
カ
ー
ル
•
G

・
ヘ
ン
ペ
ル
C
臼
．
l
G
•
H
g
n
p
e
l

は
、
一
九
0
五
年
ド

①
 

イ
ツ
の
オ
ラ
ニ
エ
ン
ベ
ル
ク
で
生
ま
れ
た
。
彼
は
、
あ
た
か
も
遍
歴
修

業
の
職
人
の
よ
う
に
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
、
ベ
ル

リ
ン
、
ヴ
ィ
ー
ン
の
各
大
学
を
わ
た
っ
て
、
い
く
つ
か
の
専
門
分
野
に

お
よ
ぶ
学
識
を
培
っ
た
。
そ
の
最
後
の
修
業
地
で
、
彼
は
そ
の
後
の
一

生
の
方
向
を
決
め
る
こ
と
に
な
る
哲
学
者
の
指
導
を
受
け
る
。
そ
の
名

R
 

は
ル
ド
ル
フ
・
カ
ル
ナ
ッ
プ
。
今
日
「
分
析
哲
学
」
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
哲
学
的
立
場
の
強
力
な
牽
引
者
で
あ
る
。

分
析
哲
学
が
今
世
紀
を
特
徴
づ
け
る
有
力
な
哲
学
的
立
場
の
―
つ
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
ヘ
ン
ペ
ル
が
ヴ
ィ
ー
ン
大
学
で
カ

ル
ナ
ッ
プ
の
指
導
を
受
け
て
い
た
当
時
は
、
「
ヴ
ィ
ー
ン
学
団
」

W・ien,

e
r
 K
r
e
i
s

と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
グ
ル
ー
プ
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
っ

は

じ

め

に
ヘ
ン

ペ

Jレ

理

論

と

歴

史

た
。
こ
の
学
団
は
、
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
や
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
の
影
響
を
強
く
受
け
な
が
ら
、
記
号
論
理
学
を
武
器
と
し
た
科

学
的
方
法
に
よ
る
哲
学
の
確
立
を
目
指
し
て
い
た
。
こ
の
学
団
の
前
身

の
一
っ
と
し
て
、
「
経
験
哲
学
協
会
」

Gesellschaft
fiir 
empiri, 

⑧
 

s
c
h
e
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e

と
い
う
名
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
。
こ
の
協
会

は
一
九
二
八
年
に
、
ハ
ン
ス
・
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
を
中
心
と
し
て
設
立

さ
れ
た
が
、
ヘ
ン
ペ
ル
は
こ
の
協
会
の
設
立
当
初
か
ら
の
会
員
で
あ
っ

た
の
で
、
ヴ
ィ
ー
ン
学
団
の
成
立
と
と
も
に
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
ヘ
ン
ペ
ル
は
、
す
で
に
名
前
の
あ
が
っ
た
カ
ル
ナ
ッ
プ
、

ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
に
加
え
て
、
シ
ュ
リ
ッ
ク
、
ノ
イ
ラ
ー
ト
、
不
完
全

性
定
理
を
発
見
し
た
ゲ
ー
デ
ル
、
さ
ら
に
は
『
歴
史
主
義
の
貧
困
』
の

著
者
カ
ー
ル
・
ボ
パ
ー
ら
、
こ
の
学
団
に
属
す
る
人
々
と
交
流
を
深
め

て
い
っ
た
の
だ
が
、
不
幸
な
こ
と
に
、
ヴ
ィ
ー
ン
で
の
日
々
は
そ
う
長

く
は
続
か
な
か
っ
た
。
当
時
の
数
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
学
者
、
研
究
者
が

の

説

明

芝

井

敬

司
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そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ヘ
ン
ペ
ル
も
ま
た
ナ
チ
ス
の
迫
害
を
避
け
て

亡
命
の
旅
に
出
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
三
四
年
に
は
ベ
ル
ギ
ー
の
プ
リ

ュ
ッ
セ
ル
ヘ
、
さ
ら
に
三
七
年
に
は
ベ
ル
ギ
ー
を
離
れ
ア
メ
リ
カ
ヘ
と

旅
立
っ
た
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
ヘ
ン
ペ
ル
は
、
運
良
く
シ
カ
ゴ
大
学
の
哲
学
研
究
員
の

職
を
え
た
。
そ
の
後
彼
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
立
大
学
、
エ
ー
ル
大
学
、

プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
な
ど
に
職
を
え
た
が
、
そ
の

間
、
同
じ
く
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
て
き
た
カ
ル
ナ
ッ
プ
と
と
も
に
、
ア

メ
リ
カ
の
分
析
哲
学
の
形
成
と
発
展
に
多
大
の
貢
献
を
し
た
。
彼
の
仕

事
は
、
演
繹
的
論
理
と
帰
納
的
論
理
、
認
識
論
、
数
学
と
経
験
科
学
の

哲
学
お
よ
び
方
法
論
と
い
っ
た
領
域
に
お
よ
ん
で
い
る
が
、
そ
の
中
で

も
記
号
論
理
学
を
用
い
た
科
学
的
説
明
の
論
理
構
造
の
解
明
が
、
彼
の

④
 

主
要
な
関
心
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
分
析
哲
学
者
の
ヘ
ン
ペ
ル
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
述
べ
る
こ

と
は
や
め
て
、
本
稿
が
取
り
あ
げ
る
歴
史
の
説
明
の
問
題
と
ヘ
ン
ペ
ル

と
の
関
わ
り
に
眼
を
転
じ
て
み
よ
う
。
彼
は
そ
の
主
論
文
の
邦
訳
『
科

⑤
 

学
的
説
明
の
諸
問
題
』
の
「
日
本
版
へ
の
序
文
」
の
中
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
「
こ
こ
に
日
本
語
訳
さ
れ
て
い
る
も
の
の
原
著
は
、
一

九
六
五
年
に
刊
行
さ
れ
、
科
学
的
説
明
に
関
す
る
わ
た
し
の
も
の
と
し

て
は
最
も
完
備
し
か
つ
最
も
新
し
い
発
言
で
あ
る
。
わ
た
し
は
一
九
四

二
年
の
『
歴
史
に
お
け
る
一
般
法
則
の
機
能
」
以
来
、
一
連
の
論
文
を

通
じ
て
逐
次
仕
上
げ
て
来
た
の
で
あ
る
。
岱
中
略
〕
こ
の
論
文
〔
「
科
学

的
説
明
の
諸
問
題
」
〕
は
二
つ
の
目
的
を
持
っ
て
い
る
。
第
一
に
は
、

科
学
的
説
明
に
関
す
る
わ
た
し
の
理
論
を
体
系
的
に
そ
し
て
詳
細
に
叙

述
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
そ
れ
が
、
物
理
科
学
に
見
ら
れ
る

種
類
の
説
明
に
適
合
す
る
だ
け
で
な
く
、
他
の
分
野
の
経
験
科
学
に
お

い
て
典
型
的
な
、
往
々
に
し
て
前
者
と
は
根
本
的
に
異
な
る
よ
う
に
見

え
る
説
明
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
」

こ
の
引
用
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ヘ
ン
ペ
ル
は
科
学
的
説
明
の
構

造
の
解
明
を
、
ま
ず
歴
史
学
に
お
け
る
説
明
の
解
明
か
ら
始
め
た
の
で

あ
る
。
こ
の
事
実
に
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
引
用
の
後
段

に
あ
る
よ
う
に
、
歴
史
の
説
明
の
問
題
は
、
科
学
的
説
明
に
関
す
る
ヘ

ン
ペ
ル
の
一
般
理
論
が
、
「
他
の
分
野
の
経
験
科
学
に
お
い
て
典
型
的

な
、
往
々
に
し
て
前
者
と
は
根
本
的
に
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
説
明
に

も
適
合
す
る
」
―
つ
の
例
と
し
て
最
初
に
取
り
あ
げ
ら
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
ヘ
ン
ペ
ル
に
よ
っ
て
歴
史
の
説
明
は
、
一
見
自
然
科
学

の
説
明
の
論
理
構
造
と
は
最
も
両
立
し
え
な
い
も
の
と
見
え
、
あ
る
い

は
人
々
に
よ
っ
て
最
も
両
立
し
え
な
い
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
、
こ
の
事
実
は
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
で

ヘ
ン
ペ
ル
が
直
面
し
て
い
た
問
題
は
、
自
然
科
学
と
対
比
的
に
歴
史
学

固
有
の
認
識
を
主
張
す
る
方
法
論
的
二
元
論
の
立
場
と
、
科
学
的
認
識

の
共
通
性
を
主
張
す
る
方
法
論
的
一
元
論
の
立
場
と
の
対
立
に
根
ざ
し

て
お
り
、
ヘ
ン
ペ
ル
は
後
者
の
立
場
か
ら
、
歴
史
の
説
明
を
他
の
経
験

科
学
一
般
の
説
明
と
整
合
的
な
形
に
包
み
こ
む
こ
と
を
狙
っ
た
と
言
え
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と
こ
ろ
で
一
九
四
二
年
の
ヘ
ン
ペ
ル
の
論
文
は
、
お
そ
ら
く
は
彼
自

