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由
来
し
た
遠
近
法
的
な
倒
錯
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
語
り
出
す
物
語
行
為
が
､
分
裂
を
組
織
し
う
る
よ
う
な
強
度
を
す
で
に
示
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
､
に
｡
そ
の
こ
と
は
､
反
復
さ
れ
た
殺
人
事
件
を
め
ぐ
る
語
り
が
､
断
じ
て
同
一
的
な
も
の
の
回
帰
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
こ
の
小
説
は
二
つ
の
殺
人
事
件
の
反
復
を
語
り
な
が
ら
､
そ
れ
ら
は
何
ら
か
の
同
一
性
に
決
し
て
回

収
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
差
異
を
織
り
込
ん
で
い
る
の
だ
｡
む
し
ろ
反
復
は
同
一
性
の
回
帰
で
は
な
く
差
異
を
結
果
す
る
の
で
あ
る
｡
亡
霊

-
視
点
の
分
裂
す
る
強
度
こ
そ
が
､
こ
の
差
異
を
与
え
て
い
る
｡
事
件
が
ア
ク
シ
デ
ン
ト
と
し
て
､
偶
発
事
と
し
て
語
り
出
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
､
何
ら
か
の
必
然
的
な
同
一
機
構
に
回
収
さ
れ
な
い
差
異
を
織
り
込
み
う
る
よ
う
な
物
語
行
為
の
強
度
に
こ
そ
端
緒
し
て
い
よ
う
｡

こ
れ
は
亡
霊
が
紡
ぎ
出
す
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
｡
｢
ア
ク
シ
デ
ン
ト
｣

を
読
む
と
き
､
私
た
ち
読
者
の
視
点
も
ま
た
亡
霊
化
す
る
こ
と
が

要
請
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
亡
霊
-
視
点
は
差
異
を
保
持
し
う
る
強
度
を
内
包
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
た
が
っ
て
､
記
憶
し

よ
う
｡
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
亡
霊
-
視
点
に
お
い
て
語
る
と
い
う
こ
と
は
､
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
語
り
に
同
一
化
し
て
語
る
と
い
う
こ
と
で
は

あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
､
を
｡
テ
ク
ス
ト
の
内
在
平
面
を
微
分
し
っ
つ
､
そ
こ
か
ら
果
て
し
な
い
差
異
を
織
り
込
み
/
織
り
出
す
強
度

を
､
一
回
的
か
つ
交
換
不
可
能
な
事
件
と
し
て
組
織
す
る
こ
と
｡
｢
ア
ク
シ
デ
ン
ト
｣

は
､
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
語
る
物
語
行
為
に
対
し
て
､

ま
さ
に
こ
の
分
裂
す
る
強
度
を
こ
そ
触
発
し
て
い
る
｡

｢逃

亡
｣

論

文
学
部
中
国
思
想
文
化
学
科
三
年

田

中

宇
一

『
逃
亡
』

は
､
｢
血
の
日
曜
日
｣

事
件
を
題
材
と
し
､
そ
れ
を
軸
と
し
て
､
世
代
･
性
と
い
う
人
間
が
生
涯
抱
え
て
い
く
問
題
を
措
い
て
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い
る
｡
登
場
し
て
く
る
人
物
は
､
青
年
･
娘
･
中
年
の
た
っ
た
の
三
人
で
あ
る
｡
青
年
は
熱
い
情
熱
を
革
命
に
傾
け
､
娘
は
夢
を
追
っ
て

現
実
か
ら
逃
避
し
が
ち
で
､
中
年
は
冷
め
た
目
で
物
事
を
見
て
哲
学
的
な
論
を
好
む
｡
青
年
と
中
年
と
い
う
世
代
の
違
う
二
人
の
男
､
二

人
の
男
と
一
人
の
女
と
い
う
不
均
衡
な
性
的
状
況
｡
話
は
こ
の
二
点
が
絡
み
合
っ
て
い
き
な
が
ら
展
開
す
る
｡
し
か
し
､
『
逃
亡
』
と
い

ぅ
題
が
付
い
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
､
話
が
幾
ら
展
開
し
て
も
場
は
一
定
で
､
逃
げ
る
様
は
一
切
な
い
｡
ま
さ
に
｢
逃
げ
る
た
め
に
待
つ
｣

