
「
イ
ロ
ニ
!
」

の
関
か
れ
た
関
係
性
へ
の
射
程

道
徳
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
多
く
の
場
合
、
な
ん
ら
か
の
行
動
規

範
へ
の
従
属
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
行
動
規
範
を
提
供
し
て

い
る
も
の
の
多
様
性
に
よ
っ
て
、
道
徳
の
構
造
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が

生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
国
家
権
力
と
結
び
つ
い
た
場
合
、
そ
れ
は

「
法
律
」
と
い
う
名
称
の
も
と
に
明
ら
か
な
抑
止
力
を
個
人
に
対
し
て
行

使
す
る
の
だ
が
、
国
家
と
個
人
と
の
中
間
に
位
置
し
、
両
者
を
取
り
結

ぶ
よ
う
な
中
間
団
体
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
「
市
民
道
徳
」
あ
る
い
は
「
職

業
倫
理
」
と
い
っ
た
も
の
も
、
そ
の
団
体
の
個
人
に
対
す
る
近
さ
に
よ

っ
て
、
時
と
し
て
主
観
的
に
は
よ
り
強
い
抑
止
力
を
発
動
す
る
。
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
具
体
的
な
共
同
体
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
支
え
ら
れ
て
い

る
行
動
規
範
で
あ
り
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
、
「
制
裁
を
と
も
な
う
行
為
準

断
)
」
と
定
式
化
し
た
よ
う
な
道
徳
で
あ
る
。

「
君
の
意
志
の
格
律
が
い
つ
で
も
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し

(
2
)
 

て
妥
当
す
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
と
い
う
カ
ン
ト
の
命
題
は
、
同
じ
く

和

右

桂

智

行
動
規
範
を
提
供
し
て
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
社
会
的
に
設
定
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
こ
れ
ら
と
は
異
な
る
構
造

を
持
つ
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
そ
の
根
底
に
お
い
て
理
性
の
普
遍
性
に

対
す
る
信
念
に
依
拠
し
て
お
り
、
そ
の
普
遍
性
と
い
う
性
質
に
よ
っ
て

普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
の
妥
当
性
を
担
保
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
理
性
の
個
人
的
な
使
用
に
よ
っ
て
思
考
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
て

も
、
カ
ン
ト
の
道
徳
は
原
理
的
に
は
共
同
性
に
仕
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
格
律
に
従
属
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
例
え
そ
れ
が
、
意
志
の
自

由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
で
あ
る
。

-97-

* 

あ
る
思
考
が
、
共
同
性
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
既
存
の
道
徳
に
対
し

て
異
を
唱
え
な
が
ら
も
、
規
範
よ
り
も
む
し
ろ
人
間
性
の
陶
治
へ
の
志

向
を
保
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
徳
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
可
能
だ

ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
道
徳
と
は
原
理
的
に
共
同
体
に
お
い
て
成
立
す

る
も
の
で
あ
り
、
個
人
的
に
志
向
さ
れ
る
人
間
性
の
陶
冶
と
い
っ
た
も



の
は
も
は
や
道
徳
と
は
呼
べ
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
こ
の

よ
う
に
問
う
こ
と
自
体
が
、
そ
も
そ
も
道
徳
は
何
に
仕
え
る
べ
き
な
の

か
と
い
う
根
源
的
な
問
題
を
引
き
連
れ
て
い
る
。
仕
え
る
べ
き
は
、
あ

る
具
体
的
な
共
同
体
な
の
か
、
理
念
的
な
普
遍
性
な
の
か
、
あ
る
い
は

理
念
的
な
絶
対
性
な
の
か
。

一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
活
動
し
た
初
期
ド
イ
ツ
・

ロ
マ
ン
派
と
呼
ば
れ
る
の
思
想
家
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
た
の
だ

が
、
そ
の
中
の
理
論
的
な
代
表
者
の
一
人
で
あ
っ
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ

ュ
レ

l
ゲ
ル

(
E
a立
与

ω喜一
o
m
m
ニ
寸
寸
M
I
E
N
S
の
手
に
よ
る
恋
愛
小

説
『
ル
ツ
イ
ン
デ
』
が
関
わ
っ
て
い
た
の
は
こ
の
よ
う
な
問
題
系
で
あ

る。
文
芸
批
評
家
と
し
て
の
一
定
の
地
位
と
比
べ
る
と
、
彼
の
小
説
は
さ

ほ
ど
有
名
で
は
な
い
。
理
由
は
い
く
つ
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
親
友
ハ

ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
芸
術
的
な
天
性
を
前
に
、
自
ら
は
「
批
評
家
」
と
し

(
3
)
 

て
活
動
し
よ
う
と
す
る
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
自
身
の
意
識
が
大
き
な
要
因
で

あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
が
小
説
と
し
て
執
筆

し
た
の
は
『
ル
ツ
イ
ン
デ
』
一
篇
で
あ
り
、
そ
れ
も
彼
の
構
想
全
体
か

ら
見
れ
ば
未
完
に
終
わ
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
彼
の
作
品
の

大
部
分
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、
『
ル
ツ
イ
ン
デ
』
に
限
っ
た
こ

と
で
は
な
い
の
だ
が
。

『
ル
ツ
イ
ン
デ
』
は
早
々
か
ら
激
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
。
「
猿
察

な
小
説
で
あ
る
」
と
い
う
風
評
が
出
版
さ
れ
る
前
か
ら
ベ
ル
リ
ン
に
広

(
4
)
 

ま
り
、
極
め
て
親
し
い
友
人
か
ら
も
辛
ら
つ
に
非
難
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

