
　
　
　
　
価
値
形
態
論
に
お
け
る
「
本
質
の
同
等
性
」
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
望
　
月
　
俊
　
昭

　
　
　
　
　
　
一
　
は
じ
め
に

　
マ
ル
ク
ス
の
「
価
値
形
態
」
論
の
何
た
る
か
を
見
定
め
る
た
め
に
は
「
価
値
物
」
・
「
価
値
体
」
の
区
別
が
不
可
欠
で
あ
る
。
両
規

定
が
ど
の
よ
う
に
関
連
し
、
「
価
値
形
態
」
論
の
展
開
に
お
い
て
い
か
な
る
意
義
を
も
つ
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
〔
註
（
―
）
〕

で
簡
単
に
方
向
づ
け
を
し
て
お
い
た
。
こ
の
点
に
関
す
る
立
ち
入
っ
た
考
察
は
次
回
試
み
る
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
「
本
質
の
同
等

性
」
論
が
「
価
値
形
態
」
論
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
か
を
検
討
し
て
お
く
。

　
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
章
第
三
節
に
つ
い
て
は
、
第
一
部
に
お
け
る
分
析
の
成
果
で
あ
る
価
値
と
し
て
の
「
同
質
性
（
同
等
性
）
」

が
「
前
提
」
さ
れ
て
い
る
、
も
し
く
は
、
は
じ
め
に
そ
れ
が
「
設
定
」
さ
れ
る
と
屡
々
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
第
三
節
に
お
け
る
叙

述
か
二
言
す
る
と
第
一
節
に
お
け
る
「
同
等
性
」
論
が
第
三
節
の
冒
頭
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
か
の
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、

「
価
値
形
態
」
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
マ
ル
ク
ス
が
そ
れ
を
「
前
提
」
も
し
く
は
「
設
定
」
し
た
と
見
る
の
は
皮
相
で
あ
る
。

研
究
ノ
ー
ト
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ま
た
、
単
な
る
繰
り
返
し
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
「
同
等
性
」
論
は
ほ
か
な
ら
ぬ
第
三
節
の
な
か
に
、
第
三
節
の
独
自
な
論
点
と

の
か
か
わ
り
に
お
い
て
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
「
本
質
の
同
等
性
」
論
を
い
わ
ゆ
る
労
働
価
値
論
と
の
関
連
に
お
い
て

で
な
く
「
通
約
可
能
性
」
論
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
当
該
事
柄
に
論
及
し
て
い
る
著
作
を
二
、
三
取

り
上
げ
て
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
、
次
に
マ
ル
ク
ス
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
を
再
検
討
し
、
さ
ら
に
マ
ル
ク
ス
の
ベ
イ
リ
ー
論

を
本
稿
の
課
題
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
検
討
す
る
。
こ
れ
ら
の
作
業
を
通
し
て
「
本
質
の
同
等
性
」
論
が
「
価
値
形
態
」
論
の
な

か
に
い
か
な
る
位
置
を
占
め
て
い
る
か
を
確
認
し
、
そ
の
諸
論
点
の
出
発
点
た
る
論
点
○
〔
註
（
２
）
参
照
〕
の
位
置
づ
け
を
お
こ
な

っ
て
次
の
研
究
の
準
備
と
し
た
い
。

　
　
（
１
）
　
拙
稿
「
『
価
値
形
態
』
に
関
す
る
一
考
察
Ｉ
Ｉ
等
価
物
の
『
価
値
体
』
と
し
て
の
規
定
に
つ
い
て
１
１
」
（
成
城
大
学
『
経
済
研
究
』
、

　
　
　
　
　
第
六
十
七
号
）
参
照
。
久
留
間
鮫
造
氏
は
『
貨
幣
論
』
（
大
月
書
店
、
昭
和
五
四
年
）
の
な
か
で
、
氏
の
「
回
り
道
」
論
の
キ
ー
ワ
ー

　
　
　
　
　
ド
で
あ
る
「
価
値
物
」
が
マ
ル
ク
ス
の
言
葉
で
は
「
価
値
体
」
で
あ
っ
た
と
訂
正
を
発
表
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
そ
れ
が
用
語
上
の
単

　
　
　
　
　
な
る
「
ミ
ス
」
の
訂
正
で
あ
っ
て
氏
の
「
回
り
道
」
論
の
筋
道
に
変
化
は
生
じ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
見
解
は
山
本
広
太
郎
氏

　
　
　
　
　
に
よ
っ
て
既
に
提
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
訂
正
に
関
す
る
久
留
間
氏
の
説
明
も
、
あ
る
程
度
予
想
さ
れ
た
内
容
の
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
訂
正
の
発
表
後
い
ち
は
や
く
富
塚
良
三
氏
に
よ
っ
て
反
論
が
提
出
さ
れ
た
。
久
留
間
氏
に
よ
る
「
今
回
の
訂
正
こ

　
　
　
　
　
そ
が
『
大
変
な
ミ
ス
』
」
（
富
塚
良
三
、
「
価
値
表
現
の
『
回
り
道
』
の
論
理
と
交
換
過
程
の
矛
盾
－
ｌ
ｌ
久
留
間
鮫
造
著
『
貨
幣
論
』
に

　
　
　
　
　
よ
せ
て
Ｉ
－
」
、
『
講
座
・
資
本
論
の
研
究
』
、
第
二
巻
、
①
、
青
木
書
店
、
昭
和
五
〇
年
、
三
二
四
頁
）
で
あ
り
「
『
価
値
物
』
の
概
念

　
　
　
　
　
を
訂
正
す
る
必
要
は
な
い
、
い
な
、
『
価
値
物
』
の
概
念
を
そ
の
独
自
性
に
お
い
て
把
握
し
え
な
け
れ
ば
、
価
値
形
態
論
の
肝
心
要
の

　
　
　
　
　
点
が
見
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
（
同
、
三
一
七
頁
）
と
い
う
見
解
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
訂
正
前
の
「
回
り
道
」

　
　
　
　
　
論
を
支
持
し
、
久
留
間
氏
の
用
語
法
に
対
す
る
批
判
に
は
じ
め
て
真
向
か
ら
反
批
判
を
加
え
て
い
る
。
訂
正
に
関
す
る
両
氏
の
見
解
に
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二
　
問
題
の
所
在

　
本
稿
が
考
察
の
中
心
に
据
え
る
の
は
第
三
節
の
次
の
一
節
で
あ
る
。

　
　
こ
れ
ら
の
感
覚
的
に
違
っ
た
諸
物
は
、
こ
の
よ
う
な
本
質
の
同
等
性
な
し
に
は
、
通
約
可
能
な
大
い
さ
と
し
て
互
い
に
関
係
す

　
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
…
…
。
（
Ｋ
ａ
.
　
Ｉ
｡
　
　
　
Ｓ
.
　
７
３
｡
ハ
○
頁
）

　
「
本
質
の
同
等
性
W
e
s
e
n
s
g
l
e
i
c
h
h
e
i
t

I
な
る
術
語
は
「
共
通
な
社
会
的
実
体
」
（
Ｓ
.
　
５
２
｡
五
二
頁
）
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
第
一

節
で
は
な
く
第
三
節
の
「
価
値
形
態
」
論
に
は
じ
め
て
登
場
す
る
。
し
か
も
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
こ
の
「
実
体
」
と
の
か
か
わ
り
に

お
い
て
で
な
く
「
通
約
可
能
性
i
x
o
m
m
e
n
s
u
r
a

b
i
l
i
t
a
t

j
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
る
。
一
眸
０
謳
劫
｡
Ａ
=
ｙ
眸
０
潜
ｐ
”
ｐ
Ｂ
　
と
い

う
・
等
式
に
つ
い
て
第
一
節
で
は
「
同
じ
大
い
さ
の
共
通
な
も
の
e
i
n

G
e
m
e
i
n
s
a
m
e
s
v
o
n

d
e
r
s
e
l
b
e
nG
r
o
B
e
が
、
二
つ
の
違

っ
た
物
の
う
・
ち
に
…
…
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
両
方
と
も
「
そ
れ
自
体
と
し
て
は
～
μ
ロ
μ
｛
ぽ
器
訃
そ
の
一
方
で
も
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他
方
で
も
な
い
或
る
一
つ
の
第
三
の
も
の
e
i
n
e
m

D
r
i
t
t
e
n
に
等
し
い
」
（
Ｓ
.
　
５
１
｡
五
〇
頁
）
と
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
か

ぎ
り
で
は
「
本
質
の
同
等
性
」
と
い
う
視
点
は
そ
こ
に
な
い
。
し
か
し
、
諸
商
品
が
「
貨
幣
に
ょ
っ
て
通
約
可
能
に
な
る
の
で
は
な

い
」
（
Ｓ
.
　
１
０
９
｡
　
二
一
五
頁
）
と
す
る
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、
「
本
質
の
同
等
性
」
と
「
通
約
可
能
性
」
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
関
連
は
第
三
節
の
「
価
値
形
態
」
論
の
な
か
で
は
じ
め
て
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
点
に
関
し

て
マ
ル
ク
ス
の
見
解
と
好
対
照
を
な
し
て
い
る
二
、
三
の
見
解
を
簡
単
に
見
て
お
く
。

　
は
じ
め
に
べ
Ｉ
ム
ー
バ
ー
ヴ
ェ
ル
ク
で
あ
る
が
、
彼
は
、
あ
る
意
味
で
は
マ
ル
ク
ス
と
同
じ
土
俵
に
立
っ
て
マ
ル
ク
ス
批
判
を
展

開
し
て
い
る
と
い
え
る
。
彼
は
『
マ
ル
ク
ス
体
系
の
終
結
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
・
に
い
う
。

　
　
あ
る
定
ま
っ
て
い
る
科
学
上
の
目
的
の
た
め
に
、
あ
る
方
向
や
他
の
方
向
に
お
い
て
物
が
示
す
各
種
さ
ま
ざ
ま
の
相
違
を
捨
象

　
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
物
を
た
ん
に
唯
一
の
属
性
ｌ
こ
の
属
性
は
こ
れ
ら
の
物
に
共
通
な
の
で
あ
っ
て
し
か

　
も
こ
の
属
性
の
共
通
性
d
e
r
e
n

G
e
m
e
i
n
s
a
m
k
e
i
t
が
比
較
可
能
性
や
通
約
可
能
性
K
o
m
m
e
n
s
u
r
a
b
i
l
i
t
a
t

^
ど
の
た
め
の
土

　
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
か
し
ぎ
り
で
は
「
本
質
の
同
等
垂
ｱ
と
は
、
そ
れ
じ
た
い
と
し
て
は
、
た
し
か
に
ゆ
る
さ
れ

　
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
（
Ｓ
.
　
４
２
２
｡
　
一
七
九
ｌ
八
○
頁
）

　
周
知
の
と
お
り
、
べ
Ｉ
ム
ー
バ
ー
ヴ
ェ
ル
ク
に
よ
る
マ
ル
ク
ス
批
判
は
、
こ
の
「
共
通
性
」
が
労
働
に
の
み
あ
る
わ
け
で
は
な
い

と
い
う
方
向
で
な
さ
れ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
等
置
さ
れ
る
Ａ
、
Ｂ
両
者
の
共
通
な
属
性
は
何
か
と
い
う
・
観
点
そ
の
も
の
は
批
判

の
対
象
と
さ
れ
な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
「
共
通
な
も
の
」
を
求
め
る
手
順
そ
の
も
の
は
「
す
こ
し
奇
異
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
自
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身
は
排
斥
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
（
Ｓ
.
　
３
８
４
｡
　
一
一
丸
頁
）
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
交
換
に
お
け
る
真
の
『
共
通
な
も
の
』

d
a
s

w
a
h
r
e

｡
G
e
m
e
i
n
s
a
m
e
'
ﾆ
∃
A
u
s
t
a
u
s
c
h
は
、
…
…
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
と
は
別
の
方
向
に
お
い
て
求
め
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
」
（
Ｓ
.
　
４
２
９
｡
　
一
八
九
頁
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
交
換
さ
れ
る
諸
物
が
「
価
値
で
あ
る
か
ぎ

ヽ
ｎ
ノ
・
…
：
つ
ね
に
同
じ

質
の
い
ろ
い
ろ
な
量
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s

o
±

t
h
e

s
a
m
e

q
u
a
l
i
t
y
｣
で
あ
り
「
困
難
は
、
こ
の
質
を
見
い
だ
す
こ
と
で
あ
る
」
（
Ｍ
w
.
　
Ｉ
Ｄ
一
・

Ｓ
.
　
１
６
１
｡
　
二
〇
九
頁
）
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
見
解
は
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
べ
Ｉ
ム
ー
バ
ー
ヴ
ェ
ル
ク
の
共
有
す
る
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
彼
の
「
属
性
の
共
通
性
」
が
「
通
約
可
能
性
」
に
土
台
を
与
え
る
と
い
う
論
点
は
、
マ
ル
ク
ス
の
「
本
質

の
同
等
性
」
と
「
通
約
可
能
性
」
と
の
問
題
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
べ
Ｉ
ム
ー
バ
ー
ヴ
ェ
ル
ク
の
見
解
は
等
置
さ
れ
た
二
つ
の
商
品
の
「
共
通
性
」
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
ゲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ
　
Ｉ

