
で
、
こ
れ
を
も
っ
て
全
体
を
推
測
す
る
こ
と
は
必

ず
し
も
当
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
ご
容
赦
い

た
だ
き
た
い
。

日
系
人
雑
感

在
米
の
一
世
は
、
そ
の
大
半
が
明
治
、
大
正
頃

の
移
民
で
、
半
世
紀
以
上
も
彼
の
地
に
あ
り
、
太

平
洋
戦
争
中
に
は
、
キ
ャ
ン
。
フ
に
収
容
さ
れ
た
経

験
を
も
つ
人
び
と
で
あ
る
。
お
逢
い
し
た
人
の
中

に
は
九
十
才
を
こ
え
る
方
も
あ
っ
た
が
、
ど
の
顔

に
も
永
年
に
わ
た
る
精
神
的
、
肉
体
的
苦
労
を
忍

耐
と
努
力
で
克
服
し
た
し
る
し
で
も
あ
る
深
い
し

わ
が
刻
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
今
は
二
世
、
三
世
も

成
長
し
、
ど
の
顔
に
も
き
び
し
い
織
に
打
克
っ

九
も
の
に
共
通
の
安
ら
ぎ
と
落
着
き
が
み
う
け
ら

れ
た
。
概
ね
生
活
は
質
朴
で
、
善
良
な
米
国
市
民

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
た
だ
、
思
い
は
故
国

日
本
や
在
米
同
胞
の
こ
と
に
あ
る
よ
う
で
、
現
在

日
木
で
は
見
か
け
ら
れ
な
い
旧
い
版
ぐ
み
の
邦
字

新
鬪
か
相
当
広
範
囲
に
読
ま
れ
て
い
た
の
は
興
味

が
あ
っ
た
。
ま
た
半
世
紀
以
上
も
米
圈
に
あ
り
な

が
ら
、
お
粗
末
な
英
語
し
か
話
せ
な
い
人
が
多
か

つ
九
の
は
、
・
愆
外
で
あ
っ
た
0
 
お
そ
ら
く
、
も
っ

ぱ
ら
勤
労
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
、
発
音
発
声
が

異
り
、
な
じ
め
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
人
種
偏
見

X

こ
の
夏
、
約
一
ケ
月
問
、
海
外
諸
大
学
兄
学
の

た
め
欧
米
を
旅
行
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
そ
の

際
各
地
で
接
し
た
日
系
人
に
つ
い
て
の
印
象
を
ご

紹
介
し
た
い
。
勿
論
短
期
問
で
あ
り
、
ご
く
限
ら

れ
た
少
数
の
人
び
と
に
し
か
接
し
て
い
な
い
の

X

X

園
部

な
ど
に
よ
る
差
別
が
あ
っ
て
、
日
系
人
は
日
系
人

ぱ
か
り
で
生
活
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に

よ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。
五
十
余
年
同

志
社
に
あ
っ
た
デ
ン
ト
ン
先
生
も
日
本
語
は
お
世

辞
に
も
上
手
と
は
い
え
な
か
っ
た
こ
と
を
思
え

ぱ
、
已
む
を
得
な
い
と
い
え
よ
う
。

望

二
世
の
人
び
と
は
、
特
に
太
平
洋
戦
争
中
、
敵

国
人
の
一
味
と
目
さ
れ
た
り
、
人
種
差
別
を
う
け

た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
「
わ
た
し
は
米
国
人
で
す
」

と
無
言
の
主
張
を
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

た
。
両
親
が
家
庭
で
は
日
本
語
を
話
す
こ
と
か

ら
、
日
本
語
は
わ
か
る
が
、
積
極
的
に
は
日
本
語

を
使
う
こ
と
は
避
け
、
新
し
く
世
帯
を
も
っ
九
二

世
の
家
庭
で
は
子
供
に
日
本
語
を
教
え
な
い
傾
向

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。

二
世
の
中
に
は
、
上
・
下
院
議
員
や
、
市
長

大
学
長
な
ど
社
会
的
に
重
要
な
地
位
に
あ
る
人
も

あ
る
か
、
お
そ
ら
く
今
日
の
地
位
を
確
保
す
る
ま

で
に
は
相
当
な
粘
神
的
重
圧
、
人
い
ち
ば
い
、
努

力
の
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
不
挑
の
努
力
を
賞
讃

し
た
い
。

袈
米
国
で
は
黒
人
問
題
が
大
き
な
社
会
問
題

X

X

X



と
な
っ
て
い
る
。
黒
人
問
題
は
人
種
問
題
の
最
た

る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
黒
人
の
社
会
的
台
頭
と

と
も
に
、
日
系
人
も
そ
の
地
歩
を
進
め
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
元
来
各
国
人
種
の
協
同
体
と
し
て

