し
な
い
。
以
下
回
⑤
同
断
。
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「
学
ぶ
こ
と
を
学
ぶ
」
は
「
か
く
て
日
本
語
で
は
ト
ウ
ト
ロ
ジ
ー
か
ら
脱
し
き
れ
な
い
。
「
自
分
か
ら
・
自
分
で
身
に
つ
け
る
」
身

に
つ
け
方
は
、
教
え
る
に
し
て
も
、
見
習
わ
さ
せ
る
に
し
て
も
、
す
こ
ぶ
る
む
つ
か
し
い
。
だ
か
ら
そ
れ
は
「
自
分
で
」
身
に
つ
け

る
よ
り
し
か
た
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
の
み
生
き
る
い
い
ま
わ
し
で
あ
る
。

　
　
「
学
ぶ
こ
と
を
学
ぶ
」
と
は
、
し
た
が
っ
て
「
日
本
語
の
「
学
ぶ
」
の
発
想
か
ら
は
で
て
こ
な
い
発
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
米
英

と
く
に
米
で
一
九
五
〇
年
代
末
葉
あ
た
り
か
ら
い
い
だ
さ
れ
た
”
l
e
a
r
n
i
n
g

t
o
l
e
a
r
n
'
ﾆ
'
t
o
l
e
a
ﾖ
h
o
w

t
o
l
e
a
r
n
”
の
訳
と
お

ぼ
し
い
。
一
九
六
二
年
四
月
二
〇
日
の
、
大
統
領
の
科
学
諮
問
委
員
会
の
、
ブ
ェ
ズ
テ
ィ
ン
ガ
ー
、
サ
イ
モ
ン
、
Ｎ
Ｅ
、
Ｇ
Ａ
両
ミ

ラ
ー
等
を
含
む
生
活
諸
科
学
部
会
の
答
申
の
な
か
で
強
調
さ
れ
た
こ
と
の
一
つ
で
あ
り
、
社
会
科
学
者
・
行
動
科
学
者
が
「
　
一
九
五

〇
年
末
葉
か
ら
い
ま
も
な
お
、
折
あ
ら
ば
強
調
す
る
、
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
も
と
も
と
「
　
英
米
語
の
Ｆ
自
は
「
　
ゲ
ッ
ト
す
る
、

ア
ク
ワ
イ
ヤ
す
る
、
ゲ
イ
ン
す
る
、
デ
ベ
ロ
ッ
プ
す
る
、
ビ
カ
ム
す
る
（
〇
図
夕
両
ウ
エ
ブ
ス
タ
ー
、
ラ
ン
ダ
ム
ハ
ウ
ス
）
こ
と
で
あ

り
「
自
分
か
ら
・
自
分
で
す
る
、
こ
と
で
あ
る
。
「
ひ
と
に
教
え
て
も
ら
っ
た
り
、
模
範
・
お
手
本
を
み
せ
て
も
ら
っ
た
り
で
″
学

ぶ
″
の
で
は
な
い
「
自
分
か
ら
・
自
分
で
身
に
つ
け
る
」
こ
と
、
を
意
味
す
る
。
氏
と
も
あ
ろ
う
方
が
、
こ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
お

ら
れ
な
い
と
は
、
ど
う
し
て
も
、
思
え
な
い
の
だ
が
。
”
t
o

l
e
a
r
n
h
o
w

t
o
　
l
e
a
r
n
”
は
、
古
語
「
ま
ね
ぶ
」
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
も
、

　
「
三
省
堂
国
語
辞
典
」
に
よ
る
に
し
て
も
、
「
学
ぶ
こ
と
を
学
ぶ
」
と
は
訳
せ
な
い
。
訳
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
生
涯
教
育
な
る
も
の
は
、
技
術
環
境
ば
か
り
で
な
く
社
会
諸
関
係
環
境
ま
で
複
雑
に
な
り
、
こ
と
に
後
者
の
複
雑
化
・
激

変
化
が
は
げ
し
く
な
り
、
こ
の
動
向
と
テ
ン
ポ
は
、
不
可
逆
の
も
の
と
み
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
、
い
い
だ
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
然

り
と
す
る
と
、
生
涯
教
育
に
本
質
的
に
必
要
な
の
は
、
こ
の
日
本
語
の
「
学
ぶ
」
で
な
い
ラ
ー
ン
の
ほ
う
の
身
に
つ
け
方
を
身
に
つ

け
て
い
る
こ
と
「
さ
ら
に
身
に
つ
け
さ
せ
て
い
く
こ
と
、
の
は
ず
で
あ
る
。
お
し
む
ら
く
は
、
永
井
論
文
は
、
こ
の
こ
と
を
、
に
お
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わ
せ
て
も
い
な
い
。
「
見
習
う
こ
と
を
見
習
う
」
習
慣
が
つ
い
た
ら
、
ラ
ー
ン
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
教
わ
る
こ

と
を
教
」
え
る
学
校
教
育
に
一
段
と
改
革
す
れ
ば
、
ラ
ー
ン
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
氏
は
、
「
そ
の
道
は
遠
く
、
け
わ
し
い
。
単
な
る
適
応
（
順
応
の
こ
と
か
…
…
大
友
）
か
「
　
そ
れ
と
も
改
革
か
」
と
い
わ
れ
る
が
、

「
学
ぶ
」
「
ま
ね
ぶ
、
か
ら
、
改
革
が
生
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
学
ぶ
「
　
ま
ね
ぶ
、
は
「
単
な
る
適
応
」
の
方
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
単
な
る
適
応
か
、
そ
れ
と
も
改
革
か
、
そ
の
選
択
の
自
由
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
手
の
な
か
に
あ
る
」
と
こ
の
論
説
を
結
ば
れ

る
が
「
「
ま
ね
ぶ
」
ば
か
り
の
人
間
に
育
て
ら
れ
育
っ
て
い
る
個
人
に
、
ど
う
し
て
そ
れ
（
選
択
）
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し

て
、
そ
も
そ
も
、
「
自
由
」
と
は
、
ラ
ー
ン
の
で
き
る
人
間
の
あ
い
だ
に
発
生
す
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。

　
ま
こ
と
に
「
思
考
に
し
て
も
、
論
理
に
し
て
も
、
そ
れ
を
展
開
し
て
い
る
と
き
に
使
っ
て
い
る
言
葉
で
ふ
り
ま
わ
さ
れ
て
し
ま

う
。
氏
と
い
え
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
展
開
に
な
る
と
は
、
ま
た
、
な
っ
て
い
た
と
は
、
つ
ゆ
、
お
気
づ
き
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