近
し
い
も
の
の
目
か
'
り
す
れ
ば
、
『
ル
ツ
イ
ン
デ
』
は
明
ら
か
に
シ
ュ
レ
l

ゲ
ル
と
そ
の
恋
人
で
あ
る
ド
ロ
テ
ア
の
私
生
活
が
モ
デ
ル
に
な
っ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
出
版
し
多
く
の
人
間
の
目
に
晒
す
こ
と
自
体
が

非
難
の
対
象
に
な
っ
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に

も
ス
ト
ー
リ
ー
の
演
劇
的
な
連
闘
が
破
綻
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る

形
式
に
関
し
て
、
あ
る
い
は
内
容
の
反
道
徳
性
に
関
し
て
多
く
の
批
判

が
持
ち
上
が
っ
た
。

「
世
評
」
を
見
掛
け
倒
し
の
化
け
物
に
喰
え
る
『
ル
ツ
イ
ン
デ
』
は
、

既
存
の
道
徳
的
秩
序
に
対
す
る
反
抗
と
い
う
意
味
で
は
、
確
か
に
反
道

徳
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
不
器
用
な
男
の
告
白
」
と
い
う
副
題
が
暗
示

し
て
い
る
よ
う
に
、
文
体
の
異
な
る
い
く
つ
か
の
章
を
通
じ
て
主
旋
律

と
な
っ
て
い
る
の
は
、
主
人
公
ユ

l
リ
ウ
ス
の
恋
人
ル
ツ
イ
ン
デ
に
対

す
る
愛
情
の
告
白
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
は
愛
の
も

と
で
成
立
す
る
人
間
性
の
陶
冶

3
E
S加
)
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
お
り
、

そ
こ
に
は
一
定
の
道
徳
性
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人

間
性
の
陶
冶
に
と
っ
て
、
既
存
の
道
徳
は
全
く
無
価
値
な
も
の
と
し
て

描
写
さ
れ
る
。
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客
観
的
に
見
た
ユ

l
リ
ウ
ス
の
振
る
舞
い
は
、
あ
ら
ゆ
る
市
民



的
社
会
的
秩
序
に
か
な
っ
て
い
た
。
人
々
が
ユ

l
リ
ウ
ス
は
分
別

が
あ
る

(
5
2
5歪
包
と
言
い
出
し
た
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
苦

痛
の
波
が
彼
の
内
面
を
荒
々
し
く
引
き
裂
き
、
精
神
の
病
が
ま
す

ま
す
深
く
、
自
に
見
え
な
い
形
で
そ
の
心
を
蝕
ん
で
い
る
時
で
あ

角

田

h
U
】

っ
た
。

つ
ま
り
、
世
間
の
評
価
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
の
は
市
民
的
社
会
的

秩
序
に
形
式
的
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
の
み
で
あ
り
、
内

面
の
精
神
と
は
関
わ
り
が
な
い
も
の
と
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
は
当

然
、
精
神
的
な
人
間
性
の
陶
冶
と
は
関
係
を
持
た
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
表
面
的
と
さ
れ
る
既
存
の
社
会
道
徳
と
対
照
的
に
、
ユ
ー

リ
ウ
ス
の
内
面
の
苦
し
み
を
解
消
し
た
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
の
が
、

一
人
の
女
性
と
の
出
会
い
で
あ
る
。

そ
の
情
熱
の
始
ま
り
に
お
い
て
、
ユ

l
リ
ウ
ス
に
彼
女
の
本
質

を
と
ら
え
さ
せ
た
一
面
と
は
、
魂
の
偉
大
さ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

ユ
i
リ
ウ
ス
の
魂
の
真
剣
さ
に
相
応
し
く
呼
応
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
彼
の
全
存
在
は
、
い
わ
ば
表
面
か
ら
内
面
へ
と
退
い
た
。
彼

は
内
向
性
へ
と
沈
み
込
み
、
人
と
の
交
際
を
避
け
た
。
(
中
略
)

こ
の
気
高
い
女
友
達
を
崇
拝
す
る
こ
と
が
、
彼
の
精
神
に
と
っ

て
新
し
い
世
界
の
確
固
た
る
中
心
と
な
り
、
基
盤
と
な
っ
た
。
こ

こ
に
あ
ら
ゆ
る
懐
疑
は
消
え
去
り
、
こ
の
形
を
持
っ
た
善
性
の
う

ち
に
、
ュ
!
リ
ウ
ス
は
生
の
価
値
を
感
じ
、
意
志
の
全
能
性
を
予

感
し
た
の
だ
守
)

ユ
l
リ
ウ
ス
の
内
面
の
陶
冶
の
た
め
に
は
ま
っ
た
く
意
味
を
な
さ
な

か
っ
た
市
民
的
社
会
的
秩
序
と
、
内
面
の
奥
深
く
ま
で
侵
入
し
た
近
し

い
女
友
達
の
精
神
性
と
い
う
こ
の
対
照
は
、
人
間
性
の
陶
冶
に
際
し
て

よ
り
狭
く
緊
密
な
関
係
性
の
中
に
内
向
す
る
と
い
う
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
の

