
一
般
に
人
問
に
は
自
分
の
こ
と
を

高
く
需
し
て
ほ
し
い
と
い
う
願
望

が
あ
る
。
た
と
え
自
分
が
問
違
っ
た

こ
と
を
し
た
場
合
で
も
、
で
き
る
だ

け
間
違
い
以
上
に
ひ
ど
く
け
な
し
て

ほ
し
く
な
い
。
信
頼
で
き
る
人
は
間

違
っ
た
分
の
非
を
認
め
る
が
、
信
頼

で
き
な
い
人
は
間
違
い
を
で
き
る
だ

け
隠
す
。
こ
の
現
象
は
一
個
人
の
場

合
だ
け
で
は
な
く
、
一
っ
の
民
族
に

も
見
ら
れ
る

日
本
で
は
第
二
次
世
界
大
戦
前
に

軍
国
主
義
が
聾
延
し
、
軍
部
を
中
心

に
「
大
東
亜
丑
ハ
栄
圏
」
と
い
う
看
板

を
掲
げ
て
ア
ジ
ア
に
侵
略
し
、
ア
ジ

ア
で
許
し
難
い
犯
罪
を
犯
し
た
。
こ

れ
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ

の
事
実
に
対
し
て
ど
ん
な
態
度
で
究

明
す
べ
き
か
は
、
日
本
人
に
と
っ
て

惜
界
に
信
頼
さ
れ
る
か
否
か
に
か
か

わ
る
重
大
な
問
題
で
あ
る
。

新
聞
学
専
攻
の
浅
野
健
一
教
授
は

学
生
を
率
い
て
、
第
二
次
世
界
大
戦

中
、
日
本
の
新
聞
界
が
ど
ん
な
振
る

錘
い
を
し
た
の
か
を
調
べ
、
そ
の
調

査
報
告
を
『
天
皇
の
記
者
た
ち
ー

大
新
聞
の
ア
ジ
ア
侵
略
』
に
ま
と
め

た
。
同
書
で
は
、
ア
ジ
ア
各
国
か
ら

資
料
を
集
め
、
侵
略
の
責
任
が
軍
部

だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
新
聞
界
に

も
あ
る
こ
と
を
結
論
づ
け
て
い
る
。

私
は
新
聞
学
に
は
詳
し
く
な
い

が
、
本
書
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
点

゛
)
、

で
意
義
が
あ
る
と
思
う
。
一
つ
は
本

書
は
日
本
近
代
史
の
研
究
に
お
い
て

新
し
い
資
料
を
加
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
0
 
も
、
つ
一
つ

は
日
本
の
戦
争
犯
罪
の
新
し
い
事
実

を
究
明
す
る
の
が
外
国
人
で
は
な
く

日
本
人
に
ょ
っ
て
行
わ
れ
た
と
い
う

点
に
お
い
て
、
さ
ら
に
大
き
な
意
義

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

沈
力
(
大
学
言
語
文
化
教
育
研
究
セ

ン
タ
ー
専
任
師
)

