
　
　
　
Ｊ
.
　
Ｒ
.
　
Ｈ
ｉ
ｃ
ｋ
ｓ

。
　
Ａ
　
Ｒ
ｅ
ｖ
ｉ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｏ
ｆ
　
Ｄ
ｅ
ｍ
ａ
ｎ
ｄ

　
　
　
１
　
ｈ
ｅ
ｏ
ｒ
ｙ

。

（
（
）
ｘ
ｆ
ｏ
ｒ
ｄ

．
　
　
　
ａ
ｔ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｃ
ｌ
ａ
ｒ
ｅ
ｎ
ｄ
ｏ
ｎ

　
　
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
　
１
９
５
６

。

ｔ
）
’
）
・
ｘ
・
+
１
９
６
）

　
　
　
　
　
一

　
ヒ
ッ
ク
ス
が
消
費
理
論
に
関
し
新
ら
し
い
書
物
を
書
い
て
い
る
こ
と

を
知
っ
た
の
は
丁
度
一
年
前
、
（
）
ｘ
ｆ
ｏ
ｒ
ｄ
　
Ｅ
ｃ
ｏ
ｎ
ｏ
ｍ
ｉ
ｃ
　
Ｐ
ａ
ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
｡
　
　
　
Ｊ
ｕ
ｎ
ｅ

１
９
５
５
｡
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
Ｐ
ｅ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ｅ
w
ｍ
ａ
ｎ
の
「
顕
在
選
好
理
論
」

を
読
ん
だ
時
で
あ
る
。
漸
く
、
最
近
人
手
の
機
会
を
得
て
之
を
読
む
と

き
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
た
新
ら
し
い
エ
レ
ガ
ン
ト
な
論
理
体
系
に
接
し

恐
ら
く
こ
の
方
面
の
研
究
に
関
係
す
る
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
一
般
の
経

済
学
徒
も
共
に
経
済
学
の
新
ら
し
い
前
進
に
学
問
的
興
奮
を
覚
え
ず
に

お
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
消
費
理
論
は
」
九
三
九
年
ヒ
ッ
ク
ス
の
「
価
値
と
資
本
」
に
よ
り
新

ら
し
い
現
実
接
近
の
方
法
論
が
確
立
さ
れ
た
が
、
そ
の
頃
か
ら
指
頭
し

て
来
た
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
分
析
に
よ
り
、
特
に
消
費
理
論
の
領
域

は
数
理
的
分
析
が
支
配
的
で
あ
り
経
済
学
よ
り
も
数
学
の
色
彩
が
強
か

　
　
　
　
Ｊ
.
　
　
Ｒ
.
　
　
Ｈ
ｉ
ｃ
ｋ
ｓ
｡
　
　
　
Ａ
　
Ｒ
ｅ
ｖ
ｉ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｏ
ｆ
　
Ｄ
ｅ
ｍ
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｒ
ｙ

201一一

書
　
評

っ
た
の
で
あ
る
。
サ
ミ
ユ
エ
ル
ス
ン
に
よ
る
「
効
用
函
数
の
積
分
可
能

条
件
」
に
つ
い
て
は
特
に
こ
の
感
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
論
争

の
要
点
は
先
ず
効
用
曲
面
が
与
え
ら
れ
之
か
ら
無
差
別
曲
線
が
描
か
れ

そ
の
方
式
が
決
定
さ
れ
た
が
、
遂
に
無
差
別
曲
線
か
ら
効
用
曲
線
を
決

定
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
果
し
て
可
能
か
否
か
と
い
う
点
で
、
パ
レ
ト

の
示
し
た
無
差
別
曲
線
を
示
す
微
分
方
程
式
の
積
分
に
よ
り
効
用
函
数

を
導
び
く
こ
と
の
条
件
に
つ
い
て
の
論
争
で
あ
っ
た
。
之
に
つ
い
て
は

一
応
、
ア
レ
ン
、
ヒ
ッ
ク
ス
等
の
「
限
界
代
替
率
」
の
概
念
に
よ
り
之

を
可
能
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
非
常
に
数
学
的
で
あ
り
、
ニ
ユ
ー
マ
ン