自
由
と
自
治
を
求
め
て
出
発
し
た
米
国
で
、
今
ま

で
一
部
に
あ
う
た
根
強
い
有
色
人
種
べ
っ
視
の
凪

潮
が
、
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
こ
と
は
否

0

め
な
い
。
他
山
の
石
と
し
た
い

二
世
で
日
本
語
の
わ
か
る
人
は
少
な
い
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
わ
た
し
の
接
し
た
三
世
の
大
学
生

は
、
最
近
日
本
語
を
習
い
は
じ
め
た
の
だ
と
い
っ

て
い
九
。
そ
し
て
あ
ま
り
に
も
父
祖
の
国
を
知
ら

な
い
こ
と
を
自
覚
、
日
本
へ
の
深
い
関
心
を
示
し

て
い
九
。
こ
う
い
っ
た
日
系
人
を
、
日
本
の
大
学

で
留
学
生
と
し
て
受
入
れ
る
施
策
が
あ
っ
て
ほ
し

い
と
思
っ
九
。

な
お
三
世
ら
が
相
寄
り
日
本
に
つ
い
て
勉
強
す

る
と
と
も
に
、
一
世
の
人
々
を
群
し
よ
う
と
の

動
き
が
芽
ぱ
え
て
き
た
こ
と
を
こ
こ
に
ご
紹
介
し

た
い
。
こ
の
運
動
が
拡
大
さ
れ
発
展
す
る
こ
と
を

心
か
ら
^
り
た
い
。

が
、
日
本
か
ら
の
旅
行
者
1
 
最
近
急
増
し
た
と

の
こ
と
ー
を
相
手
に
、
ひ
ど
い
ボ
ロ
賭
け
を
し

て
い
る
日
系
人
の
あ
る
こ
と
も
知
っ
て
い
た
だ
き

た
い
。
外
国
需
弱
い
日
本
人
は
ど
ぅ
し
て
も
白

系
人
を
頼
り
た
が
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
弱
味
に
つ

け
こ
ん
で
の
あ
く
ど
い
商
法
は
、
一
般
外
国
人
の

そ
れ
よ
り
一
層
不
愉
快
で
あ
る
。
防
止
策
は
な
い

も
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
夏
は
、
偶
然
相
前
後
し
て
来
日
し
た
若
い

管
楽
器
奏
恵
の
演
奏
を
聴
く
機
会
に
恵
ま
れ

九
。

そ
の
人
達
の
奏
法
や
演
奏
態
度
に
は
、
音
楽
に

つ
い
て
の
何
か
新
ら
し
い
考
え
を
示
唆
す
る
も
の

が
あ
っ
た
が
、
と
り
わ
け
強
く
印
象
に
残
る
の

は
、
フ
エ
ッ
タ
ー
と
い
う
ド
イ
ツ
の
前
衛
作
舳
家

の
、
自
作
の
り
コ
ー
ダ
ー
曲
の
演
奏
で
あ
っ
九
0

そ
れ
は
二
十
人
余
り
の
晩
餐
の
席
上
で
、
そ
れ
ぞ

れ
が
テ
ー
ブ
ル
か
ら
小
ノ
し
椅
子
を
引
い
た
だ
け
と

い
う
、
ご
く
日
常
的
な
形
で
行
わ
れ
九
。

ツ
ク
時
代
の
音
楽
が
一
般
の
人
の
間
で
再

あ
る
大
学
を
訪
ね
た
と
き
、
若
い
黒
人
女
性
が

応
接
、
・
案
内
に
当
っ
て
く
れ
た
。
あ
と
で
わ
か
っ

た
こ
と
だ
が
、
こ
の
女
性
は
日
本
生
れ
で
極
め
て

日
本
語
が
上
手
、
通
訳
の
人
も
驚
い
た
ほ
ど
で
あ

る
。
彼
女
の
口
か
ら
流
暢
な
日
本
語
が
で
る
ま

で
、
大
ご
え
で
勝
手
な
こ
と
を
し
ゃ
べ
っ
て
ぃ
た

人
び
と
は
、
冷
汗
を
か
い
た
。
『
謹
む
べ
き
は
舌

な
り
』
と
痛
感
し
た
。

一
也
か
長
期
滞
在
者
か
見
わ
け
が
つ
か
な

X

在
外
公
館
の
伊
話
に
な
っ
た
り
、
現
地
人
に
迷
惑

を
か
け
九
り
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
た
。
出
国
の
際
の
チ
ェ
ッ
ク
に
良
策
は
な