　
「
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
も
強
調
さ
れ
な
が
ら
も
、
無
意
識
裏
に
は
、
ど
こ
か
で
、
ラ
ー
ン
の
こ
と
が
ふ
く
ま
れ
て
く
れ
る
の
を
予
定

さ
れ
て
い
な
さ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
が
、
使
っ
て
い
る
言
葉
で
「
こ
う
も
ち
が
っ
た
こ
と
に
な
る
。
か
つ
て
の
ご
職
掌
も
あ

り
、
学
校
教
育
の
改
革
を
叫
ば
れ
る
の
は
い
い
。
そ
う
い
う
こ
の
論
説
の
主
張
や
提
言
に
反
論
す
る
と
こ
ろ
は
筆
者
に
は
な
い
。
し

か
し
「
生
涯
教
育
の
時
代
」
と
題
さ
れ
た
か
ら
に
は
、
す
で
に
年
配
者
に
な
っ
て
い
る
も
の
ー
こ
の
方
が
生
涯
教
育
は
急
が
れ
る

ー
の
教
育
の
こ
と
「
さ
ら
に
は
、
教
育
と
い
う
・
も
の
に
は
、
与
え
て
も
ら
う
（
あ
る
い
は
与
え
て
や
る
の
教
育
の
ほ
か
に
、
自
分
で

自
分
に
与
え
る
教
育
が
あ
り
、
日
本
語
で
い
う
教
育
に
は
前
者
の
色
あ
い
濃
厚
だ
が
、
英
米
語
の
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
こ
の
区

別
が
な
い
「
し
た
が
っ
て
、
後
者
の
意
味
が
活
歩
す
る
。
生
涯
教
育
と
は
「
こ
の
方
の
意
味
で
あ
る
。
教
育
と
い
う
日
本
語
の
持
つ

意
味
あ
い
を
変
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
、
ぐ
ら
い
は
触
れ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
。
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さ
て
、
「
教
育
」
の
意
味
を
そ
の
よ
う
に
、
ふ
く
ら
ま
せ
る
・
変
え
る
こ
と
は
、
す
で
に
生
涯
教
育
と
い
う
日
本
語
が
産
ま
れ
た

そ
の
と
き
に
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
可
能
で
も
あ
る
が
、
「
学
ぶ
」
「
学
習
す
る
」
の
語
を
「
ラ
ー
ン
」
の
意
味
を
ふ
く
む
ま
で
に

ふ
く
ら
ま
せ
る
こ
と
は
、
全
く
質
の
ち
が
っ
た
も
の
だ
け
に
、
行
う
べ
き
で
は
な
い
。
お
気
付
き
の
通
り
、
「
ラ
ー
ン
」
の
英
和
辞

典
訳
は
、
す
べ
て
「
「
学
ぶ
・
学
習
す
る
」
と
、
こ
の
両
語
を
、
日
本
の
″
相
当
語
″
と
し
て
あ
げ
て
い
る
（
一
方
、
国
語
辞
典
の
方

は
、
く
だ
ん
の
通
り
）
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
お
か
し
い
。
「
ラ
ー
ン
」
に
相
当
す
る
日
本
語
の
単
語
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
文
章
や
複
語
で
語
る
こ
と
は
、
「
ラ
ー
フ
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
し
て
も
、
さ
ほ
ど
む
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
、
日

常
生
活
の
な
か
で
は
「
お
っ
く
う
で
あ
り
、
こ
の
機
能
を
通
じ
て
ほ
か
の
こ
と
を
い
う
と
き
に
は
、
い
よ
い
よ
お
っ
く
う
で
あ
り
「

そ
の
う
ち
に
、
自
分
か
ら
、
自
分
で
の
こ
の
機
能
の
存
在
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
l
e
a
r
n
i
n
g

t
o
l
e
a
r
n:
t
o
l
e
a
r
n
h
o
w

ｔ
o
l
e
a
r
n
を
「
学
ぶ
こ
と
を
学
ぶ
」
と
訳
し
た
瞬
間
に
、
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
う
。

　
そ
こ
で
単
語
の
日
本
語
が
、
ほ
し
い
。
捜
し
ま
わ
り
、
探
し
あ
ぐ
ね
て
、
や
っ
と
到
着
し
た
の
が
、
「
悟
る
」
で
あ
っ
た
。
だ

が
、
追
い
込
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
最
後
に
た
ど
り
つ
い
た
こ
の
語
は
、
日
常
用
語
的
に
は
、
諦
観
と
隣
り
あ
わ
せ
で
使
わ
れ
る
こ
と

が
多
い
。
「
悟
る
」
を
当
て
る
こ
と
も
、
断
念
し
た
。

　
日
本
語
に
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
日
本
人
が
、
こ
の
機
能
を
持
っ
て
い
な
い
・
発
揮
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
。
赤
子
の
と
き
か

ら
、
環
境
か
ら
（
す
こ
し
く
正
し
く
は
、
環
境
と
の
接
点
で
あ
る
経
験
、
特
に
対
人
経
験
の
か
か
か
ら
）
吸
収
の
「
　
し
続
け
で
あ
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
う
・
い
う
機
能
の
存
在
を
認
知
せ
ず
、
「
ま
ね
ぶ
」
「
学
ぶ
」
の
航
路
の
み
を
残
し
た
の
は
、
答
へ
の
到
着
が
い
さ
さ
か

は
や
い
が
、
日
本
人
が
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
対
人
的
な
こ
と
が
ら
に
関
心
を
、
観
念
構
成
せ
ず
概
念
作
用
し
た
が
ら
な
い
単
元

社
会
「
す
ば
抜
け
て
大
き
な
」
つ
の
価
値
観
が
存
在
し
て
い
て
他
の
価
値
を
圧
倒
し
て
い
る
社
会
）
に
生
き
て
き
た
た
め
、
と
思
わ
れ
る
の
で
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あ
る
。
対
人
的
な
こ
と
を
表
現
す
る
言
葉
が
驚
く
ほ
ど
に
乏
し
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
も
、
さ
て
お
き
「
人
間
は
だ
れ
も
、
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
、
赤
子
の
と
き
か
ら
、
行
う
。
た
だ
し
「
ほ
っ
て
お
く
と
「
「
自
分
な

り
に
」
、
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
自
分
な
り
に
」
と
は
、
「
自
分
の
現
在
の
、
も
ろ
も
ろ
の
観
念
や
情
動
の
、
組
み
合
わ
さ
り
方
を
、
変

え
な
い
で
」
の
意
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
な
ら
、
日
本
人
は
「
新
た
に
身
に
つ
け
る
能
力
は
ご
く
自
然
に
持
っ
て
い
る
。
鮮
鋭

な
意
味
の
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
、
そ
う
し
た
組
み
合
わ
さ
り
方
や
、
諸
観
念
や
諸
情
動
が
変
わ
る
こ
と
に
な
る
、
そ
れ
を
自
分
か
ら
・
自