オ
ル
ク
・
ジ
ン
メ
ル
は
『
貨
幣
の
哲
学
』
（
分
析
篇
）
の
な
か
で
二
つ
の
事
物
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　
異
な
っ
た
諸
客
体
の
定
量
が
比
較
さ
れ
う
る
の
は
、
た
だ
そ
れ
ら
が
同
一
の
質
を
も
っ
て
い
る
s
i
e

v
o
n

e
m
e
r

u
乱
d
e
r
-

　
s
e
l
b
e
n

Q
u
a
l
i
t
a
t
と
き
だ
け
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
正
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
測
定
が
た
だ
二
つ
の
定
量
の
直
接
的
な

　
比
較
に
ょ
っ
て
の
み
行
な
わ
れ
う
る
場
合
、
そ
れ
は
両
者
の
等
質
性
Q
u
a
l
i
t
a
t
s
g
l
e
i
c
h
h
e
i
t
を
前
提
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

　
が
、
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
定
量
の
変
化
、
差
異
も
し
く
は
関
係
が
測
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
測
定
す
る
実
体
の

　
あ
い
だ
の
比
例
が
測
定
さ
れ
る
実
体
の
あ
い
だ
の
比
例
の
う
ち
に
反
映
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
後
者
の
比
例
が
完
全
に
規
定
さ

　
れ
る
と
い
う
だ
け
で
十
分
で
あ
っ
て
、
実
体
そ
の
も
の
の
あ
い
だ
に
な
ん
ら
か
の
本
質
的
同
等
性
が
存
在
す
る
z
w
i
s
c
h
e
n

d
e
n
 
　
u
D
s
t
a
n
z
e
n

s
e
l
b
s
t
l
r
g
e
乱
e
i
n
e

W
e
s
e
n
s
g
l
e
i
c
h
h
e
i
t
.
｡
｡b
e
s
t
e
h
ｈ
ｅ
ｎ
必
要
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
等
置
さ
れ
う
る
の
は
、
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質
的
に
異
な
っ
た
二
つ
の
事
物
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ぞ
れ
質
的
に
異
な
っ
た
二
つ
の
事
物
の
あ
い
だ
の
二
つ
の
比
例
な
の
で
あ

　
る
。
（
∽
・
ぢ
ｙ
　
一
五
八
頁
）

　
ジ
ン
メ
ル
に
よ
れ
ば
、
一
方
の
要
素
の
定
量
と
他
方
の
要
素
の
定
位
と
の
あ
い
だ
に
一
つ
の
定
数
的
関
係
が
成
立
し
た
と
し
て

も
、
「
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
両
者
の
あ
い
だ
に
な
ん
ら
か
の
質
的
関
係
も
し
く
は
同
等
性
i
r
g
e
n
d
e
i
n
e

q
u
a
l
i
t
a
t
i
v
e

B
e
z
i
e
h
u
n
go
d
e
r
G
l
e
i
c
h
h
e
i
t
が
存
在
す
る
必
要
は
な
い
」
（
Ｓ
.
　
１
０
３
｡
　
一
五
七
ｌ
一
五
八
頁
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ジ
ン
メ
ル
に

と
っ
て
「
同
等
性
（
同
質
性
）
」
は
二
つ
の
事
物
の
あ
い
だ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
「
同
等
性
」
を
も
た
な
い
両
者
は
第
三
者
を
介
し

て
比
較
考
量
さ
れ
る
。
二
つ
の
大
い
さ
の
量
的
関
係
が
「
そ
れ
ぞ
れ
の
大
い
さ
を
そ
れ
ぞ
れ
他
の
大
い
さ
と
関
係
さ
せ
、
こ
の
二
つ

の
関
係
が
相
互
に
等
し
い
と
か
等
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
」
（
Ｓ
.
　
１
２
０
｡
一
八
二
頁
）
確
定
さ
れ
る
。
直
接
的
な
比
較
で

な
い
こ
の
よ
う
な
相
互
関
係
の
比
較
考
量
こ
そ
「
人
類
が
な
し
と
げ
た
も
っ
と
も
偉
大
な
進
歩
の
Ｉ
　
つ
」
（
e
b
e
n
d
a
.
同
上
）
で
あ

る
。
貨
幣
の
意
義
も
、
ジ
ン
メ
ル
に
ょ
れ
ば
、
「
他
の
諸
客
体
の
相
互
関
係
を
表
現
す
る
」
（
Ｓ
.
　
１
２
２
｡
　
一
八
四
頁
）
こ
と
に
あ
り
、
貨

幣
が
そ
れ
を
な
し
う
る
の
は
「
諸
事
物
そ
の
も
の
が
同
等
性
や
類
似
性
を
も
っ
て
い
な
い
場
合
で
も
諸
事
物
の
諸
関
係
を
等
置
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
発
達
し
た
精
神
が
も
つ
あ
の
能
力
の
お
か
げ
」
（
e
b
e
n
d
a
｡
同
上
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
も
し
あ
る
個
別
的
な
商
品
が
或
る
貨
幣
価
値
と
直
接
的
に
等
置
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
商
品
と
そ
の
尺
度
と
は

　
そ
の
本
質
を
同
じ
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
d
i
e

W
a
r
e

u
n
d

i
h
r

M
a
B
s
t
a
b
g
l
e
i
c
h
e
nW
e
s
e
n
s

s
e
i
n
m
i
i
s
s
e
n
と
い
う

　
の
は
正
当
な
要
求
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
交
換
と
価
値
規
定
と
い
う
こ
と
だ
け
を
目
的
と
す
る
と
き
に
は
、
さ
ま
ざ



　
ま
与
…
：
商
品
の
相
互
関
係
…
…
が
決
定
さ
れ
、
そ
し
て
こ
れ
に
貨
幣
額
、
す
な
わ
ち
作
用
し
て
い
る
貨
幣
在
高
の
う
ち
の
こ
れ

　
に
相
等
す
る
部
分
が
等
置
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
そ
し
て
こ
の
た
め
に
は
、
数
的
に
規
定
さ
れ
う
・
る
大
い
さ
の
み
が
必
要
と
さ

　
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
Ｃ
Ｓ
.
　
１
０
５
-
１
０
６
｡
　
一
六
ー
一
六
二
頁
）

　
こ
う
し
て
、
商
品
と
貨
幣
と
の
あ
い
だ
に
は
「
質
的
に
同
じ
性
質
を
も
っ
た
諸
事
物
で
の
よ
う
な
共
通
の
尺
度
は
存
在
し
な
い
」

（
Ｓ
.
　
１
０
９
｡
　
コ
八
六
頁
）
の
で
あ
り
「
本
質
的
同
等
性
」
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
ジ
ン
メ
ル
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
点
に
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
第
一
に
、
二
つ
の
事
物
の
直
接
的

な
比
較
に
は
両
者
の
「
同
等
性
」
が
前
提
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
同
等
性
」
を
も
た
な
い
二
者
が
第
三
者
を
介
し
た
相
互
関
係

に
ょ
っ
て
比
較
考
量
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
重
要
な
の
だ
と
い
う
点
、
第
二
に
、
貨
幣
の
意
義
も
こ
の
点
に
あ
り
、
「
同
等
性
」
を
も
た

な
い
二
者
が
こ
の
第
三
者
た
る
貨
幣
に
よ
っ
て
比
較
考
量
さ
れ
通
約
可
能
に
な
る
と
い
う
点
、
こ
の
二
点
で
あ
る
。

　
宇
野
弘
蔵
氏
は
『
経
済
学
方
法
論
』
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
を
批
判
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
小
麦
と
鉄
と
の
等
式
の
内
に
直
ち
に
両
者
に
「
共
通
な
も
の
」
を
求
め
る
の
は
、
商
品
交
換
の
こ
の
特
性
を
無
視
す
る
こ
と
に

　
な
る
。
事
実
、
こ
の
両
者
に
「
共
通
な
も
の
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
は
直
接
に
価
値
で
は
な
く
て
、
貨
幣
価
格
に
ほ
か
な
ら
な

　
い
。
（
一
七
四
頁
―
強
調
は
引
用
者
）

　
同
じ
大
い
さ
の
「
一
つ
の
共
通
な
も
の
が
、
ニ
つ
の
違
っ
た
物
の
う
ち
に
…
…
存
在
す
る
」
（
Ｋ
ａ
.
　
Ｉ
.
　
　
　
　
Ｓ
.
　
５
１
｡
五
〇
頁
―
強
調
は
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引
用
者
）
と
す
る
マ
ル
ク
ス
に
対
し
、
『
著
作
集
』
第
三
巻
の
な
か
で
宇
野
氏
は
、
両
者
に
「
共
通
な
も
の
」
と
し
て
「
た
だ
ち
に

…
…
現
わ
れ
る
Ｌ
（
二
三
五
頁
）
の
は
貨
幣
価
格
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
諸
商
品
が
「
人
間
労
働
と
い
う
同
じ
社
会
的
な
二
つ

の
も
の
の
諸
表
現
で
あ
る
」
（
Ｋ
ａ
.
　
Ｉ
.
　
　
Ｓ
.
　
６
２
｡
六
四
頁
）
と
い
う
マ
ル
ク
ス
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
論
評
す
る
。

　
　
諸
商
品
が
、
貨
幣
形
態
を
も
っ
て
示
す
そ
の
同
質
性
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
互
に
交
換
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

　
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
物
が
自
然
的
に
有
す
る
重
さ
と
い
う
よ
う
な
同
質
性
と
異
っ
て
、
そ
の
同
質
性
に
も
と
づ
い
て
比
較

　
せ
ら
れ
、
交
換
せ
ら
れ
る
と
い
う
・
の
で
は
な
く
、
交
換
関
係
を
通
し
て
比
較
計
量
せ
ら
れ
つ
つ
要
請
せ
ら
れ
、
確
立
さ
れ
る
と
い

　
う
、
い
わ
ば
社
会
的
に
形
成
せ
ら
れ
る
同
質
性
で
あ
る
。
（
前
掲
『
経
済
学
方
法
論
』
、
一
八
六
頁
）

　
等
置
さ
れ
る
二
商
品
の
そ
れ
ぞ
れ
の
う
ち
に
「
共
通
な
も
の
」
が
存
在
し
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
両
者
と
も
「
そ
れ
自
体
と
し
て

は
　
a
n

u
n
d

f
i
i
rs
i
c
h
…
…
或
る
ひ
と
つ
の
第
三
の
も
の
e
i
n
e
m

D
r
i
t
t
e
n
j(
K
a
.
I
.
S
.
5
1
｡
五
〇
頁
)
に
等
し
い
と
す
る
マ
ル

ク
ス
に
対
し
、
宇
野
氏
は
「
交
換
に
よ
っ
て
形
態
的
に
要
請
さ
れ
る
『
等
一
性
』
」
（
同
、
一
九
〇
頁
）
と
い
う
側
面
を
強
調
し
、
こ
の

　
「
第
三
者
」
を
価
値
表
現
が
「
そ
の
ま
ま
示
す
」
（
前
掲
『
著
作
集
』
、
三
一
三
頁
）
か
否
か
、
「
そ
の
ま
ま
把
握
し
う
る
」
（
同
前
）
か

否
か
、
共
通
な
第
三
者
と
し
て
「
た
だ
ち
に
…
…
現
わ
れ
る
」
か
否
か
と
問
い
質
し
、
示
さ
な
い
、
把
握
し
う
る
も
の
で
は
な
い
、

現
わ
れ
な
い
と
い
う
形
で
マ
ル
ク
ス
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
す
べ
て
の
商
品
が
価
値
と
し
て
は
対
象
化
さ
れ
た
人
間
労

働
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
そ
れ
ら
自
体
と
し
て
通
約
可
能
で
あ
る
…
…
」
（
Ｋ
ａ
.
　
Ｉ
.
　
　
Ｓ
.
　
１
０
９
｡
　
一
二
五
頁
ｌ
ｌ
強
調
は
引
用
者
）
と
い

う
マ
ル
ク
ス
に
対
し
、
『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
原
理
論
の
研
究
』
の
な
か
で
宇
野
氏
は
「
諸
商
品
は
、
そ
の
ま
ま
で
『
通
約
』
し
う
る



も
の
と
な
る
と
も
い
え
な
い
」
（
五
〇
頁
ｌ
ｌ
同
前
）
と
し
、
「
こ
れ
で
は
貨
幣
に
よ
る
い
わ
ば
外
部
か
ら
の
『
通
約
』
の
要
諸
…
…

　
（
と
い
う
点
ー
引
用
者
）
が
不
明
確
に
な
る
」
（
同
前
）
と
批
判
す
る
。
つ
ま
り
宇
野
氏
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
諸
商
品
が
そ
れ
自
体

と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
立
論
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
共
通
な
も
の
」
も
「
通
約
可

能
性
」
も
マ
ル
ク
ス
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
ｌ
形
態
的
に
要
請
さ
れ
、
社
会
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
Ｉ
位
置
づ
け
る
べ

