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あ
る
。
一
つ
は
、
軍
を
は
じ
め
証
券
取
引
所
、
出
版
業
、
教
会
、
公
共
機

関
、
法
曹
界
な
ど
、
公
的
な
専
門
職
に
就
く
男
た
ち
。
彼
ら
は
こ
う
し
た

公
的
職
業
か
ら
基
本
的
に
女
性
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
。
も
う
一
つ
は
、

「
娘
た
ち
」
が
家
庭
の
外
で
働
く
こ
と
を
ゆ
る
さ
な
い
父
親
た
ち
。
彼
ら

は
「
娘
た
ち
」
を
家
庭
と
い
う
私
的
領
域
に
閉
じ
込
め
、
す
く
な
く
と
も

経
済
的
に
自
ら
に
従
属
さ
せ
る
。
こ
う
し
た
排
除
と
従
属
に
よ
り
「
娘
た

ち
」
は
、「
労
働
者
階
級
の
女
た
ち
よ
り
も
弱
い
」、
つ
ま
り
社
会
的
に
も

っ
と
も
弱
い
階
級
よ
り
も
さ
ら
に
弱
い
階
級
を
形
成
す
る
。「
私
た
ち
の

階
級
は
、
こ
の
国
の
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
な
か
で
も
っ
と
も
弱
い
階
級
で
す
。

私
た
ち
に
は
自
分
の
意
志
を
通
す
た
め
の
武
器
が
あ
り
ま
せ
ん
。〔
…
〕

教
育
あ
る
男
を
父
に
も
つ
娘
た
ち
は
、
直
接
的
な
影
響
力
を
も
ち
ま
せ
ん
。

1
　
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
学
者

　

わ
れ
わ
れ
は
ど
う
す
れ
ば
戦
争
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
か

―
こ
の

永
遠
の
問
題
へ
の
あ
る
種
の
応
答
と
し
て
書
か
れ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ

ル
フ
の
「
小
説
的
エ
ッ
セ
イ
」『
三
ギ
ニ
ー
』（
一
九
三
八
年
）
は
、
き
わ

め
て
逆
説
的
な
論
理
を
読
者
に
突
き
つ
け
る
。
そ
れ
は
、
社
会
的
に
も
っ

と
も
弱
い
存
在
が
、
戦
争
の
防
止
に
お
い
て
も
っ
と
も
強
い
影
響
力
を
も

ち
う
る
、
と
い
う
逆
説
で
あ
る
。
ウ
ル
フ
は
戦
争
防
止
の
問
題
を
一
貫
し

て
「
教
育
あ
る
男
を
父
に
も
つ
娘
た
ち
」
と
い
う
特
殊
な
立
場
か
ら
考
察

し
て
い
る
が
、
こ
の
「
娘
た
ち
」
こ
そ
は
、
そ
う
し
た
逆
説
を
具
現
す
る

存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
教
育
あ
る
男
た
ち
」
に
は
、
二
つ
の
側
面
が

特
集
　
マ
ル
ク
ス
主
義
批
評
の
現
在

理
性
使
用
の
性
的
差
異
　
　『
三
ギ
ニ
ー
』
あ
る
い
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
版
「
啓
蒙
と
は
何
か
」

中
山
徹

男
女
は
多
く
の
本
能
を
共
有
し
て
い
ま
す
が
、
戦
う
こ
と
は
つ
ね
に
男
の

習
性
で
あ
っ
て
女
の
習
性
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

（W
oolf 120

）
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も
つ
の
で
は
な
い
か
。

　

ウ
ル
フ
は
逆
に
考
え
る
。
公
的
な
場
で
は
「
無
関
心
」
と
「
知
的
自
由
」

は
む
し
ろ
制
限
さ
れ
る
の
だ
、
と
。
こ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
ウ
ル
フ
が
「
ア

ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
の
あ
り
方
を
説
明
す
る
た
め
に
言
及
し
た
三
つ
の
逸
話

の
最
初
の
も
の
（
出
典
は
一
九
三
七
年
一
二
月
二
〇
日
付
『
イ
ヴ
ニ
ン

グ
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
』）
を
参
照
す
る
と
分
か
り
や
す
い
。
ウ
リ
ッ
ジ
の

女
性
首
長
が
地
元
の
バ
ザ
ー
で
「
私
個
人
は
、
そ
れ
が
戦
争
に
加
担
す
る

こ
と
に
な
る
な
ら
、
靴
下
一
つ
繕
う
こ
と
も
し
ま
せ
ん
」
と
語
っ
た
と
こ

ろ
、
多
く
の
「
ウ
リ
ッ
ジ
の
公
衆
」
の
ひ
ん
し
ゅ
く
を
買
っ
た
。
当
時
ウ

リ
ッ
ジ
で
は
有
権
者
の
実
に
一
万
二
千
人
が
地
元
の
兵
器
工
場
に
雇
わ
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
（W

oolf 241

）。
要
す
る
に
こ
の
首
長
は
、
戦
争
に

よ
る
雇
用
の
確
保
と
い
う
公
的
な
関
心
を
括
弧
に
入
れ
て
「
自
分
の
意
見

を
自
分
の
意
の
ま
ま
に
」
述
べ
た
の
で
あ
る
。
も
し
彼
女
が
首
長
―
有
権

者
と
い
う
公
的
関
係
の
内
部
で
思
考
し
て
い
た
ら
、
公
的
な
関
心
に
し
ば

ら
れ
て
、
こ
う
し
た
発
言
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
ひ
と
は
現
実
に
と

い
う
よ
り
知
的
に
公
的
関
係
の
外
部
に
い
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
「
ア
ウ
ト

サ
イ
ダ
ー
」
で
な
け
れ
ば
、「
無
関
心
」
と
「
知
的
自
由
」
を
十
全
に
行

使
で
き
な
い
（
も
ち
ろ
ん
逆
も
真
で
あ
る
）。
こ
れ
が
こ
の
逸
話
の
教
訓

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
三
ギ
ニ
ー
』
は
、
そ
の
論
理
の
核
に
厄
介
な
逆
説
を
か

か
え
た
、
独
特
で
風
変
わ
り
な
テ
ク
ス
ト
に
み
え
る
。
実
際
こ
の
作
品
は
、

そ
れ
は
確
か
で
す
」。「
し
か
し
」
と
ウ
ル
フ
は
続
け
て
い
う
、「
彼
女
た

ち
に
は
何
に
も
ま
さ
る
力
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
教
育
あ
る
男
た
ち

に
対
し
て
彼
女
た
ち
が
行
使
で
き
る
影
響
力
が
」（W

oolf 127

）。
こ
の

途
方
も
な
い
逆
説
は
、
い
か
な
る
論
拠
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。

　

ウ
ル
フ
は
、
上
の
よ
う
な
意
味
で
社
会
の
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
と
い

え
る
こ
の
「
娘
た
ち
」
の
も
つ
「
武
器
」
を
、「
無
関
心
〔
無
私
無
欲indif-

ference

〕」
と
「
知
的
自
由
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
。「
無
関
心
」

と
は
、
あ
ら
ゆ
る
関
心
を
括
弧
に
入
れ
、
先
入
見
を
無
効
に
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
そ
の
基
盤
に
あ
る
の
は
「
理
性
」
で
あ
る
。「
無
関
心
を
本

能
の
み
な
ら
ず
理
性
に
基
づ
か
せ
る
こ
と
が
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
義
務
と