「

人
々
が
日
常
生
活
を
営
む
中
で
発

生
す
る
生
活
問
題
に
対
し
て
、
専
門

技
術
、
専
門
的
知
識
を
用
い
て
そ
の

生
活
問
題
の
解
決
・
軽
減
を
め
ざ
し

て
い
く
の
が
社
会
福
祉
援
助
技
術
の

課
題
で
あ
る
。
将
来
に
社
会
福
祉
専

門
職
者
を
め
ざ
し
、
こ
の
援
助
技
術

を
学
校
で
学
ぷ
学
生
と
し
て
は
、
保

育
や
介
護
を
学
ぷ
福
祉
系
専
門
学
校

生
、
短
期
大
学
生
、
そ
し
て
大
学
生

に
至
る
ま
で
広
範
囲
に
渡
っ
て
い

る
。
ま
た
、
実
際
に
社
会
福
祉
現
場

で
働
い
て
い
る
職
員
や
関
係
者
も
現

任
訓
練
や
研
修
会
を
通
じ
て
、
本
書

に
て
学
ぶ
対
象
に
も
な
っ
て
い
る
。

本
書
の
特
徴
は
、
こ
れ
ら
の
広
範

囲
に
至
る
学
生
・
現
場
職
員
な
ど
が

学
べ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
介
護
福
祉
士
・
社
会
福

祉
士
養
成
国
家
試
験
シ
ラ
バ
ス
に
準

拠
し
な
が
ら
、
わ
か
り
や
す
い
文
章

表
現
を
用
い
て
援
助
技
術
の
基
礎
的

理
論
を
最
新
理
論
も
含
め
て
体
系
的

に
修
得
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
0

ま
た
、
社
会
福
祉
援
助
技
術
論
は

単
に
理
論
を
修
得
す
る
だ
け
で
は
、

現
場
に
て
働
き
出
し
た
時
に
実
際
に

役
立
っ
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、

こ
の
書
で
は
後
半
の
実
践
編
と
し

て
、
事
例
研
究
を
積
極
的
に
取
り
入

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
実
践
場
面
で

生
か
せ
る
よ
う
に
、
施
設
や
在
宅
で

の
援
助
事
例
研
究
を
通
じ
て
学
生
や

現
場
人
に
問
題
把
握
と
解
決
方
策
へ

の
取
り
組
み
が
で
き
る
よ
う
に
し
て

あ
る
こ
と
も
本
書
の
特
徴
と
い
ぇ
よ

う
。
ぜ
ひ
ご
一
読
を
お
勧
め
し
た
い

書
で
あ
る
。黒

木
保
博
(
大
学
文
学
部
教
遇



周
囲
を
海
で
囲
ま
れ
た
日
本
列
島

に
お
い
て
、
古
代
中
世
の
主
人
公
は
、

農
民
よ
り
む
し
ろ
、
海
を
生
活
の
糧

と
し
た
人
々
の
中
に
求
め
ら
れ
る
。

本
書
は
、
森
浩
一
教
授
が
長
年
に
わ

た
り
提
唱
し
て
き
た
、
海
人
の
歴
史

的
な
役
割
に
つ
い
て
、
と
く
に
瀬
戸

内
海
を
中
心
に
し
て
、
新
た
な
切
り

口
で
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。

芸
予
諸
島
の
大
島
に
鎮
座
す
る

大
山
荷
神
は
、
別
称
を
「
渡
し
の
大

神
」
と
い
う
。
渡
守
が
景
行
天
皇
に

対
し
対
等
に
渡
し
賃
を
要
求
し
た
説

話
は
有
名
だ
が
、
大
山
祗
神
社
と
芸

予
諸
島
は
そ
の
意
味
で
瀬
戸
内
で

も
最
も
重
要
な
海
の
道
で
あ
っ
た
と

園
え
る
。
そ
し
て
こ
の
ル
ー
ト
が
、

弥
生
時
代
に
築
か
れ
た
一
盤
性
遺
跡

の
分
布
と
重
な
り
合
、
つ
の
で
あ
る
。

海
人
と
は
、
漁
労
に
巧
み
で
あ
っ
た

だ
け
で
な
く
、
実
は
情
級
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
要
に
い
た
人
達
な
の
で
あ

つ
た
の
だ
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
、

彼
ら
が
最
新
の
技
術
に
長
け
、
ま
た

独
内
の
交
易
圏
を
持
っ
て
い
た
こ
と

を
も
意
味
す
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る

よ
う
に
、
古
墳
時
代
に
十
力
所
程
で

し
か
出
士
し
て
い
な
い
鉄
挺
が
魚
島

で
、
三
原
市
か
ら
綜
生
時
代
の
製

鉄
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
海
人
を
代
表
す
る
の

が
伊
予
の
越
智
氏
と
周
防
の
大
内
氏

で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
中
国

江
南
や
百
済
を
そ
の
出
自
と
し
、
独

自
に
中
国
陶
磁
器
の
輸
入
に
関
わ
っ

て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
森
教
授
は
、

東
ア
ジ
ア
の
中
で
牛
き
て
い
た
こ
の

よ
う
な
瀬
戸
内
の
海
人
達
の
姿
を
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
描
き
出
し
、
さ
ら
に

そ
の
視
野
を
各
地
の
独
自
な
文
化
に

も
広
げ
て
い
く
。
ま
さ
に
一
筋
縄
で

は
い
か
な
い
日
本
社
会
の
奥
深
さ
を

実
感
さ
せ
て
く
れ
る
著
作
で
あ
る
。

鋤
柄
俊
夫
(
大
学
文
学
部
嘱
託
師
)

ジ
ョ
ン
・
バ
ニ
ヤ
ン

ロ
ジ
ャ
ー
.
、
ソ
ヤ
ロ
ッ
ク
著
、

バ
ニ
ヤ
ン
研
究
会

圓
月
勝
博
(
大
学
'
父
学
部
教
授
)

坂
本
清
音
(
女
了
大
一
烹
季
部
數
授
)

近
藤
十
郎
(
女
f
李
短
削
人
学
部
教
埋

ほ
か
訳

諸
作
品
を
的
確
編
じ
た
原
著
の
素

晴
ら
し
さ
は
倒
う
ま
で
も
な
い
が
、

そ
の
価
値
と
魅
力
を
見
事
に
再
現
さ

れ
た
訳
者
の
力
量
は
特
筆
す
べ
き
で

あ
ろ
う
0

「
あ
と
が
き
」
で
尾
崎
安
氏
(
監
訳

者
)
も
認
め
て
お
ら
れ
る
通
り
、
当

時
の
社
会
状
況
や
ピ
ユ
ー
リ
タ
ン
神

学
な
ど
、
専
門
的
な
内
容
が
扱
わ
れ
、

文
学
用
語
も
頻
出
す
る
書
物
で
は
あ

る
が
、
ま
っ
た
く
堅
苦
し
さ
を
感
じ

さ
せ
な
い
。
非
常
に
こ
な
れ
た
和
訳

に
仕
上
が
っ
て
い
る
ば
か
り
か
、
必

要
箇
所
に
は
〔
〕
づ
け
の
補
筆
が

な
さ
れ
、
難
解
な
文
字
に
は
適
切
に

ル
ビ
が
ふ
ら
れ
て
、
行
き
届
い
た
親

切
な
訳
書
と
な
っ
て
い
る
。
年
表
と

と
も
に
巻
末
に
つ
け
ら
れ
た
国
内
外

の
文
献
紹
介
は
圓
月
氏
の
鮮
や
か

な
手
さ
ぱ
き
で
簡
便
に
ま
と
め
ら

れ
、
有
益
な
こ
と
こ
の
上
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
訳
者
が
持
ち
味
を
存

分
に
だ
さ
れ
、
一
般
読
者
の
知
的
好

奇
心
を
も
喚
起
し
て
く
れ
る
、
誠
実

で
立
派
な
訳
書
だ
と
い
ぇ
よ
う
。

小
山
(
女
子
大
学
短
期
大
学
部
助
教
握

バ

ニ
ヤ
ン
研
究
に
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
好
著
と
し
て
高
い
評
価
を
う

