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は
ず
で
あ
る
と
発
言
さ
れ
た
。し

か
し
、同
時
に
こ
の
よ
う
な
唯
物

性
は
、我
々
が
把
握
す
る
こ
と
か

ら
常
に
逃
れ
る
厄
介
さ
を
含
む

の
で
あ
り
、そ
の
現
実
的
な
姿
形

を
全
体
像
と
し
て
確
実
に
知
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
と

仰
っ
て
い
た
。ボ
ネ
教
授
も
、モ
ク
シ
ー
教
授
の
発
言
に
同
意
し
、そ
の

上
で
過
去
の
歴
史
は
未
来
の
予
測
の
為
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、今
こ

こ
に
生
き
て
い
る
我
々
に
つ
い
て
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と

を
付
言
し
た
。当
然
、デ
ュ
ー
ラ
ー
は
二
十
一
世
紀
に
は
生
き
て
い
な
い

訳
だ
が
、今
の
我
々
の
生
態
に
関
す
る
唯
物
性
や
現
実
性
に
つ
い
て
も

わ
か
り
え
た
は
ず
で
あ
る
と
。な
ぜ
な
ら
、彼
を
始
め
と
す
る
当
時
の
芸

術
家
達
は
、現
実
性
や
唯
物
性
を
構
成
す
る
概
念
に
つ
い
て
、我
々
よ
り

も
よ
く
分
か
っ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
の
だ
と
。更
に
、ア
レ
ナ
レ
ス
准

教
授
は
唯
物
性
の
鑑
賞
者
を
介
し
て
移
動
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
言
及

し
、そ
の
移
動
が
新
た
な
モ
ノ
の
見
方
を
生
み
出
す
こ
と
を
発
言
さ
れ

た
。

　

続
い
て
、青
山
准
教
授
か
ら
ボ
ネ
教
授
の
特
別
講
演
の
内
容
の
要
約

と
質
問
が
な
さ
れ
た
。講
演
内
容
の
主
旨
と
し
て
、デ
ュ
ー
ラ
ー
が
用
い

た
素
描
と
い
う
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
ど
れ
ほ
ど
視
覚
の
可
能
性
を
拡
充
す

る
こ
と
に
成
功
し
た
か
と
い
う
点
。そ
し
て
素
材
を
木
版
画
と
銅
版
画

　

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
総
括
と
し
て
最
後
に
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

が
開
か
れ
た
。今
回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
講
演
し
て
頂
い
た
三
名
の
先
生

方
に
加
え
て
、獨
協
大
学
か
ら
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
三
名
の
合
計
六
名

が
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
参
加
し
た
。

　

三
名
の
講
演
に
対
す
る
応
答
と
し
て
、講
演
の
内
容
要
約
と
共
に
、各

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
か
ら
講
演
者
へ
の
質
問
を
し
、そ
れ
に
講
演
者
が

応
え
る
と
い
う
形
式
で
行
わ
れ
た
。最
初
に
柿
田
か
ら
、モ
ク
シ
ー
教
授

の
基
調
講
演
の
解
釈
が
提
示
さ
れ
、視
覚
と
他
の
諸
感
覚
と
の
関
連
に

つ
い
て
の
問
い
と
、講
演
タ
イ
ト
ル
に
も
含
ま
れ
て
い
る
唯
物
性
と
は

何
か
と
い
う
問
い
の
二
つ
が
た
て
ら
れ
た
。最
初
の
問
い
に
モ
ク
シ
ー

教
授
は
感
覚
が
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

二
つ
目
の
唯
物
性
の
問
い
に
は
、三
名
の
講
演
者
全
て
が
応
答
し
た
。

モ
ク
シ
ー
教
授
は
絵
画
を
始
め
と
す
る
視
覚
イ
メ
ー
ジ
は
言
葉
を
超
え

て
お
り
、そ
の
物
質
性
は
我
々
の
感
覚
に
強
力
な
効
果
を
引
き
起
こ
す

を
分
別
す
る
こ
と
で
、〈
見
え
る
〉と
い
う
経
験
的
事
実
を
問
い
直
す
可

能
性
を
い
か
に
広
げ
た
か
が
、素
描
を
含
む
彼
の
作
品
の
中
に
映
り
込

む
物
質
世
界
の
描
き
方
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
点
を
指
摘
さ
れ
て
い

た
。同
時
に
、今
回
の
発
表
の
中
で
風
景
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
こ
と
や
、デ
ュ
ー
ラ
ー
自
身
が
芸
術
活
動
の
為
に
ア
ト
リ
エ
の
外
に

出
て
行
っ
た
可
能
性
を
問
わ
れ
て
い
た
。ボ
ネ
教
授
か
ら
の
青
山
准
教

授
へ
の
応
答
と
し
て
、風
景
と
時
間
の
関
係
や
旅
行
中
の
ス
ケ
ッ
チ
の

可
能
性
等
に
言
及
さ
れ
、最
も
重
要
な
点
は
、デ
ュ
ー
ラ
ー
が
紙
の
上

に
、ど
の
よ
う
に
自
然
を
表
現
す
る
か
と
い
う
手
法
を
発
明
し
た
こ
と

で
あ
る
と
強
調
さ
れ
て
い
た
。す
な
わ
ち
、デ
ュ
ー
ラ
ー
は
、自
然
そ
の

も
の
を
発
明
し
た
わ
け
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。実
際
、彼
が

何
を
見
た
の
か
は
我
々
に
は
わ
か

ら
な
い
の
だ
が
、し
か
し
、彼
が
残

し
た
イ
メ
ー
ジ
は
、彼
自
身
の
書

い
た
痕
跡
と
し
て
、そ
の
表
現
の

中
に
彼
自
身
が
書
き
込
ま
れ
て
い

る
の
で
あ
る
と
。

　