な
る
で
し
ょ
う
」（W

oolf 233

）。「
知
的
自
由
」
は
そ
の
名
の
通
り
「
自

分
の
意
見
を
自
分
の
言
葉
で
自
分
の
望
む
と
き
に
好
き
な
だ
け
自
分
の
意

の
ま
ま
に
述
べ
る
」（W

oolf 223

）
こ
と
を
意
味
す
る
。
両
者
は
相
互
補

完
的
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。「
知
的
自
由
」
を
欠
い
た
「
無
関

心
」
は
、
な
に
に
も
関
与
し
な
い
静
観
的
な
態
度
に
な
り
か
ね
な
い
し
、

「
無
関
心
」
に
裏
打
ち
さ
れ
な
い
「
知
的
自
由
」
は
、
独
善
的
な
思
考
に

な
り
か
ね
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
、「
影
響
力
」
の
内
容
を
こ
の
よ
う
に

説
明
さ
れ
て
も
、
先
の
逆
説
の
論
拠
は
依
然
と
し
て
明
確
で
は
な
い
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
こ
で
は
新
た
な
疑
問
が
浮
上
す
る
。
な
ぜ
「
無
関
心
」

と
「
知
的
自
由
」
が
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
の
特
権
的
な
「
武
器
」
に
な

る
の
か
。
そ
れ
は
む
し
ろ
公
的
な
場
で
行
使
さ
れ
て
は
じ
め
て
「
力
」
を
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来
の
意
味
に
お
け
る
公
衆
に
語
り
か
け
る
学
者
の
資
格
に
お
い
て
そ
う
す

る
な
ら
ば
、
そ
の
人
に
は
も
ち
ろ
ん
議
論
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
」（
カ

ン
ト27︲28

）。
こ
れ
は
ウ
リ
ッ
ジ
の
逸
話
に
あ
て
は
め
る
と
分
か
り
や

す
い
。
首
長
は
、「
委
託
さ
れ
た
官
職
」
で
あ
る
以
上
、「
公
共
体
の
関
心

事
」（
戦
争
に
よ
る
雇
用
の
確
保
）
に
従
っ
て
「
受
動
的
に
」
思
考
せ
ざ

る
を
え
な
い
。
し
か
し
こ
の
人
が
首
長
と
い
う
よ
り
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ

ー
」
と
し
て
自
分
の
意
見
（
戦
争
反
対
）
を
意
の
ま
ま
に
述
べ
る
自
由
は

制
限
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
ウ
ル
フ
は
そ
う
考
え
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て

ウ
ル
フ
の
い
う
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
と
は
カ
ン
ト
の
い
う
「
世
界
市
民

社
会
の
成
員
」
の
こ
と
で
あ
り
（
ウ
ル
フ
は
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
「
祖
国
」

は
「
全
世
界
」
で
あ
る
と
い
う
（W

oolf 
234

））、
ウ
ル
フ
の
い
う
「
無

関
心
」
と
「
知
的
自
由
」
の
行
使
と
は
カ
ン
ト
の
い
う
「
理
性
の
公
的
使

用
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　

二
。
理
性
を
公
的
に
使
用
す
る
存
在
、「
学
者
」
は
、
職
業
や
社
会
的

身
分
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
理
性
を
私
的
に
使
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
存
在

（
カ
ン
ト
自
身
の
例
で
は
、
将
校
、
納
税
者
と
し
て
の
市
民
、
聖
職
者
）

が
理
性
を
公
的
に
使
用
し
た
瞬
間
に
出
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ

れ
は
、
そ
う
し
た
諸
々
の
社
会
的
身
分
の
そ
れ
自
身
か
ら
の
ず
れ
に
つ
け

ら
れ
た
名
前
な
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
ウ
ル
フ
の
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ

ー
」
に
も
い
え
る
。
そ
れ
は
た
ん
に
、
経
験
的
に
公
的
領
域
の
外
部
に
い

る
存
在
で
は
な
い
。
自
治
体
の
首
長
で
あ
れ
誰
で
あ
れ
、「
無
関
心
」
と

Ｑ
・
Ｄ
・
リ
ー
ヴ
ィ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
同
時
代
の
評
者
た
ち
を
困
惑
さ

せ
た
。
し
か
し
私
に
は
、『
三
ギ
ニ
ー
』
に
は
あ
る
強
力
な
後
ろ
盾
と
な

る
テ
ク
ス
ト
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
（
ウ
ル
フ
は
お
そ
ら
く
自
覚

し
て
い
な
い
だ
ろ
う
が
）。
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
「
啓
蒙
と
は
何
か
」（
一
七
八

四
年
）
で
あ
る
。
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
あ
い
だ
に
は
、
思
考
の
レ
ベ
ル
に
お

い
て
本
質
的
な
共
通
性
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
点
に
分
け
て
指
摘
し
よ
う
。

　

一
。
カ
ン
ト
は
、「
他
人
の
指
導
な
し
に
自
分
の
悟
性
を
用
い
る
能
力

の
な
い
」
状
態
を
「
人
間
が
自
ら
招
い
た
未
成
年
状
態
」
と
呼
び
、
そ
こ

か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
「
啓
蒙
」
で
あ
る
と
し
た
。「
啓
蒙
」
の
実
現
の

た
め
に
必
要
な
の
が
「
自
由
」、
と
く
に
「
自
分
の
理
性
を
公
的
に
使
用

す
る
自
由
」
で
あ
る
。
理
性
の
公
的
使
用
は
「
あ
る
人
が
読
書
世
界
の
全

公
衆
を
前
に
し
て
学
者
と
し
て
理
性
を
使
用
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
、
対

し
て
「
私
的
使
用
」
は
「
あ
る
委
託
さ
れ
た
市
民
と
し
て
の
地
位
も
し
く

は
官
職
に
お
い
て
、
自
分
に
許
さ
れ
る
理
性
使
用
」
を
意
味
す
る
。「
啓

蒙
」
の
実
現
の
た
め
に
は
、
前
者
は
つ
ね
に
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
後
者
が
制
限
さ
れ
て
も
支
障
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
い
う
。「
公
共
体

の
関
心
事
と
な
る
業
務
で
は
一
定
の
機
構
を
必
要
と
す
る
も
の
が
あ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
公
共
体
の
若
干
の
成
員
は
も
っ
ぱ
ら
受
動
的
な
態
度
を
と

ら
ざ
る
を
え
な
い
。〔
…
〕
し
か
し
、
機
構
の
こ
の
役
割
を
担
う
同
じ
人

が
、
同
時
に
自
ら
を
公
共
体
全
体
の
成
員
、
そ
れ
ば
か
り
か
さ
ら
に
世
界

市
民
社
会
の
成
員
と
み
な
す
か
ぎ
り
、
し
た
が
っ
て
書
物
を
と
お
し
て
本
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で
あ
る
。
そ
れ
に
は
年
齢
も
性
別
も
な
い
。
対
し
て
ウ
ル
フ
の
い
う
「
ア

ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
は
、
論
理
的
に
み
れ
ば
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で
あ
る
反
面
、

「
教
育
あ
る
男
を
父
に
も
つ
娘
た
ち
」
と
い
う
特
殊
な
存
在
を
モ
デ
ル
と

す
る
。「
教
育
あ
る
男
」
が
明
ら
か
に
理
性
の
私
的
使
用
を
旨
と
す
る
存

在
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
ウ
ル
フ
は
カ
ン
ト
の
私
的
／
公
的
を
、
事
実
上
、

男
／
女
に
よ
っ
て
性
別
化
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
す
で
に

確
認
し
た
よ
う
に
、
後
項
（
公
的
、
女
）
は
前
項
（
私
的
、
男
）
の
自
己

差
異
と
し
て
あ
る
以
上
、
前
項
と
後
項
の
差
異
は
、
た
ん
に
セ
ッ
ク
ス
や

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
差
異
に
還
元
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
で
は
、
わ
れ
わ
れ

