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ル
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ー
マ
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ド
・
リ
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デ
イ
ン
グ
の
批
判
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「
人
間
と
い
う
人
聞
が
、
そ
れ
ぞ
れ
お
互
い
同
士
に
対
し
て
、
そ
ん
な
に
も
深

い
深
淵
で
あ
り
、
秘
密
で
あ
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
て

み
れ
ば
実
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
」

デ
イ
ケ
ン
ズ

都
物

置

は
じ
め
に

他
者
理
解
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
て
い
る
か
と
い
う
理
論
的
関
心
は
、
今
日
で
は
、
哲
学
や
心
理
学
の
み
な
ら
ず
、
ニ
ュ
ー
ロ
サ
イ
エ
ン
ス

キ
認
知
科
学
等
の
分
野
に
お
い
て
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
主
流
派
を
形
成
し
て
い
る
傾
向
は
他
者
理
解
を
「
マ
イ
ン
ド
・

リ
l
デ
イ
ン
グ
」
の
問
題
と
み
な
す
傾
向
で
あ
る
。
「
マ
イ
ン
ド
・
リ

1
デ
ィ
ン
グ
」
と
は
、
本
人
以
外
に
は
直
接
認
識
で
き
な
い
他
者
の
心

の
状
態
(
意
図
、
信
念
、
欲
求
等
)
を
外
的
な
情
報
か
ら
読
み
取
っ
て
認
識
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
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こ
の
論
文
に
お
い
て
私
は
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
l
デ
イ
ン
グ
」
と
い
う
考
え
を
端
的
に
批
判
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
批
判
の
趣
旨
は
、
他
者
理

解
と
は
他
者
の
心
を
解
読
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
誤
謬
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
点
の
指
摘
に
尽
き
て
い
る
。
そ
れ
が
誤
謬
で
あ
る

こ
と
を
明
確
に
す
る
と
い
う
目
的
で
私
は
二
つ
の
主
張
を
展
開
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

(1)
他
者
理
解
が
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
l
デ
イ
ン
グ
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
想
定
は
他
者
の
存
在
の
超
越
性
が
誤
っ
て
受
け
取
ら
れ
る

こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。

(2)
他
者
理
解
は
「
マ
イ
ン
ド
リ
1
デ
イ
ン
グ
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
直
接
的
な
知
覚
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。

(
1
)
(
2
)
は
ま
っ
た
く
別
々
の
主
張
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
じ
つ
は
関
連
し
て
い
る
。
他
者
の
存

在
の
超
越
性
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
1
デ
イ
ン
グ
」
な
ど
に
よ
っ
て
は
到
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
と
い
う
点
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
他
者
の
主
観
を
第
三
者
が
認
識
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
こ

と
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
事
実
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
他
者
を
何
ら
か
の
仕
方
で
理
解
し
、
相
互
に
コ
ミ
ユ
ケ
1

シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
る
と
、
他
者
理
解
と
は
認
識
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
状
況
の
中
で
の
知
覚
に

よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
視
点
が
と
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
を
と
ら
ず
、
他
者
理
解
と
は
他
者
の
主
観
に
つ
い
て
の

理
解
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
1
デ
イ
ン
グ
」
に
よ
る
他
者
理
解
と
い
う
結
論
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
l
デ
イ
ン
グ
」
と
は
、
他
者
の
主
観
と
い
う
超
越
的
な
存
在
を
た
か
だ
か
直
接
的
に
知

覚
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
隠
さ
れ
た
対
象
と
い
う
地
位
に
引
き
下
げ
た
土
で
、
そ
れ
は
推
論
に
よ
っ
て
な
ら
認
識
し
う
る
と
い
う
発
想
か
ら
出

て
き
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
中
途
半
端
な
観
点
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
の
超
越
性
と
い
う
形
而
上
学
的
な
次
元
と



プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
状
況
の
中
で
の
知
覚
に
よ
る
他
者
理
解
と
い
う
現
実
的
な
次
元
を
と
も
に
取
り
逃
が
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
ニ
。

(
1
)
(
2
)
の
主
張
は
、
サ
ル
ト
ル
の
『
存
在
と
無
』
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
関
連
す
る
テ
キ
ス
ト
は
、

(
1
)
は
哲
学
史
上
名
高
い
「
眼
差
」

に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
ま
た

(
2
)
は
そ
れ
に
続
く
身
体
論
で
あ
る
。
他
者
理
解
に
関
す
る
現
在
の
主
流
派
理
論
が
共
通
の
前
提
と
す

る
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
1
デ
イ
ン
グ
」
と
い
う
誤
謬
を
攻
撃
す
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
、
こ
の
連
続
す
る
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
読
解
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

「
マ
イ
ン
ド
・
リ
l
デ
イ
ン
グ
」

の
二
つ
の
理
論

マ
イ
ン
ド
・
リ
1
デ
イ
ン
グ
と
侮
信
念
課
題

他
者
理
解
に
関
す
る
現
在
の
論
争
を
整
理
す
る
と
、
他
者
理
解
と
は
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
I
デ
ィ
ン
グ
」
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
下
に
二
つ
の

主
要
な
理
論
が
争
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
が
見
え
て
く
る
。
一
つ
は
「
理
論
理
論
」
、
も
う
一
つ
は
「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
」
と
称
す
る

理
論
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
理
論
は
相
互
に
対
立
し
て
い
る
が
、
ひ
と
つ
の
前
提
を
共
有
し
て
い
る
。
他
者
理
解
と
は
外
か
ら
観
察
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
そ

の
心
の
状
態
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
観
察
不
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
者
理
解
が
事
実
と
し
て
成
立
し
て
い

る
以
上
、
そ
の
理
解
は
何
ら
か
の
推
論
に
も
と
号
つ
い
て
成
立
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
も
両
者
に
共
通
で

あ
る
。
他
者
理
解
と
は
基
本
的
に
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
1
デ
イ
ン
グ
」
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
理
論
理
論
」
と
「
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
」
の
対
立
は
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
1
デ
イ
ン
グ
」
の
方
式
に
関
す
る
対
立
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
三
百

サ
ル
ト
ル
と
心
の
哲
学
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四

「
理
論
理
論
」
は
、
他
者
を
理
解
す
る
と
き
わ
れ
わ
れ
は
理
論
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
他
者
の
心
の
状
態
(
意
図
、
信
念
、

欲
求
等
)
と
い
う
観
察
不
可
能
な
存
在
に
言
及
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
観
察
可
能
な
デ
ー
タ
(
身
体
所
作
、
顔
の
表
情
等
)
に
理
論
的
な
解
釈

を
加
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
理
論
は
「
心
の
理
論
(
笹

g司
え
自
宮
内
庁
↓
o冨
)
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
科
学
者
が
物
理
理

論
に
よ
っ
て
自
然
を
解
釈
す
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
「
心
の
理
論
」
に
よ
っ
て
他
者
を
解
釈
し
て
い
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
発
想
は
ル
イ
ス
の
「
機
能
主
義
」
の
哲
学
に
原
点
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
発
達
心
理
学
を
中
心
に
こ
の
発
想
が
広
ま
っ
た
き
っ

か
け
は
プ
レ
マ
ッ
ク
&
ウ
ッ
ド
ラ
フ
が
一
九
七
八
年
に
発
表
し
た
論
文
「
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
は
心
の
理
論
が
あ
る
か
」
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で

は
、
他
者
理
解
が
理
論
的
活
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
点
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。

「
あ
る
個
体
が
自
己
お
よ
び
他
者
に
心
の
状
態
を
帰
属
さ
せ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
心
の
理
論
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
種
の
推
論
の

シ
ス
テ
ム
が
理
論
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
の
状
態
(
心
の

状
態
〕
が
直
接
的
に
は
観
察
で
き
ず
、
ま
た
そ
の
シ
ス
テ
ム
〔
推
論
の
シ
ス
テ
ム
〕
は
他
者
の
行
動
を
予
測
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
」

Z
o

こ
の
よ
う
に
、
推
論
の
目
標
が
観
察
不
可
能
な
対
象
で
あ
る
と
い
う
点
な
ら
び
に
推
論
に
よ
っ
て
未
来
の
予
測
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
、

こ
の
ニ
点
を
根
拠
に
し
て
他
者
理
解
に
お
い
て
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
「
推
論
の
シ
ス
テ
ム
」
は
理
論
で
あ
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
主
張
に
科
学
と
の
類
比
と
い
う
発
想
を
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
で
は
あ
る
ま
い
。
上
で
指
摘
し
た
よ
う
に
こ
の
考
え
は
発
達
心
理
学
の
研

究
に
お
い
て
急
速
に
普
及
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
関
心
の
中
心
は
い
っ
た
い
幼
児
が
い
つ
か
ら
心
の
理
論
を
駆
使
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
と

い
う
点
で
あ
る
。



こ
の
点
を
実
証
す
る
た
め
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
「
偽
信
念
課
題

(
E
E寸
色
民

Emr)
」
は
、
他
者
の
行
為
を
予
測
す
る
能
力
を
心
の
理
論

を
駆
使
し
て
い
る
こ
と
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
み
な
し
、
そ
の
能
力
を
テ
ス
ト
す
る
た
め
の
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
。
|