分
で
や
る
ラ
ー
ュ
ン
グ
で
あ
る
。
こ
の
感
覚
・
観
念
は
全
く
乏
し
い
よ
う
・
で
あ
る
。
こ
れ
を
あ
ら
わ
す
日
本
語
が
な
い
。
な
に
か
、

国
民
的
な
淋
し
さ
を
感
ゼ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
「
そ
れ
は
、
筆
者
だ
け
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
言
葉
が
な
く
て
、
そ
し
て
そ
う

い
う
も
の
の
あ
る
こ
と
す
ら
感
じ
て
い
な
い
人
た
ち
に
、
そ
の
存
在
を
知
ら
せ
、
そ
の
大
事
な
こ
と
わ
か
ら
せ
る
、
そ
こ
ま
で
の
と

こ
ろ
へ
運
ぶ
そ
れ
だ
け
で
さ
え
「
至
難
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
大
事
な
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
自
称
し
た
と
し
て
も
、
こ
の

能
力
を
身
に
つ
け
え
て
い
な
け
れ
ば
、
実
は
、
わ
か
っ
た
域
に
は
は
い
っ
て
い
な
い
。
ど
う
し
て
も
、
そ
れ
は
、
自
分
か
ら
・
自
分

で
や
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
い
い
あ
ら
わ
す
こ
と
の
で
き
る
日
本
語
が
、
本
当
に
「
ほ
し
い
。

　
人
と
人
と
の
結
合
の
関
係
の
、
し
た
が
っ
て
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
、
基
本
的
な
エ
レ
メ
ン
ト
を
な
す
。
ラ
ー
ニ
ン
ダ
で
「
で
な
け
れ
ば

わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
、
あ
る
い
は
ラ
ー
ェ
ン
グ
が
な
け
れ
ば
、
用
を
な
さ
な
い
、
間
に
あ
わ
な
い
人
と
人
と
の
関
係
と
い
う
も
の

が
、
自
分
が
貴
重
に
思
っ
て
い
る
、
人
と
人
と
の
結
合
の
関
係
に
は
「
か
な
ら
ず
存
在
す
る
。
人
と
人
と
の
関
係
の
靭
帯
を
強
固
に

し
、
柔
軟
可
橈
優
美
に
し
て
い
る
の
は
こ
れ
で
あ
る
。
諸
関
係
の
セ
ッ
ト
に
か
か
せ
な
い
「
信
頼
」
は
、
個
々
の
関
係
な
ら
び
に
そ

れ
ら
の
セ
ッ
ト
を
支
え
る
人
間
個
々
人
の
ラ
ー
ン
能
力
に
か
か
る
。

　
ラ
ー
ン
と
は
「
　
あ
ら
た
な
こ
と
が
「
　
み
え
て
く
る
こ
と
（
発
見
の
に
は
じ
ま
る
。
「
経
営
」
が
、
未
知
の
あ
す
に
対
決
し
て
い
く
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側
面
を
、
つ
ね
に
持
つ
も
の
で
あ
る
の
な
ら
、
ラ
ー
ン
の
能
力
は
、
そ
の
欠
か
し
え
ぬ
能
力
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
ニ
　
実
践
科
学
経
営
学

　
筆
者
は
、
筆
者
の
経
営
学
だ
け
が
経
営
学
だ
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
だ
け
知
識
の
量
が
、
質
の
ち
が
う
知
識
が
、
増
え
て
く

る
と
、
一
人
の
学
究
が
そ
の
全
部
を
お
お
っ
て
学
問
を
立
て
る
こ
と
な
ど
、
不
可
能
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
筆
者
は
技
法
の
経
営

学
を
志
向
し
な
い
。
筆
者
以
外
の
と
こ
ろ
に
あ
る
技
法
の
経
営
学
の
存
在
を
あ
り
か
た
く
思
う
。
か
く
て
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
「

い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
の
、
い
ろ
い
ろ
な
水
準
の
経
営
学
が
あ
っ
て
い
い
の
で
あ
り
、
あ
る
の
が
当
然
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
筆
者
の
経
営
学
と
両
立
併
存
す
る
も
の
ば
か
り
に
限
ら
な
い
。
と
い
っ
て
筆
者
が
否
定
す
る
経
営
学
は
い
っ
さ
い
現
存
し
な

い
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　
筆
者
は
、
経
営
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
る
。

　
経
営
と
は
、
（
継
続
し
た
仕
事
で
、
）
あ
す
の
未
知
に
対
決
す
る
こ
と
で
あ
り
、
未
知
と
は
、
、
経
営
お
よ
び
そ
の
組
織
の
内
外
環
境

に
お
け
る
未
知
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
と
組
ん
で
や
る
以
上
「
　
パ
ー
ト
ナ
ー
相
手
に
も
「
　
下
位
者
相
手
に
も
、
取
引
先
相
手
に

も
、
デ
ー
タ
な
し
の
「
未
来
の
こ
れ
ら
相
手
へ
の
、
信
頼
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
も
未
知
へ
の
対
決
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
経
営
と

は
、
情
報
が
欠
け
て
い
て
も
決
行
す
べ
き
と
き
に
決
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
な
の
で
あ
る
。
情
報
は
い
ま
揃
っ
て

い
て
も
、
つ
ぎ
の
瞬
間
に
お
い
て
は
欠
け
た
情
報
に
な
っ
て
い
る
、
こ
う
い
う
こ
と
は
常
時
お
き
る
。
そ
し
て
そ
の
扱
い
方
い
か
ん

が
、
さ
ら
に
新
た
な
問
題
を
産
む
。

　
ま
た
情
報
が
揃
っ
て
い
て
も
、
あ
る
い
は
、
い
く
つ
か
の
条
件
を
充
足
す
れ
ば
そ
れ
で
充
分
な
の
が
わ
か
っ
て
い
て
も
、
そ
の
よ
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う
に
運
ぶ
こ
と
自
体
が
で
き
な
い
、
た
と
え
ば
、
一
億
円
あ
れ
ば
万
全
の
策
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
て
も
、
五
千
万
円

し
か
調
達
で
き
な
い
、
五
千
万
円
で
あ
た
る
と
な
る
と
、
規
模
を
ど
れ
だ
け
縮
少
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
か
、
そ
れ
を
そ
の
ま

ま
実
行
に
移
す
の
で
い
い
の
か
、
ど
こ
で
線
を
ひ
く
か
の
判
定
に
、
つ
ね
に
迫
ら
れ
て
い
る
、
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
・
こ
と