は
こ
の
性
的
差
異
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
か
。
こ
の
問
題
に
対

す
る
答
え
と
し
て
、
私
は
、
カ
ン
ト
の
理
性
使
用
の
二
分
法
は
そ
れ
自
体

0

0

0

0

、

精
神
分
析
的
な
意
味
で
性
別
化
さ
れ
て
い
る
、
と
主
張
す
る
つ
も
り
で
あ

る
。

　

第
二
の
問
題
。
理
性
の
公
的
使
用
あ
る
い
は
「
知
的
自
由
」
は
、
本
当

に
「
影
響
力
」
を
も
つ
の
か
。「
啓
蒙
と
は
何
か
」
の
結
び
を
読
め
ば
分

か
る
よ
う
に
、
ま
た
ラ
カ
ン
派
の
思
想
家
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
も
強

調
す
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
啓
蒙
の
定
式
は
「
考
え
、
か
つ
服
従
せ
よ
」

で
あ
る
。
つ
ま
り
「
公
的
に
は
（
理
性
を
自
由
に
使
用
し
て
）
考
え
、
私

的
に
は
（
位
階
秩
序
的
な
権
力
機
構
の
一
部
と
し
て
）
服
従
せ
よ
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
」。
こ
の
意
味
で
カ
ン
ト
は
、
思
考
を
実
践
か
ら
差
し
引

き
、
思
考
の
効
力
を
中
断
し
て
い
る
（Žižek, 

Less 
than 

N
othing 

「
知
的
自
由
」
の
行
使
に
よ
っ
て
自
ら
の
社
会
的
位
置
付
け
か
ら
逸
脱
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
は
そ
の
瞬
間
に
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。

　

三
。
カ
ン
ト
は
通
常
の
公
的
／
私
的
の
意
味
を
逆
転
さ
せ
て
い
る
。
彼

に
と
っ
て
、
一
般
的
な
意
味
で
公
的
な
機
構
に
お
け
る
理
性
使
用
は
「
私

的
」
で
あ
り
、
自
由
な
私
的
議
論
に
お
け
る
理
性
使
用
は
「
公
的
」
で
あ

る
。『
三
ギ
ニ
ー
』
で
も
同
様
の
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
。
ウ
ル
フ
は
「
知

的
自
由
」
の
行
使
を
「
私
的
な
印
刷
機
」
に
よ
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
印
刷

と
い
う
例
で
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
で
自
分
の
意
見
が
「
公
衆
」
に
と
ど

く
の
か
と
い
う
想
定
さ
れ
る
問
い
に
対
し
て
、
ウ
ル
フ
は
こ
う
答
え
る
。

「「
公
衆
」
と
は
〔
…
〕
ま
さ
に
私
た
ち
〔
教
育
あ
る
男
を
父
に
も
つ
娘
た

ち
〕
の
よ
う
な
存
在
の
こ
と
で
す
。
公
衆
は
部
屋
で
生
活
し
、
通
り
を
歩

い
て
い
ま
す
〔
…
〕。〔
…
〕
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
手
押
し
車
に
の
せ
て
〔
…
〕

配
り
ま
し
ょ
う
。「
公
衆
」
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
新
し
い
方
法
を
見
つ
け

ま
し
ょ
う
」（W

oolf 
223

）。
ウ
ル
フ
が
一
般
的
に
は
「
私
的
」
に
し
か

み
え
な
い
空
間
と
活
動
を
「
公
的
」
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

　

ウ
ル
フ
の
逆
説
を
い
く
ぶ
ん
受
け
入
れ
や
す
く
す
る
で
あ
ろ
う
、
こ
う

し
た
カ
ン
ト
と
の
共
通
性
は
、
し
か
し
、
二
つ
の
問
題
を
発
生
さ
せ
る
。

　

第
一
の
問
題
。
カ
ン
ト
と
ウ
ル
フ
の
あ
い
だ
に
は
、
し
か
し
な
が
ら
、

決
定
的
な
差
異
が
な
い
か
。
カ
ン
ト
の
い
う
「
学
者
」
は
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
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N
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）

こ
の
一
節
は
、
適
切
に
言
葉
を
変
え
れ
ば
、
第
二
の
問
題
に
対
す
る
私
の

答
え
を
お
お
む
ね

0

0

0

0

―
わ
ざ
わ
ざ
こ
う
断
わ
る
理
由
は
本
論
の
最
後
で
明

ら
か
に
な
る

―
代
弁
す
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
マ
ル
ク

ス
」
を
「
ウ
ル
フ
」
に
、「
革
命
的
な
階
級
意
識
」
を
「
知
的
自
由
」
に
、

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
を
「
教
育
あ
る
男
を
父
に
も
つ
娘
た
ち
」
に
置

き
換
え
れ
ば
。
要
す
る
に
私
は
、「
労
働
者
階
級
の
女
た
ち
よ
り
も
弱
い
」

「
娘
た
ち
」、
そ
の
意
味
で
い
わ
ば
階
級
未
満
の
階
級
を
形
成
す
る
彼
女
た
ち

を
、
社
会
組
織
の
内
部
に
含
ま
れ
て
い
な
が
ら
固
有
の
場
所
を
も
た
な
い
、

社
会
組
織
の
「
一
部
で
は
な
い
部
分
」
と
し
て
と
ら
え
た
い
の
で
あ
る
。

2
　
理
性
使
用
の
二
律
背
反

　

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
理
性
の
私
的
使
用
者
（
将
校
、
市
民
、
聖

職
者
、
等
々
）
は
社
会
組
織
内
に
登
録
さ
れ
た
地
位
を
も
つ
が
、
公
的
使

用
者
（「
学
者
」）
は
そ
う
で
は
な
い
。
後
者
は
つ
ね
に
そ
う
し
た
地
位
か

ら
の
ず
れ
と
し
て
あ
る
と
し
か
い
え
な
い
よ
う
な
な
に
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
両
者

の
差
異
は
地
位
間
の
差
異
で
は
な
く
、
地
位
（
社
会
組
織
の
部
分
）
と
非

―
地
位
（
非
―
部
分
）
の
差
異
で
あ
る
。
両
者
は
同
じ
位
相
に
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
理
性
の
私
的
使
用
と
公
的
使
用
は
、
た
ん
な
る
二
項
対
立
で

980
）。
同
じ
こ
と
は
ウ
ル
フ
に
も
い
え
な
い
か
。
ウ
ル
フ
は
「
娘
た
ち
」

に
就
職
す
る
な
（
理
性
の
私
的
使
用
に
従
事
す
る
な
）
と
は
い
っ
て
い
な

い
。
逆
で
あ
る

―
た
だ
し
も
ち
ろ
ん
「
知
的
自
由
」
を
手
放
す
な
、
と

付
け
加
え
た
う
え
で
。
で
は
、
こ
の
場
合
も
「
知
的
自
由
」
の
「
影
響

力
」
は
中
断
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
は
厄
介
な
問
題
だ
が
、
ジ
ジ
ェ
ク
は
そ
れ
を
指
摘
す
る
だ
け
で
な

く
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
道
も
示
唆
し
て
い
る
。

理
性
の
公
的
使
用
に
お
け
る
効
力
の
中
断
は
、
同
時
に
、
な
ん
ら
か
の

新
し
い
社
会
的
実
践
の
た
め
の
場
を
ひ
ら
く
差
し
引
き
で
は
な
い
か
。

カ
ン
ト
の
い
う
理
性
の
公
的
使
用
と
マ
ル
ク
ス
の
い
う
革
命
的
な
階
級

意
識
と
の
あ
い
だ
に
は
明
白
な
差
異
が
あ
る
、
と
指
摘
す
る
の
は
た
や

す
い
。
前
者
は
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
あ
る
い
は
非
実
践
的
で
あ
り
、
後
者
は

