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っ
た
論
点
を
み
つ
け
る
よ
う
に
、
ま
た
、

書
か
れ
な
か
っ
た
論
点
を
自
ら
展
開
す

る
よ
う
、
読
み
手
を
誘
う
。

　

つ
ま
り
、
研
究
書
は
、
本
の
読
み
手

の
方
向
性
と
心
構
え
・
身
構
え
を
、
読

む
前
と
後
で
が
ら
り
と
変
え
て
し
ま
う
。

本
人
の
思
考
と
関
心
を
こ
れ
ま
で
ま
っ

た
く
無
縁
で
あ
っ
た
世
界
に
向
け
て
開

く
。
い
っ
た
い
そ
ん
な
本
を
誰
が
好
き

好
ん
で
読
も
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
。
そ

ん
な
本
だ
か
ら
こ
そ
、
ふ
い
に
出
会
っ

て
し
ま
う
も
の
な
の
だ
。
出
会
っ
て
し

ま
っ
た
以
上
は
、
覚
悟
し
て
読
む
し
か

な
い
。
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
類
の

研
究
書
を
三
冊
、
紹
介
し
た
い
。

　

筆
頭
は
、
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
著
『
現

代
物
理
学
の
自
然
像
』（
み
す
ず
書
房
、

一
九
八
七
年
）
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年

代
の
中
ご
ろ
、
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
は
、

自
然
科
学
の
方
法
に
関
し
て
次
の
よ
う

な
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。

　

自
然
科
学
は
も
は
や
観
察
者
と
し
て

　

近
年
、
研
究
者
の
書
く
も
の
に
も
定

型
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
増
え
た
。
論
理
、

統
計
、
数
学
、
事
例
、
史
実
、
論
拠
と

す
る
も
の
に
違
い
は
あ
っ
て
も
、
叙
述

の
ス
タ
イ
ル
は
変
わ
ら
な
い
。
書
き
出

し
か
ら
結
び
ま
で
、
読
み
手
の
予
想
を

裏
切
ら
な
い
、
思
考
を
さ
え
ぎ
る
こ
と

も
な
い
、
ひ
と
つ
な
が
り
の
物
語
り
。

　

政
府
刊
行
の
報
告
書
な
ど
、
書
き
手

か
ら
読
み
手
に
一
方
的
に
流
さ
れ
る
文

書
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
。

そ
の
目
的
は
真
理
の
探
求
で
は
な
く
て
、

情
報
の
伝
達
、
広
報
で
あ
り
、
忙
し
い

読
み
手
に
、
最
小
の
集
中
力
以
上
の
も

の
を
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る

か
ら
。

　

だ
が
、
研
究
書
は
違
う
。
研
究
書
は
、

読
み
手
に
、
書
い
て
あ
る
事
柄
が
一
考

に
値
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
迫
る
、

一
考
に
値
す
る
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
こ

で
の
考
察
を
前
に
進
め
る
よ
う
要
求
す

る
。
加
え
て
、
そ
こ
に
は
書
か
れ
な
か

自
然
に
立
ち
向
か
う
の
で
は
な
く
、
人

間
と
自
然
の
相
互
作
用
の
一
部
で
あ
る

こ
と
を
認
め
る
。
分
離
、
説
明
そ
し
て

整
理
と
い
う
科
学
的
方
法
は
、
方
法
が

対
象
を
つ
か
む
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
を

変
化
さ
せ
、
変
形
す
る
と
い
う
こ
と
、

そ
れ
ゆ
え
方
法
は
も
は
や
対
象
か
ら
離

れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
課
さ

れ
る
限
界
を
知
る
に
至
る
。

　