は
、
問
題
は
、
実
は
、
つ
ね
に
、
自
分
が
選
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
情
況
に
お
い
て
、
つ
ね
に
論
理
を
置
い
て
（
こ
の
論
理
は
、
そ
の
個
人
な
い
し
組
織
に
と
っ
て
は
理
論
で
ふ
於
）
、
そ
の
論
理

（
つ
ま
り
理
論
）
を
実
現
し
。
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
実
現
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
論
理
は
、
多
く
の
場
合
、
客
観
的
妥

当
性
を
欠
き
、
吟
味
は
不
足
し
、
と
か
く
身
勝
手
な
も
の
で
す
ら
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
論
理
を
置
く
過
程
、
そ
の
論
理
を
実
現
化

し
て
い
く
過
程
の
両
方
を
通
じ
て
の
嚮
導
指
針
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
追
求
し
、
提
供
す
る
の
が
、
筆
者
の
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
経
営
学
で
あ
る
。

　
経
営
学
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
理
論
（
吟
味
不
足
や
身
勝
手
が
か
り
に
残
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
当
人
に
と
っ
て
は
、
理
論
で
あ
る
）

の
現
実
化
、
理
論
と
現
実
と
の
統
合
、
を
扱
う
学
問
で
あ
り
、
現
在
と
あ
す
と
を
結
ぶ
こ
と
（
経
営
）
を
対
象
と
す
る
科
学
で
あ
る

べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
実
践
科
学
で
あ
る
。
つ
ね
に
現
実
と
対
決
し
、
切
羽
つ
ま
っ
た
局
面
を
の
り
切
っ
て
い
く
人
間
至
高
の

営
み
を
、
嚮
導
す
る
現
実
的
観
念
形
成
・
概
念
・
概
念
作
用
・
理
論
・
理
論
の
組
み
立
て
方
を
提
供
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な

（
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

い
。
人
間
の
ポ
テ
ツ
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
の
場
で
実
現
さ
せ
る
、
そ
の
た
め
の
社
会
科
学
概
念
を
造
出
し
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
そ
う
い
う
高
次
社
会
科
学
に
育
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
営
学
と
、
い
ろ
い
ろ
な
点
で
水
準
の
ち
が
っ
た
経
営
学
で
あ
る
。
「
″
人
間
の
″
学
と
し

て
の
経
営
」
学
が
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
経
営
主
体
で
あ
る
各
人
あ
る
い
は
各
組
織
が
、
「
未
知
に
、
論
理
を
立
て
て
対
決
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し
て
い
く
」
経
営
そ
の
も
の
自
体
を
乙
子
Ｌ
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
永
遠
に
、
科
学
」
で
は
お
り
得
な
か
ろ
う
０
.
そ
ひ

論
理
（
当
該
主
体
に
と
っ
て
は
理
論
）
に
は
、
客
観
性
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
科
学
で
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
、
経
営
主

体
が
、
及
ぶ
べ
き
広
範
な
知
識
を
か
き
集
め
て
体
系
化
し
、
体
系
化
す
る
方
法
も
画
策
し
て
、
す
る
そ
の
思
考
体
制
は
、
こ
れ
を
学

と
称
し
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。

　
さ
て
、
そ
こ
で
、
か
く
て
「
そ
う
し
た
経
営
に
嚮
導
指
針
を
供
給
す
る
こ
の
経
営
学
は
、
各
経
営
の
主
　
　
　
観
を
尊
重
す
る
と

い
う
特
徴
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
実
践
科
学
で
あ
る
こ
と
の
、
こ
れ
が
、
本
質
で
あ
る
、
と
な
し
え
よ
う
。
主
観
の
存
在
を
常
に
予

定
し
て
い
る
科
学
で
あ
る
。
常
に
主
観
に
主
導
の
道
を
あ
け
て
や
っ
て
い
る
科
学
で
あ
る
。

　
自
然
科
学
は
「
ル
ッ
ク
・
ダ
ウ
ン
」
の
科
学
で
あ
り
、
答
が
出
た
こ
と
に
だ
け
責
任
を
と
る
・
保
証
す
る
の
姿
勢
を
と
り
、
果
敢

な
応
用
科
学
を
許
し
て
い
る
。
社
会
科
学
は
「
ル
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
」
の
科
学
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
答
を
出
し
た
こ
と
か
ら
派
生

す
る
こ
と
に
ま
で
責
任
を
も
つ
、
そ
う
い
う
応
用
科
学
を
の
み
許
す
べ
き
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
社
会
科
学
は
、
答
を
だ
し
て
い

な
い
こ
と
に
ま
で
責
任
を
持
つ
そ
う
い
う
答
を
だ
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
よ
う
や
く
、
「
あ
と
追
い
」
の
社
会
科
学

か
ら
の
脱
出
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　
経
営
は
、
経
営
学
が
答
を
教
え
て
く
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
手
を
と
ま
れ
い
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
答
を
出
し
て
く
れ

る
ま
で
、
待
っ
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
経
営
学
は
「
し
た
が
っ
て
「
理
論
に
な
り
き
っ
て
い
な
い
「
　
ハ
イ
ポ
セ
シ
ィ
ス
段
階

の
論
理
も
「
実
務
の
世
界
に
投
入
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
践
科
学
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
実
践
科
学
で
あ
る
筆
者
の
経
営
学
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
現
実
の
経
営
の
実
際
の
な
か
に
、
な
に
が
欠
け
て
い
る
か
、
つ
ま
り

な
に
を
補
う
べ
き
か
を
求
め
て
、
こ
れ
を
研
究
対
象
に
と
り
あ
げ
て
い
く
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
点
で
あ
る
。
経
営
を
規
範
的
に
構
築
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す
る
こ
と
に
も
、
記
述
的
に
と
ら
え
る
こ
と
に
も
、
筆
者
の
「
こ
の
経
営
学
は
、
関
心
を
持
た
な
い
。
た
だ
し
、
つ
ね
に
、
こ
と
が

ら
の
本
　
質
（
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
性
質
）
を
考
え
る
。
そ
し
て
、
経
営
の
「
生
活
」
を
、
考
え
る
。
ど
の
経
営
体
に
対
し
て
も
「
そ

の
現
状
を
承
認
し
、
し
か
し
た
だ
ち
に
、
そ
こ
か
ら
離
脱
し
て
、
い
か
に
、
ヨ
リ
よ
き
生
き
方
（
本
質
の
実
現
の
に
立
ち
向
か
わ
せ
る

か
、
の
範
囲
に
、
広
さ
も
深
さ
も
、
限
定
す
る
。
現
在
の
哲
学
・
社
会
諸
科
学
・
人
文
科
学
で
は
、
こ
れ
が
、
せ
い
い
っ
ぱ
い
の
と