身
が
予
想
し
て
い
た
以
上
の
反
響
を
呼
ん
だ
。
と
り
わ
け
五

0
年
代
後

半
か
ら
六

0
年
代
前
半
に
か
け
て
、
主
と
し
て
英
米
の
哲
学
者
、
歴
史

研
究
者
の
多
く
を
巻
き
こ
ん
だ
激
し
い
論
争
が
、
ヘ
ン
ペ
ル
の
こ
の
論

文
を
め
ぐ
っ
て
闘
わ
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
論
争
の
中
に
、
歴
史
の

認
識
論
に
対
す
る
関
心
の
い
つ
に
な
い
高
ま
り
が
見
ら
れ
、
哲
学
の
側

で
は
「
歴
史
の
分
析
哲
学
」

A
n
a
l
y
t
i
c
a
l
P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 o
f 
H
i
s
t
o
r
y
 

と
い
う
下
位
分
野
が
生
ま
れ
た
。
現
在
、
歴
史
哲
学
、
歴
史
思
想
、
方

法
論
の
専
門
誌
と
し
て
定
評
の
あ
る
『
歴
史
と
理
論
』

H
冴

tsy
ミ
ミ
d

T
h
e
o
r
y

も
、
こ
の
時
期
の
関
心
の
高
ま
り
が
産
み
出
し
た
も
の
で
あ

る。
こ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
に
、
ヘ
ン
ペ
ル
の
一
九
四
二
年
の
論
文
「
歴

⑥
 

史
学
に
お
け
る
一
般
法
則
の
役
割
」
が
あ
る
。
以
下
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の

論
文
を
順
を
追
っ
て
紹
介
し
な
が
ら
、
ヘ
ン
ペ
ル
理
論
の
内
容
を
分
析

し
、
歴
史
の
認
識
論
の
展
開
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
意
味
を
探
っ
て
み

る
こ
と
に
す
る
。

る゚

自
然
科
学
の
説
明
と
歴
史
学
の
説
明

一
九
四
二
年
の
論
文
「
歴
史
学
に
お
け
る
一
般
法
則
の
役
割
」
は
、

次
の
よ
う
な
文
章
で
始
ま
っ
て
い
る
。
「
い
わ
ゆ
る
物
理
科
学
と
は
対

照
的
に
、
歴
史
学
の
関
心
は
、
過
去
の
出
来
事
を
支
配
す
る
一
般
法
則

を
探
求
す
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
過
去
の
個
別
の
出
来
事
を
叙
述
す

る
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
見
解
が
か
な
り
広
く
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
見
解
は
、
何
人
か
の
歴
史
家
が
主
に
関
心
を
い
だ
い
て
い
る
タ
イ

プ
の
問
題
の
特
徴
づ
け
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
否
定
さ
れ
え
な
い
が
、

科
学
的
な
歴
史
研
究
に
お
け
る
一
般
法
則
の
理
論
的
役
割
の
陳
述
と
し

て
は
、
受
け
い
れ
難
い
も
の
で
あ
る
。
以
下
の
考
察
は
、
こ
の
点
を
立

証
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
立
証
の
た
め
に
私
は
、
一
般
法
則
が

歴
史
学
に
お
い
て
も
自
然
科
学
に
お
い
て
も
、
全
く
同
様
の
役
割
を
持

ち
、
歴
史
研
究
の
不
可
欠
の
道
具
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
一
般

法
則
が
、
し
ば
し
ば
自
然
科
学
と
対
照
的
に
社
会
科
学
に
特
有
の
も
の

だ
と
思
わ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
の
共
通
の
基
礎
に
な
っ
て
さ
え

⑦
 

い
る
こ
と
を
示
し
た
い
。
」

こ
こ
で
誤
解
な
き
よ
う
つ
け
加
え
て
お
く
な
ら
、
こ
の
論
文
の
目
的

は
、
「
科
学
的
な
歴
史
研
究
に
お
け
る
一
般
法
則
の
理
論
的
役
割
」
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ

と
だ
が
、
歴
史
学
も
物
理
科
学
の
よ
う
に
、
過
去
の
出
来
事
を
支
配
す

る
一
般
法
則
を
探
求
す
べ
き
だ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、

一
般
法
則
は
歴
史
研
究
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
な
し
で

は
歴
史
研
究
、
と
り
わ
け
科
学
的
な
歴
史
研
究
が
成
立
し
え
な
い
こ
と

を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
急
い
で
も
う
一
っ
、
つ
け
加
え
て
お
く
と
、

ヘ
ン
ペ
ル
は
「
一
般
法
則
」
と
い
う
言
葉
を
、
「
普
遍
的
な
形
式
の
仮
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説
」
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
な
。

さ
て
、
ま
ず
ヘ
ン
ペ
ル
は
、
自
然
科
学
に
お
け
る
一
般
法
則
の
主
要

な
役
割
に
つ
い
て
考
察
を
始
め
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
自
然
科
学
に
お
け

る
一
般
法
則
の
役
割
は
、
出
来
事
を
説
明
お
よ
び
予
測
と
呼
ば
れ
る
。
ハ

タ
ー
ン
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
説
明
に
つ
い
て
。
あ
る
出

来
事
E
の
発
生
を
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
出
来
事
E
の
原
因
あ
る

⑨
 

い
は
決
定
要
因
C
を
示
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
時
に
、
説
明

が
成
立
す
る
の
は
、
「
出
来
事
C
は
規
則
正
し
く
出
来
事
E
を
と
も
な

う
」
と
い
う
形
の
一
般
法
則
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
出
来

事
C
は
一
般
に
初
期
条
件
i
n
i
t
i
a
l
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
と
呼
ば
れ
て
い
る
の

で
、
自
然
科
学
に
お
け
る
説
明
は
、
「
初
期
条
件
と
一
般
法
則
か
ら
、

説
明
さ
れ
る
べ
き
出
来
事
の
発
生
を
論
理
的
に
演
繹
す
る
こ
と
で
あ
る
」

⑩
 

と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
科
学
的
予
測
に
お
け
る
一
般
法
則
の
役
割
に
つ
い
て
は
ど
う
だ

ろ
う
か
。

L
v
一
般
的
に
言
っ
て
、
経
験
科
学
に
お
け
る
予
測
は
、
未

来
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
言
明
を
、
①
あ
る
既
知
の
、
す
な
わ
ち
過
去

あ
る
い
は
現
在
の
条
件
と
、
③
適
切
な
一
般
法
則
か
ら
引
き
だ
す
こ
と

に
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
科
学
的
予
測
も
ま
た
「
初
期
条
件
と
一
般
法

則
か
ら
、
予
測
さ
れ
る
べ
き
出
来
事
の
発
生
を
論
理
的
に
演
繹
す
る
こ

と
で
あ
る
」
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
科
学
的
説
明
の
ま

と
め
と
比
べ
あ
わ
せ
る
と
、
「
説
明
」
と
「
予
測
」
の
文
字
が
異
な
る

だ
け
で
、
両
者
は
論
理
構
造
の
上
で
は
全
く
同
一
で
あ
る
と
言
え
る
。

両
者
は
構
造
的
に
同
等
で
は
あ
る
が
、
説
明
の
場
合
に
は
、
結
果
と
し

て
最
後
の
出
来
事
の
発
生
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
探
求
の
方
向

は
原
因
と
し
て
の
初
期
条
件
に
向
け
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
予
測
の
場

合
に
は
初
期
条
件
は
与
え
ら
れ
て
お
り
、
探
求
の
方
向
は
結
果
と
し
て

⑪
 

の
出
来
事
に
向
け
ら
れ
る
。

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
た
上
で
、
歴
史
学
に
お
け
る
説
明
が
、
次
の

よ
う
に
検
討
さ
れ
る
。
ま
ず
ヘ
ン
ペ
ル
は
、
歴
史
学
の
説
明
も
ま
た
、

「
問
題
の
出
来
事
が
、
偶
然
の
こ
と
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
先
行
条