き
だ
と
し
た
の
が
宇
野
氏
の
所
説
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
柄
谷
行
人
氏
の
見
解
を
取
り
上
げ
る
。
氏
は
『
現
代
思
想
』
に
連
載
さ
れ
た
論
稿
「
貨
幣
の
形
而
上
学
」
の
な
か
で
マ

ル
ク
ス
の
「
形
而
上
学
」
を
以
下
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

　
　
マ
ル
ク
ス
は
、
現
象
と
は
こ
と
な
る
本
質
を
み
い
だ
す
こ
と
が
科
学
だ
と
い
う
。
だ
が
、
科
学
に
お
け
る
「
本
質
」
と
は
、
「
よ

　
り
高
い
説
明
価
値
を
も
っ
た
」
仮
設
モ
デ
ル
に
ほ
か
な
ら
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
本
質
」
が
「
現
象
」
の
背
後
に
、
ま
た
は

　
内
側
に
隠
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
（
『
現
代
思
想
』
、
第
六
巻
第
二
号
、
五
六
頁
）

　
氏
に
ょ
れ
ば
、
本
質
と
現
象
、
表
層
と
深
層
、
外
部
と
内
部
等
の
二
分
法
そ
の
も
の
が
「
派
生
的
な
も
の
」
（
同
前
）
で
あ
り
、

　
「
本
質
あ
る
い
は
概
念
と
い
っ
た
超
越
論
的
な
も
の
」
は
「
転
倒
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
第
五
巻
第
回
一
号
、
三
四
頁
）
。
氏
は
さ
ら
に

次
の
よ
う
に
説
く
。

　
　
マ
ル
ク
ス
の
「
本
質
と
現
象
」
の
二
分
法
、
あ
る
い
は
も
の
ご
と
の
″
内
部
″
に
本
質
が
か
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
は
、

― 174 ―



― 175 －

　
ヘ
ー
ゲ
ル
的
思
考
の
残
滓
で
あ
る
と
、
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
い
っ
て
い
る
…
…
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
「
価
値
形
態
論
」

　
に
お
い
て
検
討
し
て
き
た
の
は
、
た
ん
に
商
品
の
本
質
的
価
値
と
い
う
考
え
が
へ
Ｉ
ゲ
ル
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

　
一
般
に
「
本
質
」
な
る
も
の
こ
そ
、
「
価
値
形
態
」
の
消
去
に
ょ
っ
て
存
す
る
形
而
上
学
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
第
五
巻
第
一

　
三
号
、
二
九
頁
）

　
「
マ
ル
ク
ス
を
マ
ル
ク
ス
た
ら
し
め
て
い
る
」
（
同
第
二
一
号
、
三
一
頁
）
「
価
値
形
態
」
論
に
ょ
っ
て
解
体
さ
れ
る
べ
き
「
貨
幣
の

形
而
上
学
」
と
は
、
氏
に
ょ
れ
ば
、
「
一
商
品
に
本
質
的
な
内
在
的
な
価
値
が
あ
る
と
い
う
考
え
」
（
同
第
一
言
ご
、
二
九
頁
）
で
あ

る
。
「
本
質
と
し
て
の
価
値
」
（
同
前
）
、
「
内
在
的
・
超
越
論
的
な
価
値
」
（
同
第
一
一
号
、
六
七
頁
）
と
い
っ
た
「
貨
幣
の
形
而
上
学
」

に
マ
ル
ク
ス
自
身
「
と
ら
わ
れ
て
い
る
」
（
同
第
一
二
号
、
三
五
頁
）
の
は
、
彼
が
「
労
働
の
同
一
性
」
、
「
質
的
同
一
性
」
、
「
共
通
の

本
質
」
を
「
先
験
的
に
前
提
」
（
第
六
巻
第
二
号
、
四
五
頁
）
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
従
来
の
す
べ
て
の
貨
幣
論
と
同

様
「
論
点
先
取
」
（
同
第
一
号
、
三
六
頁
）
の
誤
り
を
お
か
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
「
共
通
の
本
質
」
、
「
質
的
同
一
性
」
を
「
可
能

に
す
る
貨
幣
あ
る
い
は
貨
幣
形
態
の
『
起
源
』
」
（
第
五
巻
第
二
一
号
、
三
一
頁
）
、
「
『
本
質
』
そ
の
も
の
の
貨
幣
的
起
源
」
（
同
前
）
を

問
う
作
業
が
マ
ル
ク
ス
の
「
価
値
形
態
」
論
に
依
拠
し
つ
つ
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
「
価
値
形
態
」
論
が
「
貨

幣
の
形
而
上
学
」
批
判
と
な
り
う
る
の
は
、
氏
に
ょ
れ
ば
、
そ
れ
が
「
同
一
性
」
論
（
「
共
通
の
本
質
」
論
）
の
あ
と
か
ら
は
じ
ま
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
「
そ
こ
に
は
『
等
価
』
も
『
共
通
の
本
質
』
も
」
（
第
五
巻
第
二
一
号
、
三
一
頁
）
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
「
価
値
形
態
」
論
が
「
本
質
の
同
等
性
」
論
を
排
除
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
氏
は
『
マ
ル
ク
ス
そ
の
可
能
性
の
中

心
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
い
う
。
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価
値
形
態
論
に
お
け
る
「
本
質
の
同
等
性
」
に
つ
い
て

　
　
彼
は
等
価
の
秘
密
を
諸
商
品
の
「
同
一
性
」
に
還
元
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
同
一
性
は
貨
幣
に
ょ
っ
て
出
現
す
る
の

　
だ
。
貨
幣
形
態
こ
そ
、
価
値
形
態
を
お
お
い
か
く
す
。
し
た
が
っ
て
、
貨
幣
形
態
の
起
源
を
問
う
と
き
、
マ
ル
ク
ス
は
、
も
は
や

　
　
「
等
価
」
や
「
共
通
の
本
質
」
と
い
う
考
え
を
切
り
す
て
て
い
る
。
（
二
七
頁
）

　
　
マ
ル
ク
ス
の
「
価
値
形
態
」
論
が
「
本
質
の
同
等
性
」
論
を
排
除
し
て
い
る
と
す
る
氏
の
見
解
は
、
本
稿
の
示
す
と
お
り
事
実
に

も
と
づ
く
も
の
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
「
本
質
の
同
等
性
」
が
貨
幣
に
よ
っ
て
出
現
す
る
と
こ
ろ
の
「
転
倒
」
で
あ
り
解
体
さ

れ
る
べ
き
「
形
而
上
学
」
で
あ
っ
て
、
「
価
値
形
態
」
論
に
ょ
っ
て
の
み
そ
の
解
体
が
可
能
な
の
だ
と
い
う
氏
の
見
解
は
、
従
来
と

は
異
な
っ
た
新
し
い
立
場
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
直
接
名
を
あ
げ
て
言
及
し
て
い
な
い
ジ
ン
メ
ル
も
含
め
て
、
マ
ル
ク
ス
の
「
本
質
の
同
等
性
」
論
に
関

し
て
は
何
を
第
一
義
的
に
考
え
る
か
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
立
場
を
異
に
し
て
い
た
。
そ
の
各
々
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
は
本
稿
の

課
題
で
は
な
い
。
「
本
質
の
同
等
性
」
を
も
た
な
い
二
つ
の
商
品
が
第
三
者
た
る
貨
幣
を
介
し
た
相
互
関
係
に
よ
っ
て
比
較
考
量
さ

れ
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
す
る
見
解
、
ま
た
、
こ
の
「
同
等
性
」
が
形
態
的
に
要
請
さ
れ
社
会
的
に
形
成
さ
れ
る
と
い
う
点
を
強

調
す
る
見
解
、
さ
ら
に
、
そ
れ
が
「
価
値
形
態
」
論
に
ょ
っ
て
解
体
さ
れ
る
べ
き
形
而
上
学
で
あ
る
と
す
る
見
解
等
、
こ
れ
ら
の
見

解
の
前
に
あ
っ
て
マ
ル
ク
ス
の
「
本
質
の
同
等
性
」
論
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
「
価
値
形
態
」
論
の
な
か
に
ど
の

よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
ｌ
ｌ
こ
れ
を
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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１
９
２
６
｡
木
本
幸
造
訳
、
『
マ
ル
ク
ス
体
系
の
終
結
』
、
未
来
社
、
昭
和
五
四
年
。

（
５
）
　
交
換
さ
れ
る
諸
物
の
「
同
等
性
G
l
e
i
c
h
h
e
i
t

j
と
い
う
点
に
は
批
判
が
集
中
す
る
。
マ
ル
ク
ス
の
「
同
等
性
」
論
は
べ
Ｉ
ム
ー
バ
ー

　
　
　
ヴ
ェ
ル
ク
に
と
っ
て
「
『
お
な
じ
大
い
さ
の
共
通
物
』
の
現
存
」
（
Ｓ
.
　
４
２
０
｡
　
一
七
五
頁
）
の
推
論
を
意
味
し
、
「
交
換
さ
る
べ
き
諸
価

　
　
　
値
の
『
等
価
』
。
A
q
u
i
v
a
l
e
n
z
”
と
い
う
古
い
ス
コ
ラ
神
学
的
な
観
念
」
（
∽
・
Ｓ
ｙ
一
一
八
頁
）
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

　
　
　
あ
る
。
そ
の
た
め
、
一
方
で
「
共
通
な
属
性
」
を
問
題
に
し
な
が
ら
、
他
方
で
「
同
等
性
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ

　
　
　
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
交
換
に
よ
っ
て
諸
商
品
が
そ
れ
ら
の
所
有
者
を
か
え
る
事
態
は
「
な
ん
ら
か
の
不
同
等
性
i
r
g
e
乱
e
i
n
e

　
　
　
U
n
g
l
e
i
c
h
h
e
i
t
や
…
…
不
均
衡
」
（
Ｓ
.
　
３
８
３
｡
　
一
一
七
頁
）
が
は
た
ら
い
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
同
等
性
と
精
確
な
均
衡
」

　
　
　
（
e
b
e
n
d
a
.
同
前
）
と
が
支
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
安
定
状
態
に
変
化
は
お
き
な
い
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
「
同
等
性
」
と
「
等
価
性
」
と
の
こ
の
よ
ぅ
ノ
な
結
び
つ
き
は
、
カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ
ー
の
場
合
、
よ
り
明
確
な
形
を
と
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
…
…
價
格
は
全
過
程
の
う
ち
感
受
的
に
知
覚
し
得
る
唯
一
の
現
象
で
あ
り
、
そ
の
高
さ
は
精
密
に
測
定
せ
ら
れ
、
且
つ
日
常
生
活

　
　
　
　
は
我
々
を
し
て
間
断
な
く
之
〔
價
格
〕
に
注
目
せ
し
め
る
か
ら
、
こ
の
撰
格
の
大
き
さ
を
ば
交
換
の
本
質
的
な
る
も
の
ｄ
ａ
ｓ
　
W
e
-

　
　
　
　
ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
と
見
倣
す
誤
謬
が
、
更
に
こ
の
誤
謬
の
諮
結
と
し
て
交
換
に
於
て
順
現
す
る
諸
財
量
を
等
價
者
（
A

e
q
u
i
v
a
l
e
n
t

e
)

　
　
　
　
と
見
做
す
誤
謬
が
、
と
も
す
れ
ば
生
じ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
た
め
に
我
々
の
科
學
に
と
つ
て
計
り
知
る
べ
か
ら
ざ
る
不
利

　
　
　
　
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
に
至
っ
た
、
即
ち
、
研
究
者
は
價
格
現
象
の
領
域
に
於
て
二
つ
の
財
量
間
の
見
せ
か
け
の
相
等
性
（
a
n
g
e
b
l
i
-

　
　
　

C
h
e

G
l
e
i
c
h
h
e
i
t
)
を
そ
の
原
因
に
ま
で
還
元
す
る
と
い
ふ
問
題
の
解
決
に
没
頭
し
、
或
る
者
は
こ
の
原
因
を
之
等
の
財
の

　
　
　
　
上
に
投
下
せ
ら
れ
た
相
等
し
い
労
働
量
に
、
他
の
者
は
之
を
相
等
し
い
生
産
費
に
求
め
、
そ
の
上
、
諸
財
は
そ
れ
が
等
撰
者
な
る
が

　
　
　
　
故
に
相
互
に
手
交
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
交
換
に
於
て
相
互
に
手
交
さ
れ
る
が
故
に
等
價
な
の
か
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
論
争
が

　
　
　
　
起
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
二
つ
の
財
量
の
價
値
の
か
ゝ
る
相
等
性
（
客
観
的
意
味
に
於
け
る
相
等
性
e
i
n
e

G
l
e
i
c
h
e
i
ti
m

　
　
　
　
o
b
j
e
k
t
i
v
e
n

S
i
n
n
e
）
は
實
際
は
何
處
に
も
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
（
C
a
r
l

M
e
n
g
e
r
.