思
考
の
性
質
を
典
型
的
に
表
し
て
い
る
。
『
ル
ツ
イ
ン
デ
』
中
に
お
い
て

最
終
的
に
人
間
性
の
陶
冶
の
場
と
な
る
の
は
、

ン
デ
と
い
う
二
者
の
緊
密
な
関
係
性
で
あ
る
。

ユ
l
リ
ウ
ス
と
ル
ツ
ィ

大
粒
の
涙
が
聖
な
る
紙
片
の
上
に
落
ち
た
。
君
の
い
な
い
こ
こ
で
、

代
わ
り
に
見
つ
け
た
紙
の
上
に
。
な
ん
と
誠
実
に
、
そ
し
て
な
ん

と
素
直
に
書
き
と
め
て
お
い
て
く
れ
た
の
だ
ろ
う
、
僕
の
秘
め
ら

れ
た
愛
す
べ
き
も
く
ろ
み
に
つ
い
て
の
、
か
つ
て
の
大
胆
な
思
考

を
。
君
の
中
で
そ
れ
は
大
き
く
な
っ
た
。
こ
の
鏡
の
中
で
僕
は
、
自

ら
を
賞
賛
し
、
愛
す
る
こ
と
も
は
ば
か
ら
な
い
。
た
だ
こ
こ
に
お

い
て
の
み
、
僕
は
自
ら
を
全
き
も
の
、
調
和
し
た
も
の
と
し
て
見

る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
ま
っ
た
く
完
全
な
人
間
性
を
、
僕
の
そ
し

【マ，】

て
君
の
中
に
見
る
の
だ
。
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恋
人
の
メ
モ
の
中
に
自
ら
の
思
考
を
再
発
見
し
、
そ
こ
に
お
い
て
完



成
さ
れ
た
人
間
性
を
見
出
す
と
い
う
こ
の
構
造
は
、
一
見
す
る
と
白
閉

性
と
も
と
れ
る
。
し
か
し
、
不
健
全
さ
を
生
み
出
す
よ
う
な
種
類
の
自

問
し
た
共
同
性
と
は
、
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
の
思
想
は
質
的
に
異
な
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
形
式
的
に
見
て
も
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
の
提
示
す
る
こ
の

道
徳
性
は
既
存
の
道
徳
と
「
表
面
/
内
面
」
と
い
う
二
重
構
造
に
よ
っ

て
隔
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
自
問
し
た
共
同

性
の
内
部
に
お
け
る
社
会
的
な
道
徳
性
の
形
成
で
は
な
く
、
緊
密
な
関

係
性
の
内
部
に
お
け
る
、
よ
り
内
面
的
な
人
間
性
の
陶
冶
な
の
で
あ
る
。

* 

シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
の
道
徳
性
と
社
会
的
な
道
徳
性
と
を
区
別
し
た
上
で

再
び
問
う
べ
き
な
の
は
、
こ
の
内
向
し
た
緊
密
な
関
係
性
そ
れ
自
体
の

性
質
で
あ
る
。
基
礎
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
束
縛
の
否
定
と
そ
れ
を
許
容
す

る
緊
密
な
関
係
性
は
、
他
者
と
の
境
界
す
ら
無
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な

幼
児
的
全
能
性
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
こ
の
関

係
性
の
健
全
さ
を
支
え
て
い
る
。
物
語
の
後
半
、
一
層
緊
密
に
な
っ
て

い
く
二
人
の
関
係
の
描
写
に
お
い
て
逆
説
的
に
際
立
っ
て
く
る
の
が
、
近

さ
で
あ
る
と
同
時
に
遠
さ
で
も
あ
る
よ
う
な
二
者
の
距
離
で
あ
る
。
確

か
に
、
「
果
て
し
も
な
く
君
に
向
か
い
、
そ
し
て
永
速
に
届
か
な
い
ん
だ
、

【

0
0
}

僕
の
憧
れ
ば
、
」
と
い
う
ユ

l
リ
ウ
ス
の
言
葉
が
暗
示
し
て
い
る
の
は
断

絶
で
あ
る
よ
り
も
連
帯
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
で
も
漸
近

的
な
関
係
に
お
い
て
二
者
の
距
離
が
解
消
さ
れ
溶
け
合
う
こ
と
は
決
し

て
な
い
と
い
う
こ
と
が
常
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
覚

に
、
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
は
「
イ
ロ
ニ

l
」(【
3
2ぽ
)
と
い
う
名
称
を
与
え
、
芸

術
理
論
を
含
め
た
様
々
な
位
相
に
適
応
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
緊
密
な
関
係
性
に
お
い
て
志
向
さ
れ
る
「
完
全
な
人
間
性
」
が

意
味
し
て
い
る
の
は
、
端
的
に
言
え
ば
二
元
論
の
超
克
で
あ
る
。
そ
れ

は
「
個
と
全
」
の
二
元
論
で
あ
り
、
「
認
識
と
実
在
」
の
二
元
論
で
あ
る
。

ル
ツ
イ
ン
デ
自
身
は
自
ら
が
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
だ
が
、

ユ
l
リ
ウ
ス
は
彼
女
の
中
に
一
つ
の
理
想
的
な
人
間
性
を
見
出
し
て
い

る

- 100-

少
し
だ
け
気
難
し
い
点
を
除
け
ば
、
君
の
魂
の
女
性
ら
し
さ
は

た
だ
次
の
点
に
の
み
存
在
す
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
生
と
愛
が
そ
の

魂
に
と
っ
て
同
じ
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
。
君
は
あ
ら

ゆ
る
も
の
を
全
き
も
の
、
無
限
な
も
の
と
し
て
感
じ
る
。
君
は
い

か
な
る
分
離
も
知
ら
な
い
。
君
の
本
質
は
一
で
あ
り
、
分
割
不
可

能
だ
。
だ
か
ら
君
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
真
剣
で
、
そ
し
て
喜
び

に
満
ち
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
君
は
、
全
て
を
重
大
に
、
そ
し
て

