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問
題
一

「
サ
ル
の
研
究
を
し
て
い
ま
す
」
と
い
う
と
、「
人
間
と
サ
ル
は
ど
こ
が
決
定
的
に
違
う
の
で
す
か
」
と
い
う
質
問
を
、
よ
く
受
け
る
。

最
近
は
、
遺
伝
学
の
研
究
が
急
速
に
進
歩
し
て
、
遺
伝
情
報
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
配
列
と
い
う
の
が
、
一
〇
〇
％
解
読
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
人
間
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
は
九
八
・
八
％
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
。　

Ａ　

遺
伝
の
研
究
者
な
ら
、「
人
間
と
い
っ

て
も
内ア
実
は
サ
ル
と
ほ
と
ん
ど
同①
じ
よ
う
な
も
の
で
す
」と
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
れ
は
誤
り
で
は
な
い
。

あ
る
い
は
人
間
は
二
足
で
歩
行
す
る
点
で
固
有
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
。
毛
が
ほ
と
ん
ど
は
え
て
な
く
て
、
裸
で
あ
る
と
い
う
主

張
も
一
時
、
流
行
し
た
。

け
れ
ど
私
は
、
心
理
・
行
動
の
研
究
者
な
の
で
、
外
見
や
形
態
や
Ｄ
Ｎ
Ａ
は
ひ
と
ま
ず
お
い
た
上
で
、
心
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
差

異
に
自イ
ず
か
ら
関
心
が
い
っ
て
し
ま
う
。

こ
う
し
て
考
え
て
み
る
と
、
能
力
と
い
う
も
の
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
人
間
以
外
の
霊
長
類
で
も
、
以
前
に
考
え
ら
れ
て
い
た
以

上
に
高
等
で
複
雑
な
内
容
を
認
識
し
た
り
、　

Ｂ　

自
分
で
遂
行
で
き
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
の
限
り
に
お
い

て
、
両
者
に
決
定
的
な
相
違
は
、
見
つ
け
ら
れ
そ
う
に
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
高
次
の
認
識
や
行
動
の
遂
行
を
可
能
に
す
る
学
習
を
成
り
立
た
せ
る「
ば
ね
」が
、
根
本
的
に
違
う
。
学
習
は

大
き
く
、「
し
て
は
い
け
な
い
」こ
と
を
学
ぶ
、
つ
ま
り
禁
止
の
も
の
と
、「
し
た
方
が
よ
い
」こ
と
を
学
ぶ
、
つ
ま
り
促
進
の
も
の
に
二

分
さ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
後
者
つ
ま
り
学
術
用
語
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
報
酬
（rew

ard

）」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
質
的
に
大
き
く
異
な

る
の
で
あ
る
。
他
方
、
禁
止
の
方
は
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
自
分
に
と
っ
て
脅
威
や
有
害
な
こ
と
が
起
き
る
と
、
そ
れ
は
罰

と
し
て
作
用
す
る
。
こ
こ
で
い
う
報
酬
と
は
、
学
習
上
の
励
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
正
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
だ
。
励（１
）み

が
あ
る
と
、
ま

す
ま
す
そ
の
直
前
の
行
動
や
認
知
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
人
間
と
、
人
間
以
外
の
動
物
で
は
大
き
く
異
な
る
。

人
間
以
外
の
動
物
で
は
、報
酬
は
お
お
よ
そ
の
場
合
に
お
い
て
、水
を
含
め
た
食
物
で
あ
る
。
食
物
は
、生
命
を
イａ
ジ
し
て
い
く
上
で
、

も
っ
と
も
大
切
な
要
素
で
あ
る
か
ら
だ
。
と
こ
ろ
が
人
間
と
も
な
る
と
、
そ
う
で
は
な
く
な
る
。
機
会
が
あ
れ
ば
、
人
間
の
子
ど
も
を

し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
ナｂ
ガ
め
て
み
れ
ば
わ
か
る
だ
ろ
う
。

子
ど
も
に
と
っ
て
成
長
し
て
い
く
過
程
で
の
最
大
の
学
習
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は「
こ
と
ば
」を
マ
ス
タ
ー
し
て
い
く
こ
と
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
満
三
歳
に
な
っ
た
頃
か
ら
小
学
校
に
入
る
ま
で
の
あ
い
だ
に
、
彼
ら
は
ヘｃ
イ
キ
ン
し
て
毎
日
、
一
五
語
く
ら
い

の
ペ
ー
ス
で
新
し
い
単
語
を
習
得
し
て
い
く
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ぐ
ら
い
の
テ
ン
ポ
で
学
習
し
な

い
と
、
成
人
の
用
い
る
よ
う
な
お
び
た
だ
し
い
語
彙
数
に
は
一
〇
〇
年
か
け
て
も
た
ど
り
着
か
な
い
勘ウ
定
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

こ
れ
は
、
と
て
つ
も
な
い
ス
ピ
ー
ド
と
い
う
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
子
ど
も
は
、
涙
ぐ
ま
し
い
努
力
を
払
っ
て
こ
と
ば
を
身

に
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

　

Ｃ　

こ
の
学
習
の
過
程
で
、
そ
の
涙
ぐ
ま
し
い
努
力
を
支
え
る
も
の
は
何
な
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
食
物
や
水
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
努
力
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、
人
間
の
子
ど
も
は
ふ
つ
う
、
三
度
三
度
の
食
事
は
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
か
と
い
っ
て
、

子
ど
も
の
報
酬
は
、
特
別
に
用
意
さ
れ
た
大
好
物
の
ケ
ー
キ
や
ア
イ
ス
で
は
な
い
し
、
ジ
ュ
ー
ス
で
も
な
い
。
よ
く
頑
張
っ
た
か
ら
オ