も
前
掲
論
文
に
「
こ
の
経
済
学
的
な
意
味
は
全
然
な
い
」
（
一
五
三
頁
）

と
か
、
ヒ
ッ
ク
ス
の
本
書
（
二
三
頁
）
に
「
移
行
住
に
対
応
す
る
も
の

は
数
学
論
理
で
は
精
分
可
能
の
問
題
で
あ
る
。
…
…
数
学
的
形
で
は
こ

の
区
別
は
煩
雑
で
あ
る
。
し
か
し
之
を
論
理
的
形
に
と
り
こ
ん
だ
場
合

た
し
か
に
吾
々
の
為
す
べ
き
こ
と
が
出
て
来
る
」
と
し
消
費
行
為
の
分

析
、
従
っ
て
需
要
法
則
の
設
定
に
つ
い
て
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ス
ト
の
方
法

に
代
っ
て
新
ら
し
い
形
式
論
理
に
依
る
方
法
を
取
り
上
げ
た
の
で
あ

る
。
然
し
こ
の
ヒ
ッ
ク
ス
体
系
の
設
定
に
つ
い
て
は
サ
ミ
ユ
エ
ル
ス
ン

・
ア
ロ
ウ
そ
の
他
の
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ス
ト
の
労
作
が
示
唆
を
与
え
て
い

る
こ
と
は
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
そ
れ
等
を
自
己
の
も
の
と
し

て
し
ま
っ
た
点
に
充
分
な
意
義
を
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
更
に
之
に
関
連
し
て
生
じ
た
方
法
論
的
改
革
の
一
重
要
点
は
無
差
別

曲
線
に
よ
る
方
法
が
す
べ
て
新
ら
し
い
形
式
論
理
の
中
に
改
変
さ
れ
た
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(
1
9
5
3
）
さ
ら
に
S
a
m
u
e
i
s
o
n

の

t
'
^
o
u
n
d
a
t
i
o
n
s

o
f

J
E
c
o
n
o
ﾖ
一
c

A
n
a
l
y
s
i
s

(
1
9
4
7
)
な
ど
の
後
じ
ん
を
被
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
マ
ー
シ
ャ
ル
の
需
要
曲
線
に
レ
グ
レ
ッ
シ
ョ
ン
し
乍
ら
新

ら
し
い
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ス
ト
の
示
唆
を
吸
収
同
化
し
て
従
来
の
選
好
序

列
論
理
の
再
確
立
を
し
た
こ
と
は
本
書
の
価
値
を
光
輝
あ
ら
し
む
る
点

で
あ
ろ
う
。

　
本
書
は
三
つ
の
パ
ー
ト
に
大
別
さ
れ
て
い
る
。

　
　
P
a
r
t

I

F
o
u
n
d
a
t
i
o
n

　
　
P
a
r
t

U

T
h
e

D
e
m
a
n
d

f
o
r

a

S
i
n
g
l
e

C
o
ﾖ
∃
o
d
a
y

　
　
P
a
r
t

I
I
I

T
h
e

G
e
n
e
r
a
l

T
h
e
o
r
y

o
f

D
e
m
a
n
d

で
あ
り
、
第
三
パ
ー
ト
の
需
要
の
一
般
理
論
を
確
立
す
る
た
め
に
最
初

の
二
つ
の
パ
ー
ト
で
論
理
的
基
礎
づ
け
を
試
み
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
「
価

値
と
資
本
」
に
問
題
を
捉
え
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
、
本
書

全
般
の
論
理
的
組
立
の
重
厚
さ
は
汲
み
と
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。

　
そ
こ
で
第
一
パ
ー
ト
は
五
章
に
分
れ
て
い
る
が
、
理
論
形
成
の
問
題

意
識
と
し
て
需
要
法
則
の
う
ち
需
要
曲
線
の
下
降
に
関
し
て
お
く
。
こ

の
場
合
「
数
量
価
格
関
係
」
「
価
格
数
量
関
係
」
が
生
ず
る
が
、
こ
の

両
者
に
バ
ラ
ン
ス
を
保
た
せ
る
如
く
理
論
形
成
を
試
み
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
「
他
の
事
象
同
一
」
の
仮
説
に
つ
い
て
で
あ
り
、
理
論
の
一
般

化
は
マ
ー
シ
ャ
ル
の
「
檻
」
の
中
か
ら
「
あ
る
他
の
事
象
」
を
放
つ
事

で
あ
る
が
多
く
の
事
は
依
然
「
檻
」
の
中
に
あ
り
、
常
に
重
要
な
原
因
が

こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
ヒ
ッ
ク
ス
の
指
摘
す
る
如
く
本
書
の
第
三