け
る
原
著
(
一
九
五
四
年
)
の
本
邦

初
訳
が
、
こ
う
し
て
完
遂
し
た
こ
と

は
嬉
し
い
か
ぎ
り
で
あ
る
。
全
七
章

が
分
担
訳
さ
れ
、
序
文
お
よ
び
第
一

章
を
圓
月
氏
が
、
第
六
章
を
坂
本
氏

゛
)
、

第
七
章
お
よ
び
結
語
を
近
藤
氏

力が
う
け
も
た
れ
て
、
訳
文
の
筆
を
ふ

る
っ
て
お
ら
れ
る
。

ひ

と

バ

ニ
ヤ
ン
の
個
性
と
時
代
思
潮
を

き
め
細
や
か
に
捉
え
つ
つ
、
代
表
作

恩
寵
溢
る
』
、
『
天
路
歴
程
』
、
『
悪
太

郎
の
一
生
』
、
『
聖
戦
』
を
は
じ
め
、

新
刊
紹
介
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人
生
と
は
な
に
か
?
自
分
は
何
者

だ
?
.
男
と
は
?
・
女
と
は
?
・
こ
う
い

う
、
も
ろ
も
ろ
の
疑
問
を
抱
え
て
、

主
人
公
の
ト
リ
ス
タ
ン
は
、
は
る
ぱ

る
日
本
に
や
っ
て
く
る
。
ま
ず
は
九

州
に
あ
る
、
小
さ
な
キ
リ
ス
ト
教
主

義
英
会
話
学
校
で
教
え
る
よ
う
に
な

り
、
さ
ま
さ
ま
な
こ
と
を
経
験
し
な

が
ら
、
三
人
の
女
性
に
出
会
い
、
恋

し
て
は
ふ
ら
れ
る
の
だ
。
ヤ
ク
ザ
に

散
々
に
打
ち
の
め
さ
れ
、
あ
げ
く
の

果
て
に
、
も
っ
と
も
好
き
だ
っ
た
彼

女
が
さ
ら
わ
れ
、
身
の
毛
が
よ
だ
つ

よ
う
な
虐
待
を
受
け
、
半
殺
し
に
さ

れ
る
、
と
い
う
有
様
た
結
局
、
世

の
中
は
狂
っ
て
い
る
、
と
し
か
口
い

よ
う
が
な
い
不
可
解
で
不
介
理
な

も
の
だ
。
「
人
生
は
人
間
の
ち
っ
ぽ
け

な
脳
が
想
像
す
る
以
上
、
や
や
こ
し

く
て
、
永
遠
に
分
か
ら
な
い
も
の
な
の

だ
、
と
彼
は
思
っ
た
。
」
[
=
三
五
頁
]

こ
れ
は
な
に
も
新
し
い
テ
ー
マ
で

は
な
い
。
ト
リ
ス
タ
ン
も
日
本
に
着

い
た
ぱ
か
り
の
青
二
才
だ
け
に
、
日

本
文
化
等
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
は
怪

し
げ
で
、
そ
の
洞
察
力
も
不
硫
か
で

頼
り
な
い
。
で
も
当
た
っ
て
い
る
面

も
あ
る
し
、
常
罷
者
の
好
奇
心
を

そ
そ
る
よ
う
な
面
白
み
は
十
二
分
あ

る
。
私
自
身
、
日
本
に
来
て
ま
だ
十

ハ
カ
村
と
い
、
つ
こ
と
も
あ
っ
て
、
主

人
公
に
非
常
に
共
鳴
し
、
考
え
さ
せ

ら
れ
た
点
も
沢
山
あ
る
。
異
文
化
の

な
か
で
、
痛
ま
し
く
つ
ら
い
、
そ
れ

で
い
て
た
ま
ら
な
く
滑
稽
な
体
験
を

し
た
こ
と
の
あ
る
人
問
な
ら
推
で

も
、
こ
の
小
説
の
良
さ
が
分
か
る
は

ず
だ
 
U
で
い
う
な
ら
、
そ
れ
は

著
者
持
ち
前
の
鋭
く
、
皮
肉
な
ウ
ィ

ツ
ト
に
ょ
る
も
の
だ
と
思
う
。

刀
工
0
仭
Φ
ず
0
0
ヨ

(
女
子
大
学
学
芸
学
部
専
任
師
)

L
.
乏
.
 
0
山
「
で
Φ
コ
什
Φ
「

(
女
子
大
学
学
芸
学
部
教
授
)
訳

マ
ー
シ
ャ
ル
研
究

西
岡
幹
雄
著
(
大
学
経
雫
部
教
授
)

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
マ
ー
シ
ャ
ル
(
一

八
四
二
1
 
九
四
)
は
、
ヴ
ィ
ク

ト
リ
ア
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
で
生
涯
を

過
ご
し
、
現
代
経
済
学
の
基
礎
を
築

い
た
人
物
と
し
て
、
あ
ま
り
に
も
有

名
で
あ
る
が
、
日
本
に
お
い
て
マ
ー

シ
ャ
ル
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
研
究

齊
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
見
あ
た
ら

な
か
っ
た
そ
う
い
う
意
味
で
、
本

書
は
大
き
奪
裟
を
持
っ
て
い
る
。

本
害
は
、
第
1
部
「
マ
ー
シ
ャ
ル
の

田
想
遍
歴
、
第
Π
部
「
企
業
と
産
業

の
経
済
学
と
し
て
の
マ
ー
シ
ャ
ル
経

済
学
」
、
そ
し
て
第
Ⅲ
部
「
ス
ミ
ス
、

ウ
ォ
ー
カ
ー
、
そ
し
て
日
本
の
エ
コ

ノ
ミ
ス
ト
た
ち
」
の
三
部
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る
本
書
の
魅
力
は
何
よ