い
も
の
だ
ろ
う
か
。
国
際
人
と
し
て
の
自
覚
と
訓

練
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
た
。

(
本
部
庶
務
部
庶
務
課
長
)

X

X

欧
米
の
観
光
地
に
は
ど
こ
も
こ
こ
も
日
本
人
が

一
ぱ
い
で
あ
る
。
そ
れ
も
若
い
人
び
と
が
多
い
。

中
に
は
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
ク
を
計
画
し
て
い
る
も
の
も

あ
り
必
ず
し
も
必
要
経
費
を
も
た
ず
無
亀
に
出

向
い
て
い
る
も
の
も
あ
る
よ
う
で
、
ず
い
分
ひ
ど

そ
う
な
人
を
見
う
け
た
。
こ
う
い
っ
た
人
び
と
が

音
楽
随
感

中
璽
口
和

い

ノ、

口

ノ~



び
注
目
さ
れ
、
そ
の
時
代
の
楽
器
の
復
活
も
盛
ん

に
な
っ
た
の
は
戦
後
で
あ
り
、
当
時
の
楽
器
つ
て
れ

を
模
し
て
現
代
に
作
ら
れ
九
も
の
を
も
含
め
て
)

で
演
奏
し
て
こ
そ
始
め
て
、
作
岫
者
の
意
関
な
り

時
代
様
式
な
り
が
わ
か
る
と
い
う
、
歴
史
的
恵
義

を
、
そ
れ
は
持
う
て
い
九
。
古
楽
器
に
つ
い
て

)し

は
、

私
も
そ
の
よ
う
な
受
取
り
方
し
か
し
て
い
な

か
っ
た
。

素
朴
な
音
色
と
単
純
な
構
造
を
持
っ
た
バ
ロ

y

ク
の
笛
、
り
コ
ー
ダ
ー
か
ら
、
フ
ェ
ッ
タ
ー
は
無

心
に
あ
り
う
九
け
の
可
能
性
を
引
き
出
し
て
行
っ

無
知
た
る
こ
と
は

幾
年
か
前
に
手
に
入
れ
た
、
海
悪
の
法
竹
の

レ
コ
ー
ド
を
、
私
は
想
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
管
楽
器
の
九
め
の
前
衛
作
品