件
あ
る
い
は
同
時
的
条
件
か
ら
予
想
さ
れ
う
る
こ
と
」
を
示
す
こ
と
を

⑫
 

目
的
と
し
て
い
る
と
述
べ
た
。
か
か
る
意
味
で
、
大
半
の
歴
史
家
が
、

歴
史
の
出
来
事
の
説
明
に
つ
い
て
言
及
し
な
が
ら
、
彼
ら
の
多
く
が
歴

史
学
に
お
け
る
一
般
法
則
の
使
用
の
可
能
性
を
否
定
す
る
の
は
奇
妙
で

あ
る
。
自
然
科
学
の
説
明
が
「
初
期
条
件
と
一
般
法
則
か
ら
、
説
明
さ

れ
る
べ
き
出
来
事
の
発
生
を
論
理
的
に
演
繹
す
る
こ
と
で
あ
る
」
な
ら

ば
、
歴
史
学
の
説
明
も
一
般
法
則
抜
苔
に
語
れ
な
い
は
ず
で
は
な
い
か
。

⑬
 

ヘ
ン
ペ
ル
は
二
つ
の
理
由
を
あ
げ
て
い
る
。
―
つ
に
、
歴
史
学
の
説
明

に
使
わ
れ
る
普
逼
的
仮
説
は
、
多
く
の
場
合
個
人
の
心
理
学
や
集
団
心

理
学
に
関
わ
る
も
の
で
、
日
常
経
験
を
通
じ
て
あ
ら
ゆ
る
人
に
と
っ
て

身
近
な
も
の
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
い
ま
一
っ

の
理
由
は
、
歴
史
学
の
説
明
に
用
い
ら
れ
る
普
逼
的
仮
説
を
、
十
分
細

か
く
、
同
時
に
利
用
可
能
な
経
験
的
証
拠
に
一
致
す
る
よ
う
に
、
明
示

的
に
定
式
化
す
る
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
か
ら
だ
。
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歴
史
家
も
、
「
だ
か
ら
」
「
そ
れ
ゆ
え
」
「
結
果
と
し
て
」
「
な
ぜ
な

ら
」
「
当
然
の
こ
と
に
」
「
明
ら
か
に
」
と
い
っ
た
言
葉
を
使
用
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
初
期
条
件
と
説
明
さ
れ
る
べ
き

出
来
事
を
結
び
つ
け
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
場
合
に
、
し

ば
し
ば
な
に
が
し
か
の
一
般
法
則
を
暗
黙
の
内
に
前
提
と
し
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
定
式
化
に
と
も
な
う
困
難
と
い
う
二
つ
め
の
理

由
で
、
普
逼
的
仮
説
の
内
容
は
、
お
お
よ
そ
再
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
に

と
ど
ま
る
。

次
に
ヘ
ン
ペ
ル
は
、
歴
史
学
に
お
け
る
説
明
の
統
計
的
性
格
に
言
及

す
る
。
歴
史
学
の
説
明
の
あ
る
も
の
を
、
決
定
論
的
な
法
則
よ
り
も
、

む
し
ろ
蓋
然
的
仮
説
と
い
う
仮
定
に
基
づ
く
も
の
と
解
釈
す
る
ほ
う
が
、

可
能
か
つ
正
当
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
歴
史

学
の
説
明
が
他
の
経
験
科
学
の
説
明
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
は
言
え

な
い
。
歴
史
学
の
説
明
の
統
計
的
性
格
は
、
前
述
の
ま
と
め
を
次
の
よ

う
に
変
え
る
だ
け
で
十
分
だ
か
ら
だ
。
説
明
と
は
、
「
初
期
条
件
と
一

般
法
則
（
な
い
し
は
高
い
蓋
然
性
を
持
つ
蓋
然
的
仮
説
）
か
ら
、
説
明
さ
れ
る

べ
き
出
来
事
の
発
生
を
論
理
的
に
演
繹
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
そ
し
て
、

歴
史
学
の
説
明
に
お
い
て
は
、
蓋
然
的
仮
説
の
場
合
も
、
明
確
な
定
式

⑮
 

化
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
で
は
、
歴
史
学
の
説
明
の
現
状
は
ど
の
よ
う
に
表
現
す
れ
ば
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。
ヘ
ン
ペ
ル
は
、
歴
史
の
出
来
事
の
説
明
的
分
析
は
、

⑯
 

多
く
の
場
合
、
「
説
明
ス
ケ
ッ
チ
」

e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
s
k
e
t
c
h
と
で
も

呼
ぶ
べ
き
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
た
。
説
明
ス
ケ
ッ
チ
は
、
関
連
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
法
則
と
初
期
条
件
の
多
か
れ
少
な
か
れ
あ
い
ま
い
な

指
摘
か
ら
成
っ
て
い
る
。
説
明
ス
ケ
ッ
チ
が
一
人
前
の
説
明
に
な
る
た

め
に
は
、
ス
ケ
ッ
チ
に
し
た
が
っ
て
一
層
経
験
的
探
求
を
押
し
進
め
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
説
明
ス
ケ
ッ
チ
は
、
完
全
な
説

明
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
説
明
ス
ケ
ッ
チ
と
「
に
せ
の
説

明」

p
s
e
u
d
o
,
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n

あ
る
い
は
「
に
せ
の
説
明
ス
ケ
ッ
チ
」

p
s
e
u
d
o
,
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
 
s
k
e
t
c
h

の
間
に
は
相
違
が
あ
る
。
科
学
的

な
説
明
ス
ケ
ッ
チ
は
、
経
験
的
探
求
に
よ
っ
て
そ
の
確
証
の
度
合
が
強

め
ら
れ
た
り
弱
め
ら
れ
た
り
す
る
。
つ
ま
り
科
学
的
な
説
明
ス
ケ
ッ
チ

は
、
ど
の
種
類
の
証
拠
が
そ
れ
を
テ
ス
ト
す
る
時
に
適
切
で
あ
る
の
か
、

ど
ん
な
発
見
が
そ
の
確
証
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、

⑪
 

す
く
な
く
と
も
大
ま
か
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ヘ
ン
ペ
ル
は
自
然
科
学
の
説
明
と
歴
史
学
の
説
明

を
分
析
し
た
。
自
然
科
学
の
説
明
は
予
測
と
同
一
の
論
理
構
造
を
持
ち
、

「
初
期
条
件
と
一
般
法
則
か
ら
、
説
明
さ
れ
る
べ
き
出
来
事
の
発
生
を

論
理
的
に
演
繹
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
一
方
、
歴
史
学
に
お
け
る
説
明

は
、
本
来
的
に
は
科
学
的
説
明
で
あ
る
以
上
、
自
然
科
学
の
説
明
と
同

一
の
構
造
を
持
つ
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
定
式
化
に

と
も
な
う
困
難
さ
も
あ
っ
て
、
説
明
ス
ケ
ッ
チ
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。
今
後
歴
史
学
は
、
説
明
ス
ケ
ッ
チ
を
よ
り
定
式
化
し
て
い
く
こ

と
で
、
完
全
な
説
明
へ
と
変
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
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前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ヘ
ン
ペ
ル
は
歴
史
学
の
説
明
を
説
明
ス
ケ

ッ
チ
と
い
う
言
葉
で
特
徴
づ
け
、
今
後
そ
れ
を
完
全
な
説
明
へ
と
発
展

さ
せ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、

当
然
自
然
科
学
と
は
異
な
る
歴
史
学
固
有
の
説
明
と
い
う
考
え
方
と
対

立
す
る
。
そ
れ
で
は
、
ヘ
ン
ペ
ル
は
、
従
来
歴
史
学
あ
る
い
は
人
文
学

に
特
有
の
も
の
だ
と
思
わ
れ
て
き
た
い
く
つ
か
の
説
明
様
式
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。⑱

 

ま
ず
感
情
移
入
的
理
解
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
通
常
こ
の
方
法
に

よ
る
説
明
と
は
、
歴
史
家
が
自
ら
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
出
来
事
に
関

与
し
た
人
物
の
立
場
に
お
き
、
そ
の
人
物
が
行
為
し
た
状
況
と
そ
の
行

為
を
起
こ
す
動
機
と
を
、
可
能
な
限
り
完
全
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
人
物
と
の
想
像
上
の
同
一
化
に
よ
っ
て
、
歴
史

家
は
当
の
出
来
事
の
理
解
に
、
さ
ら
に
は
十
全
な
説
明
に
到
達
す
る
と

言
わ
て
い
る
。
し
か
し
、
ヘ
ン
ペ
ル
に
よ
る
と
理
解
は
説
明
で
は
な
い
。

む
し
ろ
理
解
は
本
来
的
に
は
発
見
に
導
く
工
夫
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
方
法
は
、
発
見
を
助
け
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
こ
の
方
法
に
よ
る

説
明
の
妥
当
性
を
保
証
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、
理
解
は
、
歴

史
の
説
明
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
上

歴
史
学
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
説
明
様
式
と
に
せ
の
説
明

述
べ
た
の
で
あ
る
。

の
人
物
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
歴
史
家
が
感
情
移
入
に
よ
っ
て
そ
の
人