自
分
を
離
れ
て
対
象
を
あ
り
の
ま
ま

と
ら
え
る
こ
と
が
、
は
た
し
て
で
き
る

の
だ
ろ
う
か
。「
観
測
問
題
」
と
呼
ば

れ
る
こ
の
難
問
は
、
社
会
科
学
を
も
呪

縛
す
る
。
社
会
科
学
の
場
合
に
は
、
ま

さ
に
、
対
象
が
人
間
で
あ
る
た
め
に
、

科
学
も
ま
た
人
間
と
人
間
の
相
互
作
用

の
一
部
に
他
な
ら
ず
、
観
測
す
る
こ
と

は
、
た
だ
ち
に
他
者
介
入
を
意
味
す
る

こ
と
に
な
る
。
的
外
れ
の
観
測
は
、
対

象
を
と
ら
え
損
ね
る
の
み
な
ら
ず
、
対

象
を
深
く
傷
つ
け
か
ね
な
い
。
社
会
科

学
に
お
い
て
観
測
問
題
は
い
っ
そ
う
深

刻
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
、
学
と
し
て

の
社
会
学
を
再
帰
的
・
自
己
言
及
的
に

と
ら
え
る
「
知
識
社
会
学
」
が
生
ま
れ

た
。
経
済
学
に
こ
の
視
点
が
乏
し
い
の

は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　

塩
野
谷
祐
一
は
、
例
外
的
に
、
こ
の

課
題
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
経

済
学
者
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
到
達

点
と
も
い
え
る
『
ロ
マ
ン
主
義
の
経
済

思
想
―
―
芸
術
・
倫
理
・
歴
史
―
―
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）

を
取
り
上
げ
よ
う
。

　

ロ
マ
ン
主
義
は
し
ば
し
ば
、
理
性
に

対
し
て
感
情
を
、
普
遍
性
・
画
一
性
に

対
し
て
多
様
性
・
個
性
を
重
視
す
る
点

で
、
啓
蒙
主
義
と
対
置
さ
れ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
塩
野
谷
は
、
ロ
マ
ン
主
義

を
、「
啓
蒙
と
反
啓
蒙
を
融
和
さ
せ
」

る
「
根
源
的
な
『
生
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』」

と
再
定
義
す
る
。
本
書
の
企
図
は
、
経

済
学
の
理
論
枠
組
み
を
も
と
に
、
ロ
マ

ン
主
義
の
方
法
的
特
質
を
解
析
し
、
後

者
を
も
と
に
、
経
済
学
の
方
法
的
拡
張

を
図
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

　

塩
野
谷
に
よ
れ
ば
、「『
科
学
』
は
、

す
で
に
一
定
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
持
っ
た

『
科
学
世
界
』
に
お
い
て
、
特
定
の
問

題
と
方
法
に
従
っ
た
謎
解
き
の
活
動
」

に
収
れ
ん
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
科
学
と

し
て
の
経
済
学
の
方
法
的
特
質
は
、
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介
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「
歴
史
の
捨
象
」「
対
象
の
構
成
要
素
へ

の
分
析
・
還
元
」、
過
度
の
抽
象
化
・

数
量
化
を
特
質
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
ロ
マ
ン
主
義
の
特
質
は
、「
知
識

の
歴
史
性
と
多
元
性
」、
個
別
性
・
特

殊
性
を
含
ん
だ
「
対
象
の
全
体
論
的
把

握
」
に
あ
る
。

　

ロ
マ
ン
主
義
的
方
法
が
、
経
済
学
の

方
法
的
枠
組
み
を
大
き
く
拡
張
す
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
次
の
一
文
は
そ
の

ひ
と
つ
の
証
左
で
あ
る
。

　

社
会
科
学
に
お
い
て
は
、
社
会
現
象

の
「
観
察
者
」
は
同
時
に
社
会
現
象
の

担
い
手
と
し
て
の
「
行
為
者
」
で
あ
る
。

「
観
察
者
」
と
「
行
為
者
」
と
の
一
体

性
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
現
存
在
」
と

名
づ
け
た
よ
う
に
、
自
分
自
身
の
理
解

と
対
象
の
理
解
と
が
一
体
性
を
持
つ
こ

と
を
意
味
す
る
。
人
間
の
み
が
、
存
在

す
る
も
ろ
も
ろ
の
事
象
の
「
意
味
・
価

値
・
意
義
」
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
経
済
学
の
主
題
を
決
め
、
経
済
学