り
も
、
マ
ー
シ
ャ
ル
経
済
学
に
つ
い

て
、
理
厶
Ⅷ
的
な
研
究
だ
け
に
と
ど
ま

ら
ず
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
時
代
背

景
や
、
思
想
的
な
背
景
に
ま
で
、
体

系
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
点
で
あ
ろ

う
。
特
に
第
1
部
に
お
い
て
は
、
マ

ー
シ
ャ
ル
の
生
涯
に
つ
い
て
、
ロ
ナ

ル
ド
・
コ
ー
ス
の
定
説
を
く
つ
が
え

す
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
ま
た
、

マ
ー
シ
ャ
ル
の
経
済
思
想
の
形
成
過

程
に
響
を
与
え
た
心
理
学
の
役
割

に
つ
い
て
の
考
察
も
興
味
深
い
。

い

ず
れ
に
つ
い
て
も
、
英
国
各
地
に
保

存
さ
れ
て
い
る
マ
ー
シ
ャ
ル
の
貴
重

な
資
料
を
綿
密
に
考
証
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
説
得
力
の
あ
る
議
論
が
展

開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
終

章
で
は
近
代
H
本
の
経
済
学
と
マ

ー
シ
ャ
ル
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
、

日
本
の
経
済
学
を
と
り
ま
く
歴
史
的

な
状
況
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

本
書
の
読
者
は
、
近
代
経
済
学
の
思

想
的
な
側
面
に
ふ
れ
る
こ
と
に
ょ
っ

て
、
経
済
学
が
い
か
に
多
く
の
可
能

性
に
満
ち
た
学
問
分
野
で
あ
る
か
を

実
感
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

御
崎
加
代
子
裁
大
学
経
済
学
部
助
教
握

08

晃洋房
3,800円



言
更
>
Z
口
王
く
乏

↓
工
m
こ
三
m
口
仂
↓
七
朋

妻
口
L
》
弭
Z

中
田
喜
文
人
支
1
遥
ほ
か
著

紹

練
で
特
微
付
け
ら
れ
、
こ
の
三
要
索

が
統
介
し
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
し

て
、
こ
れ
を
S
E
T
シ
ス
テ
ム
と
呼

ぶ
。
他
方
伝
統
的
な
米
凶
の
儒
制

度
は
、
厳
桜
な
職
弼
区
分
、
対
立
的

労
使
関
係
、
僅
少
な
訓
練
で
特
徴
付

け
ら
れ
る
J
A
M
シ
ス
テ
ム
と
呼

ぶ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
介
理
性
と
欠
陥
が

指
摘
さ
れ
る
が
、
日
本
の
シ
ス
テ
ム

を
よ
り
優
れ
た
も
の
と
し
て
記
述
し

て
い
る

第
二
の
点
に
つ
い
て
。
何
故
、
 
J

A
M
に
お
い
て
儒
保
降
が
「
さ
ぽ

り
」
に
つ
な
が
ら
な
い
の
か
、
経
済

成
長
が
所
得
分
配
の
平
等
化
と
何
故

両
立
し
て
い
る
の
か
等
の
問
い
が
ミ

ク
ロ
、
マ
ク
ロ
の
デ
ー
タ
の
有
機
的

な
配
列
に
寄
与
し
て
い
る
。

織
り
込
ま
れ
て
い
る
企
業
レ
ベ
ル

の
亊
実
が
類
霄
の
そ
れ
よ
り
遥
か
に

チ
曜
い
こ
と
は
開
遂
い
な
く
、
ア
メ

り
力
の
労
働
研
究
と
し
て
も
是
讐
肌

ま
れ
る
べ
き
好
著
で
あ
る
。

石
田
光
男
(
大
学
文
学
部
教
授
)

本
占
は
日
米
両
国
の
扉
用
制
皮
を

向
国
の
勗
ホ
ご
謡
、
通
偏
<
業

の
事
例
瀏
査
と
マ
ク
晶
済
環
境
の

向
而
か
ら
明
ら
か
に
す
る

こ
の
よ
う
な
比
較
研
究
は
、
や
や

も
す
る
と
邪
実
の
並
列
的
な
配
櫨
に

な
り
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
は

次
の
二
点
で
こ
の
困
難
を
兇
服
し
て

い
る
。
第
一
は
タ
イ
プ
倫
的
接
近
で

あ
り
、
第
二
緑
済
理
論
と
事
災
と

の
ギ
ャ
ッ
プ
を
で
き
る
だ
け
逃
高

に
沸
明
し
よ
う
と
い
う
接
近
法
で
あ

る

ι
昔
金
話
へ
"
趣

■
断
●
一
晶

新

第
の
点
に
つ
い
て
日
本
の
肌

用
制
度
は
長
期
扉
用
、
従
業
員
の
桜

梅
的
な
業
務
改
善
努
力
、
長
期
の
訓

日
独
比
較
企
業
論
へ
の
道

甫
Ⅱ
恭
一
著
(
兀
人
学
卑
部
教
授
)

本
1
は
奪
學
・
企
業
論
の
分

野
で
実
倫
広
い
研
究
突
紬
を
屯
ね

ら
れ
大
き
な
足
跡
を
残
さ
れ
た
故
前

川
恭
先
生
の
御
生
前
の
最
後
の
作

品
で
あ
る

こ
の
な
か
で
、
先
中
は
経
営
学
の

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
国
際
比
岐
経

営
楡
の
領
域
に
お
い
て
、
ご
白
身
が

開
拓
さ
れ
た
日
独
比
較
企
業
研
究
を

国
際
会
議
で
の
雜
告
払
叟
も
交
え
て

架
大
成
さ
れ
る
と
と
も
に
、
私
ど
も

匙
む
べ
き
今
後
の
方
向
も
捉
案
さ

れ
て
い
る
。
五
編
十
八
章
か
ら
な
る

本
杏
に
お
い
て
、
日
独
両
国
企
榮
に

お
け
る
具
体
的
な
串
突
の
詳
細
な
分

析
を
通
し
て
、
先
乍
が
開
拓
さ
れ
た

道
は
、
先
ず
日
独
比
椴
資
本
、
裳
論

を
通
し
て
比
較
企
業
分
析
を
行
い
、

刑
凶
の
什
<
通
咋
と
相
違
性
を
解
明

し
、
次
に
企
樂
特
性
の
H
本
的
特
質

と
ド
イ
ツ
的
特
質
に
つ
い
て
、
そ
の

形
成
と
発
展
の
諸
要
因
を
靡
史
的
に

鳥
瞰
し
、
最
後
倫
凶
の
企
業
粋
]