同
時
に
無
関
心
に
受
け
取
る
の
だ
。
だ
か
ら
君
は
、
僕
の
存
在
全

て
を
愛
し
て
、
ひ
と
か
け
ら
も
国
家
や
後
世
の
人
々
や
男
友
達
な

ど
に
譲
ろ
う
と
は
し
な
い
の
だ
。
全
て
は
君
の
も
の
で
あ
り
、
僕



た
ち
は
い
か
な
る
場
所
で
も
最
も
近
し
い
存
在
で
あ
り
、
お
互
い

を
も
っ
と
も
よ
く
理
解
し
て
い
る
。
人
間
性
の
あ
ら
ゆ
る
階
梯
を

通
じ
て
、
君
は
僕
と
共
に
最
も
奔
放
な
感
性
か
ら
、
最
も
精
神
的

な
精
神
性
へ
と
の
ぼ
り
、
た
だ
君
の
中
に
お
い
て
の
み
、
僕
は
真

『

Q
u
d

の
自
尊
心
と
真
の
女
性
的
な
恭
順
を
見
出
す
の
だ
。

こ
こ
で
は
、
緊
密
な
関
係
性
に
お
い
て
理
念
と
し
て
提
示
さ
れ
る
無

限
性
の
享
受
が
一
つ
の
理
想
的
な
あ
り
方
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
こ
で
理
想
と
さ
れ
て
い
る
、
認
識
に
お
い
て
現
れ
る
有
限
性
、

個
別
性
を
無
限
性
へ
向
け
て
跳
躍
さ
せ
る
思
考
は
「
近
代
」
と
い
う
歴

史
性
を
帯
び
た
も
の
で
あ
り
、
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
の
認
識
論
的
な
世
界
観

と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

* 

ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
影
響
の
下
、
そ
の
文
学
研
究
を
ギ
リ
シ
ア
か
ら

開
始
し
た
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
に
と
っ
て
ギ
リ
シ
ア
は
当
初
か
ら
近
代
に
対

置
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
「
ギ
リ
シ
ア
/
近
代
」
と
い
う
図
式
か

ら
導
き
出
さ
れ
る
「
近
代
」
観
も
自
ず
と
一
定
の
方
向
性
を
と
る
こ
と

と
な
っ
た
。
近
代
文
学
を
確
固
た
る
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
確
立
さ
せ
よ
う

と
意
図
す
る
シ
ュ
レ
!
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
近
代
に
関
す
る
思
考
は
常
に

文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
と
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
こ

に
お
い
て
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
は
近
代
文
学
を
こ
う
論
じ
る
。

美
と
芸
術
の
純
粋
法
則
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
例
外
な

く
妥
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
純
粋
法

則
を
、
そ
の
使
用
の
た
め
の
綿
密
な
規
定
と
基
準
を
持
た
ず
に
近

代
の
ポ
エ
ジ
ー
を
評
価
す
る
尺
度
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
論
は

次
の
よ
う
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
純

粋
法
則
に
一
貫
し
て
矛
盾
す
る
近
代
の
ポ
エ
ジ
ー
は
ま
っ
た
く
価

値
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
近
代
の
ポ
エ
ジ
ー
は
客
観
性
を
要
求

し
な
い
。
し
か
し
、
客
観
性
こ
そ
は
純
粋
で
絶
対
的
な
美
的
価
値

の
た
め
の
第
一
条
件
な
の
で
あ
る
。
近
代
の
ポ
エ
ジ
ー
の
理
想
は

関
心
を
ひ
く
も
の
、
つ
ま
り
主
観
的
美
的
能
力
で
あ
る
市
)
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近
代
文
学
の
理
想
と
し
て
「
主
観
的
美
的
能
力
」
(
白
=
忍
呉
号
白

血
明
忌

E
R宮
容
色
)
を
提
示
す
る
と
い
う
発
想
の
背
後
に
存
在
し
て
い
る

の
は
、
人
間
と
自
然
と
が
調
和
し
て
い
た
時
代
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ア
を

理
想
化
し
た
上
で
、
近
代
に
お
け
る
人
閣
の
自
然
か
ら
の
疎
外
を
自
覚

す
る
と
い
う
「
ギ
リ
シ
ア
/
近
代
」
の
対
立
図
式
で
あ
る
。
シ
ュ
レ

l

ゲ
ル
は
人
聞
の
本
性
を
、
自
ら
を
自
由
に
形
成
し
て
い
く
力
と
し
て
の

「
純
粋
な
自
己
自
身
」

(
a
g
E
S
P
-
σ
ε
と
、
自
然
あ
る
い
は
運
命
と
い

っ
た
外
的
要
素
で
あ
る
「
異
質
な
存
在
」

(
o
s
z
g
a
E
G
g
t
F
8ロ)と

が
混
ざ
り
合
っ
た
も
の
と
し
て
把
握
す
る
。
そ
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
人
に

お
い
て
「
人
間
と
自
然
の
揮
然
た
る
融
和
の
う
ち
に
入
閣
の
諸
能
力
を



最
高
度
に
発
展
さ
せ
た
、
い
わ
ば
自
然
的
文
化
人
と
し
て
の
原
鉱
)
」
を

見
る
一
方
で
、
「
自
由
の
陶
冶
な
い
し
成
長
は
、
入
閣
の
あ
ら
ゆ
る
行
為

と
苦
悩
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
り
、
自
由
と
自
然
の
相
互
作
用
か
ら
生

(ロ)