物
と
同
一
化
し
て
く
れ
な
く
て
も
、
人
間
類
型
や
性
格
分
析
な
ど
を
用

い
て
説
明
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

理
解
と
い
う
方
法
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
説
得
的
で
あ
る
理
由
は
、

も
っ
ぱ
ら
そ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
当
の
現
象
を
も
っ
と
も
な
も

の
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
示
し
て
く
れ
る
、
と
い
う
事
実
に
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
も
っ
と
も
ら
し
さ
を
示
す
こ
と
は
科
学
的
説
明
で
は
な

い
。
科
学
的
説
明
の
妥
当
性
は
、
わ
れ
わ
れ
の
想
像
力
に
訴
え
る
か
否

か
、
示
唆
的
な
類
似
を
用
い
て
い
る
か
否
か
、
も
っ
と
も
ら
し
い
か
否

か
で
決
ま
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
説
明
が
、
初
期
条
件
と
一
般
法

則
に
関
す
る
経
険
的
に
十
分
確
証
さ
れ
た
仮
定
に
拠
っ
て
い
る
か
否
か

に
あ
る
。
か
か
る
意
味
で
、
歴
史
研
究
に
お
け
る
理
解
に
と
っ
て
も
、

一
般
法
則
の
は
た
す
役
割
は
重
要
で
あ
る
。
理
解
は
発
見
の
コ
ン
テ
ク

ス
ト
に
関
わ
り
、
一
般
法
則
は
正
当
化
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
関
わ
る
。

次
に
、
実
際
に
歴
史
学
に
お
け
る
解
釈
の
中
に
は
、
経
験
的
な
テ
ス

ト
に
な
じ
ま
な
い
一
般
的
な
見
方
の
下
に
、
当
の
事
象
を
包
摂
し
よ
う

と
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
往
々
に
し
て
解
釈
は
感
情
に
訴
え

る
力
を
持
ち
、
生
き
生
き
と
し
た
絵
画
的
な
連
想
を
呼
び
起
す
が
、
考

察
対
象
の
理
論
的
理
解
を
促
す
こ
と
は
な
い
。
同
じ
こ
と
が
、
歴
史
の

出
来
事
の
「
意
味
」
を
確
定
す
る
と
称
す
る
方
法
に
も
あ
て
は
ま
る
。

意
味
の
提
示
も
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
経
験
的
な
テ
ス
ト
に
な
じ
ま
な
い

も
の
で
あ
る
な
ら
、
い
か
に
訴
え
る
力
や
連
想
の
喚
起
力
の
点
で
優
れ
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て
い
よ
う
と
も
、
無
意
味
で
あ
る
。

ま
た
別
の
説
明
様
式
と
し
て
、
社
会
制
度
な
ど
の
説
明
に
際
し
て
、

問
題
の
段
階
に
い
た
る
ま
で
の
そ
の
制
度
の
発
展
を
分
析
し
て
説
明
と

⑲
 

す
る
や
り
方
が
あ
る
。
発
生
論
的
説
明
と
呼
ん
で
い
い
だ
ろ
う
。
制
度

発
展
の
叙
述
は
、
単
に
時
間
的
に
先
行
す
る
す
べ
て
の
出
来
事
を
述
べ

る
こ
と
で
は
な
く
、
制
度
の
形
成
に
関
連
す
る
出
来
事
だ
け
が
含
み
こ

ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
ど
の
出
来
事
が
制
度
発
展
に
関
連
し

て
い
る
か
を
決
め
る
の
は
、
歴
史
学
の
価
値
態
度
で
は
な
く
、
制
度
の

興
隆
の
因
果
的
分
析
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
発
生
論
的
説
明

も
暗
黙
の
内
で
あ
れ
一
般
的
仮
説
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
他
の
説
明
様
式
と
し
て
、
ヘ
ン
ペ
ル
は
、
歴
史
学
で
も
多
用
さ

れ
て
い
る
「
決
定
」
「
依
存
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
説
明
機
能
に
つ
い

⑳
 

て
分
析
す
る
。
「
決
定
」
「
依
存
」
と
い
う
概
念
は
、
一
般
法
則
へ
の

言
及
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
一
般
法
則
へ
の
言
及
を
含
ま

ず
、
そ
れ
と
は
無
関
係
な
経
験
的
決
定
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
認
識
内

容
の
な
い
空
虚
な
比
喩
を
使
用
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
た
だ
や
み

く
も
に
、
あ
る
量
あ
る
い
は
特
性
の
間
の
依
存
な
い
し
決
定
の
関
係
を

主
張
す
る
だ
け
で
は
、
そ
れ
ら
が
あ
る
不
明
瞭
な
経
験
的
法
則
に
よ
っ

て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
だ
け
で
、
こ
ん
な
こ
と
は
、

ま
っ
た
＜
貧
弱
な
主
張
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
一
般
的
に
い
っ
て
、

経
済
的
（
あ
る
い
は
地
理
的
な
い
し
は
そ
の
他
の
種
類
の
）
諸
条
件
が
、
人
間

社
会
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
の
発
展
と
変
化
を
『
決
定
す
る
』
」
と
い

う
普
遍
的
仮
説
が
あ
っ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
仮
説
は
、
「
人
間
文
化
の

い
か
な
る
種
類
の
変
化
も
規
則
正
し
く
経
済
的
（
あ
る
い
は
地
理
的
）
諸

条
件
に
お
け
る
特
定
の
変
化
の
後
に
起
こ
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
明
示

的
な
法
則
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
説
明
の
価
値
を
持

つ
に
す
ぎ
な
い
。

最
後
に
、
ヘ
ン
ペ
ル
は
、
全
く
形
而
上
学
的
な
歴
史
の
「
理
論
」
に

＠
 

つ
い
て
述
べ
る
。
時
に
、
歴
史
学
に
お
け
る
説
明
解
釈
に
関
す
る
あ
る

特
定
の
学
派
の
信
奉
者
は
、
彼
ら
の
ア
。
フ
ロ
ー
チ
に
好
意
的
な
証
拠
と

し
て
、
そ
の
学
派
の
代
表
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
歴
史
の
予
測
の
成
功

を
あ
げ
る
。
理
論
に
よ
る
予
測
の
成
功
は
確
か
に
妥
当
性
の
適
切
な
証

拠
で
は
あ
る
が
、
首
尾
よ
く
当
た
っ
た
予
測
が
本
当
に
理
論
に
よ
っ
て

獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

予
測
が
、
理
論
自
体
か
ら
は
引
き
だ
し
え
な
い
巧
妙
な
推
測
で
あ
る
か

も
知
れ
な
い
か
ら
だ
。
こ
う
い
う
場
合
、
た
と
え
予
測
が
首
尾
よ
く
あ

た
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
理
論
に
と
っ
て
に
せ
の
確
証
と
な
っ

て
し
ま
う
。
同
じ
理
由
か
ら
、
確
証
が
で
き
な
い
形
而
上
学
的
な
に
せ

の
説
明
は
真
の
説
明
か
ら
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
あ

る
個
人
の
業
績
を
、
「
歴
史
に
お
け
る
彼
の
使
命
」
と
か
「
宿
命
」
な

ど
の
見
方
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
、
確
証
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で

に
せ
の
説
明
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ヘ
ン
ペ
ル
は
歴
史
学
に
独
自
の
法
則
と
い
う
主
張
に
対

し
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
自
身
は
自
分
の

- 56-



立
場
を
中
立
で
あ
る
と
言
う
。
つ
ま
り
、
歴
史
学
に
お
け
る
法
則
と
社

会
学
や
他
の
経
験
科
学
の
法
則
と
を
区
別
す
る
特
別
の
方
法
を
前
提
に

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
な
に
が
し
か
の
特
別
な
意
味
で
歴
史
的

な
経
験
的
法
則
と
い
う
仮
定
を
否
定
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、

実
際
に
歴
史
家
が
、
明
示
的
に
せ
よ
暗
黙
の
内
に
せ
よ
使
用
し
て
い
る

普
遍
的
仮
説
の
多
く
は
、
心
理
学
、
経
済
学
、
社
会
学
の
法
則
と
し
て

分
類
さ
れ
、
歴
史
法
則
と
呼
び
う
る
も
の
は
と
く
一
部
で
あ
ろ
う
。
一

方
、
独
自
の
法
則
と
い
う
主
張
と
は
対
照
的
に
過
去
の
純
粋
な
叙
述
に

歴
史
研
究
の
本
質
と
目
的
を
設
定
す
る
考
え
方
に
対
し
て
、
ヘ
ン
ペ
ル

⑬
 

は
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
歴
史
学
の
研
究
対
象
は
過
去
で
あ
る
た
め