G
r
i
i
n
d
s
d
t
z
e
d
e
r

V
o
l
k
s
w
i
r
t
-
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と
い
う
形
で
な
さ
れ
る
た
め
、
個
々
の
論
点
を
直
接
比
較
し
て
も
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
。
両
者
の
方
法
の
相
違
に
関
す
る
検
討
は
他

　
　
　
　
　
日
を
期
し
、
本
稿
で
は
視
角
の
異
な
る
点
を
確
認
し
て
先
へ
進
む
と
と
に
す
る
。

　
　
（
1
2
）
　
柄
谷
行
人
、
「
貨
幣
の
形
而
上
学
」
上
、
ニ
ー
四
、
完
（
『
現
代
思
想
』
、
第
五
巻
第
一
一
ｉ
一
三
号
、
第
六
巻
一
－
二
号
）
。

　
　
（
1
3
）
　
同
、
『
マ
ル
ク
ス
そ
の
可
能
性
の
中
心
』
、
講
談
社
、
昭
和
五
三
年
－
１
引
用
は
第
五
刷
か
ら
。

　
　
（
1
4
）
　
柄
谷
氏
の
「
価
値
形
態
論
に
は
通
俗
の
マ
ル
ク
ス
理
解
を
克
服
す
る
大
き
な
意
義
が
あ
る
」
（
栗
本
慎
一
郎
、
『
幻
想
と
し
て
の
経
済
』
、

　
　
　
　
　
青
土
社
、
昭
和
五
五
年
、
二
九
七
頁
）
と
す
る
栗
本
氏
の
一
連
の
貨
幣
論
、
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
の
「
価
値
形
態
」
論
へ
の
論
評
を
随
所

　
　
　
　
　
に
含
む
吉
沢
英
成
氏
の
『
貨
幣
と
象
徴
』
（
日
本
経
済
新
聞
社
、
昭
和
五
六
年
）
等
は
、
柄
谷
氏
の
所
説
も
含
め
、
マ
ル
ク
ス
の
「
価

　
　
　
　
　
値
形
態
」
論
を
取
り
扱
う
仕
方
と
し
て
は
二
つ
の
新
し
い
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
吉
沢
氏
の
「
そ
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
結
局
貨
幣
の
原
型
を

　
　
　
　
　
前
提
す
る
こ
と
で
し
か
成
り
た
た
な
い
」
（
一
五
四
頁
）
と
い
う
「
価
値
形
態
」
論
批
判
お
よ
び
柄
谷
氏
の
「
価
値
形
態
」
論
理
解
に

　
　
　
　
　
つ
い
て
は
次
回
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
三
　
マ
ル
ク
ス
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論

　
マ
ル
ク
ス
に
ょ
れ
ば
「
価
値
形
態
を
…
：
は
じ
め
て
分
析
し
た
か
の
偉
大
な
探
究
者
」
（
Ｋ
ａ
.
　
Ｉ
.
　
　
　
Ｓ
.
　
７
３
｡
七
九
頁
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
天
才
は
、
彼
が
諸
商
品
の
価
値
表
現
の
う
・
ち
に
「
ひ
と
つ
の
同
等
性
関
係
を
発
見
し
て
い
る
」
（
Ｓ
.
　
７
４
｡
八
一
頁
）
こ
と
の
う
ち

に
光
り
輝
い
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
よ
う
な
評
価
に
接
す
る
と
、
「
本
質
の
同
等
性
」
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
動
か
し
が

た
い
論
点
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
、
ま
た
少
な
く
と
も
「
同
等
性
」
論
に
関
す
る
両
者
の
緊
密
な
関
係
は
疑
う
余
地
が
な

い
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
通
約
可
能
性
」
論
と
「
本
質
の
同
等
性
」
論
と
の
関
連
を
見
る
か
ぎ
り
、
マ
ル
ク
ス
の
叙
述

か
ら
受
け
る
印
象
ほ
ど
の
近
親
性
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
「
価
値
形
態
」
論
に
登
場
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
た
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だ
単
に
マ
ル
ク
ス
の
眼
を
通
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
い
う
・
よ
り
以
上
に
マ
ル
ク
ス
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
帰
れ

と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
マ
ル
ク
ス
が
ど
の
よ
う
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
読
み
込
ん
で
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ル

ク
ス
の
「
本
質
の
同
等
性
」
論
の
性
格
か
［
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
同
等
性
」
論
と
は
違
っ
た
も
の
と
し
て
ー
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
・
。

　
マ
ル
ク
ス
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
ふ
れ
て
い
る
部
分
を
も
う
一
度
引
用
し
て
お
く
。

　
　
彼
は
…
・
：
ｙ
」
の
価
値
表
現
が
ひ
そ
ん
で
い
る
価
値
関
係
は
ま
た
、
家
が
寝
台
に
質
的
に
等
置
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
と
い

　
う
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
感
覚
的
に
違
っ
た
諸
物
は
、
こ
の
よ
う
な
本
質
の
同
等
性
な
し
に
は
、
通
約
可
能
な
大
い
さ
と
し

　
て
互
い
に
関
係
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
d
i
e
s
e

s
i
n
n
l
i
c
h

v
e
r
s
c
h
i
e
d
n
e
n

D
i
n
g
e

o
h
n
e

s
o
l
c
h
e

W
e
s
e
n
s
g
l
e
i
c
h
-

　
h
e
i
t

n
i
c
h
t

a
i
s

k
o
m
m
e
n
s
u
r
a
b
l
e

G
r
o
B
e
n

a
u
f
e
i
n
a
n
d
e
r

b
e
z
i
e
h
b
a
r

w
a
r
e
n
と
い
う
こ
と
を
見
ぬ
い
て
い
る
。
彼
は
言

　
う
、
「
交
換
は
同
等
性
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
が
、
同
等
性
は
ま
た
通
約
可
能
性
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
」

。
D
e
r

A
u
s
t
a
u
s
c
h
”

　
s
a
g
t

e
r
｡

｡
k
a
n
n

n
i
c
h
t

s
e
i
n

o
h
n
e

d
i
e

G
l
e
i
c
h
h
e
i
t
.

d
i
e

G
l
e
i
c
h
h
e
i
t

a
b
e
r

n
i
c
h
t

o
h
n
e

d
i
e

K
o
m
m
e
n
s
u
r
a
b
i
l
i
t
a
t
"

　
　
［
。
｡
o
u
t
'

c
a
o
T
y
]
<
if
t
v

o
u
a
m

a
u
f
t
f
^
e
r
p
c
a
'
s
"
^
と
｡
｣
(
K
a
.

I
.
　
　
　
Ｓ
.
　
７
３
-
７
４
｡
八
〇
頁
）

　
こ
の
叙
述
で
眼
を
ひ
く
の
は
、
「
同
等
性
」
と
「
通
約
可
能
性
」
と
の
関
係
が
マ
ル
ク
ス
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
は
逆
で
は
な
い

か
と
い
う
点
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
通
約
可
能
性
」
な
し
に
は
「
同
等
性
」
は
あ
り
え
な
い
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
こ

れ
を
引
用
す
る
マ
ル
ク
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
何
等
性
」
な
し
に
は
「
通
約
可
能
性
」
は
あ
り
史
な
い
こ
と
を
見
ぬ
い
て
い
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る
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
二
つ
の
論
点
の
関
連
は
、
両
者
に
と
っ

て
単
に
不
可
分
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
引
用
さ
れ
て
い
る
一
節
に
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
す
る
内
容
が
含
ま

れ
て
い
る
か
否
か
が
問
題
に
な
る
。

　
マ
ル
ク
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
用
い
る
c
a
o
T
V
g

(
i
s
o
t
e
s
)
と
い
う
語
に
（
j
l
e
i
c
h
h
e
i
t
な
る
語
を
あ
て
て
い
る
。
そ
し
て
、
マ

ル
ク
ス
の
叙
述
か
ら
こ
の
場
合
の
G
l
e
i
c
h
h
e
i
t
が
Ｊ
’
ヽ
が
自
認
ｉ
訃
ｒ
屎
と
同
義
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
c
a
o
r
m
な
る
語
は
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
「
本
質
の
同
等
性
W
e
s
e
n
s
g
l
e
i
c
h
h
e
i
t
j
を
意
味
す
る
も
の
と
し

て
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
理
論
を
原
典
に
即
し
て
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
は
筆
者
の
能
力
の
及
ぶ
と

こ
ろ
で
は
な
い
が
、
彼
の
c
a
o
Ｔ
Ｖ
<
ｓ
論
の
輪
郭
だ
げ
で
も
こ
こ
で
見
て
お
く
必
要
が
め
る
。
マ
ル
ク
ス
に
ょ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る

一
節
は
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
次
の
よ
う
な
叙
述
の
な
か
に
あ
る
。

　
　
…
…
か
よ
う
な
共
同
関
係
の
生
ず
る
の
は
二
人
の
医
者
の
間
に
お
い
て
で
は
な
く
し
て
、
医
者
と
農
夫
と
の
間
に
お
い
て
で
あ

　
り
、
総
じ
て
異
な
っ
た
ひ
と
び
と
の
間
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
均
等
な
ひ
と
び
と
の
間
に
お
い
て
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
こ
れ
ら

　
の
ひ
と
び
と
は
均
等
化
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
交
易
さ
る
べ
き
事
物
が
す
べ
て
何
ら
か
の
仕
方
で
比
較
可
能
的
た
る

　
こ
と
を
要
す
る
所
以
は
そ
こ
に
あ
る
。
こ
う
し
た
目
的
の
た
め
に
貨
幣
は
発
生
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
或
る
意
味
に
お
い
て

　
の
仲
介
者
（
ノ
ソ
ン
＝
中
間
者
）
T
T
C
O
?

u
k
a
o
v
と
な
る
。
事
実
、
貨
幣
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
…
…
計
量
す
る
。
そ
れ
は
、
だ
か
ら
、

　
幾
足
の
靴
が
一
軒
の
家
屋
に
、
な
い
し
は
二
定
量
の
食
品
に
等
し
い
か
と
い
う
こ
と
を
計
量
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
大
工

　
の
靴
工
に
対
す
る
ご
と
く
に
、
幾
足
か
の
靴
が
一
軒
の
家
屋
に
対
し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
。
で
な
け
れ
ば
交
易
も
共
同
関
係
も
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あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
し
か
る
に
物
品
が
何
ら
か
の
仕
方
に
お
い
て
均
等
な
も
の
で
な
い
な
ら
ば
ｄ
　
Ｕ
Ｙ
］

l
a
a

d
-
q

Ｋ
Ｃ
Ｏ
Ｑ
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
し
て
、
さ
き
に
い
っ
た
ご
と
く
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
或
る
一
つ
の
も
の
に
ょ
っ
て
計
量
さ
れ
る

こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
つ
の
も
の
と
は
、
ほ
ん
と
う
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
場
合
を
包
む
と
こ
ろ
の
需
要
ｘ
ｌ
ｌ
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
…
…
し
か
る
に
、
申
し
あ
わ
せ
に
基
づ
い
て
、
貨
幣
が
需
要
を
い
わ
ば
代
弁
す
る
位
置
に
立
っ
て
い
る
。
（
ｐ
.

２
８
２
;
　
２
８
４
｡
上
、
一
八
七
－
一
八
八
頁
）

　
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
価
格
を
付
し
て
お
く
こ
と
の
必
要
は
そ
の
ゆ
え
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
す
れ
ば
交
易
は
常
に
可
能
と
な

る
の
で
あ
り
、
し
か
る
に
交
易
あ
っ
て
共
同
関
係
は
あ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
貨
幣
は
い
ね
ば
尺
度
と
し
て
、
す
べ
て
を
通
約

的
と
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
均
等
化
す
る
Ｔ
Ｏ
　
d
i
f
]

v
6
n
c
a
[
x
a

w
a
T
t
e
p

f
i
s
v
p
o
v

(
T
u
f
i
f
j
t
e
z
p
a

T
t
o
c
'
^
a
a
v

e
a
d
Q
e
c
°
事
実
、
交
易
な
く
し

て
は
共
同
関
係
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
交
易
は
均
等
性
な
し
に
は
成
立
せ
ず
、
均
等
性
は
通
約
性
な
し
に
は
存
在
し
な
い
Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｓ

r
a
p

a
v

u
r
i

o
u
a
r
i
<
s

a
X
X
a
r
r
i
^

K
o
c
v
c
o
v
c
a

r
i
v

o
u
t
'

a
X
X
a
r
r
]

c
a
6
r
r
]
T
o
<
s

u
r
)

o
o
a
f
]
^
｡

o
u
t
'

i
a
o
z
r
]
^

u
v

o
u
a
v
^

o
o
u
u
e
z
p
c
a
^
"

も
Ｑ
不
可
能
ｂ
ｭ
も
著
し
い
差
異
の
あ
る
い
ろ
い
ろ
の
も
の
が
通
約
的
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
ん
と
う
・
は
不
可
能
な
の
で
あ

る
が
、
需
要
と
い
う
こ
と
へ
の
関
係
か
ら
充
分
に
可
能
と
な
る
。
そ
の
際
、
す
な
わ
ち
、
何
ら
か
単
一
な
も
の
の
存
在
す
る
こ
と

を
要
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
も
の
は
協
　
定
に
基
づ
く
。
ノ
ミ
ス
マ
と
い
う
名
称
の
あ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
も
の
が
す
な
わ