じ
た
最
終
的
な
結
果
で
あ
る
」
と
し
て
、
精
神
の
自
然
に
対
す
る
優
位

と
、
そ
の
結
果
生
じ
る
自
然
か
ら
の
相
対
的
な
疎
外
を
近
代
人
の
特
徴

と
す
る
。
た
だ
し
、
シ
ュ
レ
!
ゲ
ル
に
と
っ
て
こ
の
「
ギ
リ
シ
ア
/
近

代
」
図
式
は
単
な
る
ギ
リ
シ
ア
賛
美
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
近
代
に
お
け
る
人
間
精
神
の
優
位
を
積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と
い

う
意
図
が
あ
る
。
思
想
史
的
な
系
譜
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
デ
ィ

ル
タ
イ
は
シ
ュ
レ

1
ゲ
ル
に
見
ら
れ
る
「
自
立
性
」

3
0
-
E
S
E
-明
言
宮
)
と

い
う
理
想
と
「
感
性
」

2
F
E
-
-
n
F
r
o
-
C
の
発
露
を
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
ッ
サ

ン
ス
に
端
を
発
す
る
個
人
主
義
の
系
譜
の
中
に
位
置
づ
け
る
桁
)
、
ド
イ

ツ
・
ロ
マ
ン
派
に
見
ら
れ
る
強
い
哲
学
的
傾
向
か
ら
「
カ
ン
ト
が
ロ
マ

(M) 

ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
可
能
性
を
聞
い
た
」
と
、
ド
イ
ツ
観
念
論
の
強
い
影

響
が
指
摘
さ
れ
る
場
合
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
明
ら
か

に
言
え
る
の
は
、
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
の
認
識
論
に
お
い
て
も
、
人
聞
の
知

性
と
外
界
た
る
自
然
と
の
間
に
克
服
す
る
こ
と
が
志
向
さ
れ
る
あ
る
距

離
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
設
定

さ
れ
て
い
る
距
離
が
暗
示
し
て
い
る
の
は
断
絶
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ

空
間
で
あ
り
、
こ
の
空
間
に
お
い
て
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
は
前
述
の
「
イ
ロ

ニ
l
」
を
活
動
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

四シ
ュ
レ
l
ゲ
ル
の
意
図
し
て
い
た
の
は
、
「
主
観
的
美
的
能
力
」
に
よ

る
失
わ
れ
た
無
限
性
の
回
復
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
常
に
「
イ
ロ

ニ
l
」
と
い
う
不
可
能
性
の
自
覚
が
つ
き
ま
と
う
志
向
で
あ
る
。
ヘ
ー

ゲ
ル
は
こ
の
「
イ
ロ
ニ

l
」
を
芸
術
的
創
造
の
た
め
の
一
つ
の
技
巧
と

し
て
解
釈
し
、
批
判
す
る
。

イ
ロ
ニ

l
に
み
ち
た
わ
ざ
と
ら
し
い
芸
術
家
の
生
き
か
た
が
、
神

の
ご
と
き
天
才
の
所
産
に
も
思
わ
れ
て
く
る
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

存
在
が
根
拠
の
な
い
被
造
物
と
な
り
、
な
に
も
の
に
も
拘
束
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
自
由
な
創
作
者
は
、
ま
っ
た
く
自
由
自
在
に
万
物

を
破
壊
も
し
、
創
造
も
出
来
る
と
い
う
わ
け
だ
官
)
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確
か
に
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
の
「
イ
ロ
ニ

l
」
に
は
、
こ
こ
で
へ

i
ゲ
ル

に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
技
巧
と
し
て
の
側
面
も
存
在
し
、
シ

ュ
レ

l
ゲ
ル
自
身
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
お
い
て
明
確
に
表
現
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。ロ

マ
ン
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ポ
エ
ジ
ー
は
も
っ
と
も
寝
れ
て
、
描
写

さ
れ
る
対
象
と
、
描
写
す
る
主
体
と
の
聞
で
、
い
か
な
る
現
実
的

関
心
に
も
、
理
念
的
関
心
に
も
と
ら
わ
れ
ず
、
文
学
的
反
省
の
翼



に
乗
っ
て
中
間
に
漂
い
、
こ
の
反
省
を
次
々
に
累
乗
し
て
、
合
わ

せ
鏡
の
中
に
な
ら
ぶ
無
限
の
像
の
よ
う
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
官
)

し
か
し
、
こ
の
時
に
ヘ

l
ゲ
ル
が
見
落
と
し
て
い
る
の
は
、
シ
ュ
レ

l

ゲ
ル
の
「
イ
ロ
ニ

l
」
が
芸
術
的
創
造
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
よ
り

全
人
間
的
な
位
相
で
常
に
立
ち
戻
り
、
無
限
性
と
個
人
と
の
聞
の
距
離

を
生
み
出
し
続
け
て
い
る
と
い
う
性
質
で
あ
る
。
「
イ
ロ
ニ

l
」
は
別
の

箇

所

で

「

自

己

創

造

(
ω
m
g
明
言
志
又
5
加

)

と

自

己

破

壊

(EZ定
3
5
5回
)
の
絶
え
間
な
い
交
的
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
の
時
に
「
イ
ロ
ニ

l
」
が
関
わ
っ
て
い
る
の
は
人
間
性
の
陶
冶

全
体
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
成
立
す
る
場
と
し
て
の
関
係
性
な
の
で
あ

る。
五人

間
と
自
然
あ
る
い
は
周
囲
の
環
境
と
の
間
に
「
イ
ロ
ニ

l
」
に
よ

っ
て
設
定
さ
れ
る
こ
の
距
離
は
、
ま
ず
第
一
に
創
作
を
行
う
芸
術
家
に

と
っ
て
自
己
と
自
然
と
を
隔
て
る
も
の
と
な
る
が
、
こ
れ
は
同
時
に
芸

術
家
と
そ
の
芸
術
を
見
る
も
の
と
の
聞
に
も
同
じ
構
造
で
反
復
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
こ
で
前
述
の
近
代
文
学
の