八
ｌ
ト
一
般
的
需
要
理
論
に
於
て
こ
の
方
法
が
充
分
説
明
を
可
能
な
ら

し
む
る
点
を
考
慮
し
た
の
で
あ
り
、
本
書
の
題
名
の
‘
″
9
1
0
ﾛ
の
ア

ク
セ
ン
ト
の
つ
け
方
は
、
正
に
右
の
点
に
お
か
る
べ
き
も
の
だ
と
考
え

る
。
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ス
ト
の
方
法
に
依
ら
ず
（
注
、
ヒ
ッ
ク
ス
は
エ
コ

ノ
メ
ト
リ
ス
ト
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
範
囲
を
指
し
て
い
る
の
か
不
明

だ
が
、
一
般
的
な
意
味
で
解
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
）
、
経
済
的
意
味
づ

け
を
常
に
念
頭
に
お
い
て
論
理
的
展
開
を
行
っ
た
点
で
「
い
ま
ま
で
の

方
法
論
よ
り
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
ヒ
ッ
ク
ス
自
身
の
い
う
確
信

は
わ
づ
か
二
百
頁
足
ら
ず
の
レ
レ
バ
ン
ト
な
内
容
に
余
す
所
が
な
い
。

以
下
こ
の
書
の
構
成
と
内
容
を
簡
単
に
の
べ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
二

　
本
書
は
「
価
値
と
資
本
」
の
最
初
の
三
章
（
第
一
章
効
用
と
選
好
、

第
二
章
消
費
者
需
要
、
第
三
章
補
註
）
に
示
さ
れ
た
消
費
者
行
為
の
法

則
に
関
す
る
ヒ
ッ
ク
ス
理
論
の
新
ら
し
い
論
理
方
式
に
基
づ
く
再
考
察

で
あ
る
。
ヒ
ッ
ク
ス
を
し
て
再
考
の
動
機
た
ら
し
め
た
も
の
は
「
価
値

と
資
本
」
以
来
、
最
近
に
至
る
ま
で
約
十
五
年
間
の
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ス

ト
の
示
唆
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
が
す
べ
て
で
な
い
が
、
「
は

し
が
き
」
「
第
一
章
」
の
言
葉
か
ら
充
分
こ
の
こ
と
は
う
か
が
わ
れ
よ

う
。
若
し
ヒ
ッ
ク
ス
が
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ス
ト
の
数
理
的
方
法
に
追
随
す

る
の
み
で
あ
っ
た
な
ら
、
恐
ら
く
H
.

W
o
l
d
の
D
e
m
a
n
d

A
n
a
l
y
s
i
s
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Ｐ
の
左
に
あ
る
と
い
う
条
件
で
あ
る
。
之
が
真
な
ら
、
若
し
Ｐ
が
Ｑ
の

右
、
Ｑ
は
Ｐ
の
左
、
Ｒ
は
Ｑ
の
左
（
第
二
確
定
条
件
）
、
Ｒ
は
Ｐ
の
左

　
（
移
行
条
件
）
、
Ｐ
は
Ｒ
の
右
（
第
一
確
定
条
件
）
が
確
定
す
る
。
弱

序
列
は
右
の
強
序
列
の
基
本
条
件
の
一
つ
を
落
し
た
選
択
で
あ
り
、
ヒ

ッ
ク
ス
は
P
o
s
i
t
i
v
e

F
o
r
m
と
N
e
g
a
t
i
v
e

F
o
r
m
（
三
二
頁
）
を
確

立
す
る
。
そ
の
他
、
序
列
体
系
の
関
係
の
中
に
分
類
さ
れ
な
い
項
を
導

入
す
る
効
果
を
も
つ
L
r
e
a
r
i
n
g
の
仮
設
を
設
定
す
る
）
。

　
こ
の
仮
設
を
需
要
理
論
へ
用
い
る
場
合
財
の
可
分
、
不
可
分
の
性
質

と
関
連
し
て
、
特
に
多
散
財
へ
の
適
用
を
試
み
る
場
合
弱
序
列
接
近
の

優
位
を
認
め
る
（
四
四
―
四
六
頁
）
さ
て
こ
の
選
好
仮
設
か
ら
得
る
結

論
の
一
は
確
定
的
テ
ス
ト
で
あ
り
、
第
ニ
パ
ー
ト
ヘ
進
む
の
で
あ
る
。

　
第
二
パ
ー
ト
は
一
財
に
関
す
る
需
要
を
取
扱
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の