の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
は
、
他
人
事

で
は
な
く
、
め
い
め
い
の
人
間
の
生
活

態
度
の
問
題
で
あ
る（
二
九
六
ペ
ー
ジ
）。

　

驚
く
べ
き
こ
と
に
、
塩
野
谷
は
、
ハ

イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
の
観
測
問
題
を
や
す
や

す
と
解
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
社
会
科

学
に
お
い
て
は
「
観
察
者
」
と
「
行
為

者
」
は
一
体
性
を
持
ち
う
る
の
だ
と
。

注
意
す
べ
き
は
、
塩
野
谷
は
、
観
察
者

と
行
為
者
を
、「
生
活
」
概
念
等
を
媒

介
と
し
て
、
自
明
の
恒
等
式
と
み
な
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
点
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
日
本
に
お
け
る
餓
死
事
件

を
分
析
す
る
と
し
よ
う
。
こ
こ
で
、
観

察
者
が
、
生
活
保
護
を
受
け
た
ら
お
し

ま
い
だ
と
い
う
自
分
自
身
の
直
観
と
日

本
人
の
平
均
像
を
も
と
に
分
析
を
進
め

る
と
し
た
ら
、
個
別
性
・
特
殊
性
を
含

む
「
対
象
の
全
体
論
的
把
握
」
の
道
は

閉
ざ
さ
れ
る
。
観
察
者
の
直
観
は
、
た

と
え
同
業
者
に
は
す
ん
な
り
受
け
入
れ

ら
れ
る
と
し
て
も
、
餓
死
に
至
っ
た
当

事
者
に
通
用
す
る
保
証
は
な
い
。

　

こ
う
い
っ
た
困
難
さ
を
、
塩
野
谷
が

見
逃
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
困
難
さ
を
知
り
つ
つ
も
、
そ
れ
ら

を
学
問
の
射
程
外
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
済
ま
せ
て
き
て
し
ま
っ
た
点
に
、
こ

れ
ま
で
の
経
済
学
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
限
界

を
み
る
。
代
わ
り
に
、
塩
野
谷
が
提
示

す
る
方
法
が
、「
ロ
マ
ン
的
ポ
エ
ジ
ー

と
ロ
マ
ン
的
イ
ロ
ニ
ー
」「
修
辞
と
思

想
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
方
法
の
要
点
は
詩
的
想
像

力
と
批
判
的
反
省
力
に
あ
る
。
観
察
者

が
対
象
を
照
射
す
る
鏡
と
、
観
察
者
が

対
象
か
ら
逆
照
射
さ
れ
る
鏡
を
、
い
わ

ば
合
わ
せ
鏡
と
し
な
が
ら
、
行
為
者
の

「
全
幅
的
な
人
間
精
神
の
多
元
性
」
に

接
近
す
る
。
こ
の
方
法
は
、
と
り
わ
け
、

現
実
の
問
題
を
発
見
し
、
解
法
を
見
立

て
る
う
え
で
有
益
な
「
プ
レ
理
論
」
の

創
出
に
有
効
で
あ
る
、
と
塩
野
谷
は
指

摘
す
る
。

　

同
書
の
関
心
は
、「
潜
在
能
力
ア
プ

ロ
ー
チ
」
を
提
唱
し
た
ア
マ
ル
テ
ィ

ア
・
セ
ン
の
関
心
と
見
事
に
呼
応
す
る
。

「
潜
在
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
」
は
、
こ
れ

ま
で
経
済
学
で
標
準
的
に
と
ら
れ
て
い

た
資
源
ア
プ
ロ
ー
チ
や
効
用
ア
プ
ロ
ー

チ
を
越
え
て
、
本
人
が
実
際
に
ど
ん
な

こ
と
が
で
き
て
、
ど
ん
な
状
態
で
あ
り

え
て
い
る
の
か
と
い
う
、
個
々
人
が
享

受
し
て
い
る
自
由
の
価
値
に
接
近
す
る

手
法
で
あ
る
。

　