特
徴
た
る
「
主
観
的
美
的
能
力
」
を
ど
の
よ
う
な
形
式
に
よ
っ
て
表
現

す
れ
ば
、
伝
達
が
可
能
に
な
る
の
か
と
い
う
様
式
に
関
わ
る
問
題
が
発

生
す
る
。
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
は
や
が
て
自
ら
の
文
学
理
論
を
「
ロ
マ
ン
テ

ィ
ッ
シ
ュ
・
ポ
エ
ジ
ー
」
(
全

2
0
B
E
E
R
Z
E
g即
日
)
と
い
う
名
称
で
構
築

的
に
語
っ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
綱
韻
的
な
テ
ク
ス
ト
の
中
で
シ
ュ
レ

l

ゲ
ル
が
試
み
て
い
る
の
は
、
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
様
式
規
定
以

上
の
も
の
で
あ
る
。

一
篇
の
小
説
、
ロ
マ
ン
と
は
一
冊
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
書
物

で
す
。
-
|
あ
な
た
は
そ
れ
を
取
る
に
足
り
な
い
同
語
反
復
に
過

ぎ
な
い
と
み
な
す
で
し
ょ
う
。
し
か
し
私
は
ま
ず
次
の
こ
と
に
だ

け
注
意
を
・
つ
な
が
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
人
は

一
冊
の
書
物
と
い
う
時
、
一
つ
の
作
品
、
す
な
わ
ち
そ
れ
自
体
で

確
立
し
た
全
体
を
考
え
ま
す
。
(
中
略
)
芝
居
と
異
な
り
、
物
語
の

演
劇
的
な
文
脈
の
つ
な
が
り
だ
け
で
は
、
小
説
は
一
つ
の
全
体
、
一

つ
の
作
品
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
小
説
が
一
つ
の
全
体
、
一
つ
の
作

品
と
な
る
の
は
作
品
の
構
成
全
体
が
、
小
説
が
し
ば
し
ば
無
視
し
、

ま
た
無
視
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
字
句
の
統
一
性
よ
り
も
高
次
の

統
一
性
へ
と
関
係
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
、
理
念

の
結
合
、
あ
る
い
は
精
神
的
な
中
心
点
に
よ
っ
て
な
の
で
す
官
)
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こ
の
よ
う
に
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
は
小
説
の
構
成
を
、
記
述
さ
れ
た
テ
キ

ス
ト
の
統
一
性
以
外
あ
る
い
は
「
以
上
の
」
も
の
に
関
係
付
け
る
こ
と

を
主
張
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
-
記
述
さ
れ
た
字
句
の
背
後
に
「
精
神
的



な
中
心
点
」
(
日
吉
宮
互
信
2
N
8
5
2
u
E
E
E
)を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

可
能
と
な
る
。
ロ
マ
ン
と
読
者
と
の
間
で
こ
の
「
精
神
的
な
中
心
点
」
を

媒
介
す
る
も
の
と
し
て
、
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
は
「
批
評
」
(
寄
E
Sと
い
う

概
念
を
導
入
す
る
が
、
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
小
説
の
内
容
自

体
よ
り
は
む
し
ろ
、
小
説
へ
の
あ
り
う
べ
き
関
わ
り
方
で
あ
る
。

こ
の
小
説
は
、
統
一
性
と
文
脈
の
つ
な
が
り
に
対
す
る
あ
た
り

前
の
期
待
を
し
ば
し
ば
裏
切
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
真
の
体

系
的
本
能
と
宇
宙
に
対
す
る
感
性
、
お
よ
び
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
を
こ

う
も
興
味
深
く
し
て
い
る
世
界
全
体
に
つ
い
て
の
か
の
予
感
を
有

し
て
い
る
者
は
、
い
わ
ば
い
た
る
と
こ
ろ
に
作
品
の
人
格
と
生
き

生
き
と
し
た
個
性
を
感
じ
取
る
の
だ
。
そ
し
て
深
く
探
求
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
、
こ
の
作
品
の
中
に
、
よ
り
内
的
な
関
連
と
親
近
性
を
、

そ
し
て
よ
り
精
神
的
な
文
脈
の
つ
な
が
り
を
見
出
す
の
だ
百
)

「
真
の
体
系
的
本
能
」
(
即
口
F
5
3
a
S
E
R
F
2
z
a
E
E
)、
「
宇
宙
に

対
す
る
感
性
」
(
盟
国
国
津
ニ
器
C
E芝
2
2
B
)
「
世
界
全
体
に
つ
い
て
の
か

の
予
感
」

c
g
?〈
O
B
S四
M
m
E
S∞
as加
曲
目

N
g
者
丘
四
)
と
並
べ
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
精
神
的
な
中
心
点
」
に
至
る
た

め
に
読
者
に
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
、
字
句
と
そ
の
背
後
に
あ
る
統
一

性
と
の
間
に
あ
る
距
離
を
克
服
す
る
た
め
の
「
感
性
」
に
他
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
神
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
あ
ら

ゆ
る
と
こ
ろ
に
神
的
な
も
の
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
る
。
第
一

に
そ
し
て
本
来
的
に
、
そ
れ
は
感
性
に
あ
ふ
れ
る
人
聞
の
内
部
に

お
い
て
で
あ
り
、
人
間
の
手
に
よ
る
生
き
生
き
と
し
た
作
品
の
深

奥
に
お
い
て
で
あ
る
苛
)