に
児
ら
れ
る
新
し
い
諸
特
徴
の
問
題

竹
を
比
較
分
析
を
通
し
て
捉
え
偵
し

て
理
論
化
を
図
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
適
用
出
例

は
シ
ユ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
で
開
催

さ
れ
た
凶
際
会
議
に
お
け
る
先
牛
の

報
告
に
ボ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
「
主

要
厶
冊
点
に
則
し
て
見
る
と
、
 
0
企

業
形
態
の
比
岐
、
@
会
礼
組
織
と
役

貝
構
成
の
比
較
、
@
コ
ン
ツ
ル
ン

構
造
の
比
較
、
の
労
組
点
銜
条
件

の
比
較
、
@
中
小
企
榮
と
下
舗
関
係

の
比
較
、
@
政
的
の
墾
政
策
の
比

較
、
●
礼
会
的
諸
制
度
の
比
岐
な
ど

の
研
究
項
刷
に
貝
体
化
さ
れ
集
約
さ

れ
て
い
る
(
本
'
、
四
六
頁
以
下
)
。

先
生
が
灘
身
の
力
で
遺
さ
れ
た
道

は
、
国
際
比
較
鱗
山
而
の
研
究
分
野

に
お
け
る
旅
人
た
ち
が
踏
み
固
め
る

公
道
と
し
て
、
蛋
に
生
き
続
け
る
で

あ
ろ
、
つ
0

仲
田
正
機
(
立
命
館
大
学
教
授
)

新
刊
紹
介

阿

Oxford up
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3,500円



侵
轟
雋
讐
貞
念
血
度
点
川
,
胃
:
 
4

髄
1
^
醜
,

近
世
商
家
の
経
営
理

念
・
制
度
・
雇
用

{
女
岡
重
明
著
(
大
学
商
学
部
教
授
)

事
実
を
た
だ
蒐
集
す
る
だ
け
で

は
、
雑
然
と
し
た
遺
物
の
集
積
に
終

る
。
社
会
を
な
し
て
牛
を
営
む
人
間

の
行
動
の
軌
跡
は
、
無
数
の
一
見
さ

な
が
ら
も
つ
れ
た
糸
屑
の
山
と
言
っ

て
ょ
い
。
誰
し
も
わ
か
っ
て
居
そ
う

で
、
そ
う
で
は
な
い
。
歴
史
七
言
え

ば
人
問
が
対
象
だ
か
ら
、
こ
れ
程
簡

単
な
学
問
は
な
く
、
当
事
者
だ
か
ら

番
よ
く
理
解
で
き
る
の
だ
と
迄
、

思
い
込
む
の
が
常
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
こ
に
陥
し
穴
が
あ
る
。
事
実
は
無