に
直
接
に
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
も
そ
も
過
去
の

純
粋
な
叙
述
と
い
う
の
は
不
可
能
な
目
標
で
し
か
な
い
。
歴
史
家
が
な

し
う
る
の
は
、
現
在
の
デ
ー
タ
を
過
去
の
出
来
事
と
結
び
つ
け
る
普
遍

的
仮
説
を
用
い
て
、
間
接
的
に
知
識
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
歴
史
学
に
お
け
る
一
般
法
則
の
役
割
が
あ
い

ま
い
で
あ
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
―
つ
に
、
歴
史
学
に
お
い
て
は
含

ま
れ
て
い
る
規
則
性
が
あ
ま
り
に
身
近
な
た
め
に
、
言
及
す
る
に
値
す

る
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
い
ま
―
つ
に
、
過
去
の
出
来

事
に
関
す
る
知
識
を
確
か
な
も
の
に
す
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
仮
説
や

理
論
を
、
歴
史
学
の
補
助
科
学
に
属
さ
し
め
る
習
慣
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
歴
史
学
の
方
法
論
的
自
立
、
他
の
科
学
か

ら
の
独
立
を
目
指
し
て
、
た
い
へ
ん
あ
い
ま
い
な
意
味
で
「
真
に
歴
史

的
な
法
則
」
と
い
っ
た
も
の
を
探
求
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
ま
た

同
じ
く
、
法
則
へ
の
拒
否
を
徹
底
し
「
純
粋
な
叙
述
」
を
求
め
る
こ
と

も
、
叙
述
と
理
論
の
不
可
分
性
か
ら
み
て
誤
り
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
ヘ
ン
ペ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
論
を
閉
じ
て
い

る
。
「
歴
史
研
究
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
そ
の
圧
倒
的
多
数
が
、
伝

統
的
に
は
歴
史
学
か
ら
区
別
さ
れ
て
き
た
研
究
領
域
で
生
ま
れ
た
よ
う

な
普
逼
的
仮
説
を
、
よ
り
広
汎
に
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
経
験
科
学
の
方
法
論
的
統
一
と
呼
び
う
る
問
題
の
、
ま
さ
に
一
側

＠゚

面
で
あ
る
」

一
九
四
二
年
の
ヘ
ン
ペ
ル
の
論
文
の
内
容
は
、
以
上
の
通
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
歴
史
の
認
識
論
の
展
開
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
意
味
を

探
っ
て
み
る
。

も
し
哲
学
の
歴
史
が
、
い
さ
さ
か
乱
暴
な
見
方
で
あ
る
に
せ
よ
、
存

在
論
と
認
識
論
の
絶
え
ざ
る
継
起
交
替
で
あ
る
と
言
い
う
る
な
ら
ば
、

歴
史
哲
学
の
歴
史
も
ま
た
、
歴
史
の
存
在
論
と
歴
史
の
認
識
論
と
の
両

者
が
織
り
な
す
一
枚
の
布
で
あ
る
と
言
え
る
。
た
だ
歴
史
哲
学
の
歴
史

の
場
合
に
は
、
常
に
「
歴
史
の
存
在
論
と
し
て
の
歴
史
哲
学
」
が
「
歴

史
の
認
識
論
と
し
て
の
歴
史
哲
学
」
に
優
先
し
て
い
た
。
後
者
は
フ
ラ

⑭
 

ン
ス
一
七
・
八
世
紀
の
「
歴
史
の
懐
疑
主
義
」
の
展
開
の
中
に
、
そ
の

お

わ

り

に
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濫
瘍
を
認
め
う
る
の
み
で
あ
り
、
そ
の
本
格
的
な
始
ま
り
は
、
一
九
世

紀
の
新
カ
ン
ト
学
派
の
思
索
の
中
に
、
さ
ら
に
は
新
カ
ン
ト
学
派
の
哲

学
理
論
を
―
つ
の
基
礎
と
し
つ
つ
ラ
ン
ケ
史
学
の
伝
統
の
上
に
成
立
し

た
歴
史
主
義
の
思
想
の
中
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
歴
史
哲
学
に
お
け
る
認
識
論
に
対
す
る
存
在
論
の
優
位
は
、

決
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
間
歌
的
で
は
あ
れ
、
歴
史
の
認
識

論
と
し
て
の
歴
史
哲
学
は
歴
史
の
舞
台
に
立
ち
現
わ
れ
た
。
そ
し
て
わ

れ
わ
れ
は
、
そ
の
登
場
が
、
と
り
わ
け
一
九
世
紀
以
降
、
頻
繁
に
な
っ

て
き
て
い
る
こ
と
に
注
目
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ

は
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
、
リ
カ
ー
ト
と
い
っ
た
新
カ
ン
ト
学
派
の
人

々
や
生
の
哲
学
者
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
始
ま
り
、
歴
史
主
義
の
大
き
な
う

ね
り
を
通
っ
て
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
、
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
に
、
さ
ら
に
は
ア

ナ
ー
ル
派
の
祖
フ
ェ
ー
プ
ル
と
プ
ロ
ッ
ク
に
い
た
る
長
い
リ
ス
ト
を
作

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
こ
の
リ
ス
ト
こ
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ

副

ー
を
加
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
リ
ス
ト
に
載
せ
ら
れ

た
こ
れ
ら
の
人
物
が
、
自
ら
の
仕
事
あ
る
い
は
そ
の
一
部
を
「
歴
史
の

認
識
論
と
し
て
の
歴
史
哲
学
」
へ
と
組
み
い
れ
る
こ
と
を
簡
単
に
ゆ
る

す
と
は
思
え
な
い
が
、
と
も
か
く
も
一
九
世
紀
以
降
に
、
歴
史
の
認
識

と
い
う
問
題
に
対
す
る
関
心
の
一
定
の
高
ま
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。

歴
史
の
認
識
と
い
う
問
題
が
、
な
ぜ
一
九
世
紀
以
降
に
な
っ
て
注
目

さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
に
正
面
か
ら
明
確
な
答
を

用
意
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
そ
の
理
由
の
一
っ
と
し

て
、
歴
史
の
認
識
と
い
う
問
題
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
と
同
時
進
行

し
た
歴
史
学
の
側
の
事
情
、
歴
史
学
の
制
度
化
を
取
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

ち
な
み
に
こ
こ
で
い
う
歴
史
学
の
制
度
化
は
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お

け
る
ラ
ン
ケ
史
学
の
成
立
と
発
展
、
お
よ
び
欧
米
各
国
へ
の
ラ
ン
ケ
史

学
の
輸
出
、
と
り
わ
け
そ
の
史
料
実
証
主
義
と
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
方
式
の
教

R
 

授
形
態
の
輸
出
を
意
味
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
ヘ
ー
ゲ
ル
以
来
い
く
ど
と
な
く
く
り
か
え
し
指

摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
が
、
「
歴
史
」
と
い
う
言
葉
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

言
語
に
お
い
て
、
大
ま
か
に
い
っ
て
二
通
り
の
意
味
内
容
を
有
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
語
の

G
e
s
c
h
i
c
b
t
e
に
よ
く
表
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
「
起
こ
り
し
こ
と
」

r
g
g
e
s
t
a
e
と
い
う
意
味
と
、
い
ま
一
っ

は
、
ギ
リ
シ
ア
語
に
起
源
を
持
つ
ラ
テ
ン
語
の

historia
系
列
の
言

葉
に
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
「
起
こ
り
し
こ
と
の
探
求
・
記
述
」

his-

toria 
r
e
r
u
m
 g
e
s
t
a
r
u
m
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
二
分
法

に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
歴
史
学
の
制
度
化
は
、

G
⑬
c
h
i
c
h
t
e
か
ら

his-

toria

へ
の
移
行
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
「
歴
史
」
が
た
ん
に
過

去
の
出
来
事
そ
れ
自
体
を
さ
し
示
す
も
の
か
ら
、
出
来
事
の
探
求
・
記

述
へ
、
と
り
わ
け
出
来
事
の
探
求
の
方
へ
と
強
く
傾
斜
し
て
い
く
こ
と

＠
 

を
表
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

ま
た
一
方
で
、
歴
史
学
の
制
度
化
は
、
歴
史
学
の
自
律
化
と
関
わ
っ

て
い
る
。
在
野
の
教
養
人
の
手
に
よ
っ
て
も
の
さ
れ
た
歴
史
は
、
ま
す
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ま
す
大
学
の
学
科
の
中
で
専
門
家
の
手
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
簡
単
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
歴
史
は
「
書
か
れ
る
も
の
」
か
ら