サ
リ
l
は
自
分
の
お
は
じ
き
が
バ
ス
ケ
ッ
ト
の
中
に
あ
る
と
信
じ
て
い
る
が
実
際
に
は
そ
れ
は
箱
の
中
に
あ
る
(
サ
リ
ー
が
不
在
の
時
、
ア

ン
が
箱
の
中
に
移
動
さ
せ
た
)
。
被
験
者
で
あ
る
子
供
は
こ
の
状
況
を
イ
ラ
ス
ト
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
そ
こ
で
問
題
は
、
お
は
じ
き
で
遊
ぼ

う
と
思
っ
た
サ
リ
ー
は
ど
こ
を
探
す
で
し
ょ
う
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る

E
o
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
課
題
は
誤
っ
た
信
念
を
持
っ
た
他
者
が

そ
れ
に
も
と
づ
い
て
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
か
を
予
測
す
る
能
力
を
検
査
す
る
も
の
で
あ
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
四
歳
か
ら
五
歳
以
上
の

健
常
児
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
課
題
に
合
格
す
る
の
に
対
し
、
こ
の
年
齢
未
満
の
健
常
児
の
ほ
と
ん
ど
は
逆
に
不
合
格
と
な
る
と
い
う
結
果
で
あ

る
。
四
歳
か
ら
五
歳
未
満
の
健
常
児
の
ほ
と
ん
ど
が
、
サ
リ
1
は
箱
の
方
へ
行
く
と
答
え
る
の
で
あ
る
(
ち
な
み
に
自
閉
症
の
子
供
は
五
歳
以

上
で
も
合
格
率
は
極
め
て
低
い
)
。

こ
の
結
果
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
行
為
者
の
心
の
状
態
(
信
念
、
欲
求
)
を
行
為
の
原
因
と
み
な
せ
ば
、
そ
れ
ら
の
あ

い
だ
に
は
一
般
法
則
が
想
定
で
き
る
。
そ
れ
が
「
心
の
理
論
」
で
あ
る
。
こ
の
実
験
の
場
合
、
サ
リ
1
の
心
の
状
態
は
「
お
は
じ
き
は
バ
ス
ケ
ッ

ト
の
中
に
あ
る
」
と
い
う
(
誤
っ
た
)
信
念
お
よ
び
「
お
は
じ
き
で
遊
び
た
い
」
と
い
う
欲
求
で
あ
る
。
こ
の
状
態
が
行
為
を
生
み
出
す
と
い

う
点
が
理
解
さ
れ
て
い
れ
ば
、
サ
リ
1
は
パ
ス
ク
ッ
ト
の
中
に
お
は
じ
き
を
探
し
に
い
く
だ
ろ
う
と
い
う
行
為
予
測
が
成
り
立
つ
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
四
歳
か
ら
五
歳
未
満
の
健
常
児
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
予
測
に
失
敗
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
結
呆
は
、
四
歳
か
ら
五
歳
ま

で
は
「
心
の
理
論
」
が
駆
使
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
理
論
理
論
」
は
心
の
理
論
に
よ
る
他
者
理
解
を
他
者
理
解
の
基
本
的
か
っ
普
遍
的
な
方
式
と
み
な
す
ロ
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
結

呆
に
し
た
が
え
ば
、
こ
の
年
齢
ま
で
は
他
者
に
心
の
状
態
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
明
瞭
に
現
実
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
。
四
歳
か
ら
五
歳
未
満
の
幼
児
と
わ
れ
わ
れ
と
の
聞
に

サ
ル
ト
ル
と
心
の
哲
学

五
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ム
ハ

相
互
理
解
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
他
者
理
解
が
成
立
す
る
に
あ
た
っ
て
は
「
心
の
理
論
」
な

ど
よ
り
も
基
本
的
な
活
動
が
あ
る
と
い
う
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
」
に
よ
れ
ば
他
者
理
解
は
も
っ
と
単
純
な
原
理
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
第
三
者
に
は
隠
さ
れ

て
い
る
他
者
の
心
の
状
態
を
知
る
た
め
に
は
他
者
に
似
た
も
の
を
モ
デ
ル
に
す
れ
ば
よ
い
。
そ
の
モ
デ
ル
は
心
の
状
態
を
見
る
こ
と
の
で
き
る

透
明
な
モ
デ
ル
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
は
存
在
す
る
で
あ
ろ
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
自
己
自
身
が
そ
の
よ
う

な
モ
デ
ル
で
あ
る
。
「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
」
と
は
、
他
者
の
心
の
状
態
を
自
己
と
い
う
モ
デ
ル
を
用
い
て
推
論
す
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

や
や
詳
し
く
言
い
換
え
れ
ば
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
他
者
理
解
と
は
、
他
者
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
自
分
自
身
を
置
い
て
み
た
と
き

に
自
分
に
生
じ
る
心
の
状
態
の
変
化
を
と
ら
え
、
そ
れ
を
も
と
に
他
者
の
心
の
状
態
を
推
論
す
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で

主
張
さ
れ
て
い
る
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
l
デ
イ
ン
グ
」
の
方
式
と
は
、
自
分
が
あ
た
か
も
他
者
本
人
に
な
っ
た
ふ
り
を
す
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て

い
る
。
|
|
こ
の
状
況
に
置
か
れ
た
ら
自
分
は
こ
う
感
じ
る
(
あ
る
い
は
考
え
る
)
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
ゆ
え
彼
も
そ
う
感
じ
て
い
る
(
あ
る
い

は
考
え
て
い
る
)
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
推
論
に
も
と
づ
い
て
他
者
の
行
為
を
予
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
が
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
の
主
張
す
る
他
者
理
解
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。

「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
」
に
お
い
て
も
他
者
理
解
は
や
は
り
一
種
の
解
釈
で
あ
る
。
ク
ワ
イ
ン
の
「
根
本
的
翻
訳
」
に
関
す
る
議
論
が

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
も
と
づ
い
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
室
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
他
者
理
解
の
基
本
的
か

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
主
張
は
他
者
理
解
の
基
本
的
な
部
分
が
「
心
の
理
論
」
に

ロ
パ

l
ト
・
ゴ
ー
ド
ン
が
一
九
八
六
年
に
発
表
し
た
論
文
「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と

つ
普
遍
的
な
方
式
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
へ
の
反
論
で
あ
る
。

し
ゴて
l の
ド民
ン聞
は心
先理
に学
触」
れは
た明
「瞭
偽に
信そ
念の

喜f
Z喜
素図
材で
に書
しか
てれ
「て
'L'、v>
のる
理主
論吉

へ
の
反
論
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
課
題
の
実
験
結
呆
は
、
四
歳



か
ら
五
歳
以
上
の
健
常
児
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
課
題
に
合
格
す
る
の
に
対
し
、
こ
の
年
齢
未
満
の
健
常
児
の
ほ
と
ん
ど
は
逆
に
不
合
格
と
な
る

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
結
果
は
四
歳
か
ら
五
歳
未
満
で
は
ま
だ
「
心
の
理
論
」
が
駆
使
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

の
証
拠
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ゴ
ー
ド
ン
は
、
こ
の
実
験
結
果
を
「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
」
を
支
持
す
る
結
果
と
し

て
解
釈
し
直
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ゴ
ー
ド
ン
の
主
張
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
玉
。
他
者
の
ふ
り
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
と
は
異
な
っ
た
視
点
の
存

在
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
四
歳
か
ら
五
歳
未
満
の
子
供
は
ま
だ
自
己
中
心
性
(
ピ
ア
ジ
ェ
)
を
も
っ
て
お

り
、
そ
れ
ゆ
え
他
者
の
視
点
か
ら
世
界
を
見
る
こ
と
が
十
分
に
は
で
き
ず
、
た
だ
自
己
の
視
点
か
ら
見
て
お
は
じ
き
は
箱
の
中
に
あ
る
の
だ
か

ら
サ
リ

1
は
箱
の
方
へ
行
く
と
答
え
る
の
だ
と
い
う
実
験
結
果
の
解
釈
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
心
の
理
論
」
が
駆
使
で
き
て

い
な
い
の
で
は
な
く
「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
が
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

る

主5
す 5
言 1

き5
だ I4
4 E 
E罫
二ら
王手

Y章
5モ
ン町
¥.て3

f;J:て
他も
者皇

zE 
つり

た子
ふ供

2T 
すの
る謀
と題
いに

つ~
」旧

とす
をる
意率
味が
す極
るめ
がて
、低
白い
閉点
症に
の注
子自
供し
にて
はい

「
ご
っ
こ
遊
び
(
官
。
宮
田
ι
立
喧
)
」
(
あ
る
い
は
「
ふ
り
遊
び
」
)
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
臨
床
的
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
偽
信
念
課
題
」
の
実
験
結
果
の
解
釈
と
し
て
は
「
心
の
理
論
」
に
よ
る
解
釈
よ
り
も
「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
に
よ
る
解

釈
の
方
が
よ
り
納
得
の
い
く
も
の
で
あ
る
と
ゴ
ー
ド
ン
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
り
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か

ら
し
て
他
者
理
解
の
基
本
的
か
っ
普
遍
的
な
方
式
が
「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
主
張
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
明