そ
の
射
程
は
、
既
存
の
経
済
学
は
も

と
よ
り
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
に
代
表

さ
れ
る
現
代
の
正
義
理
論
を
超
え
る
可

能
性
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の

実
践
的
適
用
を
図
る
こ
と
は
む
ず
か
し

い
。
と
も
す
る
と
観
察
者
の
視
点
か
ら

行
為
者
の
潜
在
能
力
を
一
方
的
に
同
定

し
、
定
量
的
操
作
と
分
析
に
邁
進
し
か

ね
な
い
。
個
々
の
行
為
者
に
と
っ
て
真

に
有
益
と
な
る
か
た
ち
で
潜
在
能
力
ア

プ
ロ
ー
チ
を
適
用
す
る
た
め
に
は
、
そ

れ
を
リ
ー
ド
す
る
「
プ
レ
理
論
」
が
必

要
と
な
る
。
こ
こ
で
参
照
さ
れ
る
書
の

ひ
と
つ
が
、
宮
地
尚
子
著
『
環
状
島
＝

ト
ラ
ウ
マ
の
地
政
学
』（
み
す
ず
書
房
、

二
〇
〇
七
年
）
で
あ
る
。

　

精
神
科
医
と
し
て
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
治

療
に
関
わ
っ
て
き
た
宮
地
は
、
人
間
は

か
く
も
残
酷
に
な
り
う
る
も
の
な
の
か

と
、
い
く
度
も
被
害
者
の
話
に
打
ち
の

め
さ
れ
な
が
ら
、
ま
た
、
と
き
に
自
ら

二
次
ト
ラ
ウ
マ
に
陥
る
淵
へ
と
落
ち
込

み
な
が
ら
、
被
害
者
の
生
を
支
援
し
続

け
る
。
宮
地
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
は
、
特
に
、

苦
悩
を
語
る
こ
と
な
く
亡
く
な
っ
て
い

っ
た
死
者
の
被
害
の
全
貌
を
と
ら
え
よ

う
と
い
う
試
み
に
現
れ
る
。

　

死
者
は
究
極
の
犠
牲
者
で
あ
る
。
死

者
の
被
害
と
苦
悩
を
と
ら
え
な
い
こ
と

に
は
、
被
害
者
の
生
に
対
し
て
真
に
適

切
な
支
援
も
お
ぼ
つ
か
な
い
。
こ
れ
が

宮
地
の
信
念
で
あ
る
。
だ
が
、
い
っ
た

い
ど
う
や
っ
た
ら
と
ら
え
ら
れ
る
の
か
。

こ
こ
で
登
場
す
る
の
が
本
の
タ
イ
ト
ル

と
も
な
っ
て
い
る
「
環
状
島
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
死
者
も
含
め
た
被
害
の
全
貌
を

と
ら
え
る
た
め
に
宮
地
が
構
想
し
た

「
プ
レ
理
論
」
に
他
な
ら
な
い
。

　

い
つ
で
も
逃
げ
る
こ
と
の
で
き
る
自

ら
の
立
ち
位
置
に
悩
み
な
が
ら
も
、
宮

地
が
ひ
る
ま
な
い
理
由
は
明
快
で
あ
る
。

ひ
る
ん
だ
ら
加
害
を
隠
ぺ
い
し
よ
う
と

す
る
加
害
者
の
思
う
つ
ぼ
だ
か
ら
。
観

測
問
題
を
踏
ま
え
た
社
会
科
学
の
方
法

的
革
新
の
ヒ
ン
ト
は
、
優
れ
た
他
者
介

入
の
実
践
に
あ
る
。

（
ご
と
う　

れ
い
こ
／
一
橋
大
学
教
授
）