数
で
あ
る
だ
け
に
、
明
確
な
問
題
意

識
の
下
の
合
理
的
な
論
理
に
従
っ

た
処
理
が
、
歴
史
学
の
基
本
と
な
る
。

著
者
安
岡
氏
は
、
学
者
人
生
の
出

発
点
と
な
っ
た
賃
労
働
者
形
成
期

の
経
済
と
社
会
L
(
宮
本
又
次
編
近

紹

1
西

畿
農
村
の
秩
序
と
変
貌
』
)
以
来
非

領
国
概
念
の
提
唱
で
以
て
、
今
日
ま

で
、
徳
川
期
の
政
治
・
経
済
体
制
理

解
に
大
き
な
影
響
を
及
ぽ
す
に
至
っ

た
『
日
本
封
建
経
済
政
策
史
邑
財

閥
研
究
を
教
条
主
義
的
マ
ル
ク
ス
主

義
史
観
の
呪
縛
か
ら
解
放
し
て
、
日

本
経
営
史
研
究
の
金
字
塔
と
な
っ
た

財
閥
形
成
史
の
研
究
』
の
い
ず
れ
に

お
い
て
も
、
明
確
な
問
題
織
の
も

と
、
泰
西
の
学
者
の
論
理
に
身
を
委

ね
る
こ
と
は
な
い
。
人
間
社
会
の
一

類
型
と
し
て
の
日
本
社
会
と
い
う
認

識
を
根
底
に
据
え
て
、
共
通
の
比
較

基
準
を
自
律
的
に
模
索
し
つ
っ
、
比

較
経
営
史
を
試
み
て
い
る
。
本
書
の

第
三
章
三
井
の
経
営
理
念
、
第
五
章

拜
の
雇
用
理
念
か
ら
、
そ
れ
を
良

く
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
約
三
十
年

問
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
積
み
重
ね

ら
れ
て
来
た
研
究
成
果
の
体
系
的
集

積
で
あ
る
。
風
に
そ
よ
ぐ
蘆
の
如
き

問
題
意
識
と
は
無
縁
の
、
貴
重
な
成

果
で
あ
る
。

藤
田
貞
一
郎
(
大
学
商
学
部
教
遇

新

近
代
日
本
政
治
思
想
史

西
田
毅
編
著
(
大
学
法
学
部
教
授
)
、

沖
田
行
司
(
大
学
斈
部
教
授
)
ほ
か
薯

投
票
率
は
上
が
っ
て
も
政
治
的
無

関
心
が
拡
が
る
現
実
に
対
し
て
、
政

治
理
諭
の
分
野
で
は
政
治
の
復
興

が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
分
裂
に
架

橋
す
る
か
の
よ
う
に
、
本
書
が
刊
行

さ
れ
た
幕
末
の
独
立
の
危
機
か
ら

明
治
末
年
の
「
激
動
の
半
世
紀
」
に
、

政
治
指
導
者
や
知
識
人
が
、
思
想
的

な
課
題
に
い
か
に
格
闘
し
た
か
に
つ

い
て
、
六
人
の
専
門
家
が
、
個
性
的

な
見
解
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
は

お
の
ず
と
し
て
、
幕
末
の
開
明
的
儒

教
、
明
治
初
年
の
啓
蒙
知
識
人
に
ょ

る
文
明
の
主
張
、
自
由
民
権
、
天
皇

制
国
家
の
確
立
と
国
粋
主
義
の
変

質
、
社
会
王
義
の
展
開
と
い
う
明
治

思
想
史
の
流
れ
と
そ
の
背
後
に
あ
る

国
民
国
家
の
形
成
を
き
わ
だ
た
せ
て

る
。
冒
頭
の
沖
需
文
は
、
朱
子

い学
の
伝
統
の
な
か
で
生
ま
れ
た
横
井

小
楠
と
佐
久
間
象
山
が
経
世
学
と
海

防
学
と
い
う
異
な
っ
た
窓
口
を
通
し

て
西
洋
の
文
明
の
中
に
日
本
に
通
じ

る
此
旦
遍
性
を
発
見
し
、
意
図
せ
ざ
る

結
果
と
し
て
、
儒
教
の
解
体
・
西
洋

思
想
の
受
容
を
行
っ
た
こ
と
を
、
説

得
的
編
証
し
て
い
る
。
編
者
で
も

あ
る
西
田
論
文
で
は
、
過
渡
期
と
し

て
の
明
治
二
十
年
代
、
天
皇
制
国
家

の
成
立
後
に
健
全
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
が
、
条
約
改
正
・
日
清
戦
争
と
い

う
時
代
の
変
遷
を
経
験
す
る
中
で
、

次
第
に
対
外
硬
や
義
戦
論
を
卞
張

し
、
倫
理
的
帝
国
主
義
の
一
翼
を
担

う
に
至
っ
た
こ
と
を
、
民
友
社
・
政

教
社
な
ど
思
想
や
立
場
の
異
な
る

種
々
の
論
者
の
様
々
の
時
点
で
四
言

説
を
緻
密
に
分
析
す
る
こ
と
で
導
き

だ
し
た
。
は
し
が
き
に
言
、
つ
よ
う
に
、

通
史
の
役
割
と
、
学
術
的
価
値
を
持

つ
各
々
の
論
文
は
、
読
者
に
対
し
て

理
解
す
る
た
め
の
広
い
関
心
と
深
い

見
識
を
要
求
し
て
や
ま
な
い
。

田
中
和
男
(
大
学
法
学
部
嘱
託
師
)

す

刊

ナカニシヤ出版
3,500円



1
女
1
1
弐
 
1
↓

斎
藤
茂
吉
短
歌
研
究

{
女
森
敏
隆
著
(
女
f
大
挙
'
添
教
逕

ー
{
佃
一

紹

『
斎
藤
茂
吉
短
歌
研
究
』
を
世
に
問

う
た
安
森
敏
隆
同
志
社
女
子
大
学
教

授
は
二
十
年
前
『
斎
藤
茂
吉
幻
相
超

を
刊
行
し
、
爾
来
茂
吉
研
究
者
の
中

核
と
し
て
、
ま
た
『
創
造
的
塚
本
邦

雛
論
』
な
ど
現
代
短
燮
脚
を
展
開
し

て
現
代
短
歌
の
旗
手
、
さ
ら
に
は
朝

日
新
聞
京
都
短
歌
の
撰
者
と
し
て
現

在
活
躍
中
で
あ
る
。

本
習
は
既
発
表
論
文
と
書
下
論
文

と
を
短
歌
前
・
歌
集
論
・
歌
人
論

.

読
者
楡
の
四
編
に
構
成
し
て
い
る
。

第
一
編
短
歌
論
十
章
の
諸
論
の
論
点

は
多
様
な
が
ら
、
各
章
は
歌
の
表
現

や
編
纂
の
背
景
と
し
て
の
事
実
を
究

め
る
研
究
者
の
方
法
と
実
作
者
と
し

て
の
歌
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
覚
と
が

相
俟
っ
て
可
能
と
な
っ
た
、
茂
吉
短

歌
の
本
質
に
迫
る
好
厶
洲
で
あ
る
。

*
J
 
O

思
卯

界
止

世
1

も
と
よ
り
ユ
将
が
重
点
を
椴

は
、
第
二
編
歌
集
論
卜
章
で
あ
る

各
章
と
も
歌
人
茂
吉
・
作
品
茂
吉

.