ら
か
に
無
理
で
あ
る
。
以
上
か
ら
主
張
し
う
る
こ
と
は
、
「
偽
信
念
課
題
」
の
実
験
結
果
に
つ
い
て
は
「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
」
が
よ
り

納
得
の
い
く
解
釈
を
提
出
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
こ
の
実
験
に
よ
っ

て
検
査
さ
れ
る
の
は
他
者
の
行
為
を
予
測
す
る
と
い
う
能
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
能
力
を
他
者
理
解
に
必
要
な
基
本
的
な
能
力
と

サ
ル
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見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
行
為
が
予
測
で
き
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
他
者
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
に
は
ま
っ

た
く
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。

こ
の
よ
う
に
、
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
I
デ
イ
ン
グ
」
に
関
す
る
こ
つ
の
立
場
を
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
他
者
理
解
の
基
本
と

な
る
べ
き
点
を
見
逃
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
何
ら
不
思
議
で
は
な

い
。
他
者
理
解
を
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
1
デ
イ
ン
グ
」
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
出
発
点
自
体
に
す
で
に
誤
り
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
私
の
課
題
は
こ
れ
ら
の
理
論
の
内
容
を
批
判
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
前
提
と
な
る
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
I
デ
ィ
ン
グ
」
と
い

う
誤
謬
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
み
出
さ
れ
る
か
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

マ
イ
ン
ド
・
リ
I
デ
ィ
ン
グ
の
誤
認

今
日
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
l
デ
イ
ン
グ
」
と
称
さ
れ
る
考
え
は
、
英
語
圏
の
哲
学
的
伝
統
の
中
で
は
す
で
に
半
世
紀
ほ
ど
前
に
ギ
ル
パ

1
ト
・

ラ
イ
ル
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
-
フ
ィ
ル
が
批
判
し
た
の
は
、
第
三
者
が
知
覚
す
る
こ
と
の
で
き
る
身
体
所
作
や
顔
の
表
情
な
ど
の
原
因

と
し
て
心
を
想
定
す
る
こ
と
自
体
で
あ
る
。
し
か
し
、
ラ
イ
ル
は
心
の
存
在
を
否
定
し
た
の
で
は
な
い
。
心
の
存
在
を
身
体
所
作
等
か
ら
独
立

し
た
知
覚
不
可
能
な
存
在
と
み
な
す
こ
と
を
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
ミ
ス
テ
イ
ク
」
と
し
て
批
判
し
た
の
で
あ
る
玉
。
ラ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、
心
の

存
在
は
身
体
の
存
在
と
同
等
の
資
格
(
同
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
)
に
お
い
て
身
体
と
は
独
立
に
考
え
ら
れ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
身
体
所
作
に
お

い
て
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
王
。
つ
ま
り
、
ラ
イ
ル
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
他
者
の
心
は
第
三
者
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
う
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
ラ
イ
ル
は
、
今
日
で
は
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
l
デ
イ
ン
グ
」
と
呼
ば
れ
る
考
え
が
虚
偽
で
あ
り
、
他
者
理
解
は
も
っ
と
明
白

な
仕
方
で
行
わ
れ
て
い
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

私
は
ラ
イ
ル
の
主
張
に
何
ら
異
存
は
な
い
。
そ
こ
で
む
し
ろ
、
私
が
試
み
た
い
の
は
、
ラ
イ
ル
の
批
判
を
別
の
側
面
か
ら
補
強
す
る
こ
と
で



あ
る
。
他
者
理
解
と
は
第
三
者
に
は
知
覚
で
き
な
い
そ
の
心
の
状
態
#
外
か
ら
読
み
取
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
誤
り
で
あ
る
と
み
な
す

点
に
お
い
て
、
私
は
ラ
イ
ル
と
ま
っ
た
く
同
意
見
で
あ
る
。
し
か
し
、
注
目
す
べ
き
点
は
、
そ
の
考
え
が
誤
り
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
誤
り

は
あ
る
種
の
普
遍
性
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
他
者
理
解
と
は
第
三
者
が
知
覚
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
そ
の
心
的

状
態
を
読
み
取
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
き
わ
め
て
広
い
範
囲
で
共
有
さ
れ
た
考
え
で
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
l
デ
ィ
ン
グ
」
に
類
し
た
考
え
が
広
い
範
囲
で
共
有
さ
れ
る
理
由
は
、
他
者
の
超
越
性
に
関
す
る

通
俗
的
理
解
と
で
も
い
い
う
る
も
の
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
サ
ル
ト
ル
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
の
議
論
の
詳
細
を
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
交
え
て
検
討
す
る
前
に
、
そ
の
要
点
を
述
べ
て
お
く
と
す
れ
ば
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

他
者
と
は
、
自
己
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
視
点
か
ら
世
界
を
見
出
す
主
観
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
他
者
の
主
観
が
経
験
す
る
世
界
を
私
は
何

と
し
て
も
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
「
本
心
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
私
は
そ
れ
に
指
一
本
触
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
他
者
と
は
私
を
超
越
す
る
存
在
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
一
方
で
、
他
者
理
解
は
事
実
と
し
て
成
立

し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
理
解
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
が
問
題
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の

問
題
に
は
次
の
よ
う
な
困
難
が
含
ま
れ
て
い
る
。
他
者
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
他
者
を
対
象
と
し
て
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

他
者
を
対
象
と
し
て
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
他
者
の
超
越
性
に
関
す
る
理
解
と
両
立
し
え
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

他
者
の
超
越
性
に
関
す
る
通
俗
的
な
理
解
と
は
こ
れ
ら
が
両
立
す
る
と
み
な
す
誤
っ
た
考
え
に
起
因
し
て
い
る
。
こ
の
考
え
に
し
た
が
っ
て

他
者
と
い
う
決
し
て
対
象
と
は
な
り
え
な
い
も
の
を
対
象
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
到
達
不
可
能
な
他
者
の
主
観
性
は
た
だ
た
ん
に
第

三
者
の
知
覚
か
ら
は
隠
さ
れ
た
内
面
し
て
表
象
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
l
デ
イ
ン
グ
」
に
よ
っ
て
理
解

で
き
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
真
実
の
主
観
性
の
影
に
す
ぎ
な
い
。
到
達
不
可
能
と
い
う
認
識
が
、
直
接
知
覚
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

サ
ル
ト
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と
心
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う
認
識
に
格
下
げ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
1
デ
イ
ン
グ
」
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
と
さ
れ
る
他
者
の
心
の
状
態
と
は
身
体

の
背
後
に
想
定
さ
れ
た
幻
影
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
「
機
械
の
中
の
幽
霊

3
Z
C
F
o
m昨
日
再
百
冨
R
F
E
O
)
」
干
ニ
と
い
う
ラ
イ
ル

の
表
現
は
的
を
射
て
い
る
。
サ
ル
ト
ル
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
幻
影
が
不
可
避
的
に
生
み
出
さ
れ
る
条
件
と
し
て

他
者
の
主
観
性
が
対
象
へ
と
引
き
下
げ
ら
れ
る
と
い
う
錯
誤
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
点
を
明
確
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

以
下
に
お
い
て
は
、
他
者
の
超
越
性
に
関
す
る
サ
ル
ト
ル
の
議
論
を
参
照
し
た
上
で
、
そ
の
超
越
性
が
対
象
へ
と
下
落
す
る
と
い
う
現
象
を

や
は
り
サ
ル
ト
ル
の
テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
て
考
察
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2 

他
者
の
超
越
性
と
そ
の
下
落

他
者
の
在
在
証
明

サ
ル
ト
ル
は
他
者
に
関
す
る
議
論
を
日
常
性
の
分
析
か
ら
始
め
て
い
る
。
そ
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
他
者
が
ま
さ
に
他
者
と
し
て
私
の
日
常
生

活
に
現
れ
る
の
は
、
私
の
視
点
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
世
界
を
見
て
い
る
主
観
と
し
て
な
の
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
次
の
よ
う
な
風
景
か
ら
他

者
の
分
析
を
語
り
出
し
て
い
る
。

私
は
公
園
に
い
て
、
芝
生
や
ベ
ン
チ
を
見
て
い
る
。
と
、
そ
こ
に
ひ
と
り
の
男
が
通
り
か
か
る
。
極
め
て
日
常
的
な
風
景
で
あ
る
。
私
は
も

ち
ろ
ん
そ
の
男
を
芝
生
や
ベ
ン
チ
と
は
異
な
っ
た
次
元
で
と
ら
え
る
が
、
彼
を
異
な
っ
た
次
元
に
置
い
て
い
る
の
は
そ
の
主
観
性
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
他
者
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
私
の
世
界
の
中
へ
別
の
主
観
性
が
出
現
し
た
こ
と
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
る
。
で
は
、
主
観
性
の
出
現
に
関
す
る
認
識
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
認
識
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
サ
ル
ト
ル
は
こ
の
点
を
次
の
よ
う
に
分



析
し
て
い
る
。

他
者
の
出
現
に
よ
っ
て
公
園
の
芝
生
や
ベ
ン
チ
に
客
観
的
な
変
化
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
他
者
の
出
現
す
る
以
前
と
何
ら
変

わ
り
な
い
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
と
芝
生
と
の
関
係
は
ベ
ン
チ
と
芝
生
と
の
関
係
と
は
異
な
る
。
後
者
な