特
殊
な
型
を
論
ず
る
際
仮
設
が
一
般
財
へ
の
可
能
性
を
常
に
意
識
し
て

展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
特
に
第
六
章
の
直

接
的
確
定
テ
ス
ト
は
サ
ミ
ユ
ル
ス
ン
の
顕
在
選
好
の
テ
ス
ト
の
弱
型
で

あ
り
、
本
質
的
に
こ
の
テ
ス
ト
は
理
論
の
中
軸
で
あ
る
が
、
選
好
仮
設

の
有
意
な
直
接
の
テ
ス
ト
と
考
え
ら
れ
ず
、
こ
の
テ
ス
ト
は
個
人
の
行

為
の
テ
ス
ト
で
あ
る
と
し
、
従
っ
て
需
要
理
論
の
個
人
へ
の
適
用
は
論

理
展
開
に
役
立
だ
な
い
（
第
十
一
章
）
。
従
っ
て
需
要
法
則
自
体
が
重
要

で
あ
る
と
し
第
七
章
、
第
十
二
章
以
下
に
需
要
法
則
の
問
題
に
進
む
。

こ
こ
で
は
パ
レ
ト
の
図
式
を
そ
の
儘
用
い
所
得
効
果
と
代
替
効
果
の
消

費
行
為
を
展
開
す
る
。
之
を
証
明
す
る
た
め
に
二
つ
の
方
法
の
あ
る
こ

存
在
す
る
が
そ
の
作
用
は
現
在
の
理
論
で
は
仲
々
解
き
難
い
の
で
、
こ

の
原
因
を
分
離
す
る
に
役
立
つ
如
く
理
論
形
成
を
試
み
る
（
一
八
八
頁
）

こ
の
た
め
先
ず
仮
設
を
導
入
す
る
。
之
が
選
好
仮
説
で
あ
り
効
用
理
論

に
於
け
る
重
要
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
従
来
の
カ
ー
デ
イ
ナ
ル
効
用
仮

説
の
不
完
全
を
指
摘
し
た
後
、
オ
ー
デ
イ
ナ
ル
に
よ
る
論
理
の
確
立
を

試
み
る
。
こ
の
説
明
は
特
に
K
.

J
.

A
r
r
o
w

:

S
o
c
i
a
l

C
h
o
i
c
e

a
n
d

I
n
d
i
v
i
d
u
a
l

V
a
l
u
e
｡

(
1
9
5
0
)
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
よ
う
で
、
こ
の

書
を
読
ん
だ
も
の
に
は
ヒ
ッ
ク
ス
の
第
三
章
選
好
仮
説
、
第
四
章
序
列

論
理
の
項
は
親
し
み
易
い
も
の
で
あ
る
。
ア
ロ
ウ
に
て
は
大
小
無
差
別

の
関
係
を
も
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
ヒ
ッ
ク
ス
は
あ
る
基
準
の
右

左
と
い
う
具
体
的
例
示
に
よ
り
序
列
論
理
を
立
て
強
弱
序
列
の
仮
設
を

考
察
し
、
消
費
者
は
選
好
の
完
全
尺
度
を
も
つ
と
想
定
す
る
こ
と
を
さ

け
選
択
の
際
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
如
き
選
択
条
件
の
間
に
確
定
的
に
選
択

出
来
る
と
い
う
条
件
と
し
て
T
w
o
-
t
e
r
m
s

C
o
n
s
i
s
t
e
a
c
y

C
o
n
d
i
t
i
o
n
s

と
T
r
a
n
s
i
t
i
v
i
t
y

C
o
n
d
i
t
i
o
n
を
設
定
す
る
。
こ
の
選
択
仮
設
を
弱
序

列
で
解
釈
す
る
。
（
注
、
強
序
列
の
条
件
と
は

（
１
）
二
つ
の
ク
ラ
ス
は
あ

る
基
準
Ｐ
点
以
外
の
す
べ
て
の
項
を
含
ま
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
　
(
２
）
両

項
は
重
複
し
て
は
な
ら
な
い
。
必
ず
ど
ち
ら
か
に
含
ま
れ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
す
な
わ
ち
、

（
１
）
若
し
Ｑ
が
Ｐ
の
左
な
ら
、
Ｐ
は
Ｑ
の
右
に
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、

（
２
）
Ｑ
が
Ｐ
の
右
な
ら
Ｐ
は
Ｑ
の
左
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