編
纂
者
茂
吉
の
節
で
絖
一
的
に
構

成
す
る
。
第
竜
の
作
品
茂
吉
の
節

で
、
ま
ず
嘉
の
表
現
機
能
に
高
霊

凶
語
な
ど
一
一
段
階
を
描
定
す
る
。
こ

れ
を
茂
吉
坂
歌
の
表
現
衞
の
釜

と
し
、
茂
吉
の
十
七
歌
集
を
九
き

分
っ
て
発
表
順
に
歌
集
集
乃
至
四

集
を
取
り
上
げ
、
そ
の
短
歌
の
質
を

大
局
的
に
把
握
す
る
と
と
も
に
編
纂

者
茂
吉
の
〕
篇
を
具
体
的
編
じ
て

る
。
歌
人
茂
吉
の
編
纂
者
と
し
て

いの
側
面
の
体
系
的
研
究
で
、
茂
吉
研

究
を
大
き
く
前
進
さ
せ
た
業
績
と
評

価
さ
れ
よ
う
。

第
三
編
歌
人
論
は
茂
吉
の
与
謝
野

晶
f
・
明
星
観
森
鵬
外
観
を
、
第
四

編
統
者
論
は
茂
吉
短
歌
倫
み
方
や

享
受
史
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
本
書

は
茂
吉
に
関
心
を
持
つ
人
に
と
っ
て

刺
激
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
二
般
の

読
者
に
も
茂
吉
に
親
し
み
を
感
じ
さ

せ
る
契
機
と
な
る
薯
作
と
い
い
ぇ
る
。

寺
川
眞
知
夫
(
女
子
大
学
学
芸
学
部
教
授
)

造
変
化
へ
と
収
束
し
て
い
く
の
か
。

あ
る
い
は
、
各
国
の
マ
ク
ロ
経
済
政

策
は
ど
の
よ
う
に
波
及
し
、
ま
た
、

政
策
恊
調
は
果
た
し
て
成
功
す
る
の

か
、
が
問
わ
れ
て
い
る
。

本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
怠
識

の
下
に
人
文
研
で
進
め
ら
れ
た
研
究

成
果
の
一
端
を
と
り
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
現
代

の
問
題
を
す
べ
て
網
羅
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
は
あ
る
が
、
時
宜
を
得
た

尓
唆
の
多
い
研
究
成
果
に
な
っ
て
い

る
。
各
章
で
扱
わ
れ
て
い
る
内
容
は
、

日
米
不
均
衡
問
題
の
本
質
、
米
国
の

金
融
シ
ス
テ
ム
、
 
E
U
の
通
貨
統
一

問
題
、
ロ
シ
ア
・
中
国
経
済
の
行
方
、

ア
ジ
ア
の
貧
困
・
不
平
等
問
題
、
中

束
和
平
の
不
透
明
性
な
ど
多
岐
に
わ

た
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
政
策
恊
翻

の
あ
り
方
や
政
治
経
済
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
を
加
速
さ
せ
て
い
る
情
桜
通
信

技
術
の
進
展
な
ど
に
も
口
及
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
部
門
研
究
は
新
し
い
テ

ー
マ
の
も
と
に
継
続
さ
れ
て
お
り
、
さ

ら
な
る
研
究
成
果
が
期
待
さ
れ
る
。

西
村
理
(
大
学
経
済
学
部
教
授
)

野
5

ー
ー
僑
言
 
1
.
}
ー
.
田
、

嵯

世
界
経
済
の
構
造
的
変

化
と
マ
ク
ロ
経
済
政
策

新
刊
紹
介

新

同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編

藤
原
秀
夫
・
山
根
学

.

太
田
進
一
以
k
大
7
商
学
部
教
授

植
田
宏
文
人
r
曲
7
部
助
教
授

^
田
^
^
人
r
人
文
科
7
緋
究
所
川
仔
樹
)

ほ
か
執
筆

世
界
の
政
治
経
済
シ
ス
テ
ム
は
、

冷
戦
終
結
後
堰
を
切
っ
た
よ
う
に

変
貌
し
て
い
る
。
そ
の
変
貌
の
ス
ピ

ー
ド
は
速
く
、
か
つ
、
広
範
囲
に
わ

た
っ
て
い
る
。
た
と
え
ぱ
、
ア
ジ
ア

の
通
貨
危
機
、
 
E
U
の
通
貨
統
一
問

題
、
地
球
環
簡
題
な
ど
を
み
て
も
、

国
の
み
の
問
題
で
は
な
く
地
球
規

模
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
各
国

の
政
治
経
済
が
益
々
相
亙
依
存
の
関

係
を
深
め
て
き
た
か
ら
で
あ
る
と

同
時
に
新
た
な
問
題
も
浮
上
し
て
き

た
。
す
な
わ
ち
、
政
治
経
済
シ
ス
テ

ム
が
将
来
安
定
し
た
制
度
改
革
や
構

一

完

刊

""、
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ハ
ワ
イ
日
系
社
会
の

文
化
と
そ
墨
容

沖
田
行
司
編
著
(
李
斈
部
教
授
)
、

国
生
寿
・
金
子
邦
秀
・
井
上
智
義
・

黒
木
保
博
(
以
L
 
大
学
文
添
教
授
)

吉
田
亮
(
大
学
斈
部
助
教
授
)
著

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
 
4
、
 
8
0
0
円

本
占
は
、
人
文
科
学
研
究
所
の
共

祠
研
究
「
多
民
族
社
会
に
お
け
る
異

文
化
交
流
と
社
会
構
造
の
変
容
に
関

す
る
研
究
ー
カ
ナ
ダ
・
ハ
ワ
イ
の

、ノ

場
合
L
 
に
ょ
る
、
ハ
ワ
イ
に
関
す
る

、ノ

成
果
で
あ
る
副
題
が
一
小
す
よ
う
に
、

一
九
二
0
年
代
の
マ
ウ
ィ
島
に
研
究

対
象
が
限
定
さ
れ
た
厶
州
集
で
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
史
や
ハ
ワ
イ
文
化
、
あ
る