ら
「
芝
生
に
沿
っ
て
ベ
ン
チ
が
置
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
に
外
面
的
な
位
置
関
係
を
指
摘
す
れ
ば
足
り
る
。
こ
れ
に
対
し
、
彼
と
芝
生
と

の
聞
に
は
こ
れ
と
は
異
な
っ
た
関
係
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
出
現
に
よ
っ
て
、
私
の
見
て
い
る
こ
の
芝
生
は
私
の
パ

l
ス

ベ
ク
テ
ィ
ヴ
と
は
異
な
っ
た
パ

1
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
の
中
に
置
か
れ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
芝
生
の
前
に
ベ
ン
チ
を
置
い
た
と
し
て
も
、
そ

れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
こ
と
は
例
え
ば
芝
生
の
眺
め
が
遮
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
基
本
的
に
私
の
パ
ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
の

中
で
の
変
化
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
他
者
の
出
現
と
い
う
事
態
は
こ
れ
と
は
事
情
が
異
な
る
。
新
た
に
出
現
し
た
パ

1
ス
ベ
ク
テ
イ
ヴ
の
中

で
は
「
私
の
空
間
性
な
ら
ざ
る
空
間
性
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
」
〔
十
三
か
ら
で
あ
る
。
私
は
彼
の
パ

l
ス
ベ
ク
テ
イ
ヴ
か
ら
も
の
を
見
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
彼
の
出
現
に
よ
っ
て
、
私
の
日
の
前
に
広
が
る
世
界
は
私
が
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
次
元
を
も
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
意
味
で
、
他
者
の
出
現
に
よ
っ
て
世
界
は
私
か
ら
「
逃
げ
去
る
」
王
三
で
あ
ろ
う
。

「
私
は
他
者
に
対
す
る
こ
の
緑
の
関
係
を
対
象
的
な
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
が
、
私
は
そ
の
緑
を
そ
れ
が
他
者
に
現
れ
る
よ
う
に
は
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
突
然
、
私
か
ら
世
界
を
奪
い
去
る
対
象
〔
他
者
〕
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
は
も
と
の
場
所
に
あ
り
、

す
べ
て
は
今
で
も
私
に
と
っ
て
存
在
し
て
い
る
が
、
新
た
な
対
象
〔
他
者
〕
の
方
へ
硬
直
し
て
い
く
見
え
ざ
る
逃
亡
が
す
べ
て
に
行
き
渡
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
世
界
の
中
へ
の
他
者
の
出
現
は
、
全
宇
宙
の
硬
直
し
た
変
容
に
対
応
し
て
お
り
、
ま
た
私
が
行
う
世
界
集
中
を

地
底
で
同
時
に
浸
食
し
て
い
く
世
界
分
散
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
十
四
百

サ
ル
ト
ル
と
心
の
哲
学
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こ
の
よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
他
者
と
は
私
か
ら
私
の
世
界
を
掠
め
と
っ
て
い
く
存
在
と
し
て
見
出
さ
れ
て
い
る
。
世
界
に
向
け
ら

れ
た
他
者
の
眼
差
に
よ
っ
て
、
私
の
世
界
は
浸
食
さ
れ
、
私
の
手
か
ら
逃
れ
去
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
私
は
ど
う
や
っ
て
そ
こ
に
主
観
性
の
存
在
を
見
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
他
者
の
存
在
に
関
す
る
サ
ル
ト
ル
の
議
論

が
本
格
的
に
展
開
さ
れ
る
の
は
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
他
者
の
主
観
性
が
私
の
世
界
に
及
ぼ
す
現
実
的
作
用
に
関
す
る
以
上
の

分
析
は
、
よ
り
根
本
的
な
水
準
で
他
者
を
考
察
す
る
た
め
の
準
備
段
階
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
わ
れ
わ
れ
は
外
的
な
対
象
に
向
け
ら
れ
た
他

者
の
眼
差
に
主
観
性
の
存
在
を
認
め
る
と
い
う
の
が
以
上
の
分
析
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
で
は
私
は
ど
う
や
っ

て
そ
こ
に
主
観
性
の
存
在
を
察
知
し
う
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
は
、
外
的
な
対
象
に
向
け
ら
れ
た
眼
差
か
ら
結
論
づ
け
ら
れ
る
主
観
性
の
存
在
は
蓋
然
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
。
な
ぜ

な
ら
芝
生
を
見
て
い
る
の
は
じ
っ
は
ロ
ボ
ッ
ト
の
機
械
の
眼
で
は
な
い
か
と
い
う
懐
疑
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
主
観
性
す
な
わ

ち
他
者
の
存
在
を
わ
れ
わ
れ
が
確
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
確
信
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
得
ら
れ
て
い
る
の
か
が
関
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

何
か
に
眼
差
を
向
け
て
い
る
対
象
の
も
と
に
主
観
性
の
存
在
を
確
信
す
る
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
他
者
の
存
在
を
対
象

知
覚
の
水
準
で
理
解
す
る
限
り
、
そ
の
存
在
は
蓋
然
性
の
域
を
出
な
い
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
眼
差
が
ほ
か
な
ら
ぬ
自
己
に
向
け
ら
れ
て
い
る
場

合
な
ら
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
c

そ
の
場
合
に
は
、
主
観
性
の
存
在
が
も
は
や
懐
疑
を
差
し
挟
み
う
る
余
地
な
し
に
認
め
ら
れ
う
る
の
で
は
な
い

か
。
サ
ル
ト
ル
の
議
論
が
転
回
す
る
の
は
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。

「
も
し
対
象
と
し
て
の
他
者
が
、
世
界
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
、
私
の
見
て
い
る
も
の
を
見
て
い
る
対
象
と
し
て
定
義
さ
れ
る
な
ら
ば
、
主

観
と
し
て
の
他
者
と
私
と
の
根
本
的
な
つ
な
が
り
は
、
他
者
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
と
い
う
不
断
の
可
能
性
へ
と
帰
着
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
け



れ
ば
な
ら
な
い
」
干
主
。

で
は
、
私
の
見
て
い
る
も
の
を
見
て
い
る
存
在
と
、
端
的
に
私
を
見
る
存
在
と
の
差
異
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
他
者
の
主
観
性
の
存
在
に
関
す

る
認
識
の
可
能
性
の
す
べ
て
は
こ
の
間
い
の
中
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

サ
ル
ト
ル
は
、
私
を
見
る
も
の
と
し
て
の
他
者
の
存
在
は
確
実
で
あ
る
と
い
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
私
が
主
観
性
の
存
在
を
確
信
す
る
の
は

他
者
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
と
い
う
経
験
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
で
は
、
見
ら
れ
る
と
い
う
経
験
は
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
確
信
を
も
た
ら
し
う
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
サ
ル
ト
ル
の
議
論
を
理
解
す
る
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
外
的
な
対
象
に
向
け
ら
れ
た
視
線
の
も
と
に
主
観
性
を
察
知
で

き
た
と
し
て
も
、
そ
の
判
断
は
蓋
然
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
視
線
は
ロ
ポ
ァ
ト
の
機
械
の
眼
で
あ
る
可
能
性
を
排
除
し
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
な
ら
、
自
分
に
向
け
ら
れ
た
視
線
か
ら
は
こ
の
可
能
性
が
排
除
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
無
論
、
排
除
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
い
う
ま
で
も
な
く
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
考
え
う
る
の
か
が
重
要
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
の
議
論
に
お
い
て
最
も
重
要
な
点
は
、
他
者
に
よ
っ
て
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
が
「
差
恥

(
F
S
Zど
と
い
う
情
動
を
も
た

ら
す
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
情
動
の
特
質
は
、
も
し
他
者
が
存
在
し
な
け
れ
ば
そ
の
よ
う
な
情
動
は
私
の
う
ち
に
発
生
し
え
な
い
と
い
う
点

に
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
差
恥
」
と
い
う
情
動
の
意
味
は
、
他
者
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
可
能
性
と
決
し
て
切
り
離
し
え
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
差
恥
」
と
い
う
情
動
に
は
必
然
的
に
他
者
の
存
在
が
合
意
さ
れ
て
い
る
。

「
実
際
、
誰
か
が
私
を
見
て
い
る
と
思
う
の
は
、
私
が
自
分
は
対
象
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
意
識
は
他

者
の
現
実
的
な
存
在
に
お
い
て
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
生
み
出
さ
れ
え
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
」
(
士
号

サ
ル
ト
ル
と
心
の
哲
学
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四

そ
の
他
者
は
ロ
ボ
ッ
ト
の
機
械
の
眼
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
、
「
差
恥
」
な
ど
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
眼
を

根
拠
に
し
た
懐
疑
は
こ
の
場
合
に
は
成
り
立
た
な
い
。
こ
の
よ
う
な
論
理
に
よ
っ
て
、
私
が
「
差
恥
」
を
感
じ
る
と
い
う
経
験
か
ら
た
だ
ち
に

他
者
の
存
在
が
結
論
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
私
が
「
差
恥
」
を
感
じ
る
と
い
う
経
験
に
お
い
て
他
者
は
現
前
し
て
お
り
、
か
っ
そ