「
研
究
さ
れ
る
も
の
」
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
変
化
に

応
じ
て
、
歴
史
は
学
問
と
し
て
の
標
準
装
備
、
す
な
わ
ち
学
問
対
象
、

接
近
方
法
、
認
識
方
法
な
ど
に
関
す
る
統
一
的
見
解
を
整
え
て
い
っ
た
。

か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
歴
史
の
認
識
に
対
す
る

関
心
の
高
ま
り
は
、
歴
史
学
の
制
度
化
に
と
も
な
っ
て
生
じ
た
と
言
え

る。
さ
て
、
歴
史
の
認
識
に
関
心
を
い
だ
い
た
多
く
の
歴
史
家
や
歴
史
哲

学
者
た
ち
は
、
総
じ
て
い
う
な
ら
ば
、
共
通
し
て
―
つ
の
問
に
対
し
て

答
を
え
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
彼
ら
は
歴
史
学
の
学
問
と

し
て
の
、
ま
た
学
科
と
し
て
の
成
立
を
期
し
て
、
ま
た
は
そ
の
成
立
に

応
じ
て
、
歴
史
学
の
学
問
論
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
に

際
し
て
彼
ら
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
共
通
し
て
「
歴
史
学
の
固
有
の

性
格
は
何
か
」
と
い
う
問
で
あ
っ
た
。
歴
史
学
の
学
問
対
象
、
接
近
方

法
、
認
識
方
法
は
、
他
の
経
験
諸
科
学
と
り
わ
け
自
然
科
学
と
比
べ
て
、

ど
う
い
っ
た
独
自
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
か
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
こ
の

問
に
答
え
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
歴
史
学
の
自
律
性
を
保
証
す
る
こ
と

に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
問
の
共
通
性
が
、
同
じ
く
概
括
的
な
意
味
に
お
い
て
で
し
か
な

い
け
れ
ど
も
、
答
の
共
通
性
を
生
み
だ
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な

い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
一
九
世
紀
の
歴
史
の
認
識
論
を
強
く

支
配
し
て
い
た
の
は
、
自
然
科
学
と
歴
史
学
を
も
含
む
人
文
科
学
と
の

方
法
論
的
相
違
を
主
張
す
る
「
方
法
論
的
二
元
論
」

m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
i
c
a
l

d
u
a
l
i
s
m

で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
普
遍
的
な
一
般
法
則
の
定
立
を
目

指
す
「
法
則
定
立
的
科
学
」

n
o
m
o
t
h
e
t
i
s
c
h
e
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
 t
と
し

て
の
自
然
科
学
に
対
し
て
、
個
性
的
事
実
を
そ
の
一
回
性

E
i
n
m
a
l
i
g
、

keit

に
お
い
て
記
述
し
理
解
す
る
こ
と
を
目
指
す
「
個
性
記
述
的
科

学
」

i
d
e
o
g
r
a
p
h
i
s
c
h
e
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t

と
し
て
の
歴
史
学
を
対
置
し

た
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
主
張
は
、
こ
の
方
法
論
的
二
元
論
の
好
例
と

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
学
の
固
有
性
は
、
自
然
科
学
と
比
較
し

⑱
 

た
場
合
の
認
識
方
法
の
相
違
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
一
九
世
紀
の
歴
史
の
認
識
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
と
そ
の

帰
結
に
つ
い
て
、
以
上
の
よ
う
な
大
ま
か
な
見
取
図
を
描
く
こ
と
が
ゆ

る
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
前
章
ま
で
に
扱
っ
た
歴
史
の
説
明
に
関
す
る
ヘ

ン
ペ
ル
理
論
の
意
義
は
、
よ
り
は
っ
き
り
と
し
た
彫
像
に
仕
上
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
ヘ
ン
ペ
ル
理
論
は
、
一
九
世
紀
の
歴
史
の
認
識
論
の
結

論
に
正
面
か
ら
批
判
の
矢
を
放
っ
た
。
ヘ
ン
ペ
ル
に
と
っ
て
、
科
学
的

認
識
の
共
通
性
を
保
持
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
当
然
の
要
請
で
あ
っ
た
。

一
九
世
紀
の
認
識
論
が
必
要
以
上
に
引
き
離
し
て
し
ま
っ
た
自
然
科
学

と
歴
史
学
の
距
離
を
、
一
般
法
則
の
役
割
の
必
要
性
を
突
破
口
に
し
て

縮
め
る
こ
と
、
こ
れ
が
ヘ
ン
ペ
ル
の
意
図
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ヘ

ン
ペ
ル
に
よ
っ
て
攻
撃
目
標
に
す
え
ら
れ
た
の
は
、
「
感
情
移
入
に
よ

る
理
解
」
で
あ
り
「
純
粋
な
叙
述
」
で
あ
り
、
ま
た
認
識
内
容
を
持
た
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な
い
「
形
而
上
学
的
歴
史
法
則
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
方
法

や
理
念
が
、
す
ぺ
て
一
九
世
紀
の
歴
史
学
と
歴
史
哲
学
の
専
売
特
許
で

あ
っ
た
こ
と
は
い
ま
さ
ら
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
ヘ
ン
ペ
ル
の
理
論
は
た
ん
に
歴
史
の

分
析
哲
学
の
出
発
を
告
げ
る
号
砲
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
二

0
世

紀
の
新
た
な
歴
史
の
認
識
論
の
出
発
を
告
げ
る
号
砲
で
も
あ
っ
た
。
彼

の
主
張
自
体
は
、
論
理
的
性
格
が
強
す
ぎ
る
た
め
歴
史
学
の
実
際
か
ら

か
け
離
れ
て
い
る
点
も
あ
る
。
た
と
え
ば
説
明
ス
ケ
ッ
チ
を
完
全
な
も

の
に
す
る
こ
と
で
、
歴
史
学
の
説
明
は
真
の
説
明
に
な
り
う
る
と
い
っ

て
も
、
具
体
的
な
研
究
対
象
に
対
し
て
い
か
に
説
明
を
与
え
、
そ
れ
を

完
全
な
も
の
に
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
が
、
読
み
手
に
は
判
然
と
し
な

い
し
、
お
そ
ら
く
ヘ
ン
ペ
ル
自
身
も
判
然
と
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
数
多
く
含
み
な
が
ら
も
、
説
明
の
論

理
構
造
と
い
う
点
か
ら
方
法
論
的
二
元
論
を
攻
撃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

結
果
的
に
は
こ
れ
を
打
ち
破
る
力
を
持
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
ゆ
え
に
今
世
紀
の
歴
史
の
認
識
論
は
、
以
後
ヘ
ン
ペ
ル
理
論
を
め

ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
の
歴
史
の
分
析
哲
学
の
展

開
に
お
い
て
、
ヘ
ン
ペ
ル
理
論
が
た
ど
っ
た
運
命
に
つ
い
て
は
、
他
日

稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

①
以
下
、
ヘ
ン
ペ
ル
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
に
よ
っ
た
。

P
a
t
r
i
c
k

G
a
r
d
i
n
e
r
 
(ed.)•Theories 

o
f
 H
ぢ
tory
(
T
h
e
 F
r
e
e
 Press, 
N•Y.,1959), 

p
.
3
4
4
.

長
坂
源
一
郎
「
カ
ー
ル
・
ヘ
ン
ペ
ル
の
哲
学
」
カ
ー
ル
・
ヘ
ン
ペ
ル
著

（
長
坂
源
一
郎
訳
）
『
科
学
的
説
明
の
諸
問
題
』
（
一
九
七
三
年
、
岩
波
書
店
）
、

ニ
ニ
ー
ー
四
一
頁
。

③
分
析
哲
学
は
、
ヴ
ィ
ー
ン
学
団
を
代
表
と
す
る
論
理
実
証
主
義

logical

召
s
i
t
i
v
i
s
m

と
ア
メ
リ
カ
の
主
流
哲
学
で
あ
っ
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
の

融
合
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
、
数
多
く
の
論
理
実

証
主
義
者
が
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
、
科
学
的
経
験
主
義
と
い
う
大
き
な
枠
組
の

中
で
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
合
流
し
た
。
分
析
哲
学
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
っ

て
い
る
が
、
吉
田
夏
彦
に
よ
れ
ば
、
共
通
の
特
徴
を
川
言
語
の
用
法
の
分
析
を

手
が
か
り
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
パ
ラ
ド
ク
ス
を
解
く
こ
と
、
切
他
の
学
問
が
ま

だ
そ
こ
に
問
題
を
発
見
し
て
い
な
い
領
域
の
中
か
ら
問
題
を
取
り
だ
し
て
み
せ

る
こ
と
の
二
つ
に
求
め
て
い
る
。
大
森
荘
蔵
「
論
理
実
証
主
義
」
碧
海
純
一
、

石
本
新
、
大
森
荘
蔵
他
編
『
科
学
時
代
の
哲
学
1
』
（
一
九
六
四
年
、
培
風
館
）
、

六
七
ー
九
八
頁
。
吉
田
夏
彦
「
現
代
哲
学
の
展
望
_
ー
ー
分
析
哲
学
を
中
心
と
し

て
ー
ー
」
『
科
学
時
代
の
哲
学
1
』
、
九
九
ー
―
二

0
頁。

③
ヴ
ィ
ー
ン
学
団
は
一
九
二
八
年
―
一
月
に
、
＞
ュ
リ
ッ
ク
を
中
心
と
す
る
マ

ッ
ハ
協
会

V
e
r
e
i
n
E
r
n
s
t
 M
a
c
h
と
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
を
中
心
と
す
る
経
験