さ
ら
に
、
こ
の
表
明
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
通
り
、
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル

は
芸
術
家
に
よ
る
創
作
と
い
う
行
為
も
、
記
述
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
背

後
に
あ
る
統
一
性
な
い
し
全
体
性
に
触
れ
る
試
み
と
し
て
の
読
む
と
い

う
行
為
と
、
構
造
的
に
は
同
一
な
も
の
と
し
て
捕
捉
し
て
い
る
。
シ
ユ

レ
l
ゲ
ル
が
近
代
文
学
の
特
性
を
芸
術
家
の
「
主
観
的
美
的
能
力
」
に

求
め
て
い
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て

い
る
「
高
次
の
統
一
性
」
の
最
終
的
な
帰
着
点
は
、
芸
術
家
の
純
粋
に

独
自
な
個
性
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
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無
限
な
る
も
の
と
の
関
連
に
よ
っ
て
の
み
、
内
容
と
価
値
が
生

じ
る
。
無
限
な
る
も
の
と
関
連
を
も
た
な
い
も
の
は
、
ま
っ
た
く

空
疎
に
し
て
無
価
値
で
あ
る
古
)

永
遠
の
生
と
不
可
視
の
世
界
は
神
の
う
ち
に
の
み
求
め
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
神
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
精
神
が
生
き
て
い
る
。
神
は

個
性
の
深
淵
で
あ
り
、
唯
一
・
無
限
に
満
た
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
古
)



つ
ま
り
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
は
、
芸
術
家
の
個
性
の
深
淵
に
お
い
て
、
有

限
な
も
の
と
し
て
の
個
か
ら
無
限
な
る
も
の
へ
の
跳
躍
の
可
能
性
を
見

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
跳
躍
を
担
保
す
る
も
の
も
ま
た
「
高
次
の
統

一
性
」
に
至
る
た
め
に
求
め
ら
れ
て
い
た
「
感
性
」
と
同
じ
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
「
芸
術
家
と
は
、
そ
の
存
在
の
目
的
と
中
心
が
自
ら
の
感

(
お
)

性
を
陶
冶
す
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
な
者
で
あ
る
」
と
い
う
彼
の
基
本
的

な
芸
術
家
観
と
一
つ
の
理
想
的
な
人
間
像
と
し
て
志
向
す
る
姿
勢
が
表

れ
て
お
り
、
ま
た
、
「
仲
介
者
と
は
、
神
的
な
も
の
を
自
ら
の
内
面
に
お

い
て
知
覚
し
、
こ
の
神
的
な
る
も
の
を
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
道
徳
と
行
為
、

言
葉
と
作
品
に
お
い
て
告
知
し
、
伝
達
し
、
表
現
す
べ
く
、
己
を
空
し

(μ) 

く
す
る
者
の
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
表
明
の
通
り
、
一
般
の
人
々
に
対

し
て
芸
術
家
は
無
限
な
る
も
の
の
仲
介
者
と
し
て
の
役
割
を
負
う
こ
と

に
な
る
。

-L.. 
J、

『
ル
ツ
イ
ン
デ
』
と
、
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
の
思
想
全
体
に
お
い
て
提
示

さ
れ
て
い
る
道
徳
性
の
最
終
的
な
帰
属
点
は
従
っ
て
、
「
近
代
」
と
い
う

歴
史
性
を
帯
び
た
文
学
性
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
芸
術
性
で
あ
っ
た
。

既
成
の
道
徳
と
は
位
相
を
異
に
し
な
が
ら
も
生
に
対
し
て
の
一
定
の

価
値
付
与
を
も
く
ろ
む
こ
の
道
徳
性
は
、
そ
れ
が
成
立
す
る
場
を
離
れ

て
は
機
能
し
得
な
い
。
『
ル
ツ
イ
ン
デ
』
中
に
お
い
て
、
「
語
る
こ
と
を

(
お
)

ほ
と
ん
ど
許
さ
れ
ず
、
た
だ
感
じ
る
し
か
な
い
こ
と
」
を
語
ろ
う
と
す

る
自
ら
の
試
み
を
ユ

l
リ
ウ
ス
は
「
束
縛
さ
れ
な
い
こ
と
」
笥

E
E四位)と

「
遠
慮
し
な
い
こ
と
」
笥
司
自
n
吾
氏
。
に
よ
っ
て
正
当
化
し
よ
う
と
試
み
る
。

た
だ
し
そ
れ
が
語
ら
れ
る
場
は
、
ユ

l
リ
ウ
ス
と
ル
ツ
イ
ン
デ
に
見
ら

れ
た
よ
う
な
二
者
の
緊
密
な
関
係
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
関

係
性
が
よ
り
広
が
っ
て
い
く
可
能
性
の
開
示
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

『
ル
ツ
イ
ン
デ
』
が
印
刷
さ
れ
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
シ
ユ

ラ
イ
エ
ル
マ
ハ

l
は
『
ル
ツ
イ
ン
デ
』
に
対
し
一
定
の
批
判
的
な
立
場

を
保
持
し
な
が
ら
も
、
世
の
批
判
に
対
す
る
擁
護
を
企
て
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

こ
れ
ほ
ど
多
く
の
美
と
調
和
が
存
在
し
て
い
る
場
所
に
お
い
て

は
、
素
材
と
形
式
、
描
写
さ
れ
た
も
の
と
描
写
す
る
も
の
と
の
聞

に
、
き
わ
め
て
緊
密
な
関
係
が
存
在
し
て
い
る
の
で
、
作
品
の
統

一
性
が
、
個
々
の
部
分
を
理
解
す
る
た
め
の
唯
一
の
信
頼
で
き
る

鍵
で
あ
る
苛
)
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シ
ュ
レ
l
ゲ
ル
に
よ
る
近
代
文
学
の
規
定
は
、
単
に
文
学
の
様
式
規