と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
の
典
型
で
あ
る
｡
ま
た
､
題
名
に
付
い
て
い
る
言
葉
｢
逃
亡
｣
を
幾
度
と
な
く
発
言
す
る
の
は
中
年
の
み
で
あ
る
｡

そ
こ
で
､
こ
こ
で
は
中
年
の
逃
亡
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
｡

ま
ず
､
青
年
･
娘
の
二
人
の
逃
亡
と
の
違
い
だ
が
､
彼
等
の
逃
亡
が
革
命
を
継
続
す
る
た
め
の
一
時
的
退
避
と
い
う
積
極
的
逃
亡
で
あ

る
の
に
対
し
て
､
中
年
の
そ
れ
は
単
な
る
危
険
か
ら
の
逃
避
で
あ
り
､
逃
げ
る
と
い
う
そ
の
も
の
の
意
味
以
外
何
も
持
っ
て
い
な
い
｡
彼

に
と
つ
て
は
､
彼
の
セ
リ
フ
に
あ
る
よ
う
に
｢
人
生
は
い
つ
も
逃
亡
｣
｢
逃
亡
が
人
間
の
運
命
｣
な
の
で
あ
る
｡

中
年
は
と
に
も
か
く
に
も
逃
亡
を
行
う
｡
｢
わ
た
し
た
ち
の
前
に
あ
る
の
は
逃
亡
だ
け
さ
⊥
と
ほ
え
る
よ
う
に
､
彼
が
逃
亡
し
て
い

る
の
は
何
も
現
在
の
危
険
な
状
況
か
ら
だ
け
で
は
な
い
｡
彼
は
､
こ
の
場
に
く
る
時
点
で
す
で
に
家
族
を
残
し
て
一
人
や
っ
て
く
る
と
い

ぅ
型
の
逃
亡
を
行
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
家
族
と
い
う
結
び
付
き
の
非
常
に
強
い
､
あ
る
意
味
で
束
縛
を
受
け
る
一
つ
の
単
位
か
ら
の
逃

亡
で
あ
り
､
そ
の
単
位
を
支
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
責
か
ら
の
逃
亡
で
あ
る
｡

中
年
は
､
哲
学
的
な
論
を
好
む
た
め
､
基
本
的
に
は
格
好
の
良
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
｡
し
か
し
､
実
際
に
は
何
の
行
動
も
と
つ
て
お

ら
ず
､
挙
げ
句
の
果
て
に
は
青
年
に
対
し
て
彼
等
の
行
動
を
｢
英
雄
的
な
自
殺
行
為
｣
と
評
す
る
｡
｢
私
に
は
自
分
の
や
る
べ
き
こ
と
が

ぁ
る
!
こ
の
政
治
に
は
と
つ
く
に
う
ん
ざ
り
だ
｣
と
主
張
し
て
お
き
な
が
ら
､
革
命
へ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
偶
然
を
殊
更
に
強
調
し

て
自
ら
の
意
志
は
否
定
し
､
最
終
的
に
は
｢
わ
た
し
は
自
分
の
手
を
汚
し
た
く
な
い
ん
だ
｣
と
言
う
｡
結
局
中
年
は
､
唯
何
も
彼
も
か
ら

逃
げ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
｡

中
年
の
次
な
る
逃
亡
は
､
こ
の
場
か
ら
の
脱
出
の
際
で
あ
る
｡
こ
こ
で
も
､
青
年
が
思
い
切
っ
た
行
動
を
と
る
の
に
対
し
て
､
中
年
は
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終
始
慎
重
な
論
を
展
開
し
て
結
局
行
動
に
出
ず
､
青
年
を
先
に
行
か
せ
て
し
ま
う
結
果
と
な
る
｡
こ
れ
を
青
年
の
若
さ
に
よ
る
暴
挙
と
中

年
の
用
意
周
到
さ
と
捕
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
中
年
は
こ
の
脱
出
に
関
し
て
も
追
従
的
で
あ
り
､
常
に
青
年
の
二
の
次
の
立
場
に