哲
学
協
会
が
合
同
集
会
を
開
い
た
こ
と
に
始
ま
る
。
学
団
は
固
有
の
テ
ー
ゼ
を

持
た
ず
、
た
だ
基
本
的
態
度
、
観
点
、
研
究
方
向
に
よ
っ
て
特
性
づ
け
ら
れ
る
。

註
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④
科
学
的
説
明
の
論
理
構
造
の
解
明
と
い
う
問
題
に
対
す
る
ヘ
ン
ペ
ル
の
主
張

は
、
一

0
編
を
越
え
る
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
主
要
な

も
の
は
論
文
集
の
形
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

C
a
r
l
G
•
H
e
m
p
e
l

、
A
s
p
e
c
t
s

o
f
 S
c
i
e
n
t
i
f
i
c
 
E
z
p
lミ
n
a
t
i
o
n
:
 a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
E
s
s
a
y
s
 
in 
t
h
e
 Philo• 

s
o
p
h
y
 o
f
 S
c
i
e
n
c
e
 (
T
h
e
 F
r
e
e
 P
r
e
s
s
,
 
N•Y·”1965). 

⑤
ヘ
ン
ペ
ル
『
科
学
的
説
明
の
諸
問
題
』
。
こ
の
邦
訳
は
、
註
④
に
示
し
た
ヘ

ン
ペ
ル
の
論
文
集
の
中
の
一
編
に
す
ぎ
な
い
。

⑥

H
e
m
p
e
l
、̀。
T
h
e
F
u
n
c
t
i
o
n
 o
f
 
G
e
n
e
r
a
l
 L
a
w
s
 in H
i
s
t
o
r
y
,
'
'
J
o
u
,
 n
a
l
 

o
f
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 
3
9
(
1
9
4
2
)
,
3
5
1
4
8
;
 id., 
A
s
p
e
c
t
s
 o
f
 S
c
i
e
n
t
i
f
i
c
 
Ez‘ 

p
l
a
n
a
t
i
o
n
•
p
p
.
2
3
1
1
4
3
.

以
下
本
論
に
お
け
る
引
用
は
、
後
の
論
文
集
の
頁

数
を
示
す
。

⑦

Ibid., p. 
2
3
1
.
 

⑧
こ
の
論
文
で
は
、
「
一
般
法
則
」

g
e
n
e
r
a
l
l
a
w
「
一
般
的
仮
説
」

g
e
n
e
r
a
l

h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
「
普
遍
的
仮
説
」

u
n
i
v
e
r
s
a
l
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
と
い
う
言
葉
が
使
わ

れ
て
い
る
が
、
す
ぺ
て
同
じ
意
味
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
た
だ
し
、
「
法
則
」

と
い
う
場
合
に
、
そ
の
命
題
が
経
験
的
に
よ
く
確
か
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
含

意
す
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
ヘ
ン
ペ
ル
は
必
要
に
応
じ
て
「
仮
説
」
の
方
を

選
択
し
て
い
る
。

⑨

出

来

事
E
、
C
は
、
そ
れ
ぞ
れ

effect
と

c
a
u
s
e

の
頭
文
字
で
あ
り
、

説
明
に
際
し
て
は
、
C
は

C
1
•
C
2
•

…

•
C
nを
代
表
し
て
い
る
。

⑩
後
に
ヘ
ン
ペ
ル
は
、
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
科
学
的
説
明
を
、
「
演
繹

的
法
則
的
説
明
」

d
e
d
u
c
t
i
v
e
-
n
o
m
o
l
o
g
i
c
a
l

e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
、
D
-
N
e
x
p
l
a
-

n
a
t
i
o
n
と
呼
び
次
の
よ
う
な
モ
デ
ル
に
定
式
化
し
た
。
H
e
m
p
e
l
,
A
s
p
e
c
t
s
 o
f
 

S
c
i
e
n
t
i
f
i
c
 Explanation•p. 

2
4
9
,
3
3
6
.
 

m
 

u
 

s

d

 

an

項

nan

明

la

n
 

説

Xp

項

la

被

E

明

Xp

説

E

.•• 

勾
き
記

件

法

へ

の

条

る

象

期

般

れ

現

初

一

さ

的

“
山
畔
讐

.

E

繹

2

2

 

C

上

↓

演一
的理

C

L

 

,

.

.

 l
|論

⑪

I
b
i
d
•
•
p
p
.
2
3
4
-
3
5
.

説
明
と
予
測
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
同
じ
部
分
に
も
う

―
つ
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
予
測
と
は
ち
が
っ
て
、
説
明
が
多
く

の
場
合
、
不
完
全
な
外
見
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
説
明
文

に
お
い
て
は
、
原
因
あ
る
い
は
決
定
要
因
は
す
ぺ
て
詳
細
に
わ
た
っ
て
指
摘
さ

れ
る
こ
と
が
少
な
い
。
そ
し
て
、
一
般
法
則
は
し
ば
し
ば
当
然
の
こ
と
と
し
て

省
略
さ
れ
る
。

⑫

Ibid., p. 
2
3
5
.
 

⑱

Ibid., p. 
2
3
6
.
 

⑭

Ibid., p.
器
7
.

ヘ
ン
ペ
ル
は
次
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
て
い
る
。
「
た
と
え
ば
、

兄
が
か
か
っ
た
二
週
間
あ
と
に
ト
ミ
ー
が
は
し
か
に
か
か
り
、
な
お
か
つ
ト
ミ

ー
の
ま
わ
り
の
人
間
が
は
し
か
に
か
か
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ

れ
は
、
ト
ミ
ー
が
兄
か
ら
は
し
か
を
う
つ
さ
れ
た
と
い
う
説
明
を
受
け
い
れ
る
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だ
ろ
う
。
こ
の
説
明
の
基
礎
に
は
一
般
的
仮
説
が
あ
る
が
、
『
こ
れ
ま
で
は
し

か
に
か
か
っ
た
こ
と
が
な
い
人
は
だ
れ
で
も
、
は
し
か
に
か
か
っ
て
い
る
人
と

一
緒
に
い
れ
ば
、
ま
ち
が
い
な
く
は
し
か
に
か
か
る
』
と
い
う
内
容
の
一
般
法

則
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
場
合
伝
染
が
起
こ
る
こ
と
は
高
い
蓋
然
性
で

し
か
主
張
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

⑮
ヘ
ン
ペ
ル
は
、
後
に
な
っ
て
統
計
的
な
性
格
を
持
つ
説
明
を
「
演
繹
的
統
計

的
説
明
」

deductive'statistical
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
と
「
帰
納
的
統
計
的
説
明
」

、
る
。
ヘ
ン
ペ
ル
『
科
学

inductive'statistical 
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n

に
ム
ク

2
"
-」
し

的
説
明
の
諸
問
題
』
、
五
三
ー
九
0
頁。

⑯

H
e
m
p
e
l
,
 A
s
p
e
c
t
s
 
o
f
 S
c
i
e
n
t
i
f
i
c
 E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
•
p
.
2
3
8
.

別
の
論
文

に
お
い
て
、
ヘ
ン
ペ
ル
は
「
部
分
的
説
明
」

partial
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
と
い
う

言
葉
も
用
い
て
い
る
。
H
e
m
p
e
l
,
•
•
E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n

in 
S
c
i
e
n
c
e
 
a
n
d
 in H
i
s
、

tory, "
i
n
 
R
.
G
.
C
o
l
o
d
n
y
(
e
d
.
)
,
F
r
o
n
t
i
e
r
s
 
o
f
 S
c
i
e
n
c
e
 a
n
d
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 

a
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 o
f
 
P
i
t
t
s
b
u
r
g
h
 Press, P
i
t
t
s
b
u
r
g
,
 1
9
6
2
)
,
 pp. 9
-
3
3
.
 

⑰

H
e
m
p
e
l
,
 A
s
p
e
c
t
s
 o
f
 S
c
i
e
n
t
i
f
i
c
 
E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
,
 pp. 2
3
8
-
3
9
.