こ
に
懐
疑
を
差
し
挟
む
余
地
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
か
ら
次
の
点
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
外
的
な
対
象
に
向
け
ら
れ
た
他
者
の
眼
差
に
、
蓋
然
的
に
で
は
あ
れ
主
観
性
の
存
在

を
察
知
し
う
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
眼
差
は
私
に
向
け
ら
れ
る
可
能
性
を
含
ん
で
知
覚

さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
「
他
者
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
が
、
他
者
を
見
る
と
い
う
こ
と
を
真
実
な
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ

る
」
干
主
。

他
者
の
超
越
性

き
て
、
他
者
の
超
越
性
に
関
す
る
サ
ル
ト
ル
の
主
張
は
、
じ
つ
は
以
上
の
議
論
の
中
に
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
他
者
の

存
在
証
明
の
過
程
に
お
い
て
そ
の
超
越
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
論
述
の
目
的
は
こ
の
点
を
で
き
る
限
り
明

白
に
指
摘
す
る
こ
と
以
外
に
な
い
。

確
認
の
た
め
に
繰
返
せ
ば
、
他
者
の
存
在
は
私
が
私
の
経
験
に
お
い
て
確
信
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
私
が
「
差
恥
」
と

い
う
情
動
を
経
験
す
る
と
き
、
そ
こ
に
他
者
の
存
在
が
確
信
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
差
恥
」
と
は
、
私
が
誰
か
に
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
識

が
も
た
ら
す
情
動
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ぽ
、
私
が
他
の
主
観
性
に
と
っ
て
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
い
や
、
そ
の
よ
う
な
意
識
そ
れ
自
体
が
す
で
に
「
差
恥
」
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
他
者
の
存
在
が
ま
ず
確
認
さ
れ
た

上
で
、
そ
の
眼
差
が
自
分
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
す
る
と
そ
こ
で
「
差
恥
」
が
生
じ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
「
差
恥
」
を
感
じ
る



こ
と
に
お
い
て
は
じ
め
て
他
者
が
現
前
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
が
意
識
し
う
る
の
は
自
分
が
誰
か
に
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ

け
で
あ
っ
て
、
そ
の
誰
か
を
対
象
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
見
ら
れ
る
と
い
う
経
験
に
お
い
て
は
、
対
象
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
る
の
は
私
の
方
で
あ
っ
て
、
他
者
は
ど
こ
ま
で
も
私
を
見
る
主
観
性
と
し
て
現
前
し
続
け
る
ほ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
他
者
の
存
在
は
私
の
経
験
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
が
、
同
時
に
私
に
は
手
の
届
か
な
い
外
部
と
し
て
私
に
与
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
私
の
世
界
を
超
越
す
る
も
の
と
し
て
。

「
私
が
眼
差
を
向
け
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
限
り
に
お
い
て
、
世
界
を
超
越
し
た
他
者
の
存
在
が
私
に
対
し
て
実
現
す
る
の
で
あ
る
」
(
十
八
百

こ
の
よ
う
に
、
他
者
の
存
在
が
蓋
然
的
に
で
は
な
く
確
実
な
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
る
な
ら
ば
、
私
は
他
者
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
確
実
に
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
何
ら
の
認
識
を
も
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
か
な
る
手
段
に
よ
っ
て
も
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に

到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
他
者
理
解
と
い
う
こ
と
を
、
他
者
の
主
観
的
な
意
識
内
容
を
認
識
す
る
と
い
う
意
味
に
解
す
る

限
り
、
他
者
理
解
な
ど
不
可
能
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
1
デ
イ
ン
グ
」
と
は
他
者
の
主
観
的
な
意
識
内
容
を
推
論
に
よ
っ
て
認
識
し
う
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
主
張
は
、
端
的
に
い
え
ば
誤
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
こ
の
誤
り
は
他
者
の
超
越
性
に
関
す
る
全
く
の
無
理
解

に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
通
俗
的
な
理
解
の
仕
方
に
起
因
し
て
い
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
論
点
を
こ
こ
で
も
う
一
度
繰
返

す
な
ら
、
通
俗
的
理
解
と
は
、
他
者
の
主
観
性
を
推
論
に
よ
っ
て
し
か
認
識
で
き
な
い
隠
さ
れ
た
対
象
と
し
て
表
象
す
る
点
に
あ
る
。
解
読
さ

れ
る
べ
き
他
者
の
心
と
は
そ
の
よ
う
な
表
象
で
あ
る
。
無
論
、
こ
こ
に
は
決
定
的
な
誤
解
が
含
ま
れ
て
い
る
。
主
観
性
を
対
象
と
し
て
取
り
扱

う
こ
と
な
ど
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
何
か
を
対
象
と
し
て
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
〈
見
ら
れ
る
〉
と
い
う
次
元
か
ら
〈
見
る
〉
と
い
う
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ー」，、

次
元
へ
と
移
行
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
他
者
の
主
観
性
は
私
が
〈
見
ら
れ
る
〉
と
い
う
次
元
に
身
を
置
く
限
り
に
お
い
て
現
前
す
る
も
の
で
あ

る
。
〈
見
る
〉
と
い
う
次
元
に
移
行
し
た
と
た
ん
、
そ
の
主
観
性
は
消
え
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
他
者
の
心
と
は
幻
影
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
幻
影
に
は
用
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
幻
影
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
こ
の
幻
影
も
ま
た
現

実
的
な
根
拠
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
幻
影
は
他
者
と
の
現
実
的
な
関
係
の
中
で
発
生
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
が
明
ら
か

に
し
た
の
は
こ
の
点
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
に
論
点
を
定
め
て
引
き
続
き
テ
キ
ス
ト
の
読
解
を
進
め
て
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

超
越
性
の
下
落

「
差
恥
」
と
は
自
己
に
つ
い
て
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
識
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
己
と
は
お
の
れ
の
諸
可
能
性
へ
向
け
て
そ
の
存
在
の
所
与

性
を
超
越
し
て
い
く
存
在
(
サ
ル
ト
ル
の
い
う
対
自
存
在
)
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
「
差
恥
」
と
は
お
の
れ
が
対
象
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
そ
の
所
与
性
を
凝
固
し
た
性
質
と
し
て
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
つ
い

て
の
意
識
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
純
粋
な
差
恥
と
は
、
こ
れ
こ
れ
の
答
め
ら
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
る
と
い
う
感
情
で
は
な
く
、
一
般
的
に
い
っ
て
対
象
で
あ
る
と
い
う
感
情

な
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
は
私
が
他
者
に
と
っ
て
そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
下
落
し
た
、
依
存
的
な
、
凝
固
し
た
存
在
の
中
に
、
自
分
を
認
め
る

と
い
う
感
情
な
の
で
あ
る
」
(
十
九
百

ひ
と
言
で
い
え
ば
、
「
差
恥
」
と
は
、
固
定
し
た
性
質
を
超
越
す
る
と
い
う
自
己
本
来
の
あ
り
方
で
あ
る
「
自
由
」
が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ



と
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
。
だ
が
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
差
恥
」
と
い
う
情
動
は
、
何
ら
か
の
仕
方
で
乗
り
越
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
私
は
「
差
恥
」
を
乗
り
越
え
て
お
の
れ
の
自
由
を
回
復
す
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
他
者
を
対

象
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

「
差
恥
に
対
す
る
反
応
は
、
ま
さ
に
私
自
身
の
対
象
性
を
つ
か
ん
で
い
た
者
を
対
象
と
し
て
捕
ま
え
る
こ
と
に
存
し
て
い
る
」
三
十
百

無
論
、
こ
の
よ
う
に
他
者
を
対
象
と
し
て
取
り
扱
う
と
き
、
他
者
が
私
に
対
し
て
示
し
た
超
越
性
は
損
な
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
と
き

他
者
は
す
で
に
対
象
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
も
は
や
純
粋
な
主
観
性
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
者
の
超
越
性
と
は
、
他
者
が
主
観
と
し

て
私
に
現
前
す
る
限
り
に
お
い
て
の
他
者
の
存
在
を
指
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
こ
の
よ
う
に
他
者
を
対

象
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
の
主
観
性
の
存
在
は
否
定
さ
れ
え
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
主
観
性
は
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
自
体
が
対
象
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
に
対
象
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
主
観
性
は
も
は
や
主
観
性
そ
の
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
他
者
と
い
う
対
象
が
持
つ
ひ
と
つ
の
性
質
に
下
落
し
て
い
る
。

「
事
実
、
他
者
が
対
象
と
し
て
私
に
現
れ
る
と
、
そ
の
主
観
性
は
、
眺
め
ら
れ
る
対
象
の
た
ん
な
る
性
質
と
な
る
。
主
観
性
は
下
落
し
、
原

則
と
し
て
は
私
の
手
か
ら
逃
れ
る
対
象
的
な
諸
性
質
の
総
体
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
対
象
と
し
て
の
他
者
は
、
こ
の
空
箱
が
「
内
側
」
を
持
っ

て
い
る
よ
う
に
、
主
観
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
な
る
。
こ
う
し
て
、
私
は
私
を
回
復
す
る
の
で
あ
る
」
三
二