立
っ
て
行
動
し
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
｡

青
年
の
脱
出
後
､
こ
の
場
に
は
中
年
と
娘
と
二
人
だ
け
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
｡
死
と
直
面
し
て
男
女
二
人
だ
け
で
唯
待
つ
二
人
を
襲

う
も
の
は
､
種
族
維
持
本
能
｡
娘
の
方
か
ら
誘
う
(
こ
こ
で
も
中
年
の
行
動
は
あ
く
ま
で
受
け
身
的
)
こ
の
場
で
も
､
卑
怯
な
逃
げ
に
走
る
｡

｢
そ
ん
な
!
で
き
な
い
…
ば
か
だ
な
…
｣

｢
そ
ん
な
気
に
な
れ
ん
…
銃
口
の
下
の
セ
ッ
ク
ス
な
ん
て
…
｣

｢
ほ
ん
と
に
､
で
き
な
い
よ
…
｣

と
言
い
な
が
ら
結
局
は
娘
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
｡
も
う
こ
こ
に
は
､
彼
の
意
志
は
存
在
し
な
い
｡

さ
ら
に
､
青
年
が
戻
っ
て
き
て
娘
と
の
関
係
が
戻
っ
て
い
く
の
を
見
て
､
彼
は
こ
の
場
か
ら
の
､
男
二
人
と
女
一
人
と
い
う
不
均
衡
な

性
的
状
況
か
ら
の
最
後
の
逃
亡
を
試
み
る
｡
ま
る
で
､
青
年
と
の
雌
獲
得
争
い
に
負
け
た
か
の
ご
と
く
｡
彼
の
姿
は
す
で
に
､
惨
め
な
放

北
者
で
し
か
な
い
｡
｢
い
や
､
(
狼
狽
し
て
)
わ
た
し
は
た
だ
逃
げ
よ
う
と
し
た
だ
け
だ
よ
…
自
分
か
ら
｡
｣
こ
の
セ
リ
フ
は
､
彼
の
逃
亡
が

自
分
自
身
か
ら
の
逃
亡
も
含
ん
で
い
た
こ
と
を
自
分
で
認
め
､
そ
れ
ま
で
青
年
に
説
教
め
い
て
語
っ
て
い
た
話
を
無
に
し
て
し
ま
う
｡
青

年
の
｢
あ
ん
た
だ
っ
て
ト
ラ
ン
プ
の
カ
ー
ド
じ
や
な
い
か
?
｣
と
い
う
攻
撃
に
対
し
て
､
中
年
は
認
め
た
上
で
｢
だ
か
ら
こ
そ
わ
た
し

は
人
の
手
の
内
の
カ
ー
ド
と
し
て
遊
ば
れ
た
く
な
い
ん
だ
､
わ
た
し
は
わ
た
し
個
人
の
意
志
を
､
独
立
不
動
の
意
志
を
持
た
な
き
ゃ
な
ら

な
い
､
だ
か
ら
逃
げ
ざ
る
を
え
な
い
の
さ
!
｣
と
言
う
｡
こ
れ
に
対
し
て
青
年
が
｢
あ
ん
た
は
ぼ
く
ら
か
ら
も
逃
げ
る
の
か
?
民
主
運

動
か
ら
も
逃
げ
る
の
か
?
｣
と
攻
め
る
と
｢
い
わ
ゆ
る
集
団
の
意
志
す
べ
て
か
ら
逃
げ
る
ん
だ
｡
｣
と
言
う
｡
し
か
し
､
自
分
か
ら
も
逃

げ
る
こ
と
を
認
め
た
こ
と
に
よ
り
､
個
人
の
意
志
す
ら
彼
に
は
も
う
無
い
の
で
あ
る
｡

中
年
は
す
で
に
､
こ
う
な
る
前
に
娘
に
｢
あ
な
た
の
心
は
も
う
死
ん
で
る
の
よ
｡
｣
と
言
わ
れ
た
際
に
｢
(
ぎ
く
つ
と
し
て
)
多
分
ね
｡
｣