こ
ろ
と
、
観
念
す
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
「
経
営
に
、
い
ま
役
立
つ
、
そ
し
て
あ
や
ま
り
を
何
と
し
て
も
避
け
る
、
た
だ
し
果

敢
の
「
実
践
を
期
待
し
う
る
経
営
学
で
あ
る
経
営
学
を
打
ち
建
て
た
い
。

　
人
間
は
生
き
も
の
で
あ
り
呼
吸
を
す
る
。
呼
吸
は
人
間
の
本
質
で
あ
る
。
と
い
っ
て
、
水
中
に
落
ち
た
と
き
、
火
煙
に
っ
つ
ま
れ

た
と
き
、
呼
吸
を
し
て
い
る
の
は
、
人
間
の
機
能
を
実
現
し
得
て
い
な
い
失
格
種
で
あ
ろ
う
。
オ
ー
ー
プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
は
、
必
要
時

に
は
「
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
シ
ス
テ
ム
に
な
り
う
る
能
力
を
持
っ
て
し
て
は
じ
め
て
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
ワ
ン
マ
ン
体
制
が

当
該
経
営
に
と
っ
て
至
当
の
と
き
も
あ
り
う
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
い
う
こ
と
ま
で
実
現
し
て
い
く
経
営
を
考
え
る
。

　
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
に
は
「
組
織
を
、
諸
関
係
の
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
も
の
と
概
念
す
る
。
仕
事
の
た
め
に
、
こ
の
セ
ッ
ト
が
で
き
て
生

活
し
て
い
る
も
の
を
経
営
と
い
う
。
た
だ
一
人
で
、
仕
入
・
販
売
・
金
銭
授
受
・
そ
の
他
い
っ
さ
い
を
行
っ
て
い
る
、
そ
の
う
ち
」

部
を
税
理
士
に
ま
か
せ
て
い
る
等
の
、
仕
事
の
最
小
生
活
体
も
経
営
で
あ
り
、
そ
こ
に
組
織
が
認
識
さ
れ
る
。

　
組
織
が
、
仕
事
の
上
で
「
生
き
て
い
く
」
「
生
活
す
る
」
こ
と
が
「
　
経
営
で
あ
る
。
諸
関
係
の
組
み
合
わ
さ
り
方
が
、
機
　
構

で
あ
り
、
諸
関
係
の
機
能
ぶ
り
が
、
機
制
で
（
機
能
す
る
と
き
の
組
み
合
わ
さ
り
方
の
順
序
が
機
序
で
）
あ
る
。
諸
関
係
を
そ
れ
を
構
成

す
る
コ
ン
ポ
ウ
ネ
ン
ト
の
質
の
ち
が
い
で
、
な
る
べ
く
数
少
く
再
分
類
し
た
も
の
が
、
構
　
　
造
で
あ
る
（
人
と
機
械
と
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
と
分
類
す
る
も
よ
し
、
工
不
ル
ギ
ー
と
知
識
と
情
報
と
分
類
す
る
も
よ
い
）
。
組
み
合
わ
さ
り
方
を
部
分
ベ
ー
ス
で
み
た
の
が
機
構
で
あ
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り
、
部
分
が
構
成
す
る
全
体
ベ
ー
ス
で
み
た
の
が
体
制
で
あ
る
。
ボ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
シ
ス
テ
ム
の
種
類
の
概
念
作
用
に
立
ち
、
パ

　
　
　
人
と
人
と
の
関
係
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
　
　
　
　
シ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ル

ー
ソ
ン
ズ
の
社
会
的
体
制
（
つ
ま
り
組
織
）
概
念
を
機
構
認
識
に
と
ら
わ
れ
た
も
の
と
批
判
し
、
人
と
人
と
の
関
係
で
で
き
た
体
制

は
「
動
植
物
や
人
間
の
生
物
学
的
に
つ
か
ま
た
た
生
き
も
の
と
ち
が
っ
て
、
死
ぬ
こ
と
の
必
要
の
な
い
生
き
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認

識
を
加
え
た
の
は
「
バ
ッ
ク
レ
ー
で
あ
る
。
組
織
は
、
死
ぬ
こ
と
な
し
に
生
き
て
い
か
れ
る
生
き
も
の
で
、
経
営
主
体
（
単
数
あ
る

い
は
多
数
の
人
間
）
は
死
ぬ
が
「
　
組
織
は
「
　
死
ぬ
必
要
の
な
い
そ
う
い
う
生
き
方
が
で
き
る
。
で
き
る
と
い
う
よ
り
は
「
　
そ
れ
が
組

織
の
本
質
で
あ
る
。
そ
う
い
う
・
生
き
方
・
生
活
の
仕
方
を
考
え
る
の
が
、
筆
者
の
経
営
学
で
あ
る
。

　
経
営
（
体
）
の
所
有
関
係
＝
資
本
行
動
関
係
を
扱
う
企
業
学
は
、
「
利
益
」
を
「
そ
の
基
底
規
準
と
す
べ
き
で
あ
る
。
経
営
学
は
、

経
営
の
基
底
規
準
を
な
に
に
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
実
務
界
で
は
、
な
に
を
規
準
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い

う
こ
と
を
考
え
た
経
営
学
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
必
要
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
実
務
界
で
は
、
そ
う
し
た
規
準
を
持
た
ず
に
「

企
業
の
規
準
を
そ
の
ま
ま
こ
こ
に
応
用
し
て
「
生
活
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
単
元
価
値
的
な
こ
と
で
よ
い
と
は
思
え
な

い
。
仕
事
を
は
こ
ぶ
、
死
ぬ
必
要
の
な
い
、
諸
関
係
の
セ
ッ
ト
の
、
生
活
の
基
底
規
準
と
し
て
、
か
か
る
べ
き
は
、
何
と
す
べ
き
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
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三
　
生
活
の
基
底
規
準

　
実
践
科
学
経
営
学
の
基
底
規
準
は
、
「
エ
フ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
ネ
ス
」
で
あ
る
。
組
織
（
セ
ッ
ト
を
な
し
て
い
る
諸
関
係
）
に
と
っ
て
も
、

諸
関
係
の
当
事
者
で
あ
る
人
び
と
に
と
っ
て
も
、
仕
事
の
生
活
で
あ
る
経
営
を
い
と
な
む
の
に
「
こ
れ
を
必
須
不
可
欠
の
本
質
「
と

認
識
す
る
の
で
あ
る
。
経
営
に
し
て
も
、
組
織
に
し
て
も
、
人
び
と
に
し
て
も
、
仕
事
の
生
活
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
生
活
規