O
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他
者
の
主
観
性
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
何
ら
「
性
質
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
私
に
対
し
て
現
前
す
る
他
者
の
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
そ
れ
が
「
性
質
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
そ
の
存
在
が
対
象
の
地
位
へ
と
下
落
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
で
は
、
性
質
と
い
う
下
落
し
た
形
態
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
た
主
観
性
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
こ
そ
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
l
デ
イ
ン
グ
」
が
想
定
す
る
他
者
の
心
、
第
三
者
に
は
観
察
不
可
能
な
心
理
的
な
内
面
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
三

者
の
眼
か
ら
は
ひ
と
ま
ず
隠
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
推
論
と
い
う
手
段
に
よ
れ
ば
私
は
そ
の
隠
さ
れ
た
心
の
状
態
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
上
の
引
用
文
で
サ
ル
ト
ル
が
「
原
則
と
し
て
は
私
の
手
か
ら
逃
れ
る
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
指
し
て
い
る
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
他
者
の
心
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
の
心
理
的
な
内
面
な
る
も
の
は
、
他
者
と
の
現
実
的
な
関
係
の
中
で
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。

他
者
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
「
差
恥
」
の
感
情
が
、
他
者
に
心
理
的
な
内
面
を
想
定
す
る
よ
う
わ
れ
わ
れ
を
強
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
も
の
が
幻
影
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
実
際
に
は
、
箱
の
内
側
が
存
在
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
他
者
の
心
理
的
な
内
面
が

存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
1
デ
イ
ン
グ
」
と
は
存
在
し
な
い
対
象
を
読
み
取
る
こ
と

で
あ
る
。
い
や
、
と
い
う
よ
り
、
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
I
デ
イ
ン
グ
」
な
ど
現
実
に
は
行
わ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
他
者
理
解
は
現
実
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
I
デ
イ
ン
グ
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
と
い
う
以
上
の
結
論
は
、
他
者
理
解
に
関
す
る
別
の
考
察
を
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
。
主
観
と
し
て
の
他
者
は
私
の
認
識
を
超
越
し
て
い

る
。
私
が
認
識
で
き
る
の
は
対
象
と
し
て
の
他
者
に
す
ぎ
な
い
が
、
心
理
的
な
内
面
と
い
う
対
象
は
現
実
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
る

と
、
残
さ
れ
た
可
能
性
は
他
者
の
身
体
と
い
う
対
象
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
的
な
他
者
理
解
は
他
者
の
身
体
の
知
覚
と
い
う
水
準

で
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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知
覚
に
よ
る
他
者
理
解

身
体
の
意
味

他
者
理
解
に
関
す
る
サ
ル
ト
ル
の
主
張
を
ひ
と
言
で
要
約
す
れ
ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
状
況
の
中
で
他
者
の
身

体
が
持
つ
「
意
味
」
を
知
覚
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
そ
の
心
的
作
用
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
。
他
者
を
理
解
す
る
と
き
の
対
象
は
そ
の

身
体
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
他
者
理
解
で
あ
る
以
上
た
ん
な
る
身
体
動
作
の
理
解
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
「
彼
は
ベ
ン
チ

に
座
っ
て
い
る
」
と
か
「
彼
は
牛
肉
を
食
べ
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
理
解
が
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
感
情
、

意
図
等
の
心
的
作
用
に
関
す
る
理
解
こ
そ
本
来
の
意
味
で
の
他
者
理
解
で
あ
り
、
サ
ル
ト
ル
も
そ
れ
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

そ
の
た
め
に
、
身
体
の
背
後
に
、
推
論
に
よ
っ
て
解
読
さ
れ
る
べ
き
心
を
想
定
し
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
サ
ル
ト
ル
は
そ
の
よ
う

な
想
定
が
誤
り
で
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
る
。

「
身
体
の
背
後
に
は
何
も
の
も
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
身
体
は
全
体
と
し
て
心
的
で
あ
る
」
(
二
三
。

他
者
理
解
は
推
論
で
は
な
く
知
覚
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
推
論
さ
れ
る
べ
き
隠
さ
れ
た
対
象
な
ど
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
心
的
対
象
は
全
面
的
に
知
覚
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
る
」
(
二
三
v
o

無
論
、
心
的
作
用
は
身
体
そ
の
も
の
の
知
覚
と
は
水
準
が
異
な
る
。
心
的
作
用
と
は
、
身
体
が
具
体
的
な
状
況
の
中
で
知
覚
さ
れ
る
と
き
に

サ
ル
ト
ル
と
心
の
哲
学

九



柴

回

健

志

O 

持
つ
こ
と
に
な
る
「
意
味
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
感
情
、
意
図
等
は
、
身
体
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
心
の
状
態
で
は
な
く
身
体
そ
の
も
の
が
帯
び
る

「
意
味
」
な
の
で
あ
る
。

「
他
者
の
身
体
と
は
何
か
を
意
味
す
る
も
の

(
臣
官
回
目
汁
)

で
あ
る
」
っ

E
o

こ
の
よ
う
な
サ
ル
ト
ル
の
主
張
の
中
に
ラ
イ
ル
の
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
ミ
ス
テ
イ
ク
」
の
議
論
と
同
じ
視
点
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
は
あ
る

ま
い
。
心
的
作
用
を
「
意
味
」
の
次
元
で
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
ら
を
身
体
そ
の
も
の
と
は
異
な
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
理
解
す

る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
サ
ル
ト
ル
と
ラ
イ
ル
の
共
通
点
を
指
摘
す
る
こ
と
は
大
し
て
重
要
な
点
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
心

的
作
用
は
身
体
の
表
面
に
現
れ
る
「
意
味
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
サ
ル
ト
ル
の
主
張
を
、
他
者
の
超
越
性
に
関
す
る
主
張
と
明
確
に
関

連
づ
け
て
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
に
眼
差
を
向
け
る
存
在
と
し
て
で
な
け
れ
ば
他
者
は
私
に
と
っ
て
現
前
せ
ず
、
そ

れ
ゆ
え
自
の
前
に
知
覚
さ
れ
る
身
体
を
ほ
か
な
ら
ぬ
他
者
の
身
体
と
し
て
知
覚
す
る
こ
と
は
、
こ
の
前
提
な
し
に
は
成
立
し
え
な
い
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
こ
う
い
っ
て
よ
け
れ
ば
、
他
者
は
ま
ず
私
に
と
っ
て
存
在
す
る
。
そ
し
て
そ
の
次
に
、
私
は
他
者
を
そ
の
身
体
に
お
い
て
把
握
す
る
。
他

者
の
身
体
は
私
に
と
っ
て
は
二
次
的
な
構
造
で
あ
る
」
っ
主
。

他
者
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
主
観
性
を
意
味
す
る
。
私
は
他
者
が
主
観
的
に
経
験
す
る
世
界
を
そ
の
ま
ま
経
験
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ

は
他
者
の
経
験
で
あ
っ
て
私
の
経
験
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
他
者
と
は
私
の
経
験
し
う
る
世
界
の
外
部
で
あ
る
。
私
は
他
者



の
主
観
を
私
の
世
界
の
内
部
で
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
他
者
の
身
体
と
は
、
私
が
私
の
世
界
の
内
部
で
対
象
と
し
て
知
覚
す
る
存
在
で
あ
る
。
無
論
、
身
体
と
い
う
対
象
が
そ
の

他
の
対
象
と
は
異
な
っ
た
仕
方
で
知
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
差
異
は
主
観
と
し
て
の
他
者
を
前
提
し
か
っ
そ
れ

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
主
観
と
し
て
の
他
者
は
私
の
世
界
と
は
異
な
っ
た
世
界
に
お
け
る
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
他
者
の

身
体
も
ま
た
別
の
意
味
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
中
心
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
主
観
と
し
て
の
他
者
が
世
界
を
構
成
す
る
中
心
で
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
私
が
知
覚
す
る
他
者
の
身
体
は
私
の
世
界
の
中
に
存
在
す
る
様
々
な
事
物
が
指
示
す
る
中
心
で
あ
る
。
他
者
の
身
体
は
様
々
な
事

物
の
連
関
の
中
で
の
み
、
言
い
換
え
れ
ば
状
況
の
中
で
の
み
知
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
他
者
の
身
体
は
こ
れ
以
外
の
仕
方
で
は
私
に
と
っ
て
存

在
し
え
な
い
。

「
他
者
は
、
根
源
的
に
、
状
況
の
中
に
あ
る
身
体
と
し
て
私
に
与
え
ら
れ
る
」
主
音

身
体
が
つ
ね
に
状
況
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
つ
ね
に
何
ら
か
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意

味
を
持
つ
こ
と
な
し
に
は
身
体
は
現
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
実
際
、
身
体
は
そ
こ
に
存
在
す
る
も
の
の
全
体
と
と
も
に
有
意
味
な
諾
関
係
を
支
え
る
こ
と
な
し
に
は
現
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
三
七
百

例
え
ば
、
彼
が
カ
フ
ェ
に
入
っ
て
き
て
テ
ー
ブ
ル
に
つ
く
。
彼
は
鞄
か
ら
ノ
l
ト
と
ベ
ン
を
取
出
す
。
飲
み
物
を
注
文
し
、
タ
パ
コ
に
火
を

つ
け
る
。
こ
れ
は
サ
ル
ト
ル
の
文
体
を
真
似
て
私
が
作
っ
た
例
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
例
で
は
、
彼
の
身
体
は
テ
ー
ブ
ル
、
ノ
ー
ト
、
ベ
ン
、