「
偏
っ
て
い
て
」
完
全
に
実
践
的
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
「
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
ー
ト
の
立
場
」
は
、
ま
さ
し
く
、
理
性
の
公
的
使
用
が
理
性
の
私

的
使
用
と
い
う
「
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
」
へ
後
退
す
る
こ
と
な
し
に
そ
の

ま
ま
実
践
的
―
効
果
的
に
な
る
地
点
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
ぜ
な
ら
こ
の
場
合
、
理
性
の
公
的
使
用
を
実
践
す
る
立
場
は
、
社
会

組
織
の
「
全
体
の
一
部
で
は
な
い
部
分
」〔
非
部
分
と
い
う
部
分part 

of 
no-part

〕
の
立
場
、
す
な
わ
ち
、
普
遍
性
を
直
接
代
表
す
る
、
社

会
組
織
に
と
っ
て
の
過
剰
で
あ
る
か
ら
だ
。（Žižek, 

Less 
than 
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理
性
使
用
の
命
令
を
受
け
て
い
な
い
者
が
少
な
く
と
も
一
人
存
在
す
る
。

す
べ
て
の
者
が
理
性
使
用
の
命
令
を
受
け
て
い
る
。

一
方
、
公
的
使
用
の
場
合
、
例
外
は
存
在
し
な
い
。
こ
こ
で
理
性
使
用
を

命
じ
る
の
は
、
使
用
者
本
人
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
使
用
者
た
ち

は
、
例
外
者
を
否
定
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
を
形
成
で
き
な
い
。

理
由
は
、
彼
ら
に
は
全
体
の
形
成
に
つ
な
が
る
特
定
の
命
令
や
関
心
へ
の

従
属
の
よ
う
な
明
示
的
な
資
格
条
件
が
な
い
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
カ
ン

ト
の
い
う
「
学
者
」
に
は
誰
も
が
な
り
う
る

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の

集
合
の
メ
ン
バ
ー
は
無
限
定
で
あ
り
、
す
べ
て
（
全
体
）
に
行
き
着
く
こ

と
が
な
い
。
こ
う
し
て
理
性
の
公
的
使
用
は
、
例
外
の
否
定
に
よ
る
非
―

全
体
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
を
発
生
さ
せ
る
。
こ
れ
も
ま
た
一
組
の
二
律
背

反
と
し
て
定
式
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

理
性
使
用
の
命
令
を
受
け
て
い
な
い
者
は
存
在
し
な
い
。

　

す
べ
て
の
者
が
理
性
使
用
の
命
令
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

理
性
使
用
の
二
つ
の
様
式
を
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
直
し
た
と
き
、
実
の

と
こ
ろ
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
が
『
セ
ミ
ネ
ー
ル
Ｘ

Ｘ
』
の
「
性
別
化sexuation

の
定
式
」
の
表
で
示
し
た
、
精
神
分
析
的

な
い
。

　

こ
の
差
異
は
、
よ
り
カ
ン
ト
的
に
、
二
組
の
二
律
背
反
の
差
異
と
し
て

と
ら
え
直
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。
理
性
の
使
用
形
態
は
、
私
的
か
公
的
か
、

二
つ
し
か
な
い
。
両
者
の
中
間
や
混
合
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
理
性
を
自
由

に
使
う
限
り
そ
れ
は
公
的
使
用
だ
が
、
少
し
で
も
自
由
が
制
限
さ
れ
れ
ば
、

そ
れ
は
私
的
使
用
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

（
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
必
ず
ど
ち
ら
か
の
使
用
法
に
属
さ
ざ
る
を
得
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
）、
私
は
こ
う
主
張
し
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
モ

ー
ド
は
使
用
者
の
全
体
（
集
合
）
を
形
成
で
き
な
い
、
そ
し
て
、
理
性
の

使
用
の
仕
方
の
違
い
は
こ
の
形
成
の
失
敗
の
仕
方
の
違
い
で
も
あ
る
、
と
。

理
性
の
私
的
使
用
者
は
、
定
義
上
な
ん
ら
か
の
社
会
的
地
位
を
も
つ
。
社

会
的
地
位
を
同
じ
く
す
る
者
た
ち
は
、
理
性
を
同
じ
よ
う
に
使
う
者
た
ち

か
ら
な
る
一
つ
の
閉
じ
ら
れ
た
全
体
、〈
一
〉
な
る
も
の
を
形
成
す
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
つ
ね
に
、
理
性
の
特
定
の
使
い
方
を
彼
ら
に
命
じ
る
、

彼
ら
の
メ
タ
レ
ベ
ル
に
立
つ
存
在
（
将
校
で
い
え
ば
そ
の
上
官
）、
つ
ま

り
「
受
動
的
な
態
度
」
を
逃
れ
て
い
る
少
な
く
と
も
一
人
の
存
在
が
前
提

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
全
体
は
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
た
こ
の
構
成
的
例
外
が

あ
っ
て
、
は
じ
め
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
理
性
の
私
的
使
用
は
こ
の

よ
う
に
、
例
外
と
全
体
の
パ
ラ
ド
ク
ス
（
全
体
は
少
な
く
と
も
一
つ
の
要

素
を
欠
い
て
い
る
）
を
発
生
さ
せ
る
。
こ
れ
は
一
組
の
二
律
背
反
と
し
て

次
の
よ
う
に
定
式
化
で
き
る
だ
ろ
う
。
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ス
を
作
動
さ
せ
、
女
性
の
定
式

∃
x　

Φ
x：

フ
ァ
ル
ス
の
作
用
を
受
け
て
い
な
い
Ｘ
は
一
つ
も
存
在
し

な
い
。

∀
x　

Φ
x：

す
べ
て
の
Ｘ
が
フ
ァ
ル
ス
の
作
用
を
受
け
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。

は
、
公
的
使
用
の
二
律
背
反
と
同
様
の
例
外
の
否
定
と
非
―
全
体
（
す
べ

て
で
は
な
い
）
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
作
動
さ
せ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
事
態
は
特
異
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実

は
そ
う
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
ふ
れ
な
い
が
、
ジ

ジ
ェ
ク
や
ジ
ョ
ア
ン
・
コ
プ
チ
ェ
ク
と
い
っ
た
影
響
力
の
強
い
ラ
カ
ン
派

の
思
想
家
は
こ
れ
ま
で
、
カ
ン
ト
の
「
純
粋
理
性
の
二
律
背
反
」
の
二
つ

の
様
態
（
力
学
的
、
数
学
的
）
の
な
か
に
、
こ
の
ラ
カ
ン
の
性
別
化
の
定

式
の
マ
ト
リ
ク
ス
を
見
出
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。「
カ
ン
ト
の
純
粋
理

0

0

0

性
の
二
律
背
反
は

0

0

0

0

0

0

0

、
哲
学
的
言
説
の
な
か
に
性
的
差
異
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〔
…
〕
二
律
背

反
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
差
異
と
い
う
か
た
ち
で
、
初
め
て
書
き
込
ま
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

瞬
間
を
指
し
示
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（Žižek, T
arrying w

ith the N
egative 56

〔
強
調
は
原
文
〕）。（
詳
細
な
議
論
と
し
て
は
、
コ
プ
チ
ェ
ク
の
古
典
的
論

文
「
性
と
理
性
の
安
楽
死
」〔『
わ
た
し
の
欲
望
を
読
み
な
さ
い
』
所
収
〕

を
参
照
さ
れ
た
い
。）
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
「
啓
蒙
と
は
何