い
は
多
民
族
・
異
文
化
問
題
に
関
心

の
あ
る
人
み
ん
な
が
興
味
を
持
て
る

と
い
う
内
容
で
は
な
い
か
も
し
れ
な

(
マ
ウ
ィ
島
が
ハ
ワ
イ
諸
,
勗
の
ど

いの
島
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
人

は
、
そ
う
多
く
な
い
だ
ろ
う
)
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
故

に
)
、
本
書
の
学
術
的
価
値
は
、
は
か

り
し
れ
な
い
。
理
由
は
ふ
た
つ
ぁ
る

ま
ず
、
学
際
研
究
の
必
要
性
が
叫

紹

ば
れ
て
久
し
い
が
、
本
吉
ほ
ど
焦
点

の
絞
ら
れ
た
課
題
に
つ
い
て
学
問
分

野
の
異
な
る
研
究
者
が
深
身
の
努
力

を
傾
け
た
学
際
的
共
祠
研
究
を
私
は

知
ら
な
い
。
教
育
学
は
も
と
よ
り
、
心

理
学
・
社
会
福
祉
学
・
地
理
学
な
ど
に

お
い
て
、
い
ず
れ
も
佃
別
領
域
の
業

績
と
し
て
十
分
な
評
価
を
受
け
る
に

値
す
る
諸
論
文
が
、
ひ
と
つ
緑
題

に
向
か
っ
て
隊
列
を
組
ん
で
い
る
姿

は
圧
蝶
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
馬
畦
新

聞
』
の
徹
底
し
た
分
析
を
核
と
す
る
、

史
料
に
も
と
づ
い
た
厳
密
で
堅
実
な

実
需
手
法
に
ょ
っ
て
過
去
を
再
現

し
よ
う
と
す
る
<
ミ
ク
ロ
.
ヒ
ス
ト
リ

1
>
は
、
当
時
を
生
き
た
日
系
人
の
息

づ
か
い
を
も
読
者
に
感
じ
さ
せ
る
。

私
も
、
本
書
の
も
と
に
な
っ
た
研

究
会
に
出
席
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、

本
書
快
筆
者
た
ち
の
ハ
ワ
イ
と
日
系

、ノ

人
へ
の
思
い
入
れ
は
、
危
険
な
ま
で

に
熱
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ハ
ワ
イ
と

の
関
係
葎
い
同
志
社
が
、
こ
う
し

た
研
究
を
世
に
送
り
出
し
た
こ
と
の

恵
義
は
大
き
い
。

山
田
史
郎
(
大
学
文
学
部
教
授
)

新

京
都
の
キ
リ
ス
ト
教

1
同
志
社
教
会
の
玲
世
紀

本
井
康
博
著
(
火
三
禽
'
爵
)

新
島
裂
は
ま
だ
在
米
中
で
あ
っ
た

八
六
八
年
に
、
 
H
本
伝
道
の
開
始

を
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
に
進
一
高
し

て
い
る
。
そ
れ
以
降
、
同
志
社
教
会

が
三
十
周
年
を
迎
え
る
一
九
0
0
年

ま
で
の
三
十
年
問
の
経
緯
を
、
本

書
は
極
め
て
緻
密
に
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
同
志
社
教
会
が
二
0
0
一
年

を
目
標
に
企
画
し
て
い
る
百
二
十
五

年
史
に
お
け
る
「
十
九
世
紀
編
」
と

い
う
位
邇
づ
け
も
本
書
に
は
あ
る
。

と
ま
れ
本
書
が
与
え
て
く
れ
る
も

の
は
、
本
学
や
周
辺
に
多
大
な
W
鞍

を
与
え
て
き
た
各
側
教
会
の
変
遷
だ

け
で
は
な
い
!
亘
教
師
の
視
点
そ
し

て
資
料
と
し
て
の
亘
教
師
'
善
を
分

析
す
る
と
い
う
画
期
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
に
ょ
っ
て
、
「
同
志
社
の
教
会
L
に

寄
せ
ら
れ
て
き
た
、
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ー
ー
卑

と
し
て
の
期
待
森
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
伝
道
の
前
線
荒
、

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
「
同
士
祥
の

教
会
L
 
を
見
る
時
、
教
会
史
は
地
域

史
や
ひ
い
て
は
日
本
の
近
代
文
化
史

か
ら
大
き
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
と
尓
さ
れ
て
い
る
。

豊
富
な
1
<
と
図
版
、
洗
練
さ
れ

た
筆
致
で
、
学
習
だ
け
で
な
く
ま
た

回
顧
だ
け
で
な
い
、
新
鮮
な
知
識
欲

を
満
た
し
て
く
れ
る
立
休
的
な
歴
史

書
で
あ
る
。
賑
の
正
硫
さ
に
万
全

を
期
す
傍
ら
、
多
く
の
人
々
が
親
し

め
る
よ
う
に
、
そ
し
て
「
同
志
社
の

教
会
」
に
係
わ
る
人
々
が
興
味
と
誇

り
を
感
ず
る
よ
う
に
と
筆
者
は
心
掛

け
ら
れ
た
と
い
う
。
筆
者
の
教
会
と

い
う
も
の
の
歩
み
様
に
対
す
る
暖
か

い
愛
情
を
そ
う
し
た
姿
勢
か
ら
も
感

じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
新
潟
県
の

新
潟
、
長
岡
両
教
会
の
丙
年
史
を
快

筆
さ
れ
た
ほ
か
、
本
学
の
人
文
研
の

共
同
研
究
を
牽
引
し
て
こ
ら
れ
た
筆

者
な
ら
で
は
の
い
い
仕
事
の

)し

冊
と
い
ぇ
よ
う

吉
田
亮
(
大
学
文
学
部
助
教
授
)
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