こ
と
。
然
し
二
項
の
み
の
選
択
は
例
外
で
あ
る
故
移
行
条
件
（
積
分
可

能
の
問
題
）
が
必
要
で
あ
り
、
Ｑ
は
Ｐ
の
左
、
Ｒ
は
Ｑ
の
左
な
ら
Ｒ
は
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と
を
の
べ
そ
の
各
々
の
特
質
を
の
べ
る
。
そ
の
一
は
ヒ
ッ
ク
ス
の
C
o
-

ﾖ
p
e
n
s
a
t
i
n
g

V
a
r
i
a
t
i
o
n
の
方
法
、
他
は
サ
ミ
ユ
エ
ル
ス
ン
の
C
o
s
t
-

D
i
f
f
e
r
e
n
c
e
の
方
法
で
あ
る
（
注
、
前
者
は
「
価
値
と
資
本
」
に
用
い

ら
れ
た
ヒ
ッ
ク
ス
独
自
の
方
法
で
あ
り
、
後
者
は
最
近
の
論
文
p
.

A
.

b
a
m
u
e
l
s
o
n

:

C
o
n
s
u
n
i
D
t
i
o
n

T
h
e
o
r
e
m
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n
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r
m
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o
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O
v
e
r
-

i
^
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n

r
a
t
n
e
r

t
h
a
n

i
n
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e

C
o
m
p
a
r
i
s
i
o
n
s

(
E
c
o
-

n
o
m
i
c
a
｡

F
e
b
.

1
9
5
3
)
に
の
べ
ら
れ
た
も
の
）
が
、
前
者
は
代
替
効

果
の
関
係
に
、
後
者
は
所
得

効
果
分
析
に
利
点
を
も
っ
て

い
る
こ
と
を
説
明
し
、
第
三

パ
ー
ト
の
よ
り
高
度
の
需
要

理
論
と
し
て
代
替
効
果
の
研

究
を
行
う
際
、
自
己
の
も
の

が
よ
り
便
利
で
あ
る
点
を
あ

げ
、
第
三
パ
ー
ト
の
十
二
、

十
六
、
十
七
章
に
続
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
唯
、
こ
こ
で

第
ハ
章
の
補
償
的
変
化
の
問

題
の
中
に
後
章
の
基
本
が
存

し
て
い
る
こ
と
を
の
べ
る
に

と
ど
め
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

価
格
下
落
の
場
合
（
七
八
―

八
二
頁
）
に
つ
い
て
図
を
見
る
。
垂
直
に
価
格
、
水
平
に
数
量
を
と
る
。

価
格
の
下
落
（
Ｅ
か
ら
匹
）
は
一
単
位
と
い
う
風
に
価
格
を
計
る
。
そ

の
と
き
心
に
そ
っ
た
代
替
効
果
は
泌
の
長
さ
に
そ
っ
て
計
ら
れ
る
か

A
N
b
m
に
よ
っ
て
計
ら
れ
る
。
こ
の
面
積
を
Ｓ
と
す
る
。
補
償
さ
れ
た

需
要
曲
線
の
下
向
傾
斜
は
ｓ
>
ｏ
簡
単
の
た
め
面
積
a
n
B
M
は
Ｓ
に

等
し
い
。

で
あ
る
。
所
得
効
果
は
随
又
は
瓦
の
長
さ
で
計
ら
れ
る
。
又
は
対
応
す

る
矩
形
に
よ
り
計
ら
れ
る
。
今
か
く
て
計
ら
れ
た
所
得
効
果
を
Ｉ
と
す

る
。
Ｉ
は
普
通
正
。
し
か
し
若
し
商
品
が
劣
等
財
な
ら
負
。
一
一
一
、
ふ
は

Ｌ
。
ｙ
の
面
積
で
あ
る
。
い
ま
H
A
N
K

=
L
｡
H
M
:
B
K
=
P
と
し
､
c

は
補
償
変
化
、
Ｅ
は
均
衡
変
化
、
Ｍ
を
マ
ー
シ
ャ
ル
の
尺
度
(
H
A
B
K
)

と
す
る
と
、
次
の
公
式
が
成
立
つ
。
（
八
二
頁
）
。

　
こ
の
公
式
よ
り
種
々
の
法
則
が
説
明
さ
れ
、
一
般
需
要
理
論
へ
の
手

引
き
を
な
す
の
で
あ
る
。



-205-

こ
と
を
い
み
す
る
。
こ
の
意
味
で
正
常
な
動
き
の
み
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
。
そ
の
他
需
要
の
一
般
的
法
則
を
考
え
る
場
合
、
「
他
の
事