な
意
味
で
の
性
的
差
異
を
手
に
し
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
こ
の
性
的
差
異
も
ま
た
、
理
性
使
用
に

お
け
る
二
組
の
二
律
背
反
と
ま
っ
た
く
同
じ
論

理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
、
二
組
の
二
律
背
反

の
あ
い
だ
の
差
異
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
理
性
使
用
者
を
二
つ
の
集

合
（
私
的
と
公
的
）
に
分
け
た
よ
う
に
、
ラ
カ

∃x　　Φx
∀x　　Φx

∃x　　Φx
∀x　　Φx

S

Φ

S（A）

a　　　La

ン
は
、
話
す
（
言
語
に
参
入
し
た
）
主
体

―
彼
流
に
い
え
ば
「
フ
ァ
ル

ス
の
作
用
を
受
け
る
」
主
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
フ
ァ
ル
ス

（
Φ
）
に
つ
い
て
は
あ
と
で
ふ
れ
る

―
を
、
こ
の
「
作
用
」
の
受
け
方

の
違
い
に
よ
っ
て
二
つ
の
性
に
分
け
る
（
性
別
化
の
表
の
左
側
が
男
性
、

右
側
が
女
性
で
あ
る
）。
さ
ら
に
、
カ
ン
ト
が
暗
黙
に
そ
れ
ぞ
れ
の
集
合

を
二
律
背
反
に
追
い
込
ん
だ
よ
う
に
、
ラ
カ
ン
は
明
確
に
そ
れ
ぞ
れ
の
性

を
二
律
背
反
の
か
た
ち
で
定
式
化
す
る
（
表
の
上
部
の
二
組
の
論
理
式
）。

そ
し
て
、
こ
こ
が
肝
心
な
の
だ
が
、
男
性
の
定
式

∃
x　

Φ
x

：

フ
ァ
ル
ス
の
作
用
を
受
け
て
い
な
い
Ｘ
が
少
な
く
と
も
一

つ
存
在
す
る
。

∀
x　

Φ
x

：
す
べ
て
の
Ｘ
が
フ
ァ
ル
ス
の
作
用
を
受
け
て
い
る
。

は
、
理
性
の
私
的
使
用
の
二
律
背
反
と
同
様
の
例
外
と
全
体
の
パ
ラ
ド
ク
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用
の
発
生
と
と
も
に
機
能
不
全
に
お
ち
い
る
。
こ
の
意
味
で
「
学
者
」
は
、

女
性
同
様
、
象
徴
秩
序
の
不
完
全
性
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
（S

（A

））
に
か

か
わ
っ
て
い
る
。

3
　
フ
ァ
ル
ス
を
も
つ
こ
と
、
フ
ァ
ル
ス
で
あ
る
こ
と

　

こ
う
し
た
抽
象
的
な
、
し
か
し
ラ
カ
ン
的
に
い
え
ば
「
リ
ア
ル
な
」
差

異
は
、
わ
れ
わ
れ
の
具
体
的
な
性
的
差
異
の
経
験
と
、
ど
の
よ
う
に
関
連

す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
お
い
て
『
三
ギ
ニ
ー
』
は
重
要
な
意
味
を
帯

び
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
に
は
、
ま
ず
フ
ァ
ル
ス
が
な
ん
で

あ
る
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
理
性
使
用
の
二
律
背
反
と
性

別
化
の
定
式
と
の
あ
い
だ
に
論
理
―
形
式
上
の
相
同
性
を
認
め
た
。
つ
ま

り
「
理
性
使
用
の
命
令
を
受
け
る
」
こ
と
と
「
フ
ァ
ル
ス
の
作
用
を
受
け

る
」
こ
と
と
を
等
置
し
た
。
こ
の
等
式
を
、
カ
ン
ト
の
議
論
を
精
神
分
析

に
翻
訳
す
る
た
め
の
マ
ス
タ
ー
コ
ー
ド
と
し
て
用
い
な
が
ら

―
私
は
そ

れ
に
よ
っ
て
こ
の
コ
ー
ド
の
正
し
さ
が
事
後
的
に
証
明
さ
れ
る
こ
と
を
望

ん
で
い
る

―
フ
ァ
ル
ス
の
機
能
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。

　

二
つ
の
理
性
使
用
の
違
い
は
、
理
性
使
用
の
命
令
の
受
け
方
の
違
い
で

も
あ
る
。
つ
ま
り
、
他
人
、
カ
ン
ト
の
い
う
「
後
見
人
」
か
ら
命
令
を
受

け
る
か
（
私
的
使
用
）、
受
け
手
自
身
が
命
令
者
で
あ
る
か
（
公
的
使
用
）

の
違
い
、
い
わ
ば
、
主
体
が
命
令
を
も
つ

0

0

0

0

0

か
、
主
体
自
身
が
命
令
で
あ
る

0

0

0

0

0

か
」
に
見
出
す
の
は
、
性
的
差
異
が
理
性
使
用
の
二
律
背
反
と
い
う
か
た

ち
で
カ
ン
ト
哲
学
の
な
か
に
再
度

0

0

書
き
込
ま
れ
た
瞬
間
で
あ
る
、
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

　

先
に
進
む
前
に
、
一
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
私
は
「
二

つ
の
性
」
と
い
っ
た
が
、
こ
れ
は
厳
密
に
は
正
し
く
な
い
。
女
性
が
全
体
、

一
な
る
も
の
を
形
成
で
き
な
い
以
上
、
そ
の
性
を
一
つ
と
数
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
女
は
〔
…
〕
そ
の
本
質
に
お
い
て
非
―
全
体

not-w
hole

で
あ
る
た
め
、〈
女
〉
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
」（Lacan 

73︲72

）。（
こ
の
こ
と
は
、
性
別
化
の
表
で
は
抹
消
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
語

の
女
性
定
冠
詞La

で
表
さ
れ
て
い
る
。）
し
た
が
っ
て
こ
う
い
え
る
だ

ろ
う
。「
性sexes

は
一
つ
以
上
、
二
つ
未
満
で
あ
る
。
性
を
二
つ
と
数

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
存
在
す
る
の
は
、
一
と
一
を
逃
れ
る
な
に
か

（
正
確
に
い
え
ば
、
な
に
か
と
は
い
え
な
い
が
無
以
上
の
も
の
）
だ
け
で

あ
る
」（Žižek, Less than N

othing 770

）。（
性
別
化
の
表
の
ａ
は
、

〈
一
〉
の
側
か
ら
み
て
曰
く
言
い
難
い
こ
の
「
な
に
か
」
を
表
す
。）
カ
ン

ト
の
議
論
に
置
き
換
え
て
い
え
ば
、
理
性
の
私
的
使
用
者
の
集
合
が
、
社

会
組
織
の
「
部
分
」
を
形
成
す
る
「
一
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
の
部
分

か
ら
の
ず
れ
と
し
て
あ
る
非
―
部
分
と
し
て
の
「
学
者
」
は
「
一
を
逃
れ

る
な
に
か
」
で
あ
る
。
前
者
が
社
会
的
地
位
と
し
て
社
会
の
象
徴
秩
序
に

登
録
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
後
者
は
零
以
上
一
未
満
の
、
登
録
不
可
能

な
な
に
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
社
会
の
象
徴
秩
序
は
、
理
性
の
公
的
使
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周
知
の
よ
う
に
、
伝
統
的
な
任
官
式
の
儀
式
で
用
い
ら
れ
る
物
は
、
権