ち
す
べ
て
を
通
約
的
た
ら
し
め
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
貨
幣
に
ょ
っ
て
計
量
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
Ａ
は
家
屋
、
Ｂ
は
二
〇
ム
ナ
、

Ｃ
は
寝
台
。
い
ま
家
が
五
ム
ナ
に
値
す
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
五
ム
ナ
と
等
し
い
な
ら
ば
、
Ａ
は
Ｂ
の
二
分
の
一
。
ま
た
、
寝
台
す

な
わ
ち
Ｃ
は
Ｂ
の
十
分
の
Ｉ
。
こ
の
場
合
、
鏡
台
の
寝
台
が
一
軒
の
家
屋
に
等
し
い
ぞ
宅
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
五

台
。
（
ｐ
.
２
８
６
;
　
２
８
８
｡
上
、
一
八
九
－
一
九
〇
頁
）
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与
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
a
v
i
i
y
i
t
r
p
t
a
の
根
底
に
c
a
o
T
ｒ
］
(
＄
が
あ
る
と
い
う
構
造
で
は
な
い
。

　
こ
う
し
て
、
「
通
約
的
」
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
「
均
等
性
（
同
等
性
）
」
と
は
、
同
ド
ニ
つ
の
も
の
を
介
し
た
比
例

関
係
で
あ
り
、
比
率
に
よ
る
均
等
化
（
同
等
化
）
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
の
い
う
「
同
質
性
G
l
e
i
c
h
h
e
i
t

I
I
I
｢
本
質

の
0
0
0
0
_
0
0
W
e
s
e
n
s
g
l
e
i
c
h
h
e
i
t
｣
l
･
-
で
は
な
く
､
比
例
関
係
に
よ
る
｢
等
置
(
j
r
l
e
i
c
h
s
e
t
z
u
n
g

j
な
の
で

あ
る
｡=
。
｡
　
こ
う
し
て
、
「
通
約
的
」
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
る
比
率
に
ょ
っ
て
Ａ
の
一
定
量
と
Ｃ
の
一
定
量
と
が
「
等
し
い
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｖ
ｊ

と
さ
れ
る
。
Ａ
と
Ｃ
と
は
「
共
通
の
尺
度
Ｋ
Ｏ
ｌ
ｖ
ｄ
ｖ
　
　
　
Ｌ
ｔ
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｏ
Ｖ
た
る
貨
幣
」
（
ｐ
.
５
１
６
｡
下
、
一
〇
犬
頁
）
に
ょ
っ
て
測
ら
れ
［
比
と
比
と

の
間
に
お
け
る
均
等
性
ｃ
o
o
r
r
]
<
s
＼
　
（
ｐ
.
　
２
６
８
｡
上
、
一
八
〇
頁
）
が
、
す
な
わ
ち
「
比
例
に
即
し
て
の
均
等
」
（
ｐ
.
２
７
４
｡
上
、
一
八
二
頁
）

が
与
え
ら
れ
る
。
交
換
さ
れ
る
諸
物
が
「
何
ら
か
の
仕
方
に
お
い
て
均
等
（
同
等
）
な
も
の
」
で
あ
る
た
め
に
は
そ
れ
ら
が
「
何
ら

か
の
仕
方
で
比
較
可
能
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
「
或
る
一
つ
の
も
の
に
よ
っ
て
計
量
さ
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
仲
介
者
u
i
a
o
v
j

た
る
貨
幣
が
「
尺
度
ｆ
^
e
z
p
o
v
j
と
し
て
こ
の
役
割
を
果
す
。
貨
幣
が
す
べ
て
の
物
を
比
較
可
能
に
し
「
通
約
的
な
も
の
」
と
し
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
「
均
等
化
（
同
等
化
）
」
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
均
等
性

（
同
等
性
）
は
通
約
性
（
通
約
可
能
性
）
な
し
に
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
あ
る

事
柄
を
成
立
せ
し
め
る
事
柄
（
成
立
の
条
件
）
を
成
立
し
て
い
る
事
柄
の
下
位
に
置
く
と
い

う
仕
方
で
図
示
す
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
見
解
は
上
の
よ
う
に
な
る
。
「
共
同
関
係

Ｋ
ｏ
ｃ
ｖ
K
o
c
v
c
o
v
c
a
j
は
｢
交
換
a
X
X
a
r
r
j
j
な
し
に
は
あ
り
え
ず
､
｢
交
換
｣
は
｢
均
等
性

(
同
等

�

ａ
j

c
a
o
T
T
n
<
s
j
あ
り
え
ず
「
均
等
性
（
同
等
性
）
」
は
「
通
約
性
（
通
約
可
能
性
）

（
Ｔ
ｕ
ｆ
Ｘ
ｆ
u
f
X
f
j
t
e
T
p
c
a
j
＾
し
に
は
あ
り
え
な
い
が
、
貨
幣
に
ょ
っ
て
諸
物
は
「
通
約
可
能
性
」
を
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マ
ル
ク
ス
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
Ｃ
ａ
Ｏ
Ｔ
７
］
<
Ｓ
論
を
以
上
の
よ
う
に
自
分
に
引
き
付
け
て
読
み
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
次
の

こ
と
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
か
く
も
著
し
い
差
異
の
あ
る
い
ろ
い
ろ
の
も
の
が
通
約
可
能
に
な
る

a
u
n
n
B
T
o
ay
e
v
i
o
d
a
c
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
ん
と
う
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
」
（
ｐ
.
　
２
８
６
｡
　
一
八
九
百
）
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
一

節
を
引
用
す
る
際
、
マ
ル
ク
ス
は
「
『
通
約
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
』
、
す
な
わ
ち
、
質
的
に
等
し
い
ｄ
.
　
ｈ
.
　
　
　
q
u
a
l
i
t
a
t
i
v

g
l
e
i
c
h

s
e
i
e
n
と
い
う
こ
と
」
（
Ｋ
ａ
.
　
Ｉ
.
　
　
　
Ｓ
.
　
７
４
｡
ハ
○
頁
―
強
調
は
引
用
者
）
と
付
げ
加
え
る
の
で
あ
る
。
「
通
約
可
能
性
」
の
根
底
に
「
本

質
の
同
等
性
」
が
あ
る
と
い
う
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
な
く
マ
ル
ク
ス
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
「
通
約
可
能

性
」
は
「
本
質
の
同
等
性
」
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
換
言
も
理
に
か
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
マ

ル
ク
ス
と
立
場
を
異
に
す
れ
ば
、
妥
当
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
先
に
み
た
ジ
ン
メ
ル
の
見
解
も
「
す
な
わ
ち
」
と
換
言
で

き
な
い
こ
と
を
力
説
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
価
値
表
現
に
お
げ
る
「
通
約
可
能
性
」
と
「
本
質
の
同
等
性
」
と
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
当
初
か
ら
以
上
の
よ
う

な
関
連
の
も
と
に
把
握
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
『
経
済
学
批
判
』
に
お
い
て
も
マ
ル
ク
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
同
じ
叙
述

を
引
用
す
る
。
し
か
し
、
『
資
本
論
』
に
お
け
る
取
り
扱
い
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
貨
幣
が
諸
商
品
を
通
約
可
能
な
も
の
と
す
る
よ

う
に
見
え
る
の
は
流
通
過
程
の
外
観
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
一
一
節
に
付
し
た
註
の
な
か
で
、
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
・
に
い
う
・
。

　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
た
し
か
に
商
品
の
交
換
価
値
が
商
品
価
格
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
ぬ
い
て
い
る
。
「
…
…
貨

　
幣
が
あ
る
ま
え
に
交
換
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
五
台
の
寝
台
が
一
軒
の
家
と
交
換
さ
れ
よ
う
と
。

　
ま
た
五
台
の
寝
台
の
値
う
ち
に
あ
た
る
貨
幣
と
交
換
さ
れ
よ
う
と
、
す
こ
し
も
区
別
は
な
い
か
ら
だ
。
」
他
方
、
商
品
は
価
格
に
お

― 184 －



　
い
て
は
じ
め
て
相
互
に
た
い
す
る
交
換
価
値
の
形
態
を
も
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
、
商
品
は
貨
幣
に
ょ
っ
て
通
約
可
能
と
な
る

　
と
考
え
た
。
「
す
べ
て
の
も
の
は
価
格
を
も
た
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
（
省
察
－
Ｉ
引
用
者
）
貨
幣
は
も
の
さ
し
と
同
様
に
、

　
実
際
に
も
の
を
通
約
可
能
〔
臥
宅
胃
１
〕
に
し
、
つ
い
で
そ
れ
ら
を
互
い
に
等
置
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
交
換
な
し
に
は
社
会
は
あ

　
り
え
ず
、
し
か
し
同
等
性
な
し
に
は
交
換
は
あ
り
え
ず
、
通
約
性
な
し
に
は
同
等
性
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
…
…
彼
の
求

　
め
た
も
の
は
、
交
換
価
値
と
し
て
の
諸
商
品
の
統
一
性
で
あ
る
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
で
あ
る
彼
は
、
こ
れ
を
見
い
だ
す
こ
と
が

　
で
き
な
か
っ
た
。
彼
は
、
そ
れ
自
体
で
通
約
で
き
な
い
も
の
ｄ
a
s

a
n

u
n
会
df
i
i
rs
i
c
hI
n
k
o
m
m
e
n
s
u
r
a
b
l
e
を
、
実
践
的
な
要

　
求
に
と
っ
て
必
要
な
か
ぎ
り
で
貨
幣
に
ょ
っ
て
通
約
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
こ
の
困
難
か
ら
ま
ぬ
か
れ
た
。
「
た

　
し
か
に
、
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
通
約
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
ん
と
う
は
あ
り
え
な
い
こ
と
だ
が
、
げ
れ
ど
も
実

　
践
上
の
要
求
に
お
う
じ
て
そ
れ
が
お
と
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
Ｋ
ｒ
.
　
　
　
Ｓ
.
　
５
２
｡
五
〇
－
五
一
頁
）

　
　
『
経
済
学
批
判
』
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
は
『
資
本
論
』
に
お
け
る
そ
れ
と
次
の
諸
点
で
異
な
る
。
第
一
に
、
「
本
質
の

同
等
性
」
な
し
に
は
「
通
約
可
能
な
大
い
さ
と
し
て
互
い
に
関
係
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
こ
と
を
見
ぬ
い
て
い
る
と
い
う
指
摘
そ

の
も
の
が
な
い
。
「
一
つ
の
同
等
性
関
係
」
を
発
見
し
た
と
い
う
指
摘
も
、
そ
の
「
天
才
」
を
評
価
す
る
言
葉
も
な
い
。
第
二
に
、

先
に
み
た
「
す
な
わ
ち
、
質
的
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
」
と
い
う
一
句
は
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
挿
入
さ
れ
て
い
な
い
。
第
三
に
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
叙
述
は
、
こ
こ
で
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
「
本
質
の
同
等
性
」
論
を
傍
証
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ

て
は
い
な
い
。
第
四
に
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
マ
ル
ク
ス
自
身
に
引
き
付
け
た
読
み
込
み
が
こ
こ
に
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
「
価
値
形
態
」
に
関
す
る
研
究
の
深
化
に
と
も
な
っ
て
「
本
質
の
同
等
性
」
論
が
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マ
ル
ク
ス
自
身
の
な
か
で
明
確
な
形
を
と
る
に
至
り
、
そ
れ
と
同
時
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
c
a
o
T
i
n
q
論
の
一
節
に
新
た
な
光
が
あ

て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
の
「
価
値
形
態
」
論
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
そ
の
人
の
ｃ
a
o
z
Ｖ
'
ｓ
論
が
マ
ル
ク
ス
自
身
の

W
e
s
e
n
s
g
l
e
i
c
h
h
e
i
t
論
に
即
し
て
焼
き
直
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
価
値
形
態
」
論
の
か
か
に
「
本
質
の
同
等
性
」
論
が
根
を

お
ろ
し
て
い
く
過
程
が
す
な
わ
ち
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
の
読
み
込
み
が
進
行
し
て
い
く
過
程
な
の
で
あ
る
。
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四
　
マ
ル
ク
ス
の
ベ
イ
リ
ー
批
判

　
マ
ル
ク
ス
の
「
本
質
の
同
等
性
」
論
は
、
前
節
で
見
た
と
お
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
動
か
し
が
た
い
も
の
と
い
う
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
当
の
マ
ル
ク
ス
自
身
、
「
価
値
形
態
」
論
を
構
成
す
る
一
論
点
と
し
て
そ
れ
を
明
確
に
位
置
づ
け
る
の
は
、
『
資
本
論
』

段
階
で
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
方
向
は
ベ
イ
リ
ー
批
判
を
契
機
に
決
定
づ
け
ら
れ
た
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
「
本
質
の
同
等

性
」
と
「
通
約
可
能
性
」
と
の
関
係
と
い
う
点
に
絞
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
ベ
イ
リ
ー
批
判
の
骨
子
を
見
て
お
く
。
『
リ
カ
ー
ド

價
値
論
の
批
判
』
に
お
い
て
ベ
イ
リ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
た
。
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Ａ
の
価
値
が
Ｂ
の
価
値
に
等
し
い
と
い
う
場
合
に
は
「
吾
々
は
こ
れ
ら
の
商
品
の
他
の
諸
商
品
に
對
す
る
關
係
を
、
特
に
貨
幣
に