そ
し
て
、福
田
専
任
講
師
か
ら

は
ア
レ
ナ
レ
ス
准
教
授
の
特
別

講
演
へ
の
コ
メ
ン
ト
と
問
い
が
投

げ
か
け
ら
れ
た
。講
演
で
主
題
と

な
っ
た
ガ
ス
ト
ン
・
ミ
ジ
ョ
ン
の

斬
新
さ
が
、十
九
世
紀
当
時
流
行

し
て
い
た
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
と
は

異
な
る
固
有
な
も
の
で
あ
っ
た

点
。そ
し
て
、ミ
ジ
ョ
ン
が
美
術

館
を
訪
れ
て
東
洋
の
仏
教
美
術

作
品
を
眺
め
る
西
洋
の
鑑
賞
者

た
ち
に
、西
洋
美
術
と
東
洋
の
仏
教
美
術
を
並
べ
て
配
置
す
る
こ
と
で
、

新
た
な
も
の
の
見
方
を
提
示
し
た
点
を
指
摘
し
た
。ミ
ジ
ョ
ン
は
工
芸

品
に
非
常
に
詳
し
い
家
系
の
人
で
も
あ
り
、フ
ラ
ン
ス
革
命
と
と
も
に

な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
っ
た
宗
教
美
術
と
工
芸
品
の
再
評
価
の
き
っ
か

け
と
し
て
、極
東
美
術
を
用
い
た
と
い
う
新
し
さ
も
持
ち
合
わ
せ
て
い

た
こ
と
に
も
言
及
し
た
。同
時
に
こ
の
ミ
ジ
ョ
ン
の
目
的
と
試
み
が
ど

れ
ほ
ど
人
々
に
浸
透
し
た
の
か
に
つ
い
て
質
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
。

ア
レ
ナ
レ
ス
准
教
授
か
ら
は
、ミ
ジ
ョ
ン
が
仏
教
美
術
の
受
容
の
第
一

人
者
で
あ
り
、美
術
作
品
の
真
の
意
味
を
解
釈
し
よ
う
と
し
た
彼
の
姿

勢
に
、我
々
は
大
い
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
る
と
の
応
答
が
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
も
、唯
物
性
＝
物
質
の
概
念
を
中
心
と
し
た
議
論
が
参
加
者

の
間
で
続
い
た
。物
質
の
文
化
間
移
動
の
問
題
、唯
物
性
の
概
念
化
に
ま

つ
わ
る
問
題
点
や
最
近
の
研
究
で
の
注
目
度
な
ど
が
論
じ
ら
れ
た
。最

後
に
、今
と
歴
史
の
結
び
つ
き
で
重
要
な
示
唆
が
ボ
ネ
教
授
か
ら
あ
っ

た
。そ
れ
は
、我
々
が
過
去
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
確
か
で
は
あ
る
が
、そ
の 柿田 秀樹（獨協大学教授） 板場 良久（獨協大学教授）

パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
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学
び
は
過
去
を
反
復
す
る
の
で
は
な
く
、新
し
い
概
念
と
し
て
、自
分
の

時
代
の
自
分
の
た
め
の
作
品
を
今
こ
こ
で
新
た
に
創
出
す
る
こ
と
で

あ
る
と
い
う
点
に
尽
き
る
。デ
ュ
ー
ラ
ー
が
生
き
て
い
た
当
時
、彼
は
芸

術
家
に
な
り
た
か
っ
た
け
れ
ど
、芸
術
家
と
い
う
範
疇
そ
の
も
の
が
存

在
し
な
か
っ
た
。そ
こ
で
、彼
は
自
ら
を
芸
術
家
と
し
て
発
明
し
た
の

だ
と
。彼
は
新
し
い
概
念
の
発
明
家
で
も
あ
り
、キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し

て
の
人
間
性
＝
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
を
作
っ
た
。そ
れ
は
懐
古
的
な
ア
ン

テ
ィ
ー
ク
に
よ
っ
て
過
去
の
復
権
を
図
る
の
で
は
な
く
、自
分
の
生
き

る
現
実
を
自
ら
発
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
指
摘
は
、ま
さ
に
二
十
一
世
紀
の
混
沌
に
生
き
、人
文
学
の
重
要

性
が
何
処
に
あ
る
の
か
を
真
摯
に
考
え
る
我
々
に
大
き
な
示
唆
を
与
え

て
く
れ
る
言
葉
で
あ
る
。人
文
学
の
価
値
が
そ
の
創
造
性
に
あ
る
こ
と
。

そ
れ
は
、既
に
そ
こ
に
あ
る
客
観
的
な
世
界
を
発
見（discover

）す
る
の

で
も
、何
か
を
自
由
気
ま
ま
に
創
作
す
る
の
で
も
な
く
、真
の
意
味
で
発

明（invent

）す
る
と
い
う
こ
と
に
価
値
が
あ
る
。過
去
と
い
う
素
材
か

ら
取
捨
選
択
す
る
こ
と
で
、発
明
と
い
う
新
た
な
創
造
性
が
獲
得
で
き

る
。そ
こ
で
は
文
字
や
視
覚
イ
メ
ー
ジ
や
、歴
史
や
文
化
が
不
可
避
に
連

関
す
る
中
で
物
事
の
可
能
性
を
考
え
抜
い
て
い
く
姿
勢
が
問
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
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