サ
ル
ト
ル
と
心
の
哲
学
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タ
パ
コ
等
々
の
事
物
と
の
関
係
の
中
で
知
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
さ
て
、
そ
れ
ら
の
事
物
と
の
関
係
か
ら
、
彼
が
何
か
書
き
物

を
す
る
た
め
に
カ
フ
ェ
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
。
彼
の
身
体
は
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
離
れ
て
は
現
れ
え
な

い
。
ま
た
、
何
か
書
き
物
を
し
よ
う
と
い
う
彼
の
意
図
さ
え
も
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
に
あ
る
彼
の
身
体
を
離
れ
て
は
現
れ
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
彼
の
意
図
は
そ
の
よ
う
な
状
況
に
も
と
づ
い
て
推
論
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

彼
の
意
図
も
ま
た
状
況
の
中
に
知
覚
さ
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
意
図
の
理
解
が
推
論
に
も
と
づ

く
と
主
張
す
る
に
は
、
彼
の
意
図
を
隠
さ
れ
た
心
の
状
態
と
み
な
す
と
い

-ZRが
前
提
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の

を
想
定
す
る
こ
と
自
体
が
す
で
に
誤
り
と
し
て
退
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
意
味
は
、
神
秘
的
な
心
的
作
用
を
指
し
示
す
も
の
で
は
な

い」

2
5
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
身
体
は
つ
ね
に
状
況
の
中
に
あ
り
、
他
の
諸
事
物
と
の
関
係
に
お
い
て
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
感
情
、
意
図
等
が

持
っ
て
い
る
意
味
も
当
然
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

感
情
お
よ
び
意
図

こ
の
点
の
重
要
性
を
確
認
す
る
た
め
に
、
サ
ル
ト
ル
が
具
体
例
に
よ
っ
て
こ
の
主
張
を
敷
街
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
よ
う
。
重
要
な

論
点
は
、
感
情
、
意
図
等
を
言
い
表
す
語
棄
は
、
隠
さ
れ
た
心
の
状
態
を
指
示
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
状
況
の
中
で
身
体
が
取
る
態
度

を
指
示
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
感
情
は
知
覚
さ
れ
え
な
い
心
の
変
化
を
間
接
的
に
表
出
す
る
も
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
状
況
の
中
で
身
体
が
取
る

態
度
そ
れ
自
体
で
あ
る
。



「
特
に
様
々
な
情
動
的
仕
草
、
あ
る
い
は
よ
り
一
般
的
に
い
え
ば
、
不
当
に
も
表
出
と
呼
ば
れ
て
い
る
諸
現
象
は
、
心
理
学
者
の
研
究
の

非
物
質
的
な
対
象
と
な
る
よ
う
な
何
ら
か
の
心
理
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
、
隠
さ
れ
た
状
態
を
わ
れ
わ
れ
に
表
示
し
て
い
る
の
で
は
全
く
な

ミ
一

2

↑
九
百

L
W
L
 こ

の
考
え
に
し
た
が
え
ば
、
例
え
ば
「
怒
り
」
と
い
う
語
は
身
体
の
背
後
に
あ
る
心
的
状
態
を
指
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
で
は
、
い
っ

た
い
何
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
状
況
に
対
す
る
身
体
の
態
度
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
相
手
に
怒
鳴
っ
て
い
る
男
を
見
れ
ば
彼
が
怒
っ

て
い
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
怒
鳴
る
と
い
う
行
為
を
ま
ず
観
察
L
、
し
か
る
後
に
怒
り
と
い
う
隠

さ
れ
た
心
的
状
態
を
推
論
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
怒
鳴
っ
て
い
る
男
を
状
況
の
中
で
知
覚
す
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
そ
の
行
為
が
怒

り
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
怒
り
を
「
見
る
」
と
、
端

的
に
表
現
し
た
で
あ
ろ
う
(
三
土
。
基
本
的
に
は
サ
ル
ト
ル
の
主
張
も
そ
れ
と
同
一
で
あ
る
。

「
怒
り
は
、
世
界
の
中
で
な
さ
れ
る
行
為
(
例
え
ば
、
人
を
殴
る
、
罵
る
等
々
)
以
外
の
何
も
の
も
、
す
な
わ
ち
身
体
の
新
た
な
有
意
味
的

態
度
以
外
の
何
も
の
を
も
指
示
し
な
い
の
で
あ
る
」

2

三
o

も
っ
と
も
、
他
者
に
関
し
て
わ
れ
わ
れ
は
思
い
違
い
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ら
を
知
覚
に
よ
っ
て

把
握
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
思
い
違
い
は
起
こ
り
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
他
者
を
理
解
す
る
際
に
わ
れ
わ
れ

が
し
ば
し
ば
思
い
違
い
を
す
る
と
い
う
事
実
は
、
他
者
理
解
が
や
は
り
隠
れ
た
心
理
状
態
を
推
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
の
証
拠
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
サ
ル
ト
ル
の
主
張
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
疑
念
が
生
じ
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

サ
ル
ト
ル
と
心
の
哲
学
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四

実
際
、
感
情
は
さ
て
お
き
、
他
者
の
意
図
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
し
ば
し
ば
思
い
違
い
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
す
る
と
、
や
は
り
こ
れ

ら
は
知
覚
に
は
隠
さ
れ
た
内
的
な
心
理
に
属
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
マ

イ
ン
ド
・
リ
l
デ
ィ
ン
グ
」
と
い
う
考
え
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
他
者
理
解
と
は
ま
さ
に
隠

さ
れ
た
内
的
状
態
と
し
て
意
図
や
信
念
を
推
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
推
論
の
方
式
が
「
心
の
理
論
」
に
よ
る

か
「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
に
よ
る
か
と
い
う
対
立
は
あ
る
に
せ
よ
、
他
者
理
解
が
推
論
を
介
し
た
間
接
的
な
行
為
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
誤

解
の
可
能
性
を
説
明
し
う
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
誤
解
と
同
じ
よ
う
に
他
者
に
関
す
る
誤
解
も
ま
た
推
論
の
失
敗
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
「
偽
信
念
謀
題
」
が
発
達
心
理
学
に
お
い
て
特
権
化
さ
れ
て
き
た
理
由
も
じ
つ
は
こ
の
点
に
存
し
て
い
る
。

そ
こ
で
次
に
、
意
図
に
関
す
る
サ
ル
ト
ル
の
主
張
を
参
照
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
サ
ル
ト
ル
の
考
え
に
し
た
が
え
ば
、
意
図
も
ま
た

状
況
の
中
で
身
体
が
帯
び
る
意
味
に
他
な
ら
な
い
。
上
の
例
で
目
見
て
お
い
た
よ
う
に
、
カ
フ
ェ
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
ノ
l
ト
と
ベ
ン
を
取
出

す
客
を
見
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
何
か
書
き
物
を
す
る
と
い
う
意
図
で
カ
フ
ェ
に
や
っ
て
き
た
の
だ
と
わ
れ
わ
れ
は
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
の
理
解
は
誤
解
に
終
わ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
彼
は
、
そ
の
ノ

I
ト
と
ペ
ン
を
友
達
に
返
す
た
め
に
カ
フ
ェ
で
待
ち
合
わ
せ
を
し

て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
o
知
覚
に
よ
る
意
図
の
理
解
と
い
う
主
張
は
こ
の
よ
う
な
誤
解
の
可
能
性
を
説
明
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
意
図
に
関
す
る
誤
解
の
理
由
を
推
論
の
失
敗
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
考
え
は
、
他

者
理
解
が
他
者
の
内
的
な
心
の
状
態
の
理
解
で
あ
る
と
い
う
点
を
大
前
提
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
大
前
提
そ
れ
自
体
が
誤
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
私
が
他
者
の
意
図
に
つ
い
て
誤
る
の
は
、
私
が
彼
の
所
作
を
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
主
観
性
に
結
び
つ
け
る
か
ら
で
は
全
く
な

い
」
(
三
三
。



で
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
た
ん
な
る
知
覚
の
誤
り
で
あ
る
。
繰
返
し
て
い
え
ば
、
彼
の
身
体
は

具
体
的
な
状
況
の
中
で
特
定
の
意
図
を
持
つ
も
の
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
状
況
を
作
り
出
し
て
い
る
要
素
は
多
数
に
の
ぼ
る

で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
ら
の
関
係
も
複
雑
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
れ
そ
の
全
体
を
く
ま
な
く
知
覚
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
っ
て
、
見
落
と
し
が
生
じ
る
こ
と
の
方
が
自
然
で
あ
る
。
意
図
に
つ
い
て
の
誤
解
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
知
覚
の
不
完
全
さ
に
よ
っ
て
説

明
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

「
私
が
他
者
の
意
図
に
つ
い
て
誤
る
の
は
、
世
界
が
実
際
に
組
織
さ
れ
て
い
る
の
と
は
違
っ
た
仕
方
で
、
私
が
彼
の
所
作
の
ま
わ
り
に
世
界

を
組
織
す
る
か
ら
な
の
で
あ
る
」
三
二
百

こ
の
よ
う
に
、
意
図
に
つ
い
て
の
誤
解
は
、
他
者
の
内
的
な
心
の
状
態
に
つ
い
て
の
誤
解
で
は
な
く
、
む
し
ろ
世
界
に
つ
い
て
の
誤
解
な
の