對
す
る
關
係
を
不
可
避
的
に
絶
え
ず
顧
慮
し
て
こ
の
表
現
を
用
ひ
て
ゐ
る
」
９
・
？
三
一
圭
二
二
頁
）
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は

「
Ａ
の
Ｃ
に
対
す
る
比
率
が
Ｂ
の
Ｃ
に
對
す
る
比
率
に
等
し
い
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
（
ｔ
・
夕
三
二
頁
）
。
そ
し
て

「
價
値
の
尺
度
」
と
は
こ
の
「
比
較
の
媒
介
物
」
た
る
「
第
三
の
一
商
品
」
（
ｔ
・
芦
九
九
頁
）
を
意
味
す
る
。
「
Ａ
の
Ｃ
に
對
す
る

比
率
が
Ｂ
の
Ｃ
に
對
す
る
比
率
に
等
し
い
」
と
す
る
ベ
イ
リ
ー
の
論
点
は
、
ま
さ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
「
比
と
比
と
の
間
に

お
け
る
均
等
性
」
と
い
う
論
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
先
に
見
た
ジ
ン
メ
ル
と
の
関
係
で
興
味
深
い
の
は
次
の
一
節
で
あ
る
。

　
　
直
接
に
比
較
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
二
対
象
物
の
相
互
の
關
係
を
発
見
す
る
の
に
必
要
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
事
柄
は
、
あ
る
第
三

　
の
對
象
物
に
對
す
る
そ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
關
係
が
分
か
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
（
ｐ
.
　
１
０
７
｡
　
一
〇
五
頁
）

　
第
三
の
対
象
物
に
対
す
る
二
対
象
物
の
個
々
の
関
係
は
「
共
通
の
言
葉
ま
た
は
名
稱
c
o
m
m
o
n

t
e
r
m

o
r

d
e
n
o
m
i
n
a
t
i
o
n
」

（
ｐ
.
１
０
４
｡
　
Ｉ
○
四
頁
）
に
そ
れ
ら
の
価
値
を
表
現
さ
せ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
示
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
比
較
に
と

っ
て
必
要
な
こ
と
は
「
共
通
の
言
葉
が
興
へ
ら
れ
て
ゐ
る
」
（
ｐ
.
　
１
０
９
｡
　
一
〇
七
頁
）
こ
と
、
「
共
通
の
名
稱
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
」

（
ｐ
.
　
１
１
０
｡
　
一
〇
八
頁
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
價
値
測
定
の
過
程
に
お
け
る
必
要
な
條
件
t
h
e

r
e
q
u
i
s
i
t
e
c
o
乱
i
t
i
o
n
は
、
測
定
さ
る
べ
き
諸
商
品
が
共
通
の
名
稱
に
還
元

　
さ
れ
る
s
h
o
u
l
d

b
e
r
e
d
u
c
e
dt
o
a

c
o
m
m
o
n

d
e
n
o
m
i
n
a
t
i
o
n
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
、
共
通
の
名
稱
に
は
い
つ
で
も
等
し
く
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容
易
に
還
元
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
、
或
は
む
し
ろ
既
に
還
元
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
、
け
だ
し
共
通
の
名
稱
と
は
記
入
さ
れ
て
ゐ

　
る
諸
商
品
の
價
格
、
す
な
は
ち
貨
幣
に
對
す
る
そ
れ
ら
の
價
値
の
關
係
に
外
か
ら
か
い
か
ら
で
あ
る
。
（
ｐ
.
１
１
２
｡
　
一
〇
九
頁
）

　
ベ
イ
リ
ー
の
い
う
「
必
要
な
條
件
」
は
貨
幣
に
ょ
っ
て
す
で
に
達
成
さ
れ
て
い
る
。
「
名
稱
」
へ
の
還
元
と
い
う
点
を
別
と
す
れ

ば
基
本
的
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
即
し
た
見
解
と
い
え
る
。
マ
ル
ク
ス
も
『
経
済
学
批
判
要
網
』
に
お
い
て
こ
の
点
を
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
た
。

　
　
商
品
を
か
よ
う
に
数
量
比
例
関
係
に
も
た
ら
し
通
約
し
う
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
商
品
は
同
じ
呼
称
（
単
位
）
d
i
e
s
e
l
b
e

　
D
e
n
o
m
i
n
a
t
i
o
n

(
E
i
n
h
e
i
t
）
を
受
け
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
（
ｙ
Ｓ
.
　
６
１
｡
六
四
頁
）

　
生
産
物
が
「
一
定
の
量
的
な
関
係
に
、
あ
る
関
係
数
に
」
（
Ｓ
.
　
６
１
-
６
２
｡
六
四
頁
）
に
転
化
さ
れ
、
「
同
じ
単
位
を
も
っ
た
名
数

b
e
n
n
a
n
t
eG
r
o
B
e
n
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
通
約
可
能
に
な
る
」
（
Ｓ
.
　
６
２
｡
六
五
頁
）
。
商
品
が
労
働
時
間
と
い
う
「
あ
る
他
の
要

素
」
9
b
e
n
d
a
｡
六
四
頁
）
に
転
化
さ
れ
る
と
い
う
点
は
ベ
イ
リ
ー
と
異
な
る
が
、
「
同
じ
名
数
（
名
称
を
与
え
ら
れ
た
大
い
さ
）
」
と
い

う
点
は
、
ベ
イ
リ
ー
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
、
次
の
よ
う
・
な
指
摘
も
同
時
に
な
さ
れ
て
い
た
。

　
　
物
の
単
に
量
的
な
区
別
は
な
に
を
前
提
し
て
い
る
か
？
　
そ
の
質
の
同
一
性
d
i
e

D
i
e
s
e
l
b
i
g
k
e
i
t

i
h
r
e
r
Q

u

a
1
i
t
a
t
で

　
あ
る
。
（
∽
・
呂
’
九
三
頁
）



　
　
　
　
価
値
形
態
論
に
お
け
る
「
本
質
の
同
等
性
」
に
つ
い
て

　
　
二
つ
の
物
が
同
一
の
尺
度
で
だ
け
通
約
可
能
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
同
じ
性
質
の
も
の
已
e

i
c
h

e
r

N
会
a

t
u

r
で
あ
る

　
場
合
で
あ
る
。
（
Ｓ
.
　
５
０
６
｡
五
五
六
頁
）

　
こ
の
よ
う
に
、
「
通
約
可
能
性
」
の
条
件
と
し
て
は
二
方
に
「
同
じ
呼
称
d
i
e
s
e
l
b
e

D
e
n
o
m
i
n
a
t
i
o
n
｣
、
「
同
じ
単
位
を
も
っ
た

名
数
」
と
い
う
論
点
が
あ
り
、
他
方
に
「
質
の
同
一
性
d
i
e

D
i
e
s
e
l
b
i
g
k
e
i
t
i
h
r
e
r

Q
u
a
l
i
t
a
ご
、
「
同
じ
性
質
の
も
の
g
l
e
i
c
h
e
r

J
N
a
t
u
r
　
I
と
い
う
論
点
が
あ
り
、
両
者
は
い
わ
ば
並
存
し
て
い
た
。
し
か
し
、
後
者
、
す
な
わ
ち
「
商
品
が
こ
の
よ
う
に
同
質
で
あ

り
一
つ
の
も
の
で
あ
る
d
i
e
s
e

i
h
r
e

G
l
e
i
c
h
h
e
i
t
｡
d
i
e
s
e
i
h
r
e

E
i
n
h
e
i
t
j
（
芦
夕
七
二
頁
）
と
い
う
論
点
が
『
剰
余
価
値
学
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

史
』
に
お
け
る
ベ
イ
リ
ー
批
判
を
機
に
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
同
時
に
前
者
は
そ
の
影
を
薄
く
し
て
い
く
。

　
諸
商
品
は
同
じ
労
働
量
を
あ
ら
わ
す
か
ぎ
り
で
は
「
同
じ
も
の
ｇ
l
e
i
c
h
で
あ
り
、
同
一
の
も
の
d
a
s
s
e
l
b
e
で
あ
る
」
（
Ｍ
w
.
　
ｉ
ｎ
.

Ｓ
.
　
１
２
４
｡
　
二
八
三
頁
）
と
い
う
こ
と
、
対
象
化
さ
れ
た
労
働
時
間
の
宣
布
と
し
て
の
諸
商
品
の
定
在
が
「
諸
商
品
の
単
一
性
、
諸
商
品

の
同
一
要
素
i
h
r
e

E
i
n
h
e
i
t
｡

i
h
r

i
d
e
n
t
i
s
c
h
e
s
E
l
e
m
e
n
t
　
＼
　
（
Ｍ
w
.
　
Ｉ
Ｅ
.
　
Ｓ
.
　
１
２
４
-
１
２
５
｡
　
コ
八
四
頁
）
を
な
す
と
い
う
論
点
は
、
特

に
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
量
的
区
別
」
が
「
質
の
同
一
性
」
を
前
提
す
る
と
い
う
論
点
は
、
こ
こ
で
は
そ
の
質
が
何

か
と
い
う
問
題
と
は
別
に
、
ベ
イ
リ
ー
批
判
の
立
脚
点
と
し
て
大
き
な
意
義
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　
　
彼
は
、
ｙ
　
ｊ
＾
　
I
／
Ｏ
　
i
;
　
ｙ
:
ｒ
．
／
ｕ
=
　
Ｘ
叫
姉
仇
ぐ
ス
０
海
ざ
ご
　
と
い
う
場
合
、
リ
ン
ネ
ル
と
麦
わ
ら
と
い
う
不
等
な
物
の
あ
い
だ

　
の
こ
の
同
等
性
d
i
e
s
e

G
l
e
i
c
h
h
e
i
t
が
両
方
を
等
し
い
大
い
さ
に
す
る
と
い
う
単
純
な
反
省
さ
え
も
忘
れ
て
い
る
。
（
Ｓ
.
　
１
３
７
｡
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諸
商
品
か
二
定
の
大
い
さ
と
し
て
比
較
す
る
た
め
に
は
「
前
も
っ
て
苫
訃
ｑ
」
諸
商
品
が
「
同
名
の
大
い
さ
、
質
的
に
同
一
の

も
の
q
u
a
l
i
t
a
t
i
vi
d
e
n
t
i
s
c
h
e
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
Ｓ
.
　
１
２
５
｡
　
一
六
四
頁
）
と
い
う
論
点
は
、
何
が
「
同
等
な
も
の
と
し
て
の

定
在
」
（
Ｓ
.
　
１
３
７
｡
　
一
七
光
頁
）
な
の
か
、
何
が
「
両
方
に
共
通
な
も
の
e
t
w
a
s

b
e
i
d
e
n
G
e
m
e
i
n
s
a
m
e
s
j(
e
b
e
n
d
a
｡
同
前
)
な
の

ｂ
ｩ
と
い
う
問
題
を
そ
の
も
の
と
し
て
は
含
ま
な
宍
｡
ベ
ｲ
ﾘ
ｰ
が
そ
の
問
題
に
｢
答
え
て
い
な
い
｣
(
e
b
e
n
d
a
｡
同
前
)
の
は
､
｢
そ

ｂ
ﾌ
同
じ
質
t
h
e

s
a
m
e
q
u
a
l
i
t
y
｣
(
S
.
1
6
0
｡
二
I
九
頁
)
を
見
出
す
の
が
｢
困
難
｣
(
e
b
e
n
d
a
.
同
前
)
だ
か
ら
で
は
な
く
､
「
質
的
同

一
性
」
が
不
等
な
物
を
等
し
い
大
い
さ
に
す
る
と
い
う
点
に
眼
を
向
け
な
い
か
ら
だ
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
う
ベ
イ
リ
ー
を
批
判
す
る
の

で
あ
る
。

　
こ
れ
を
別
の
角
度
か
ら
見
て
み
ょ
う
。
「
Ａ
と
Ｂ
と
に
共
通
な
二
つ
の
も
の
が
あ
る
ｔ
t
h
e
r
e

e
x
i
s
t
sa

c
o
m
m
o
n

u
n
i
t
yf
o
r

A
a
n
d

B
｣
(
S
.
1
5
9
｡
　
二
〇
八
頁
）
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
姉
夕
蹟
鵬
刄
・
＝
‥
Ｍ
峠
ｙ
メ
０
洽
　
と
い
う
場
合
に
も
Ａ
と
金
と
の

あ
い
だ
に
「
共
通
な
二
つ
の
も
の
」
が
あ
る
。
Ａ
と
Ｂ
と
の
比
較
に
お
い
て
Ａ
お
よ
び
Ｂ
が
同
じ
単
位
で
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
Ａ
お
よ
び
Ｂ
が
「
同
じ
一
つ
の
も
の
を
ｄ
i
e
s
e
l
b
e

E
i
n
h
e
i
t
j
　
（
Ｓ
.
　
１
４
１
｡
　
一
八
五
頁
）
表
現
し
て
い
る
と
す
る
と
こ
ろ

に
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
ベ
イ
リ
ー
批
判
の
核
心
が
あ
る
。
「
何
に
ょ
っ
て
こ
の
表
現
（
貨
幣
表
現
１
引
用
者
）
が
可
能
に
な
る
の