準
で
あ
る
。
遺
憾
な
が
ら
、
実
は
、
筆
者
が
こ
こ
に
お
く
、
筆
者
が
意
図
す
る
概
念
内
容
を
表
示
し
う
る
日
本
語
の
単
語
が
な
い
。

造
成
に
腐
心
し
て
数
年
、
そ
の
苦
慮
ぶ
り
は
、
の
ち
に
示
す
が
、
い
ま
だ
に
笑
語
が
な
い
。
ラ
ー
ン
、
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
語
の
場
合
と

す
こ
ぶ
る
似
て
い
る
。
ラ
ー
ェ
ン
グ
の
場
合
よ
り
ひ
ど
い
の
は
、
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
場
合
は
、
言
葉
は
な
い
が
、
そ
の
「
実
際
」
は
「

　
「
自
分
な
り
に
」
の
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
人
が
嗜
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
ね
ば
鮮
鋭
な
、
い
か
に
も
ラ
ー
ニ
ン
グ
の

本
膳
と
い
え
る
ラ
ー
ュ
ン
グ
に
せ
よ
、
こ
れ
を
生
活
の
な
か
で
窘
ん
で
身
に
つ
け
て
い
る
人
も
少
い
わ
け
で
は
な
い
。
之
れ
に
対

し
、
こ
の
規
準
の
場
合
は
、
そ
の
存
在
を
全
く
期
待
で
き
な
い
。
つ
ま
り
「
こ
う
し
た
観
念
が
実
社
会
に
な
い
よ
う
に
し
か
「
思
え

な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
規
準
は
全
く
な
い
と
は
い
い
切
れ
な
い
。
人
間
と
し
て
こ
れ
が
な
い
の
は
、
想
像
す
る
だ
に
、
情
け
な
く
な
る
。
こ
れ
は
人

間
性
の
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
。
家
族
の
あ
い
だ
と
か
、
趣
味
な
か
ま
で
の
あ
い
だ
等
と
か
で
は
、
こ
の
規
準
が
働
い
た
行
動
が
、
か

な
り
見
受
け
ら
れ
る
。
い
ま
こ
こ
で
は
「
こ
の
規
準
の
内
容
を
、
簡
単
に
、
「
結
果
と
し
て
、
よ
か
っ
た
と
い
え
る
事
態
に
な
る
よ

う
に
、
い
ま
努
力
す
る
こ
と
」
と
い
っ
て
お
こ
う
。
家
族
の
あ
い
だ
と
か
、
趣
味
な
か
ま
と
か
、
そ
し
て
「
案
外
な
こ
と
に
「
た
ま

た
ま
遭
遇
し
た
ろ
ず
し
ら
ず
の
人
た
ち
の
あ
い
だ
と
か
で
は
、
結
構
、
相
手
に
親
切
な
、
そ
し
て
自
分
に
も
気
持
ち
が
い
い
、
こ
の
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規
準
が
働
い
て
る
行
動
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
経
営
の
生
活
の
な
か
で
は
、
こ
と
、
肉
体
的
な
協
力
を
提
供
し
あ
う
と
き
以
外
は
、
こ
の
規
準
は
全
く
働
い
て
い
な

い
。
表
面
、
丁
重
優
雅
な
た
た
ず
ま
い
の
行
動
に
み
え
「
「
結
果
に
邪
魔
し
な
い
」
「
協
力
す
る
」
か
の
姿
勢
に
み
え
る
場
合
も
、

そ
れ
を
行
意
行
動
に
透
視
す
る
眼
で
と
ら
え
る
と
、
こ
の
こ
と
は
見
抜
け
る
。
い
わ
ん
や
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
事
柄
・
事
態
に
お
け

る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
単
純
会
話
・
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
お
い
て
は
、
当
事
者
同
土
々
れ
を
隠
し
感
じ
て
い
る
し
、
は
た
の
目
に
は
、

そ
れ
（
こ
の
規
準
が
働
い
て
い
な
い
こ
と
の
が
よ
く
わ
か
る
。
一
五
年
に
お
よ
ぶ
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
、
実
際
界
の
、
機
会
あ
る
ご
と

の
、
実
務
な
ら
び
に
研
修
の
場
で
の
、
観
察
あ
る
い
は
当
事
者
と
し
て
の
参
加
で
、
そ
れ
を
、
つ
ぶ
さ
に
体
験
し
た
。
参
与
者
の
ほ

と
ん
ど
双
方
が
、
相
手
を
あ
や
つ
ろ
う
、
相
手
を
当
方
に
都
合
の
い
い
よ
う
に
″
動
機
づ
け
″
よ
う
、
牛
耳
ろ
う
、
と
立
ち
向
う
。

業
界
は
、
自
動
車
メ
ー
カ
ー
、
洋
酒
会
社
「
精
密
計
器
会
社
、
食
品
油
脂
会
社
、
界
面
活
性
剤
等
化
学
会
社
「
合
成
樹
脂
会
社
「
石

油
会
社
、
電
機
会
社
、
電
力
会
社
「
瓦
斯
会
社
、
鉄
鋼
会
社
「
非
鉄
金
属
会
社
、
造
船
会
社
、
化
繊
会
社
、
録
音
テ
ー
プ
等
フ
ィ
ル

ム
会
社
、
油
鼠
会
社
「
製
菓
会
社
、
製
薬
会
社
、
観
光
興
業
会
社
「
金
庫
製
造
会
社
、
農
機
具
会
社
、
地
方
銀
行
、
都
市
銀
行
、
信

用
金
庫
、
揖
保
会
社
、
生
保
会
社
「
単
位
農
協
、
農
協
県
経
済
連
「
同
県
信
連
、
農
協
関
係
全
国
機
構
「
財
団
法
人
、
社
団
法
人
、

学
校
法
人
、
地
方
公
共
団
体
、
中
央
本
省
所
属
機
構
、
等
。
階
層
は
、
社
長
以
下
ト
ツ
プ
・
ミ
ド
ル
・
ラ
ワ
同
士
「
同
じ
く
上
下
。

そ
れ
ら
を
収
録
し
た
録
音
テ
ー
プ
・
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
、
数
百
本
（
す
べ
て
承
認
の
も
と
に
採
録
し
た
も
の
）
。

　
エ
フ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
ネ
ス
ヘ
の
努
力
の
か
い
こ
と
・
欠
け
る
こ
と
は
、
仕
事
の
成
果
を
貧
困
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
異
常
な
る
、
組

織
の
Ｑ
々
陥
］
を
も
た
ら
す
。
組
織
の
エ
ン
ト
ロ
こ
個
で
あ
る
。
わ
が
国
の
経
営
学
者
・
組
織
学
者
・
社
会
学
者
で
、
こ
の
問
題
を