に
せ

の
説
明
あ
る
い
は
説
明
ス
ケ
ッ
チ
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
次
の
よ

う
な
「
説
明
」
で
あ
る
。
あ
る
出
来
事
を
あ
る
民
族
の
歴
史
的
宿
命
に
よ
っ
て
、

あ
る
い
は
歴
史
の
正
義
の
原
理
と
い
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
。
こ

の
よ
う
な
言
葉
は
、
経
験
的
に
無
意
味
で
あ
る
と
ヘ
ン
ペ
ル
は
考
え
る
。
ま
た
、

説
明
ス
ケ
ッ
チ
は
歴
史
学
以
外
の
学
問
分
野
に
も
見
ら
れ
る
。
心
理
学
に
お
け

る
心
理
分
析
は
こ
れ
に
相
当
す
る
。
当
然
、
経
験
的
に
無
意
味
な
、
す
な
わ
ち

認
識
内
容
を
持
た
な
い
「
説
明
」
は
他
の
経
験
科
学
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
。

た
と
え
ば
、
そ
の
役
割
に
つ
い
て
は
何
の
規
定
も
さ
れ
て
い
な
い
「
生
命
力
」

と
い
っ
た
も
の
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
機
体
の
行
動
の
諸
特
徴
を
説

明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
。

⑱

Ibid., p. 239.

こ
こ
で
批
判
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
理
解
に
つ
い
て
は
、
デ

ィ
ル
タ
イ
の
「
感
情
移
入
」
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
の
ち
の

歴
史
の
分
析
哲
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の
「
再

行
為
」

r
e
-
e
n
a
c
t
m
e
n
t
と
い
う
概
念
で
あ
る
。

R.
G
.
 C
o
l
l
i
n
g
w
o
o
d
,
 
T
h
e
 

I
d
e
a
 
o
f
 
H
i
s
t
o
r
y
 (
O
x
f
o
r
d
 U.P.

、
1
9
6
1
)
,
first 
p
u
b
l
i
s
h
e
d
 
1
9
4
6
,
p
p
.
 

2
0
5
-
4
9
.
 

⑲

H
e
m
p
e
l
,
 A
s
p
e
c
t
s
 o
f
 S
c
i
e
n
t
i
f
i
c
 E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
,
 p. 2
4
1
.

後
に
ヘ
ン

ペ
ル
は
発
生
論
的
説
明
を
次
の
よ
う
な
モ
デ
ル
に
ま
と
め
て
い
る
。
ヘ
ン
ペ
ル

『
科
学
的
説
明
の
諸
問
題
』
、
一
三
一
ー
三
八
頁
。

s
¥
S
'
2
l
s
2
,
,
.
s
`
3
S
3

、
•• 
¥
s
`
n
,
1

一
S
n
,
1
↓
S
n

+
D
2
l
+
D
J
+
D
n
,
1
 

こ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
、

S
1
は
初
期
段
階
の
純
粋
な
記
述
で
、
第
二
段
階
の

s̀
2
と
は
法
則
的
関
連
が
成
立
し
、
そ
れ
は
矢
印
で
示
さ
れ
て
い
る
。

S̀
2
は
第

二
段
階
に
特
徴
的
な
そ
の
他
の
要
因
の
記
述
D
2
と
合
わ
さ
っ
て
S
2
を
構
成
す

る。

D
2
は
つ
ま
り
、
第
二
段
階
に
お
い
て
説
明
な
し
に
あ
げ
ら
れ
る
他
の
事

実
に
関
す
る
情
報
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
な
が
ら
S
1
か
ら
S
n
ま
で

の
記
述
を
行
な
う
こ
と
が
、
発
生
論
的
説
明
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

発
生
論
的
説
明
に
お
い
て
も
、
矢
印
で
示
さ
れ
て
い
る
法
則
的
関
連
が
連
続
的

に
作
用
し
て
い
る
。
た
だ
し
ヘ
ン
ペ
ル
は
、
こ
の
関
連
が
前
提
と
す
る
規
則
性

が
歴
史
に
お
い
て
は
全
部
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
統
計
的
性
格
を
持

つ
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑳

H
e
m
p
e
l
,
 A
s
p
e
c
t
s
 o
f
 S
c
i
e
n
t
i
f
i
c
 
E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
,
 pp. 2
4
1
-
4
2
.
 

⑪

Ibid., p. 2
4
2
.
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⑫

I
b
i
d
.
、
P
-
2
3
3
,
2
4
3
.

⑬

Ibid., p. 2
4
3
.
 

⑳
拙
稿
「
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
歴
史
」
樋
口
謹
一
編
『
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
研
究
』

（
一
九
八
四
年
、
白
水
社
）
、
五
五
ー
八
六
頁
。

⑮
た
と
え
ば
ガ
ー
デ
ィ
ナ
ー
は
、
彼
の
編
集
し
た
歴
史
哲
学
の
テ
ク
ス
ト
を
、

「
第
一
部
歴
史
の
哲
学
」
と
「
第
二
部
歴
史
的
知
識
、
歴
史
的
説
明
に
関
す
る

最
近
の
見
解
」
に
大
別
し
て
い
る
が
、
第
一
部
は
さ
ら
に
、
「
歴
史
過
程
の
解

釈
」
と
「
歴
史
的
知
識
の
本
質
」
に
二
分
さ
れ
、
後
者
を
デ
ィ
ル
タ
イ
の
見
解

か
ら
始
ま
り
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
に
い
た
る
流
れ
と
捉
え
て
い
る
。

G
a
r
d
i
n
e
r

(ed.), T
h
e
o
r
i
e
s
 o
f
 H
i
s
t
o
,
 y
、
p
p
.
2
1
1
-
6
2
.
 

⑱

G
e
o
r
g
 G
.
 
l
g
g
e
r
s
,
`
`
T
h
e
 
I
m
a
g
e
 o
f
 R
a
n
k
e
 in 
A
m
e
r
i
c
a
n
 a
n
d
 G
e
r
,
 

m
a
n
 H
i
s
t
o
r
i
c
a
l
 
T
h
o
u
g
h
t
,
"
 H
i
s
t
o
r
y
 
a
n
d
 T
h
e
o
r
y
 2
 (1
9
6
2
)
1`
7
-
4
0
.
 

⑰
拙
稿
「
現
代
歴
史
学
と
数
量
的
方
法
」
『
史
林
』
第
六
四
巻
三
号
（
一
九
八

一
年
五
月
）
、
六
一
ー
九
五
頁
。

⑱

G
e
o
r
g
 G
.
 l
g
g
e
r
s
,
 T
h
e
 G
e
r
m
a
n
 C
o
n
c
e
p
t
i
o
n
 o
f
 H
i
s
t
o
r
y
(
W
e
s
l
e
y
a
n
 

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 P
r
e
s
s
,
 1968)・ 

（
関
西
大
学
専
任
講
師

F
.
R
・
マ
グ
ー
ン

Jr
著

フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
と
言
え
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
サ
ッ
カ
ー
、
ウ
ュ

ー
ル
ズ
で
は
ラ
グ
ビ
ー
、
ア
メ
リ
カ
で
は
ア
メ
リ
カ
ン
・
フ
ッ
ト
ボ
ー

ル
を
示
す
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
本
は
そ
の
前
身
で
あ
る
フ
ッ
ト

ボ
ー
ル
の
歴
史
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
競
技
の
史
料
初
出
は
―
二
世
紀
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
以
後
チ
ョ

ー
サ
ー
や
ジ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
等
の
様
々
な
史
料
に
登
場
す
る
が
、
そ
れ

は
含
ま
っ
た
ワ
ク
の
中
で
で
は
な
く
村
を
あ
げ
て
の
祝
祭
的
な
性
格
を

も
つ
も
の
で
あ
り
、
死
者
が
出
る
く
ら
い
荒
っ
ぽ
い
た
め
に
何
度
も
漿

令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
効
果
は
ほ
と
ん
ど
な
く
民
衆
の
間
に
う

け
つ
が
れ
、
一
九
世
紀
に
入
っ
て
、
「
手
を
使
う
か
ど
う
か
」
等
の
ル

ー
ル
の
問
題
か
ら
二
派
に
わ
か
れ
、
現
在
の
よ
う
な
サ
ッ
カ
ー
と
ラ
グ

ビ
ー
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
（
ち
な
み
に
、
サ
ッ
カ
ー
の
名
は
ア
ソ
ッ

エ
ー
ジ
ョ
ン
・
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
が
ち
ぢ
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
）

日
本
で
も
最
近
で
は
ラ
グ
ビ
ー
や
サ
ッ
カ
ー
の
人
気
が
高
ま
り
、
関

心
を
も
つ
人
が
ふ
え
て
い
る
が
、
そ
の
歴
史
的
背
景
や
ル
ー
ル
の
出
来

を
知
る
う
え
で
、
中
村
敏
雄
『
オ
フ
サ
イ
ド
は
な
ぜ
反
則
か
』
と
並
読

さ
れ
れ
ば
一
層
楽
し
め
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
〔
光
〕

「
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
社
会
史
」

〔
新
刊
紹
介
〕

（
岩
波
新
書
）

忍
足
欣
四
郎
訳
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