か
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
が
規
定
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
は
実
際
に
は
何
を
表
現
す
る
の
か
w
a
s

e
r
m

d
e
r
i
a
t
a
u
s
d
r
t
i
c
k
t
j

　
k
a
k
u

V
1
0
¥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

（
ｐ
.
１
５
５
｡
二
〇
一
頁
）
を
ベ
イ
リ
ー
は
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
と
マ
ル
ク
ス
は
批
判
す
る
。
貨
幣
表
現
が
、
し
た
が
っ
て
価
値
表
現
が

　
「
実
際
に
は
何
を
表
現
し
て
い
る
の
か
」
と
問
わ
れ
れ
ば
、
ベ
イ
リ
ー
は
あ
ら
た
め
て
「
價
値
と
い
ふ
特
殊
の
感
情
」
（
ｔ
・
？
ニ
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

頁
）
、
「
意
思
の
決
定
に
表
は
れ
る
感
情
ま
た
は
心
理
状
態
」
（
ｐ
.
１
８
０
｡
　
一
六
一
頁
）
に
つ
い
て
論
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の

場
合
、
や
は
り
、
「
同
じ
一
つ
の
も
の
」
が
表
現
さ
れ
る
と
い
う
方
向
に
は
展
開
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
等
式
を
「
同
じ
一
つ
の
も



の
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
考
察
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
は
別
の
問
題
と
し
て
「
同
じ
一
つ
の
も
の
」
が
表
現
さ
れ

て
い
る
も
の
と
し
て
考
察
す
る
か
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
ベ
イ
リ
ー
・
ジ
ン
メ
ル
と
マ
ル
ク
ス
を
分
つ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
・
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
「
同
等
性
」
が
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
「
前
提
」
さ
れ
た
、
も
し
く
は
「
設
定
」
さ
れ
た
と
す
る
の
は
正
確
で
な

い
。
違
っ
た
種
類
の
使
用
価
値
が
等
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
「
同
等
で
、
質
的
に
一
様
で
あ
っ
て
、
た
だ
、
こ
の
質
的
に
同

等
な
も
の
の
量
的
表
現
だ
け
が
相
違
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
「
す
で
に
基
底
に
あ
る
1
s
t

s
c
h
o
n
u
n
t
e
r
s
t
e
l
l
ご
（
Ｓ
.
　
１
３
２
,
　
一
七
三

頁
）
の
で
あ
っ
て
、
諸
商
品
は
価
値
と
し
て
「
す
で
に
同
一
　
s
c
h
o
n

i
d
e
n
t
i
s
c
h
j
　
（
e
b
e
n
d
a
,
同
前
）
な
の
で
あ
る
。
一
商
品
の
価

値
を
金
で
表
現
す
る
と
い
う
問
題
に
は
ｌ

　
　
問
題
そ
の
も
の
の
な
か
に
す
で
に
こ
の
よ
う
な
前
提
が
存
在
し
て
い
る
，
日
叩
ｏ
Ｚ
Ｑ
目
Ｓ
Ｆ
降
Ｆ
胆
８
ｒ
ｏ
ロ
９
ａ
Ｑ
べ
ｏ
？

　
Ｑ
Ｓ
Ｓ
｛
～
ロ
叫
の
で
あ
る
。
（
∽
．
ご
芦
　
一
七
三
頁
）

　
Ａ
を
Ｂ
の
ど
れ
だ
け
か
の
部
分
と
等
置
す
る
こ
と
は
、
Ａ
と
Ｂ
と
に
共
通
な
二
つ
の
も
の
が
存
在
す
る
「
場
合
の
み
可
能
吊
ｒ

ｒ
呂
ぐ
り
ｏ
肌
応
Ｑ
応
・
：
」
（
沁
広
Ｆ
二
〇
八
頁
）
で
あ
る
。
Ａ
の
Ｂ
で
の
表
現
が
｛
な
に
に
よ
っ
て
…
…
可
能
な
の
か
Ｓ
ｏ
叱
日
多

．
：
ヨ
ぼ
｝
｛
多
気
叱
｝
（
芦
応
ｙ
二
〇
一
頁
）
、
「
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
ｒ
〇
１
，
｛
ｒ
り
ｏ
趾
に
Ｑ
｝
（
帥
・
に
り
　
Ｉ
九
三
頁
）
１
こ

の
問
に
答
え
る
も
の
と
し
て
マ
ル
ク
ス
は
「
同
等
性
」
を
「
基
底
と
す
る
」
と
い
う
論
点
を
対
置
す
る
の
で
あ
る
。

　
ベ
イ
リ
ー
批
判
を
通
し
て
マ
ル
ク
ス
の
な
か
で
明
確
な
形
を
と
っ
て
い
っ
た
の
は
、
等
式
そ
れ
自
身
が
含
み
も
つ
「
前
提
」
と
し

て
の
－
１
等
式
の
「
基
底
を
な
す
」
も
の
と
し
て
の
－
ー
ー
「
同
等
性
」
と
い
う
論
点
で
あ
っ
た
。
『
資
本
論
』
「
初
版
」
の
「
価
値
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形
態
」
論
で
は
、
Ｓ
ｎ
・
で
０
に
ｙ
吊
そ
＝
‥
｛
縮
０
ｈ
縮
　
と
い
う
等
式
に
お
け
る
リ
ン
ネ
ル
が
上
着
と
「
同
じ
本
質
の
も
の
ｇ
ｌ
ｅ
ｉ
-

C
h
e
r
W
e
s
e
n
s
I
(
『
初
版
』
K
a
.

I
.
S
.
　
１
８
｡
四
八
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
初
版
」
・
「
付
録
」
で
は
、
「
同
じ
性
質
の
も
の
、

同
じ
実
体
の
も
の
　
g
l
e
i
c
h
e
r

N
a
t
u
r
｡

g
l
e
i
c
h
e
r

S
u
b
s
t
a
n
z
｣
（
Ｓ
.
　
７
６
６
｡
　
一
三
三
頁
）
と
い
う
こ
と
が
、
回
以
’

で
Ｏ
ｔ
ｙ
曇
そ
＝
亡
懸
り
ド
雄
　
と
い
う
表
現
の
「
基
礎
り
～
ｒ
Ｌ
（
ｅ
ｂ
ｅ
乱
ａ
｡
同
前
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
「
第
二
版
」
し
た
が

っ
て
「
現
行
版
」
で
は
Ｂ
a
s
i
s
に
か
わ
っ
て
Ｇ
ｒ
ｕ
乱
ｌ
ａ
ｇ
ｅ
が
用
い
ら
れ
る
が
基
本
的
な
変
更
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
「
価
値
形

態
」
論
完
成
の
最
終
段
階
に
等
式
の
「
基
礎
」
と
し
て
の
「
同
等
性
」
と
い
う
論
点
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
ベ
イ
リ
ー
批
判
の
過
程
は
、
等
式
の
「
基
礎
」
と
し
て
の
「
同
等
性
」
と
い
う
・
論
点
、
す
な
わ

ち
、
「
本
質
の
同
等
性
」
な
し
に
は
「
通
約
可
能
性
」
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
論
点
が
「
価
値
形
態
」
論
の
な
か
に
根
を
お
ろ
し
て

い
く
過
程
な
の
で
あ
る
。

　
　
（
1
9
）
　
S
a
m
u
e
l

B
a
i
l
e
y
｡
A

C
r
i
t
i
c
a
l
D
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n

o
n

t
h
e
N
a
t
u
r
e
｡M
e
a
s
u
r
ea
n
d
C
a
u
s
e
so
f
V
a
h
i
e
｡L
o
n
d
o
n
1
8
2
5
:

　
　
　
　
　
r
p
t
.

N
e
w

Y
o
r
k
１
９
６
７
｡
鈴
木
浩
一
郎
譚
、
『
リ
カ
ー
ド
價
値
論
の
批
判
』
、
日
本
評
論
牡
、
昭
和
一
六
年
ｌ
引
用
は
世
界
古
典
文

　
　
　
　
　
庫
、
昭
和
二
二
年
か
ら
。

　
　
（
2
0
）
　
「
通
約
可
能
性
」
と
い
う
論
点
を
Ｐ
、
「
本
質
の
同
等
性
」
と
い
う
論
点
Ｑ
と
す
れ
ば
－
Ｉ
Ｐ
と
Ｑ
が
単
に
並
存
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

　
　
　
　
　
い
立
場
に
対
し
て
は
、
Ｑ
の
み
の
否
定
が
一
つ
の
批
判
的
立
場
た
り
う
る
。
し
か
し
、
Ｑ
に
ょ
っ
て
の
み
Ｐ
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
仕

　
　
　
　
　
方
で
両
者
が
一
つ
の
論
点
を
構
成
し
て
い
る
場
合
、
Ｐ
を
否
定
せ
ず
Ｑ
の
み
を
否
定
し
て
も
批
判
的
立
場
だ
り
え
な
い
。
そ
の
場
合
は

　
　
　
　
　
Ｐ
と
Ｑ
の
関
連
を
切
断
し
て
み
せ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
の
方
向
を
示
し
だ
の
が
ジ
ン
メ
ル
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
の
場
合
、
べ

　
　
　
　
　
イ
リ
ー
批
判
を
通
し
て
Ｐ
・
Ｑ
両
者
の
関
連
が
整
理
さ
れ
て
い
く
わ
け
だ
が
、
そ
の
際
「
同
じ
名
称
」
と
い
う
論
点
は
「
通
約
可
能

　
　
　
　
　
性
」
と
い
う
論
点
に
重
ね
ら
れ
て
同
一
の
論
点
を
な
す
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
た
だ
同
じ
一
つ
の
も
の
の
諸
表
現
と
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し
て
の
み
、
こ
れ
ら
の
物
の
大
い
さ
は
、
同
名
の
、
し
た
が
っ
て
通
約
可
能
な
大
い
さ
な
の
で
あ
る
」
（
Ｋ
ａ
.
　
Ｉ
.
　
　
　
Ｓ
.
　
６
４
｡
六
七
頁
）

　
　
　
と
い
う
場
合
も
、
「
同
名
の
」
と
い
う
こ
と
と
「
通
約
可
能
な
」
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
同
一
次
元
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
「
本

　
　
　
質
の
同
等
性
」
な
し
に
は
「
同
一
名
称
性
＝
通
約
可
能
性
」
は
あ
り
え
な
い
と
い
ぅ
ノ
の
が
力
点
で
あ
る
。

（
2
1
）
　
「
交
換
に
お
い
て
示
さ
れ
る
等
一
物
が
何
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
と
、
等
一
物
の
存
在
の
必
然
性
と
は
あ
る
程
度
獨
立
に
明
ら
か
に
さ

　
　
　
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
？
　
古
典
學
派
は
第
一
の
問
題
を
ど
う
に
か
解
決
し
え
た
。
し
か
し
彼
等
は
第
二
の
問
題
に
つ
い
て

　
　
　
知
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
そ
の
解
決
を
マ
ル
ク
ス
に
委
ね
た
。
結
局
第
二
の
問
題
は
價
値
形
態
の
問
題
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
」
（
遊
部

　
　
　
久
蔵
、
『
價
値
論
争
史
』
、
青
木
書
店
、
昭
和
二
四
年
、
七
八
頁
）

（
2
2
）
　
マ
ル
ク
ス
と
ベ
イ
リ
ー
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
玉
野
井
芳
郎
氏
の
一
連
の
論
稿
（
玉
野
井
芳
郎
、
『
経
済
理
論
史
』
、
東
京
大

　
　
　
学
出
版
会
、
昭
和
五
二
年
、
所
収
）
が
興
味
深
い
。
し
か
し
、
等
式
が
同
じ
一
つ
の
も
の
を
「
表
現
し
て
い
る
」
と
す
る
マ
ル
ク
ス
を

　
　
　
「
価
値
形
態
と
は
お
よ
そ
縁
遠
い
理
解
」
（
二
五
三
頁
）
だ
と
し
て
批
難
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
ベ
イ
リ
ー
に
問
い
質
し

　
　
　
て
い
た
の
は
、
「
Ａ
と
い
ふ
對
象
物
の
價
値
は
Ｂ
と
い
ふ
あ
る
他
の
對
象
物
の
叡
量
に
よ
つ
て
の
み
表
現
さ
れ
得
る
」
（
Ｂ
ａ
ｉ
ｌ
ｅ
ｙ
｡
　
　
ｐ
.