論
じ
ら
れ
て
い
る
方
を
存
じ
上
げ
な
い
。
ク
ル
ト
・
レ
ヴ
ィ
ン
が
、
一
般
に
プ
ラ
ス
を
増
す
こ
と
に
夢
中
に
な
る
が
、
マ
イ
ナ
ス
を
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減
ら
す
こ
と
に
は
意
を
用
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
有
名
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
関
心
は
、
日
本
に
は
お
き
が
た
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
、
単
に
マ
イ
ナ
ス
だ
け
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
さ
て
、
こ
の
規
準
を
い
い
あ
ら
わ
す
日
本
語
の
成
語
が
な
い
、
製
語
も
造
成
し
が
た
い
、
と
述
べ
た
が
、
「
エ
フ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
ネ

ス
」
に
は
日
本
語
訳
が
あ
る
で
は
な
い
か
を
い
わ
れ
る
向
き
が
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
も
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
同
断
な
の
か
。
か
な
ら
ず
し

も
同
じ
で
は
な
い
。
だ
が
、
規
準
と
し
て
用
い
が
た
い
の
で
あ
っ
て
そ
う
い
う
ふ
る
い
に
か
け
れ
ば
「
似
た
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ

る
。
こ
の
語
は
、
経
営
学
者
・
経
営
組
織
論
者
は
、
お
し
な
べ
て
、
「
有
効
性
」
と
訳
す
。
そ
う
い
う
と
ら
え
方
で
充
分
に
い
い
場

合
は
多
々
あ
る
。
こ
の
辺
が
、
ラ
ー
ン
の
「
学
ぶ
」
訳
と
は
ち
が
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
以
上
に
鮮
鋭
な
意
味
に
用
い
た
い
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
方
の
意
味
を
、
筆
者
は
「
経
営
の
基
底
規
準
に
置
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
「
有
効
性
」
の
語
の
意
味
合
い
か

ら
は
、
つ
か
ま
え
て
も
ら
う
の
は
無
理
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
つ
か
ま
え
て
い
た
だ
け
な
い
。
日
本
人
に
は
、
ど
う
や
ら
欠
け
た
観

念
だ
か
ら
、
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
簡
単
に
い
え
ば
と
前
記
し
た
態
容
の
観
念
な
の
だ
が
。
人
あ
る
い
は
組
織
な
る
生
き
も
の
を
、
そ

の
「
生
活
」
の
水
準
で
扱
う
と
き
、
「
有
効
性
」
で
は
「
ず
こ
ぶ
る
、
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
、
縮
小
し
て
し
ま
う
。
論
理
の
お
の
ず
か

ら
な
る
進
行
・
展
開
・
深
耕
を
、
カ
ッ
ト
し
て
し
ま
う
。

　
そ
の
よ
う
に
ろ
ら
れ
て
な
の
か
ど
う
か
は
、
機
を
得
プ
し
て
、
う
か
が
え
て
い
な
い
が
、
「
エ
フ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
ネ
ス
」
を
、
人
あ

る
い
は
組
織
に
つ
い
て
訳
さ
れ
る
と
き
、
「
有
効
性
」
と
は
訳
さ
れ
な
い
学
者
が
、
何
人
か
お
ら
れ
る
。
著
名
な
方
の
名
を
あ
げ
れ

ば
、
占
部
都
美
、
岡
本
康
雄
（
以
上
、
経
営
学
）
、
加
藤
秀
俊
（
社
会
学
）
、
南
博
（
心
理
学
）
、
竹
浪
祥
一
郎
（
経
済
学
）
で
あ
る
。
「
有

効
性
」
の
訳
に
は
、
す
く
な
く
も
、
な
ん
ら
か
の
異
和
を
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
ら
れ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
方
が
た
と
、
こ
こ
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
は
何
等
の
関
係
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
付
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
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筆
者
の
感
じ
る
異
和
は
、
痛
烈
な
の
で
あ
る
。
「
有
効
性
」
と
は
、
い
ま
あ
る
も
の
が
、
い
ま
あ
る
状
態
が
、
そ
の
ま
ま
で
、
有

効
な
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
こ
の
法
律
は
有
効
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
い
ま
も
、
ま
た
こ
れ
か
ら
も
、
い
ま
あ
る

ま
ま
で
、
効
力
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
ブ
　
エ
　
タ
　
ト

　
カ
ッ
ツ
／
カ
ー
ン
の
カ
ー
ン
は
、
「
エ
フ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
も
っ
ば
ら
、
効
果
、
効
力
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

問
題
は
、
組
織
の
エ
フ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
ネ
ス
の
概
念
に
、
な
に
を
持
っ
て
き
て
そ
の
効
果
と
み
る
こ
と
に
す
る
か
、
で
あ
る
」
と
い
っ

た
。
カ
ｌ
ン
の
こ
こ
で
の
主
張
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
焦
点
を
き
め
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
副
次
的
に
は
、

持
っ
て
き
か
た
に
よ
っ
て
、
（
横
に
も
）
先
き
に
も
焦
点
が
行
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
翌
年
の
カ
ッ

　
　
　
　
　
（
2
5
）

ツ
と
の
共
著
で
は
、
「
エ
フ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
、
文
字
通
り
に
は
、
効
果
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
が
、

実
際
に
使
っ
て
い
る
の
は
、
も
っ
と
意
味
が
あ
る
ほ
か
の
使
い
方
を
し
て
い
る
」
と
ま
で
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
っ
て
い
る
の

は
、
組
織
の
エ
フ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
ネ
ス
の
概
念
を
唯
一
統
一
体
の
概
念
に
み
る
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
と
の
主
張
で
あ
っ
て
、
（
こ
の
と
ら

え
方
に
は
筆
者
は
賛
同
し
か
ね
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
）
「
ア
ス
ピ
リ
ン
は
エ
フ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
だ
と
い
う
そ
の
意
味
は
、
そ

れ
が
、
熱
を
ひ
く
、
と
い
う
こ
と
だ
」
が
「
「
そ
う
い
う
単
純
ケ
ー
ス
の
場
合
は
」
、
そ
れ
で
い
い
が
、
「
複
雑
に
な
っ
て
く
る
ケ
ー

ス
の
場
合
は
、
結
果
と
し
て
予
定
し
な
い
こ
と
が
、
い
く
つ
も
あ
ら
わ
れ
て
く
る
し
、
そ
の
ど
れ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
も
、
関
係
有
権

者
そ
れ
ぞ
れ
に
は
、
結
構
な
結
果
、
そ
う
で
は
な
い
結
果
と
、
ち
が
っ
た
感
じ
方
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
く
だ
り

は
、
示
唆
に
富
む
。
「
有
効
」
だ
な
ど
と
い
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
有
効
な
ど
と
い
っ
て
、
そ
こ
で
安
心
し
て
し
ま