と
呼
ぱ
れ
る
も
の
に
は
、
現
代
西
洋
の
楽
器
に
、

日
本
の
伝
統
音
楽
の
吹
奏
法
を
取
入
れ
て
い
る
こ

と
が
多
い
。

こ
れ
ま
で
気
付
か
れ
な
か
っ
た
可
能
性
を
開
発

す
る
と
い
う
気
持
は
わ
か
る
が
、
実
際
に
は
そ
う

し
九
個
所
に
出
く
わ
す
と
、
「
ま
た
あ
れ
か
」

と
、
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な

0

と
こ
ろ
が
フ
ェ
ッ
タ
ー
の
り
コ
ー
ダ
ー
曲
の

)し場
合
に
も
、
そ
う
し
た
技
法
が
使
わ
れ
て
い
る
の

に
、
何
の
反
発
も
起
こ
ら
ず
に
、
そ
の
曲
に
引
込

ま
れ
て
行
っ
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
勿
論
そ
れ

は
曲
自
体
が
納
得
の
い
く
構
造
を
持
っ
て
い
た
か

ら
で
も
あ
る
が
。

「
あ
、
そ
う
か
」
と
心
の
中
で
叫
ん
だ
。
こ
こ

に
古
楽
器
が
現
代
に
生
き
る
も
う
一
っ
の
愆
義
が

あ
る
0
 
り
コ
ー
ダ
ー
の
よ
う
な
単
純
な
構
造
の
楽

器
か
ら
幅
広
い
表
現
を
生
み
出
す
に
は
、
一
っ
一

つ
の
音
に
努
力
が
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
必
然
的

で
あ
り
、
す
で
に
あ
る
も
の
を
ぷ
ち
こ
わ
し
て
別

な
も
の
を
作
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
奏
者
は

一
っ
一
っ
の
音
を
虚
心
に
自
分
で
創
っ
て
い
る
の

だ
。
ま
し
て
奏
者
と
作
曲
者
が
同
一
人
物
で
あ
る

場
貪
そ
の
音
楽
の
た
め
に
音
自
体
を
創
り
出
す

そ
の
解
説
に
は
、
そ
れ
が
普
化
宗
の
尺
八
か
ら

出
た
も
の
で
あ
り
、
吹
く
人
と
竹
と
が
一
体
と
な

つ
て
自
然
に
没
入
す
る
、
と
い
っ
た
意
味
の
こ
と

が
青
か
れ
て
あ
っ
た
。
吏
に
私
の
興
味
を
ひ
い
た

の
は
、
美
し
い
音
を
出
そ
う
と
す
る
こ
と
は
す
で

に
邪
道
で
あ
る
。
岫
の
愆
味
に
合
せ
て
楽
器
は
チ

造
り
さ
れ
る
0

あ
る
も
の
は
道
ぱ
た
に
捨
て
ら
れ
た
竹
か
ら
、

ま
た
あ
る
も
の
は
物
干
竿
を
切
っ
て
、
な
ど
と
い

か
っ
て
の
電
気
化
学
技
術
の
総
本
山
チ
ッ
ソ

も
、
今
は
公
害
企
業
と
し
て
の
虚
名
を
の
み
高
く

し
て
い
る
。
鼎
思
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
僕
は
そ

英
正

弘

カ
ナ

行
為
の
内
に
見
え
ざ
る
も
の
へ
の
没
入
が
あ
る
。

楽
器
と
い
う
も
の
に
は
表
現
力
を
拡
げ
る
た
め

に
、
ま
た
表
現
技
術
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
改

良
か
加
え
ら
れ
て
行
き
、
そ
れ
が
進
歩
と
い
う
も

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
そ
の
進
歩
は
私
達
を

音
楽
に
つ
い
て
過
保
護
に
し
て
し
ま
っ
て
、
生
理

的
聴
覚
に
注
祭
傾
き
す
ぎ
て
し
ま
う
。
そ
し
て

心
眼
と
い
う
よ
う
に
、
も
し
心
耳
と
い
,
2
言
葉
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
失
わ
れ
て
行
く
。
そ
れ

を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
の
が
本
当
の
前
衛
音
楽
で

あ
ろ
、
つ
0

古
楽
器
に
新
ら
し
い
光
が
当
て
ら
れ
た
こ
と

は
、
私
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
清
々
し
い
体
験
で
あ

つ
た
。
(
女
子
大
学
教
授
・
音
楽
理
倫
、
作
曲
)

Ⅱ
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の
「
昭
和
五
、
六
年
ま
で
の
間
に
北
朝
鮮
の
電
力