力
を
「
象
徴
化
」
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
手
に
し
た
者
を
、
権
力

を
効
果
的
に
行
使
す
る

0

0

0

0

地
位
に
就
か
せ
る
。
王
が
錫
杖
を
も
ち
王
冠
を

か
ぶ
る
と
き
、
そ
の
言
葉
は
王
の
言
葉
と
み
な
さ
れ
る
の
だ
。
そ
う
し

た
記
章
は
外
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
私
の
本
性
の
一
部
で
は
な
い
。
私

は
そ
れ
を
纏
う
。
権
力
を
行
使
す
る
た
め
に
そ
れ
を
身
に
着
け
る
。
そ

う
し
た
も
の
と
し
て
記
章
は
、
私
を
「
去
勢
す
る
」。
つ
ま
り
記
章
は
、

現
に
あ
る
私
と
い
う
存
在
と
私
が
果
た
す
役
割
と
の
あ
い
だ
の
ギ
ャ
ッ

プ
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
〔
…
〕。
こ
れ
が
悪
名
高
い
「
象
徴
的
去
勢
」

の
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
〔
…
〕
去
勢
は
、
象
徴
界
の
な
か
に
捕
ら
わ

れ
る
、
象
徴
的
命
令
を
受
け
入
れ
る
、
と
い
う
事
実
〔
性
別
化
の
表
で

は
S
で
表
さ
れ
て
い
る
〕
に
よ
っ
て
起
こ
る
。
去
勢
と
は
、
現
に
あ
る

私
と
い
う
存
在
と
私
に
こ
の
「
権
威
」
を
付
与
す
る
象
徴
的
命
令
と
の

あ
い
だ
の
ギ
ャ
ッ
プ
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
意
味
で
去
勢
は
、
権
力

の
反
義
語
で
は
な
く
、
そ
の
同
義
語
で
あ
る
。
去
勢
は
私
に
権
力
を
授

け
る
も
の
な
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
フ
ァ
ル
ス
を
、
私
と
い
う
存
在
の
生

命
力
、
私
の
雄
々
し
さ
、
な
ど
を
直
接
表
現
す
る
器
官
と
し
て
で
は
な

く
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
記
章
と
し
て
、
王
や
裁
判
官
が
記
章
を
身
に
付

け
る
の
と
同
様
に
私
が
身
に
付
け
る
仮
面
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

フ
ァ
ル
ス
と
は
、
私
が
身
に
付
け
る
「
身
体
な
き
器
官
」、
私
の
身
体

に
取
り
付
け
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
そ
の
「
有
機
的
部
位
」
に
な
る
こ

か
の
違
い
で
あ
る
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
、「
大
半
の
人
間
」
は
「
成
年
状

態
へ
の
歩
み
は
困
難
で
あ
る
だ
け
で
な
く
危
険
で
あ
る
と
考
え
る
」
と
指

摘
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
そ
う
（
カ
ン
ト
25
）。
つ
ま
り
、
ひ
と
は
通

常
、
理
性
の
公
的
使
用
者
で
あ
る
よ
り
は
私
的
使
用
者
で
あ
る
こ
と
、
命

令
で
あ
る
よ
り
は
命
令
を
も
つ
こ
と
を
望
む
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
こ
の
欲
望
は
つ
ね
に
、
命
令
を
失
う
こ
と
の
不
安
を
と
も
な

う
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
命
令
は
、
も
つ
べ
き

0

0

0

0

命
令
、
逆
に
い
え
ば
、

失
う
お
そ
れ
の
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

命
令
だ
か
ら
で
あ
る
。
反
対
に
、
理
性
の
公
的
使
用
者

は
、
こ
の
不
安
と
は
無
縁
で
あ
る
。
自
分
自
身
が
命
令
で
あ
る
こ
の
存
在

は
、
そ
も
そ
も
、
失
う
お
そ
れ
の
あ
る
命
令
な
ど
も
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
。

　

こ
の
こ
と
と
先
の
マ
ス
タ
ー
コ
ー
ド
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
性
別
化
の
定
式

に
お
け
る
フ
ァ
ル
ス
の
作
用
の
差
異
は
、
フ
ァ
ル
ス
を
も
つ
こ
と
（
男
性

の
側
）
と
フ
ァ
ル
ス
で
あ
る
こ
と
（
女
性
の
側
）
の
差
異
と
し
て
書
き
直

さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
判
断
に
間
違
い
は
な
い
。
と
い
う
の
も
精
神

分
析
は
、
ひ
と
が
理
性
の
私
的
使
用
者
と
し
て
社
会
的
地
位
に
就
く
と
き

に
起
こ
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
フ
ァ
ル
ス
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
、

と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

フ
ァ
ル
ス
を
そ
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
す
る
象
徴
的
去
勢
と
は
、
な
ん
だ

ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
フ
ァ
ル
ス
を
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
考
え
る
と

こ
ろ
か
ら
は
じ
め
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
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『
三
ギ
ニ
ー
』
で
は
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
が
拒
絶
す
べ
き
こ
と
が
二
つ

強
調
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
署
名
す
る
こ
と
、
も
う
一

つ
は
記
章
を
身
に
着
け
る
こ
と
。
こ
こ
ま
で
議
論
を
進
め
て
き
た
わ
れ
わ

れ
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
な
ん
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
に
署
名
す
る
こ
と
が
他
者
の
象
徴
的
命
令
に
従
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、

記
章
を
身
に
着
け
る
こ
と
が
理
性
の
私
的
利
用
者
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
て

み
れ
ば
、
こ
の
二
つ
は
、
理
性
の
公
的
使
用
（
フ
ァ
ル
ス
で
あ
る
こ
と
）

の
放
棄
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
記
章
の
拒
否
は
、
ウ
ル
フ
に
お

い
て
性
的
差
異
の
問
題
と
も
関
連
し
て
い
る
。
ウ
ル
フ
は
男
女
の
差
異
を
、

な
に
よ
り
も
服
装
の
差
異
と
し
て
強
調
す
る
。
こ
れ
は
服
装
に
ジ
ェ
ン
ダ

ー
や
セ
ッ
ク
ス
の
差
異
が
反
映
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
し
、
服
装

を
通
じ
て
性
差
が
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に
構
築
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も

な
い
。
ウ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
男
の
服
は
女
の
服
と
は
違
い
「
着
る
者
の
社

会
的
、
職
業
的
、
知
的
立
場
を
宣
伝
す
る
は
た
ら
き
」
が
あ
る
（W

oolf 

137

）。
男
の
着
る
服
の
「
ボ
タ
ン
、
ば
ら
飾
り
、
ス
ト
ラ
イ
プ
に
は
ど
れ

も
象
徴
的
な
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
が
、
女
は
「
そ
う
し
た
服

を
着
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
」（W

oolf 134, 138

）。
つ
ま
り
ウ
ル

フ
が
い
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
男
の
服
は
記
章
＝
フ
ァ
ル
ス
で
あ
る
が
、

女
は
そ
う
し
た
記
章
＝
フ
ァ
ル
ス
を
身
に
着
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
（『
三
ギ
ニ
ー
』
に
収
め
ら
れ
た
写
真
は
、
す
べ
て
記
章
を
身
に
着
け

た
男
た
ち
の
写
真
で
あ
る
）。
フ
ァ
ル
ス
を
も
つ
こ
と
は
理
性
の
公
的
使

と
は
な
い
、
異
質
で
過
剰
な
補
足
物
と
し
て
永
遠
に
身
体
か
ら
付
き
出

た
ま
ま
の
「
身
体
な
き
器
官
」
で
あ
る
。（Žižek, Less than N

oth-

ing 596　

強
調
は
原
文
）

王
冠
や
錫
杖
に
い
え
る
こ
と
は
、
軍
人
の
勲
章
や
裁
判
官
の
か
つ
ら
は
も

ち
ろ
ん
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
ネ
ク
タ
イ
に
も
い
え
る
だ
ろ
う
（
お
も
し
ろ