定
に
と
と
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
自
然
と
の
間
に
あ
る
距
離
を
前
提
と

し
た
上
で
、
人
聞
を
包
む
世
界
と
の
「
イ
ロ
ニ

l
」
を
含
ん
だ
関
係
を

設
定
す
る
認
識
論
世
界
観
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ

こ
で
の
規
定
が
実
際
に
及
ん
で
い
る
の
は
、
近
代
文
学
の
様
式
と
い
っ



た
も
の
を
越
え
た
、
文
学
に
対
す
る
読
者
の
関
わ
り
方
全
体
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
世
界
観
を
含
ん
だ
文
学
理
論
、
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
作
ら

れ
た
作
品
は
、
作
品
を
創
作
す
る
側
は
も
ち
ろ
ん
、
読
む
側
に
も
こ
の

世
界
観
が
共
有
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
理
想
と
し
て
志
向
さ
れ
る
無
限

な
る
も
の
を
仲
介
す
る
も
の
と
し
て
は
機
能
し
な
い
。
従
っ
て
シ
ュ
レ
l

ゲ
ル
に
と
っ
て
読
む
と
い
う
行
為
は
、
こ
の
認
識
論
的
世
界
観
へ
と
参

入
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
の
理
念
を
共
有
す
る
た
め
に
重
要

な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
が
兄
と
友
人
ノ
ヴ
ァ

l
リ

ス
と
共
に
発
刊
し
て
い
た
雑
誌
『
ア
テ
ネ
l
ウ
ム
』
で
あ
る
。
そ
の
最

終
回
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
『
難
解
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
シ
ュ
レ
!

ゲ
ル
は
こ
う
論
じ
る
。

理
念
の
伝
達
に
関
係
す
る
す
べ
て
の
事
柄
の
中
で
、
そ
も
そ
も

そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
よ
り
も
魅
力
的
な
も
の
が

あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
『
ア
テ
ネ
l
ウ
ム
』
の
よ
う
な
雑
誌
に

自
ら
執
筆
す
る
か
、
あ
る
い
は
読
者
と
し
て
参
加
し
て
い
る
も
の

ほ
ど
に
、
こ
の
事
柄
の
可
能
性
な
い
し
不
可
能
性
に
つ
い
て
様
々

な
企
て
を
試
み
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
る
も
の
が
い
る
だ
ろ
う
か
。

(
幻
)

理
念
の
伝
達
と
い
う
こ
の
課
題
は
、
別
の
個
所
で
再
び
「
イ
ロ
ニ

l
」

と
い
う
名
の
も
と
で
「
完
全
な
伝
達
の
不
可
能
性
と
不
可
避
性
と
の
解

決
不
可
能
な
矛
盾
の
感
慨
)
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
シ
ュ
レ

l

ゲ
ル
は
こ
の
解
決
も
ま
た
あ
の
無
限
の
累
乗
の
中
に
委
ね
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
到
達
の
不
可
能
性
は
、
ま
さ
に
前
述
の
ル
ツ
イ
ン
デ
と
の
関

係
に
お
い
て
際
立
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
で
は
こ
の
「
イ
ロ
ニ

l
」

も
遠
さ
で
あ
る
と
同
時
に
近
さ
で
も
あ
る
距
離
を
含
ん
で
設
定
さ
れ
た

人
間
同
士
の
関
係
性
に
お
い
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
実
|
言
語
」

(
円
四
回
芯
∞
明
言
nzm)
と
い
う
概
念
の
も
と
に
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
は
、
「
芸
術
家
た

ち
が
、
人
々
が
最
終
的
に
は
一
団
と
な
っ
て
立
ち
上
が
り
、
読
む
こ
と

を
覚
え
る
だ
ろ
う
と
い
う
正
当
な
希
望
を
抱
い
て
い
る
の
も
無
理
か
ら

(
鈎
)

ぬ
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
、
読
者
が
芸
術
と
り
わ
け
小
説
の
性
質
を
理

解
し
、
芸
術
家
と
読
者
と
が
完
全
に
仲
介
さ
れ
た
関
係
性
を
理
想
像
と

し
て
描
い
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
関
係
性
も
、
構
造
的
に
は
「
イ

ロ
ニ

l
」
に
よ
っ
て
そ
の
実
現
の
不
可
能
性
が
自
覚
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
の
「
イ
ロ
ニ

l
」
は
理

論
的
に
看
取
さ
れ
る
よ
う
な
無
意
味
な
空
転
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
論

じ
て
き
た
よ
う
に
、
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
は
様
々
な
位
相
に
お
い
て
近
代
が

失
っ
た
全
体
性
な
い
し
絶
対
性
を
回
復
す
る
試
み
そ
れ
自
体
に
、
一
定

の
道
徳
性
と
人
間
の
生
に
対
し
て
付
与
さ
れ
う
る
価
値
を
見
出
し
て
い

no 
nu 

る
の
で
あ
る
。

理
念
の
共
有
に
基
づ
く
関
係
性
に
お
い
て
成
立
し
う
る
人
間
性
の
陶

冶
を
含
ん
だ
道
徳
性
は
、
構
造
的
に
は
個
人
の
中
に
、
そ
し
て
理
念
的

に
は
絶
対
性
に
収
束
し
て
い
く
よ
う
な
志
向
を
持
っ
て
い
る
。
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