化
学
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
を
完
成
、
い
わ
ゆ
る
新
興
財

閥
が
完
成
し
た
」
(
『
日
本
の
化
学
工
業
』
岩

波
)
朝
鮮
窒
素
の
時
代
を
網
べ
て
い
る
。
手
近
か

な
資
料
と
し
て
は
、
ま
だ
朝
鮮
総
督
府
発
打
の
N

刊
誌
『
朝
鮮
』
し
か
な
い
が
、
結
榊
お
も
し
ろ

し

昭
和
二
年
朝
鮮
に
進
出
し
た
日
窒
は
「
我
国
第

一
の
生
産
力
を
有
し
、
内
地
最
近
ま
で
の
総
生
産

直
近
き
能
力
を
有
す
る
も
の
で
、
我
国
硫
安
界

を
支
配
す
る
重
要
工
場
で
あ
る
」
(
8
年
W
見

号
)
興
南
工
場
と
赴
戦
江
水
竃
を
建
設
す
る
。
厳

冬
は
零
F
。
卯
の
広
大
な
嘉
の
面
積
丁
五
方

里
、
周
囲
十
九
・
五
里
貯
水
量
実
に
二
四
0
億

立
方
尺
の
貯
水
池
 
H
万
K
W
の
松
興
里
の
第
一

発
電
所
(
4
年
9
旦
ぢ
)
と
そ
の
偉
容
奮
ら
れ

る
が
、
ち
ょ
つ
と
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
0

「
貯
水
池
の
中
に
入
る
べ
き
農
家
は
三
百
四
、

五
十
戸
で
、
巳
に
代
地
を
指
定
し
て
立
退
を
命
ぜ

ら
れ
て
あ
る
と
い
ふ
の
に
、
彼
等
は
ど
こ
ま
で
も

秋
着
し
て
ゐ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
」
(
同

号
)
そ
の
執
着
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
処
置
が
と

ら
れ
九
か
は
、
民
族
的
出
版
物
と
し
て
の
『
東
亜

日
報
」
(
金
達
寿
『
朝
鮮
』
)
等
を
め
く
っ
て
み

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、
『
日
本
統
治
下
の
朝

鮮
」
の
霊
で
も
大
体
の
察
し
は
っ
く
。

で
、
 
7
年
末
の
第
三
期
工
事
完
工
の
翌
年
に
、

朝
窒
は
電
力
不
足
で
処
に
長
津
江
水
電
(
詑
万
K

W
)
を
設
立
す
る
。
そ
の
一
因
が
、
山
水
特
集
号

の
紀
行
文
の
声
を
落
し
た
解
説
部
分
で
語
ら
れ
て

い
る
0「

此
の
高
原
は
も
と
一
面
に
落
葉
松
の
自
然
林

で
掩
は
れ
て
居
っ
た
が
、
発
電
用
の
貯
水
池
に
水

を
よ
り
沢
山
流
入
せ
し
む
る
目
的
で
火
を
放
ち
て

焼
き
払
ひ
切
り
倒
し
て
材
木
と
な
し
興
南
の
工
場

の
建
築
其
他
に
使
用
し
た
今
も
切
株
の
点
々
と

し
て
存
在
す
る
の
誕
め
ら
れ
る
。
其
結
果
は
予

期
に
反
し
て
禿
山
の
た
め
、
蒸
発
量
の
増
加
せ
る

の
と
森
林
な
き
九
め
水
蒸
気
凝
集
せ
ず
従
っ
て
降

水
量
減
少
せ
る
の
と
で
赴
戦
湖
に
溜
る
貯
水
母
予

定
寸
画
の
如
く
な
ら
ず
。
そ
の
後
第
二
、
第
三
の

堰
堤
を
赴
戦
江
下
流
に
築
造
し
て
電
力
を
用
ゐ
て

送
水
し
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
、
発
電
所
で
は
尚
予

定
の
発
電
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の

で
従
っ
て
興
南
の
工
場
に
於
け
る
硫
安
の
生
産
額

が
予
定
額
に
達
し
な
い
。
そ
こ
で
其
欠
を
補
ふ
た

め
に
長
津
江
の
発
電
工
事
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。
」

(
W
年
8
月
号
)
正
に
ガ
砂
漠
は
人
間
が
作
っ

た
4
 
の
で
あ
る
。
朝
窒
の
技
術
者
は
、
生
態
学
の

常
識
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
。
同
じ
く
今
日
、
チ

ソ
の
技
術
者
は
水
銀
流
出
を
ガ
知
ら
な
か
っ

ンた
し
の
で
過
失
責
任
は
な
い
と
い
う
。
無
知
た
る

こ
と
は
免
罪
符
た
り
う
る
の
か
。

9
月
鈴
日
、
語
水
俣
病
笥
に
お
い
て
「
チ

ソ
水
俣
工
場
」
と
は
製
造
工
程
が
異
り
、
同
列

フに
は
論
じ
ら
れ
な
い
。
」
「
当
時
、
業
界
で
工
場

排
水
を
水
俣
病
の
原
因
と
信
じ
た
も
の
は
な
か
っ

た
。
」
故
に
「
会
社
に
は
故
穫
も
と
よ
り
、
過

失
の
責
任
も
な
い
」
と
し
て
い
た
被
告
の
敗
訴
が

硫
定
し
た
が
、
患
者
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た

0

如
年
暮
、
登
工
程
図
を
焼
却
し
た
(
妬

.

6
鹿
瀬
工
場
有
機
課
長
誓
)
こ
と
に
ょ
う
て
有

機
水
銀
の
「
生
成
・
流
出
の
有
無
を
確
定
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
を
、
判
決
理
由
は
遺
憾
と
し

て
い
る
。
現
法
体
系
の
下
で
は
、
無
知
を
装
う
こ

と
が
企
業
に
と
っ
て
有
利
に
な
る
。

来
年
一
審
判
決
の
下
る
熊
本
水
俣
病
裁
判
で

も
、
原
告
は
有
機
水
銀
に
関
し
て
は
「
専
門
学
者

で
す
ら
知
り
得
な
い
事
柄
で
あ
っ
九
」
(
被
告
答

弁
書
)
そ
の
過
失
責
任
を
注
意
義
務
で
撃
っ
て
ぃ

る
。
「
予
見
可
能
性
は
水
俣
工
場
の
廃
液
が
人
体

(
部
頁
へ
)