い
こ
と
に
、
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
伝
統
的
に
女
性
が
身
に
着
け
な
い
も
の
で

あ
る
）。
要
す
る
に
、
精
神
分
析
は
、
理
性
の
私
的
使
用
者
に
な
る
こ
と

を
「
象
徴
的
去
勢
」
と
呼
び
、
理
性
の
私
的
使
用
者
が
「
象
徴
的
去
勢
」

の
し
る
し
、
ラ
カ
ン
流
に
い
え
ば
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
」
と
し
て
身
に
着
け

0

0

0

0

る0

物
を
「
フ
ァ
ル
ス
」
と
呼
ぶ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
理
性
の
私
的
使

用
者
が
フ
ァ
ル
ス
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
公
的
使
用
者
は
、
自
身
が
フ
ァ
ル

ス
と
し
て
あ
る

0

0

0

0

0

（
自
身
が
理
性
使
用
の
命
令
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ

の
存
在
自
体
が
命
令
の
し
る
し
と
な
る
）
の
で
あ
っ
て
、
フ
ァ
ル
ス
を
も

0

0

つ0

の
で
は
な
い
（
理
性
使
用
の
権
限
を
他
者
か
ら
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
）
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
カ
ン
ト
の
い
う
「
学
者
」
に
な
る
の
に
、

記
章
を
身
に
着
け
る
必
要
は
な
い
。
そ
も
そ
も
「
学
者
」
の
記
章
な
ど
あ

り
え
な
い
。
記
章
（
フ
ァ
ル
ス
）
を
身
に
着
け
れ
ば
、
そ
の
瞬
間
に
ひ
と

は
「
学
者
」
で
は
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

フ
ァ
ル
ス
で
あ
る
こ
と
と
フ
ァ
ル
ス
を
も
た
な
い
こ
と
。
こ
れ
こ
そ
は
、

ウ
ル
フ
の
い
う
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
の
条
件
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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4
　
フ
ァ
ル
ス
を
差
し
引
く

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
理
性
の
私
的
使
用
に
執
着
す
る

―
そ
れ
ゆ
え
戦

争
に
関
し
て
は
公
的
（
カ
ン
ト
的
に
い
え
ば
私
的
）
関
心
か
ら
戦
争
支
持

の
立
場
に
立
た
ざ
る
を
え
な
い

―
「
教
育
あ
る
男
た
ち
」
に
抵
抗
す
る

も
っ
と
も
有
効
な
手
段
は
、
彼
ら
か
ら
フ
ァ
ル
ス
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で

あ
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
い
っ
け
ん
う
ま
く
い
き
そ
う
に
な
い
。

こ
の
「
男
た
ち
」
が
フ
ァ
ル
ス
（
記
章
）
を
自
分
か
ら
手
放
す
と
は
思
え

な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
が
も
ち
た
い
と
思
い
な
が
ら
、
彼
ら

の
自
由
に
は
な
ら
な
い
フ
ァ
ル
ス
が
、
一
つ
だ
け
あ
る
。
そ
れ
は
彼
ら
の

「
娘
た
ち
」
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
、
フ
ァ
ル
ス
そ
の
も
の
で
あ
り
且
つ

自
由
に
考
え
行
動
で
き
る
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、

フ
ァ
ル
ス
で
あ
る
自
分
自
身
を
、
社
会
組
織
か
ら
、
そ
し
て
社
会
組
織
に

組
み
込
ま
れ
た
「
男
た
ち
」
の
手
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
る
。
私
が

最
後
に
ウ
ル
フ
の
テ
ク
ス
ト
に
読
み
取
り
た
い
の
は
、
こ
の
差
し
引
き
の

政
治
学
の
可
能
性
で
あ
る
。

　

ウ
ル
フ
は
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
た
ち
の
ソ
サ
イ
ア
テ
ィ
」
が
現
に
機
能

し
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
三
つ
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。（
む
ろ
ん

「
ソ
サ
イ
ア
テ
ィ
」
と
は
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
普
通
の
協
会
や
団
体
と
は

違
う
。
一
言
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
学
者
」
た
ち
の
潜
在
的
な
ア
ソ
シ
エ

用
を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
ウ
ル
フ
の
考
え
も
基
本
的
に
同

じ
で
あ
る
。
彼
女
に
と
っ
て
、
記
章
を
身
に
付
け
、
自
分
の
地
位
や
栄
誉

を
見
せ
び
ら
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
脚
光
」
を
浴
び
る
こ
と
は
「
人
間

の
能
力
の
自
由
な
活
動
を
麻
痺
さ
せ
、
変
革
し
新
た
な
統
一
体
を
創
造
す

る
人
間
の
力
を
抑
制
す
る
」（W

oolf 240

）
こ
と
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て

「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
は
、「
知
的
自
由
」
を
旨
と
す
る
以
上
、
フ
ァ
ル
ス

を
も
っ
て
は
な
ら
な
い
。「〔
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
は
〕
個
人
的
な
栄
誉
の
し

る
し

―
メ
ダ
ル
、
リ
ボ
ン
、
バ
ッ
ジ
、
大
学
式
服
の
背
部
の
垂
れ
布
、

ガ
ウ
ン

―
を
必
要
と
し
ま
せ
ん
が
、
そ
の
理
由
は
〔
…
〕
そ
う
し
た
し

る
し
が
、
明
ら
か
に
制
限
、
固
定
観
念
、
破
壊
と
い
っ
た
こ
と
を
生
み
出

す
か
ら
で
す
」（W

oolf 239︲240

）。「
制
限
」
が
と
く
に
自
由
の
制
限
を

指
し
、「
破
壊
」
が
具
体
的
に
は
戦
争
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
ま
ず
間
違

い
な
い
だ
ろ
う
。

　

ウ
ル
フ
は
、「
教
育
あ
る
男
を
父
に
も
つ
娘
た
ち
」
は
こ
う
し
た
「
栄

誉
の
し
る
し
や
制
服
を
す
べ
て
拒
絶
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
当
面
の
問
題

―
い
か
に
戦
争
を
防
ぐ
か

―
に
対
す
る
些
細
な
、
し
か
し
決
定
的
な

貢
献
と
な
る
で
し
ょ
う
」（W

oolf 138

）
と
い
っ
た
が
、
こ
の
言
葉
は
多

く
の
ひ
と
を
困
惑
さ
せ
た
に
ち
が
い
な
い
。
記
章
や
制
服
を
身
に
着
け
な

い
と
い
っ
た
文
化
的
行
為
が
、
な
ぜ
戦
争
の
防
止
と
い
っ
た
政
治
的
効
果

を
も
つ
の
か
、
と
。
答
え
は
一
つ
し
か
な
い
。
記
章
や
制
服
は
、「
教
育

あ
る
男
た
ち
」
が
失
う
こ
と
を
お
そ
れ
る
フ
ァ
ル
ス
だ
か
ら
で
あ
る
。
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え
る
対
象

―
こ
れ
は
ま
さ
し
く
フ
ァ
ル
ス
の
特
徴
で
あ
る
。

　