で
あ
る
。
い
や
、
世
界
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
無
知
が
、
彼
の
意
図
の
誤
解
と
い
う
点
に
集
約
さ
れ
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
マ
イ
ン

F
・
リ
l
デ
ィ
ン
グ
」
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
知
覚
に
よ
る
他
者
理
解
の
理
論
で
あ
る
。

こ
の
理
論
に
現
実
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
現
実
性
は
他
者
理
解
を
世
界
の
理
解
と
い
う
よ
り
広
い
文
脈
の
中
で
考
察
す
る
と
い
う
一
発
想
に

起
因
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
と
心
の
哲
学

五
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ー」，、

お
わ
り
に

「
マ
イ
ン
ド
・
リ
I
デ
ィ
ン
グ
」
の
理
論
に
は
他
者
の
存
在
に
関
す
る
議
論
が
欠
落
し
て
い
る
。
他
者
の
存
在
は
始
め
か
ら
前
提
さ
れ
た
上

で
、
さ
て
そ
の
心
を
い
か
に
し
て
読
み
う
る
か
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
が
哲
学
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
心
理
学
の
分
野

を
中
心
に
議
論
さ
れ
て
い
る
の
も
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
他
者
の
存
在
そ
の
も
の
か
ら
聞
い
始
め
る
と
、

次
の
点
が
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
他
者
の
存
在
と
は
何
よ
り
も
主
観
性
の
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
・

1
Rで
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
他
者
理
解
の
理
論
の
基
礎
に
は
主
観
性
に
関
す
る
理
解
が
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
他
者
の
主
観
性
を
検
討

す
る
な
ら
、
そ
の
超
越
性
が
視
野
に
入
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
そ
の
徹
底
し
た
超
越
性
を
認
め
れ
ば
、
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
l
デ
イ
ン
グ
」

が
前
提
す
る
心
の
状
態
と
い
う
も
の
は
幻
影
で
あ
る
と
い
う
視
点
が
成
立
す
る
。
と
こ
ろ
が
事
実
と
し
て
他
者
理
解
は
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ

は
き
わ
め
て
日
常
的
な
現
象
で
あ
る
。
こ
の
現
象
を
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
I
デ
イ
ン
グ
」
に
よ
ら
ず
に
説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
残
さ
れ
た
方
策

は
知
覚
に
よ
る
他
者
理
解
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
考
察
の
目
的
は
、
サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
を
こ
の
よ
う
な
全
体
的
な
構
造
の
も
と
に
理
解
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と

し
て
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
l
デ
イ
ン
グ
」
と
い
う
考
え
を
虚
偽
と
し
て
批
判
す
る
と
い
う
構
成
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
私
が
明
瞭
に
し
た
か
っ

た
論
点
は
、
具
体
的
な
状
況
の
中
で
の
全
面
的
に
知
覚
に
よ
る
他
者
理
解
と
い
う
サ
ル
ト
ル
の
主
張
が
他
者
の
超
越
性
に
関
す
る
形
而
上
学
的

な
理
解
を
背
景
に
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
論
理
構
造
で
あ
る
三
里
。
そ
の
考
察
の
結
論
と
し
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
他
者
と
い
う
問
題
は
基
本
的
に
形
而
上
学
を
要
求
し
て
お
り
、
認
知
の
理
論
の
み
で
は
担
い
き
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
点
を
重
視
す
る
な

ら
ば
、
他
者
と
い
う
問
題
に
お
い
て
は
い
わ
ば
形
而
上
学
の
復
権
が
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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他
者
理
解
に
関
す
る
問
題
は
、
い
っ
け
ん
両
立
し
え
な
い
二
つ
の
側
面
か
ら
成
っ
て
い
る
。
重
要
な
点
は
こ
れ
ら
二
つ
の
側
面
が
両
立
す
る
構
造

を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
す
で
に
次
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
他
者
の
心
に
関
す
る
問
題
が
操
返
し
問
わ
れ
る
ひ
と
つ

の
理
由
は
、
他
者
の
心
的
生
活
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
関
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
対
立
す
る
直
観
を
抱
い
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
で
、
他
者
の
感
情
や
思
考
は
彼
ら
の
表
情
や
所
作
の
中
に
明
白
に
現
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
に
は
正
し
い
点
が
あ
る
。
他

方
で
、
他
人
の
心
的
生
活
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
接
近
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
も
、
や
は
り
正
し
い
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
他
者
が
怒
っ
て
い
る
こ
と
、
痛
み
を
感
じ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
退
屈
し
て
い
る
こ
と
一
を
疑
う
理
由
が
何
も
な
い
状
況
と
い
う
も
の
が

存
在
す
る
し
、
他
者
の
正
確
な
心
の
状
態
を
知
る
の
に
何
の
手
が
か
り
も
な
い
と
い
う
状
況
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
他
者
の
心
的

生
活
は
本
質
的
に
接
近
不
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
す
べ
て
が
透
明
に
見
え
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
誤
っ
て
い
る
の
と
同
じ
く
、

誤
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
直
観
の
一
方
の
み
一
を
認
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
両
方
を
ま
と
め
あ
げ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で

あ
る
」
。
日
巴
E
R宮
内
酔
N
各
自
「
町
戸
田
町

「
理
論
理
論
」
と
「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
」
に
共
通
す
る
姿
勢
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
理
論
理
論
(
4
4
)
と
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
理
論
(
印
寸
)
の
標
準
的
な
見
解
に
お
い
て
は
、
他
者
理
解
と
い
う
問
題
は
他
者
の
心
に
接
近
す
る
問
題
と
し
て
枠
組
み
を
与
え
ら
れ
て

い
る
。
他
者
の
心
は
隠
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
知
覚
に
よ
っ
て
は
接
近
で
き
な
い
と
い
う
点
が
ま
さ
に
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
あ

な
た
の
心
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
知
覚
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
証
拠
に
も
と
づ
き
、
そ
こ
に
何
が
あ
る
の
か
一
を
推
論
す
る
た
め
の

方
法
を
私
は
考
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
」
e
C
E
お
z
n
u
h
g

H
i
H
O
E
R
片
品
骨
巧
0
0

骨
E
H
H

一HU臼印

「
偽
信
念
課
題
」
に
は
複
数
の
ヴ
ァ

1
ジ
ョ
ン
が
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
国
間
自
l
n
o
F
E
E
巴
に
よ
る
ヴ
ァ

1
ジ
ョ
ン
を
簡
略
化
し
て
用
い
て

い
る
ロ
こ
の
ヴ
ァ

1
ジ
ョ
ン
は
二
人
の
登
場
人
物
(
人
形
)
に
ち
な
ん
で
通
称
「
サ
リ
1

7
ン
謀
題
(
印
巴
干
〉

E
O
仲
間
保
)
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
よ
り
複
雑
な
課
題
は
巧
自
国
RaFHVO日
号
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
中
旬
目
R
r
砕
唱
。
。
骨
民
同
の
前
掲
論
文
が
き
っ
か
け
に
な
っ

て
こ
の
課
題
が
考
案
さ
れ
、
「
理
論
理
論
」
と
「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
」
論
争
の
必
須
ア
イ
テ
ム
と
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
口
当
日
m
酔

) 

(
一
一
一
)

(
四
)

サ
ル
ト
ル
と
心
の
哲
学

七
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(
二
五
)
号
礼
司
ロ
ω
司

会
一
六
)
号
且
f
H
V
ω

窓

(
二
七
)
S
F
t
司目印即日

(
二
八
)
吾
且
司
官
印
回
目

(
二
九
)
S
F
K
『
官
印
笥

(
三
十
)
「
わ
れ
わ
れ
は
感
情
を
見
る
の
だ
」
。

45口
官
E
E
P
〈
己
同
司
司
0

2
二
)
印
加
耳
目

-HUM笥

(
三
二
)
S
F
K
司目印刷
N

三
ニ
=
一
)
芯
於

FHMEMMN

(
三
四
)
白
色
お
宮
司
が
主
張
す
る
「
直
接
知
覚
(
乱
用
。
早
耳
目
昌
位
。
ロ
)
」
に
よ
る
他
者
理
解
の
理
論
は
サ
ル
ト
ル
の
理
論
に
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
た

だ
し
他
者
の
超
越
性
に
関
す
る
形
而
上
学
は
共
有
さ
れ
て
い
な
い
。
前
者
に
つ
い
て
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
論
述
が
あ
る
。
「
状
況
の
中
に
存
在

す
る
行
為
者

(
E
E百
品
開
岡
田
け
)
、
す
な
わ
ち
そ
の
人
が
今
何
を
し
て
お
り
、
ま
た
何
を
考
え
て
い
る
か
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
く
れ
る
も
の
で

も
あ
る
周
囲
の
状
態
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
行
為
者
を
知
覚
す
る
こ
と
を
通
し
て
え
ら
れ
る
、
そ
れ
だ
け
で
す
で
に
豊
富
か
っ
複
雑
な
理
解
よ
り

も
わ
れ
わ
れ
が
先
に
進
む
必
要
は
、
通
常
は
存
在
し
な
い
」
。
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