っ
て
は
駄
目
「
ま
だ
先
き
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
ど
も
「
カ
ッ
ツ
／
カ
ー
ン
の
こ
の
指
摘
は
、
示
唆
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に

な
ら
な
い
か
。
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ロ
ー
レ
ス
は
い
う
。
「
組
織
の
エ
ク
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
ネ
ス
は
、
生
産
性
・
モ
ラ
ー
ル
・
順
応
性
と
い
っ
た
組
織
の
基
本
的
な
要
素
を

包
含
し
「
か
つ
、
当
面
的
な
一
般
諸
目
標
を
も
つ
ぎ
っ
ぎ
と
こ
な
し
て
い
く
こ
と
、
で
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
定

義
さ
れ
る
に
は
、
い
く
っ
か
の
根
拠
理
由
か
お
る
。
そ
の
一
つ
に
は
「
憂
き
こ
と
の
み
ぞ
多
き
こ
の
世
を
「
で
き
る
だ
け
な
ん
と
か

住
み
ょ
い
場
所
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
可
能
性
を
求
め
て
、
と
い
う
の
も
、
は
い
る
。
つ
ま
り
、
で
き
る
だ
け
よ
い
組
織
、
で
き
る

だ
け
よ
い
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
で
き
る
だ
け
よ
い
動
労
者
、
で
き
る
だ
け
満
足
し
て
も
ら
え
て
い
る
客
に
な
っ
て
も
ら
え
る
こ
と
え
の
可

能
性
「
つ
ま
り
、
こ
の
組
織
で
働
く
も
の
も
、
こ
の
組
織
か
ら
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
得
る
も
の
も
、
ヨ
リ
し
あ
わ
せ
、
そ
し
て
人
間
的
に

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
人
間
に
な
れ
る
こ
と
へ
の
可
能
性
が
、
そ
れ
も
、
い
ろ
い
ろ
と
沢
山
あ
る
の
で
あ
る
。
」
そ
の
よ
う
に
ま
で
広

げ
て
考
え
る
エ
フ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
ネ
ス
を
「
意
識
す
る
必
要
は
な
い
「
そ
の
職
掌
に
な
い
と
、
日
本
の
伝
統
的
経
営
学
者
な
ら
、
い
う

か
も
し
れ
な
い
。
筆
者
の
経
営
学
は
、
そ
う
で
は
な
い
。
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
自
然
科
学
と
ち
が
っ
て
社
会
科
学
は
、
答
を

だ
す
都
度
、
答
を
だ
し
て
い
な
い
こ
と
え
の
波
及
に
ま
で
、
責
任
を
持
て
る
そ
う
い
う
答
を
だ
す
べ
き
学
問
、
と
構
想
し
て
い
る
。

つ
ね
に
そ
こ
（
答
を
だ
し
て
い
な
い
こ
と
）
へ
の
つ
な
が
り
を
意
識
す
べ
き
で
あ
る
、
か
り
に
そ
れ
が
、
ど
ん
な
も
の
か
わ
か
っ
て
い
な

い
と
き
に
も
「
と
考
え
る
。
百
歩
ゆ
ず
っ
て
も
、
実
践
科
学
を
標
榜
し
、
ハ
イ
ポ
セ
シ
ィ
ス
段
階
の
未
成
熟
理
論
を
提
供
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
の
で
あ
れ
ば
「
実
践
科
学
は
「
そ
う
し
た
未
成
熟
理
論
等
を
使
用
す
る
こ
と
に
な
る
経
営
の
生
活
の
仕
方
を
構
え
ら

れ
る
理
論
を
提
供
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
都
度
の
答
の
波
及
に
ま
で
責
任
を
持
つ
答
を
だ
す
こ
と
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
ま
だ
先
き
が
あ
る
、
そ
れ
を
ョ
リ
よ
く
」
、
こ
れ
が
、
エ
フ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
ネ
ス
の
志
向
で
あ
る
。

　
ア
ー
ジ
リ
ス
は
、
一
九
六
四
年
匹
ご
冒
頭
に
お
い
て
、
「
エ
フ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
ネ
ス
な
る
考
え
は
ど
の
よ
う
な
水
準
の
分
析
の
場
合

に
使
う
と
し
て
も
漠
と
し
た
考
え
な
の
で
あ
っ
て
、
極
度
に
捕
え
ど
こ
ろ
の
な
い
概
念
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
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れ
は
、
こ
う
い
う
こ
と
を
物
さ
し
に
す
れ
ば
い
い
の
だ
、
わ
か
っ
た
「
な
ど
と
簡
単
に
、
思
い
込
み
き
め
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
を
物

さ
し
に
し
て
い
く
、
そ
ん
な
「
　
簡
単
に
わ
か
っ
た
な
ど
思
っ
て
は
い
け
な
い
概
念
な
の
ゆ
え
注
意
し
ろ
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
筆
者
の
い
う
「
そ
こ
か
ら
ま
だ
、
先
き
が
あ
る
の
だ
」
の
精
神
で
あ
る
。
ア
ー
ジ
リ
ス
は
ま
た
、
経
営
学
な
ら
び
に
経
営
者

が
「
「
エ
フ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
ネ
ス
に
つ
い
て
現
在
ま
で
概
念
作
用
し
て
き
た
と
こ
ろ
を
、
超
え
て
概
念
作
用
す
べ
き
こ
と
」
と
も
い
っ

て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
づ
く
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１
５
５
1
戸
　
こ
の
ア
ー
ジ
リ
ス
論
文
は
、
編
者
ダ
ン
ネ
ッ
ト
は
じ

め
産
業
心
理
学
者
へ
の
批
判
側
に
立
つ
も
の
で
、
編
者
か
ら
の
依
頼
に
応
じ
書
き
下
さ
れ
た
こ
の
編
著
用
の
論
文
は
「
す
で
に
一
九
七

二
年
に
編
者
に
渡
っ
て
い
た
が
、
編
著
の
出
版
は
お
く
れ
に
お
く
れ
て
七
六
年
に
な
っ
て
い
る
。

　
本
稿
執
筆
の
全
期
間
は
、
筆
者
は
初
孫
外
孫
男
子
二
才

二
ヵ
月
と
そ
の
弟
第
二
孫
○
才
○
ヵ
月
と
の
、
初
め
て
の

一
ヵ
月
に
わ
た
る
長
期
の
た
の
し
い
ゆ
た
か
な
、
か
れ
ら

と
の
生
活
の
か
か
に
あ
っ
た
。
か
れ
ら
と
の
こ
の
よ
う
に

長
い
生
活
は
、
も
う
二
度
と
迎
え
ら
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ

の
去
り
ゆ
く
日
。
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