象
一
定
」
に
従
い
、
又
価
格
変
化
に
数
量
変
化
の
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
な

関
係
、
換
言
す
れ
ば
ｐ
理
論
と
ｑ
理
論
と
ヒ
ッ
ク
ス
の
名
ず
け
る
二
元

論
に
基
づ
く
。
需
要
法
則
の
結
果
は
す
べ
て
Ｐ
線
、
ｑ
線
上
で
発
展
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
接
近
か
ら
生
ず
る
結
果
は
時
に
は
ラ
ス

パ
イ
レ
ス
、
パ
ー
シ
エ
式
の
関
係
の
如
く
時
に
は
同
じ
く
又
時
に
異
な

る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
そ
の
間
に
併
行
関
係
も
認
め
ら
れ
る
の
で
、

選
択
を
す
る
場
合
ど
ち
ら
の
方
法
を
と
っ
て
も
よ
い
と
し
て
い
る
。
こ

の
最
後
に
の
べ
た
点
は
ヒ
ッ
ク
ス
の
需
要
一
般
法
則
に
対
す
る
総
括
的

意
見
を
の
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
エ
レ
ガ
ン
ト
な
論
理
展
開
は
こ
の
よ

う
な
簡
単
な
書
評
で
却
っ
て
混
乱
を
来
た
し
た
こ
と
を
お
そ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
唯
こ
の
書
は
ヒ
ッ
ク
ス
の
「
景
気
変
動
論
」
が
学
界
に
与
え

た
と
同
じ
影
響
を
与
え
る
日
が
近
い
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
な
お
、
参
考
の
た
め
に
本
書
の
内
容
を
附
記
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
三

　
さ
て
第
三
八
ｌ
ト
に
於
て
需
要
の
一
般
理
論
の
設
定
を
為
す
の
で
あ

る
が
、
需
要
の
理
論
の
中
心
問
題
は
需
要
法
則
の
設
定
で
あ
る
点
に
徹

底
し
、
第
一
、
ニ
パ
ー
ト
よ
り
得
た
論
理
を
特
に
指
数
型
に
依
っ
て
個

人
グ
ル
ー
プ
の
需
要
行
為
に
類
推
を
及
ぼ
す
。
需
要
の
一
般
理
論
は
購

入
さ
れ
る
価
格
体
型
と
購
入
さ
れ
る
数
量
体
系
の
関
係
の
理
論
で
あ

り
、
需
要
理
論
の
基
礎
は
よ
り
広
い
需
要
理
論
の
領
域
に
有
意
性
を
与

え
る
た
め
に
注
意
深
く
定
義
が
下
さ
れ
た
。
あ
る
形
で
価
格
の
変
化
す

る
商
品
グ
ル
ー
プ
に
用
い
ら
れ
る
需
要
の
正
し
い
一
般
法
則
は
指
数
型

で
基
本
法
則
を
表
現
す
る
事
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
か
く
て
（
他
の
事

象
一
定
）
と
し
た
場
合
の
グ
ル
ー
プ
の
数
量
指
数
と
価
格
指
数
は
反
対

方
向
に
移
行
す
る
事
が
主
張
さ
れ
る
。
し
か
し
同
方
向
に
動
く
場
合
が

生
じ
て
来
る
（
一
九
二
頁
例
証
）
。
し
か
し
若
し
あ
る
状
況
か
ら
他
の

状
況
へ
価
格
の
変
化
が
起
る
が
価
格
数
量
が
同
方
向
へ
勤
く
商
品
が
存

在
し
な
い
と
き
、
需
要
法
則
の
一
般
化
は
自
動
的
に
完
成
さ
れ
如
何
な

る
制
限
も
起
り
う
る
変
化
の
形
の
上
に
な
さ
れ
な
い
。
し
か
し
若
し
対

応
す
る
価
格
と
同
じ
方
向
に
動
く
あ
る
数
量
が
あ
る
に
し
て
も
何
等
驚

ろ
く
に
当
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
若
し
他
の
理
由
が
な
い
な
ら
ば
「
重

複
効
果
」
の
故
に
起
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
需
要
の
一
般
化
の
た

め
に
は
こ
の
よ
う
な
範
囲
に
制
限
を
設
け
、
数
量
変
化
に
よ
る
価
格
変

化
の
す
べ
て
の
結
果
は
」
価
格
が
変
化
す
る
場
合
と
同
じ
方
法
で
動
く