　
　
　
２
７
｡
四
五
頁
）
と
い
う
そ
の
等
式
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
か
、
「
な
に
を
表
現
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
同
じ
「
表
現

　
　
　
す
る
」
と
い
う
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
商
品
Ａ
の
価
値
が
商
品
Ｂ
の
使
用
価
値
に
よ
っ
て
「
表
現
さ
れ
る
」
と
い
う
場
合
の
そ
れ
と
は
、

　
　
　
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
問
題
に
さ
れ
て
い
る
事
柄
が
全
く
異
な
る
。
「
価
値
と
し
て
は
、
上
着
と
リ
ン
ネ
ル
と
は
、
同
じ
実
体
を
も

　
　
　
っ
た
物
で
あ
り
、
同
種
の
労
働
の
客
体
的
表
現
o
b
j
e
k
t
i
v
e

A
u
s
d
r
i
i
c
k
e
j

(
K
a
.
I
.
S
.
5
8
｡
五
九
頁
）
と
マ
ル
ク
ス
が
第
一
章
第

　
　
　
二
節
で
い
う
と
き
、
玉
野
井
氏
に
し
た
が
え
ば
こ
こ
で
も
「
二
つ
の
規
定
が
当
時
の
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
な
お
未
分
離
の
ま
ま
に
あ

　
　
　
っ
た
」
（
二
四
九
頁
）
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
氏
の
所
説
は
き
わ
め
て
重
要
な
論
題
を
多
く
含
ん
で
い
る
た
め

　
　
　
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
は
復
原
均
氏
が
『
「
資
本
論
」
の
復
権
ｌ
ｌ
宇
野
経
済
学
批
判
』
（
鹿
砦
社
、
昭
和
五

　
　
　
三
年
）
の
な
か
で
お
こ
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
玉
野
井
氏
の
用
語
法
の
整
理
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
氏
の
見
解
を
中
心
に
取
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り
扱
っ
た
も
の
は
別
の
投
合
に
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
。
復
原
氏
の
玉
野
井
氏
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
も
そ
の
折
あ
わ
せ
て
検
討
す

　
　
　
る
。

（
2
3
）
　
ベ
イ
リ
ー
価
値
論
を
総
括
的
に
評
価
す
る
た
め
に
は
欠
か
せ
な
い
論
点
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
ふ
れ
る
余
裕
は
な
い
。
ベ
イ
リ
ー
の
『
リ

　
　
　
カ
ー
ド
價
値
論
の
批
判
』
は
「
経
済
學
の
現
状
に
お
い
て
は
、
先
行
及
び
富
代
の
経
済
學
者
鐘
の
諸
學
説
に
對
す
る
批
判
的
闘
説
は
こ

　
　
　
れ
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
ま
た
た
と
へ
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
避
け
る
べ
き
で
は
な
い
」
（
B
a
i
l
e
y
｡

X
I
｡
一
七

 
　

頁
)
と
い
う
意
味
に
お
い
て
｢
経
済
学
批
判
｣
な
の
で
あ
る
か
ら
､
そ
の
｢
心
理
学
的
素
養
｣
(
R
.

M
.

R
a
u
n
e
r
｡S
a
m
u
e
lB
a
t
-

　
　
　
L
e
y

a
n
d

t
h
e
C
l
a
s
s
i
c
a
l
T
h
e
o
r
y
o
f
V
a
l
u
e
｡L
o
n
d
o
n
1
9
6
1
｡p
.
2
6
.
参
照
)
も
含
め
た
包
括
的
な
研
究
が
俟
た
れ
る
と
こ
ろ

　
　
　
で
あ
る
。

（
2
4
）
　
こ
の
「
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
」
と
い
う
問
に
つ
い
て
廣
松
渉
氏
は
「
決
し
て
単
な
る
〃
歴
史
的
成
立
機
構
″
に
関
わ
る
ｉ
器

　
　
　
ｒ
Ｅ
で
は
な
く
、
『
可
能
性
の
制
約
』
（
B
e
d
i
n
g
u
n
g

d
e
r
M
o
g
l
i
c
h
k
e
i
t
）
の
問
求
で
あ
り
、
存
立
機
制
の
究
明
で
あ
る
し
（
廣
松

　
　
　
渉
、
「
貨
幣
論
の
た
め
の
プ
レ
リ
ュ
ー
ド
」
『
現
代
思
想
』
、
青
土
社
、
第
五
巻
第
一
一
号
、
一
四
六
頁
）
と
し
て
い
る
。
「
現
相
的
に

　
　
　
与
え
ら
れ
た
事
象
の
可
能
性
の
制
約
を
問
求
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
関
仔
熊
の
項
を
定
礎
す
る
」
（
同
、
一
五
四
頁
）
と
い
う
氏
の
方

　
　
　
法
に
つ
い
て
は
次
回
ふ
れ
た
い
。

（
2
5
）
　
マ
ル
ク
ス
は
v
o
r
a
u
s
s
e
t
z
e
n
お
よ
び
u
n
t
e
r
s
t
e
l
l
e
n
と
い
う
語
を
次
の
よ
う
に
用
い
る
｡
一
方
で
は
､
ご
く
普
通
の
意
味
で
､
こ

　
　
　こ

で
は
…
…
を
前
提
す
る
、
…
…
が
こ
こ
で
の
議
論
の
前
提
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
。
こ
の
場
合
は
「
方
法
的
に
必
要
な
と
と
で
あ

　
　
　
る
」
（
Ｍ
ｓ
.
　
Ｉ
.
　
　
Ｓ
.
　
６
１
｡
一
〇
八
頁
）
た
め
、
「
関
係
を
純
粋
に
理
解
す
る
た
め
」
（
Ｋ
ａ
.
　
Ｉ
.
　
　
Ｓ
.
　
１
８
８
。
　
二
二
八
頁
）
、
「
理
論
的
簡
単

　
　
　
化
と
し
て
」
｛
｝
ｐ
・
戸
一
応
洲
　
第
一
分
冊
、
二
二
Ｉ
頁
）
等
１
w
i
r
｡

e
r
｡
m
a
n
す
な
わ
ち
考
察
者
（
分
析
者
）
が
そ
う
す

　
　
　
る
。
他
方
の
「
前
提
」
は
、
「
本
質
的
な
条
件
と
し
て
」
（
Ｋ
ａ
.
　
Ｍ
.
　
　
　
Ｓ
.
　
８
９
｡
同
一
〇
〇
頁
）
の
前
提
で
あ
り
、
「
基
礎
お
よ
び
条
件

　
　
　
d
i
e

G
r
u
乱
l
a
g
e
u
n
d
B
e
d
i
n
g
u
n
g
i
(
M
w
｡

I
.
S
.
3
6
5
｡
四
九
五
頁
)
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
「
こ
の
前
提
条
件
が
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な
け
れ
ば
w
i
t
h
o
u
t

t
h
a
tp
r
e
m
i
s
e
そ
れ
ら
の
存
在
そ
の
も
の
t
h
e

v
e
r
y
e
x
i
s
t
e
n
c
e
が
無
意
味
な
不
合
理
な
も
の
に
な
っ
て
し

ま
う
」
（
M
w
.
　
ｉ
ｎ
.
　
　
　
Ｓ
.
　
７
８
｡
一
〇
一
員
）
の
で
あ
る
か
ら
ま
さ
に
「
問
題
そ
の
も
の
の
な
か
に
す
で
に
存
在
し
て
い
る
」
前
提
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
は
「
根
底
に
あ
る
事
実
d
e
r
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i
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で
あ
る
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ベ
イ
リ
ー
批
判
の
際
に
マ
ル
ク
ス
が
用
い
る
n
t
e
r
s
t
e
l
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
は
、
主
と
し
て
後
者
で
あ
る
。
廣
松
渉
氏
は
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
の

e
r

T
a
u
s
c
h
w
e
r
tu
n
t
e
r
s
t
e
l
l
t

d
i
e
g
e
s
e
l
l
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S
.

1
1
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)ａ
j
い
う
一
節
の
u
n
t
e
r
s
t
e
l
l
e
n
ｅ
ｎ
を
「
実
体
的
基
礎
に
ｕ
n
t
e
r
s
t
e
l
l
e
n
し
て
い
る
」
と
訳
出
し
、
「
『
仮
定
す
る
』
と
か
『
前
提
す
る
』

と
か
い
う
訳
語
で
は
、
ゾ
ン
バ
ル
ト
流
の
解
釈
に
通
じ
か
ね
な
い
の
で
、
敢
え
て
こ
う
訳
し
た
」
と
付
け
加
え
て
い
る
（
廣
松
渉
、
『
資

本
論
の
哲
学
』
、
現
代
評
論
社
、
昭
和
四
九
年
、
六
一
頁
）
。
筆
者
も
廣
松
氏
と
同
様
の
危
惧
を
も
つ
。
特
に
ベ
イ
リ
ー
批
判
の
際
に
繰

り
返
し
用
い
ら
れ
る
ｕ
n
t
e
r
s
t
e
l
l
e
n
が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
の
方
法
の
根
本
に
か
か
お
る
問
題
で
あ
る
。
適
切

な
訳
語
を
今
後
も
模
索
す
る
必
要
が
あ
る
。
Ｇ
.
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ｾ
し
て
い
る
｡
ﾏ
ﾙ
ｸ
ｽ
が
両
者
を
こ
の
よ
う
に
何
ら
か
の
仕
方
で
常
に
区
別
し
て
用
い
て
い
た
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
｡
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五
　
む
す
び
に
か
え
て

　
二
商
品
間
に
い
か
な
る
意
味
の
「
等
置
」
も
「
同
等
化
（
均
等
化
）
」
も
認
め
な
い
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
マ

ル
ク
ス
も
同
じ
穴
の
貉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
マ
ル
ク
ス
を
批
判
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
現
代
科
学
に
何
ら
貢
献
す
る
と
こ
ろ
の

な
い
遠
い
過
去
の
遺
物
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
は
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
」
と
な
る
。
マ
ル
ク

ス
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
哲
学
の
古
典
を
掲
げ
る
こ
と
で
そ
の
学
説
の
由
緒
正
し
さ
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

「
本
質
の
同
等
性
」
と
「
通
約
可
能
性
」
に
関
し
て
は
、
マ
ル
ク
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
直
系
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
、
ベ
イ

リ
ー
、
ジ
ン
メ
ル
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
同
一
の
系
譜
に
属
し
、
マ
ル
ク
ス
は
お
そ
ら
く
へ
ｌ
ゲ
ル
と
の
か
か
お
り
の
た
め
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
本
流
に
は
属
さ
な
い
こ
と
に
な
る
。
本
流
で
は
等
式
の
外
部
に
別
の
等
式
が
置
か
れ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
は
じ
め

て
Ｉ
同
じ
一
つ
の
も
の
で
表
現
さ
れ
る
と
い
う
・
観
点
か
ら
Ｉ
考
察
が
始
ま
る
の
に
対
し
、
傍
流
で
は
ニ
つ
の
等
式
の
内
部
で
そ

の
根
底
に
あ
る
も
の
を
Ｉ
Ｉ
同
じ
一
つ
の
も
の
が
表
現
さ
れ
る
と
い
う
観
点
か
ら
ｉ
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
後
者
は
、
そ
の
同
じ

一
つ
の
も
の
が
本
当
は
何
な
の
か
と
い
う
問
題
と
は
別
に
、
等
式
の
「
基
礎
」
と
い
う
論
点
に
到
達
す
る
。

　
「
初
版
」
・
「
付
録
」
の
「
価
値
形
態
」
論
に
こ
の
論
点
が
登
場
し
た
の
と
時
を
同
じ
く
し
、
か
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
が
登
場
す

る
。
つ
ま
り
、
「
本
質
の
同
等
性
」
な
し
に
は
「
通
約
可
能
性
」
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
論
点
が
確
固
た
る
も
の
と
な
る
こ
と
に
ょ

っ
て
、
同
時
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
c
a
o
T
V
i
s
論
が
あ
ら
た
め
て
ク
ロ
ー
ス
・
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
本
質
の
同
等

性
」
論
に
即
し
て
読
み
込
ま
れ
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
対
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
評
価

の
変
化
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
理
論
形
成
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
価
値
形
態
」
論
が
最
終
的
な
形
に
近
付
く
過
程
で
「
本

― 199 －



－200－

質
の
同
等
性
」
論
は
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
の
明
確
な
位
置
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
等
式
・
通
約
性
・
同
等
性
と
い
う
関
連

が
「
価
値
形
態
」
論
の
一
論
点
を
形
成
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
「
労
働
」
に
つ
い
て
は
直
接
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

i
a
o
z
i
n
<
s
論
が
「
価
値
形
態
」
分
析
の
嚆
矢
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
の
「
本
質
の
同
等
性
」
論
が
ほ
か
な
ら
ぬ
「
価
値
形
態
」
論
の
な
か
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
等
式
の
「
基
礎
」

と
い
う
仕
方
で
そ
の
出
発
点
と
し
て
の
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
次
に
考
察
す
べ
き
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ

う
に
他
の
諸
論
点
と
か
か
わ
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
価
値
物
」
・
「
価
値
体
」
規
定
の
考
察
に
あ
た
っ
て
「
同
等
性
」

論
を
出
発
点
に
据
え
る
と
な
れ
ば
、
当
然
、
「
同
等
性
（
同
質
性
）
」
と
い
わ
ゆ
る
「
対
極
性
」
（
「
異
質
性
」
）
と
の
関
連
が
問
題
に
な

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
前
か
ら
様
々
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
「
価
値
物
」
・
「
価
値
体
」
の
区
別
に
即
し
た
考
察
は
よ
う
や

く
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
両
規
定
の
関
連
を
見
極
め
る
作
業
に
取
り
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