と
答
え
て
い
る
｡
そ
う
､
彼
は
全
て
の
物
か
ら
逃
亡
を
続
け
た
結
果
､
す
で
に
中
年
と
い
う
人
間
は
こ
の
世
に
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
は
､
現
実
が
不
条
理
で
あ
る
中
国
で
安
全
に
生
き
て
い
く
最
良
の
方
法
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
せ
る
｡
自
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分
す
ら
消
し
去
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
逃
亡
を
続
け
る
中
年
の
姿
は
､
大
き
な
も
の
を
相
手
に
し
た
と
き
の
抵
抗
の
仕
方
の
一
つ
を
示
し
て
い

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
逃
亡
し
切
る
こ
と
こ
そ
が
勝
利
な
の
で
あ
る
｡

｢良

医
｣
論

教
養
学
部
大
学
院
研
究
生

白

井

澄

世

交
尾
中
の
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
が
か
み
殺
し
た
雌
蛇
の
牙
に
足
を
刺
さ
れ
た
夜
､
女
房
と
一
夜
の
お
楽
し
み
､
そ
の
お
か
げ
で
淫
毒
が
体
に
ま

わ
り
後
三
日
の
命
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ー
も
し
､
現
代
に
生
き
る
人
が
こ
う
言
わ
れ
た
ら
､
信
じ
ら
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
一
種
の
お
伽
噺
の

よ
う
に
感
じ
る
だ
ろ
う
｡
ま
し
て
や
､
偶
然
が
重
な
っ
て
再
び
交
尾
中
の
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
の
雄
の
針
で
足
を
刺
し
､
膿
を
出
し
た
後
､
浮
帝

草
と
金
線
荷
菓
の
水
の
中
に
半
時
浸
し
た
た
め
に
治
っ
た
な
ん
て
､
あ
ま
り
に
も
非
科
学
的
す
ぎ
る
｡

だ
が
､
莫
言
が
描
き
出
し
た
｢
良
医
｣
の
世
界
は
､
こ
の
よ
う
な
東
洋
医
学
の
神
秘
が
現
実
に
支
配
す
る
世
界
で
あ
る
｡
こ
の
治
療
法

は
､
私
に
､
魯
迅
が
少
年
時
代
に
体
験
し
た
漢
方
医
の
医
療
を
思
い
出
さ
せ
た
｡
｢
冬
に
と
れ
た
産
の
根
｣
だ
の
｢
三
年
霜
に
あ
た
っ
た

砂
糖
き
び
｣
だ
の
｢
つ
が
い
の
コ
ー
ロ
ギ
｣
だ
の
を
､
当
時
の
名
医
か
ら
要
求
さ
れ
た
魯
迅
は
､
必
死
に
な
っ
て
集
め
る
が
､
容
易
に
手

に
入
ら
な
い
｡
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
父
親
は
死
ん
で
し
ま
う
｡
魯
迅
は
非
科
学
的
な
漢
方
医
学
は
ペ
テ
ン
で
あ
る
と
し
て
､
近
代
的
な

医
学
を
学
ぶ
道
へ
進
ん
だ
と
言
う
(
『
咽
喉
』
自
序
)
｡
つ
ま
り
､
｢
良
医
｣
の
世
界
は
お
伽
噺
で
は
な
く
､
中
国
の
歴
史
上
-
そ
れ
も
最
近

ま
で
(
小
説
の
設
定
は
民
国
期
)
1
事
実
存
在
し
た
世
界
な
の
だ
｡
だ
が
､
莫
言
は
､
漢
方
医
を
否
定
し
て
い
な
い
｡
｢
父
の
話
｣
に
よ
っ

て
､
漢
方
医
学
の
｢
聖
人
た
ち
｣
を
再
現
さ
せ
､
自
由
自
在
に
活
躍
さ
せ
て
い
る
｡
そ
の
上
､
道
教
の
道
士
や
神
仙
を
思
わ
せ
る
(
呂
洞

賓
･
李
鉄
拐
と
同
格
!
)
名
医
陳
抱
映
を
｢
神
医
｣
と
崇
め
る
よ
う
な
､
当
時
の
人
々
の
リ
ア
ル
な
感
情
を
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
｡
李

一
把
､
大
境
人
は
そ
の
点
ま
だ
ま
だ
だ
と
語
る
｢
父
｣
は
､
近
代
的
な
価
値
観
な
ど
持
た
ず
､
｢
俗
界
を
超
越
｣
し
て
｢
陰
陽
五
行
･
営