差
し
引
き
の
政
治
学
が
、
さ
ら
に
大
き
な
効
果
を
発
揮
し
う
る
場
所
が

あ
る
。
そ
れ
は
「
娘
た
ち
」
の
父
親
が
い
る
場
所
、
家
庭
で
あ
る
。
ウ
ル

フ
は
「
教
育
あ
る
男
」
の
家
庭
を
、
娘
の
学
費
を
削
っ
て
息
子
を
教
育
し

公
職
に
就
か
せ
る
シ
ス
テ
ム
、
つ
ま
り
は
理
性
の
私
的
使
用
者
を
再
生
産

す
る
装
置
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。「
娘
」
と
は
、
い
わ
ば
こ
の
装
置
の

症
候
的
な
捻
じ
れ
に
付
け
ら
れ
た
名
前
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら

娘
は
、
こ
の
装
置
に
と
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
無
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
必

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

要
不
可
欠
な

0

0

0

0

0

も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
公
職
に
就
く
男
た
ち
が
つ
ね
に
「
記

章
」
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
よ
う
に
（
男
の
服
装
は
一
年
中
同
じ
で
、
季

節
ご
と
に
「
個
人
的
」
好
み
で
服
を
変
え
る
女
か
ら
み
る
と
奇
妙
で
あ
る
、

と
ウ
ル
フ
は
い
う
）、
父
親
は
娘
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら

「
記
章
」
が
そ
れ
を
身
に
付
け
た
者
の
社
会
的
身
分
を
存
立
さ
せ
る
よ
う

に
、
娘
は
、
彼
女
を
所
持
す
る
父
親
の
男
性
性
を
支
え
る
か
ら
で
あ
る
。

「
妻
と
娘
を
扶
養
し
た
い
と
い
う
欲
望
。
こ
れ
以
上
に
強
力
で
根
深
い
動

機
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
男
ら
し
さ
そ
の
も
の
と

結
び
つ
い
て
い
た
か
ら
で
す
。
家
族
を
養
え
な
い
男
は
、
自
分
自
身
で
男

ら
し
さ
を
思
い
描
く
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
」（W

oolf 
267

）。

こ
の
意
味
で
娘
は
、
父
親
に
と
っ
て
あ
る
種
の
「
記
章
」、
フ
ァ
ル
ス
で

あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
娘
た
ち
」
が
こ
の
父
親
と
の
関
係
か
ら
身

を
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
父
親
た
ち
の
男
性
性
の
地
盤
は
崩
れ
、

ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。）
一
つ
目
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
ウ
リ

ッ
ジ
の
首
長
。
こ
れ
は
「
知
的
自
由
」
の
行
使
（
フ
ァ
ル
ス
で
あ
る
こ

と
）
の
例
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
勝
利
チ
ー
ム
に
賞
杯
や
メ
ダ
ル
を
授
与

す
る
こ
と
を
廃
止
し
た
女
性
ス
ポ
ー
ツ
団
体
。
こ
れ
は
「
記
章
」
の
拒
否

（
フ
ァ
ル
ス
を
も
た
な
い
こ
と
）
の
例
と
い
え
る
。
三
つ
目
は
、
教
会
に

参
集
す
る
若
い
女
性
の
数
が
激
減
し
て
い
る
と
い
う
当
時
の
状
況
。
ウ
ル

フ
は
こ
の
例
を
「
消
極
性
〔
無
活
動passivity

〕
の
実
験
」
と
呼
ぶ
。

ウ
ル
フ
が
引
用
す
る
レ
ポ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
伝
統
的
に
若
い
女
性
の
ヴ
ォ

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
頼
っ
て
き
た
（
そ
の
反
面
「
教
育
あ
る
男
」
に
は
高
い
地

位
と
給
料
を
与
え
て
き
た
）
教
会
は
、
こ
の
「
娘
た
ち
」
の
態
度
に
「
相

当
な
不
安
」
を
お
ぼ
え
る
。
地
位
の
改
善
や
給
与
な
ど
を
積
極
的
に
要
求

す
る
よ
り
も
、
教
会
に
行
か
な
い
と
い
う
「
消
極
性
」
が
か
え
っ
て
強
い

影
響
力
を
発
揮
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
私
の
考
え
る
差
し
引
き

の
政
治
学
で
あ
る
。「
引
き
下
が
る
こ
と
は
」
と
ウ
ル
フ
は
い
う
、「
バ
ザ

ー
で
人
に
向
か
っ
て
話
し
た
り
、
試
合
に
お
け
る
従
来
の
慣
習
を
取
り
除

い
た
り
す
る
よ
り
も
簡
単
な
こ
と
で
す
」（W

oolf 
244

）。
だ
が
、
そ
の

効
果
は
逆
説
的
に
大
き
い
。「
消
極
性
の
実
験
は
、
消
極
性
は
積
極
性
で

あ
る
と
い
う
こ
と
、
外
部
に
い
る
者
た
ち
も
役
割
を
果
た
せ
る
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
者
た
ち
の
不
在
が
意
識
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
者
た
ち
の
現
前
が
望
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
」（W

oolf 
245

）。
不
在
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
不
安
を
与
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ス
を
差
し
引
く
こ
と
と
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
で

あ
る
こ
と
が
「
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
」
へ
後
退
す
る
こ
と
な
し
に
実
践
的
―

効
果
的
で
あ
り
う
る
の
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て

―
つ
ま
り
、
娘
た
ち

が
フ
ァ
ル
ス
と
し
て
あ
る
、
い
い
か
え
れ
ば
、
娘
た
ち
が
精
神
分
析
的
な

意
味
で
の
性
的
差
異
を
「
教
育
あ
る
男
た
ち
」
と
の
あ
い
だ
で
確
保
す
る

限
り
に
お
い
て

―
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
理
性
の
公
的

使
用
は
社
会
組
織
の
「
全
体
の
一
部
で
は
な
い
部
分
」
の
立
場
か
ら
実
践

さ
れ
る
と
き
効
果
的
に
な
る
と
い
う
ジ
ジ
ェ
ク
の
テ
ー
ゼ
に
、
い
ま
や
重

要
な
補
足
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
実
践
が
さ
ら
に

0

0

0

効
果
的

に
な
る
の
は
、
こ
の
「
全
体
の
一
部
で
は
な
い
部
分
」
の
立
場
が
、
フ
ァ

ル
ス
で
あ
る

0

0

0

女
の
立
場
と
重
な
る
と
き
で
あ
る
、
と
。

理
性
の
私
的
使
用
者
を
再
生
産
す
る
装
置
は
失
調
を
き
た
す
だ
ろ
う
。

（
こ
の
差
し
引
き
を
実
践
す
る
た
め
に
は
、
も
ち
ろ
ん
「
娘
た
ち
」
が
経

済
的
に
自
立
で
き
る
社
会
環
境
が
必
要
で
あ
り
、
ウ
ル
フ
も
そ
れ
を
強
く

主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
自
立
が
理
性
を
私
的
に
使
用
す
る
「
教

育
あ
る
男
た
ち
」
と
同
様
の
就
職
形
態
に
帰
着
し
て
し
ま
っ
て
は
、
元
も

子
も
な
い
。
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
は
、
経
済
的
自
立
が
差
し
引
き
の
政

治
学
の
条
件
で
あ
っ
て
目
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
お
く

必
要
が
あ
る
。）

「
教
育
あ
る
男
を
父
に
も
つ
娘
た
ち
よ
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
た
れ
！
」
と

い
う
ウ
ル
フ
の
モ
ッ
ト
ー
が
政
治
的
に
有
効
な
の
は
、「
娘
た
ち
」
が
社

会
組
織
か
ら
自
ら
を
差
し
引
く
こ
と
が
、
結
局
、
社
会
組
織
か
ら
フ
ァ
ル
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