モ
チ
ャ
を
買
っ
て
も
ら
え
る
こ
と
で
も
な
い
。

で
は
何
が
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
新
し
い
単
語
を
口
に
し
た
と
き
「
わ
ぁ
、
○
○
ち
ゃ
ん
、
も
う
そ
ん
な
こ
と
ば
を

言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
ね
！
」と
い
う
の
に
代
表
さ
れ
る
、
周
囲
の
反
応
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
子
ど
も
を
取
り
巻
い
て
い
る
周
囲
の
大
人
た
ち
が
振
り
向
い
て
く
れ
る
こ
と
、
感
嘆
し
て
驚
き
の
ま
な
ざ
し
を
投
げ
か
け

て
く
れ
る
こ
と
が
、
最
大
最
高
の　

Ⅰ　

と
し
て
作
用
し
て
い
る
の
だ
。

私
は
サ
ル
の
研
究
に
長
い
間
た
ず
さ
わ
っ
て
き
た
か
ら
よ
く
わ
か
る
の
だ
が
、
生
物
と
し
て
の
同
じ
仲
間
で
あ
る
他
の
存
在
が
、
自
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分
自
身
に
注
意
を
払
っ
て
く
れ
る
こ
と
が
心
地
よ
い
、
だ
か
ら
学
習
に
せ
っ
せ
と
励
む
と
い
う
の
は
、
人
間
以
外
の
霊
長
類
で
は
ま
ず

あ
り
得
な
い
現
象
な
の
だ
。
一
方
、
そ
の
感
性
が
人
間
で
は　

Ⅱ　

と
し
て
備
わ
っ
た
状
態
で
、
生
ま
れ
て
く
る
。

当
た
り
前
の
話
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
は
学
習
す
る
こ
と
な
し
に
は
言
語
を
操
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
以

外
の
動
物
は
、言
語
を
操
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
点
に
お
い
て
、人
間
は
他
の
動
物
か
ら
卓エ
越
し
た
生
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
、

疑
問
の
ヨｄ
チ
は
な
い
。

　

Ｄ　

、ど
う
い
う
言
語（
日
本
語
、英
語
、フ
ラ
ン
ス
語
、…
…
）を
身
に
つ
け
て
い
く
か
に
か
か
わ
ら
ず
、言
語
を
学
ぶ
に
あ
た
っ

て
、
子
ど
も
が
周
囲
の
仲
間
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
を
励
み
に
す
る
点
は
、
万
国
共
通
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
た
め
の
シｅ
シ
ツ
が
あ
ら
か
じ

め
人
間
に
、
遺
伝
的
に
無
条
件
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
事
実
な
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
社
会
的
に
注
意
を
払
わ
れ
る
こ
と
に
心
地
よ
さ
を
感
じ
る
習
性
は
、
人
間
に
生
ま
れ
な
が
ら
に
備
わ
っ
た
、

い
わ
ば「
業
」の
よ
う
な
も
の
と
書
く
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

事
実
、
人
間
は
終
生
、
そ
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
は
善
い
と
か
悪
い
と
か
い
う
、　

Ⅲ　

性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
ど
う
し
よ
う
も
な
く
「
そ
う
」
で
あ
り
、
死
ぬ
ま
で
そ
れ
と

付
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
宿
命
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
し
て
そ
の
出
発
点
と
な
る
の
が
、
他
者
の
表
情
の
な
か
の「
笑
い
」と
い
う
人
間
独
特
の
表
出
な
の
だ
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
こ
ろ

の
私
た
ち
を
想
像
し
て
み
よ
う
。
周
り
は
混
乱
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
、
自
分
に
笑
い
か
け
て
く
る
対
象
、
そ
れ
に
注
目
し
、
そ

れ
に
な
ら
う
こ
と
で
人
間
は
身
の
安
全
と
、
順
調
な
発
達
へ
の
ス
タ
ー
ト
を
切
る
の
だ
。

学
習
の
励
み
と
な
る
社
会
的
賞
賛
の
核
と
な
る
の
が
、
こ
の
表
情
で
あ
る
こ
と
も
改
め
て
指
摘
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ（２
）こ

か

ら
人
間
は
、
他
の
動
物
で
は
不
可
能
な
高
次
の
学
習
が
始
ま
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
笑
い
の
情
報
処
理
が
、
人
間
的（
皮
質
）カｆ
イ
ロ
で

処
理
さ
れ
る
経
緯
も
判
然
と
す
る
。

（
正
高
信
男『
コ
ミ
ュ
障　

動
物
性
を
失
っ
た
人
類
』）

設
問
一　
傍
線
ア
か
ら
エ
の
漢
字
を
平
仮
名（
ひ
ら
が
な
）に
書
き
換
え
な
さ
い
。

設
問
二　
傍
線
ａ
か
ら
ｆ
の
片
仮
名（
カ
タ
カ
ナ
）を
漢
字
に
書
き
換
え
な
さ
い
。

設
問
三　
　

Ａ　

～　

Ｄ　

に
は
、
ど
ん
な
接
続
詞
（
つ
な
ぎ
こ
と
ば
）
が
入
る
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
語

を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
同
じ
語
は
二
度
以
上
使
わ
な
い
こ
と
。

ア　

だ
か
ら　
　

イ　

そ
れ
で
は　
　

ウ　

あ
る
い
は　
　

エ　

け
れ
ど
も

設
問
四　
傍
線
①
に
つ
い
て
、「
同
じ
よ
う
な
も
の
」
を
表
す
表
現
で
な
い
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る

も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

う
り
二
つ　
　

イ　

同
工
異
曲　
　

ウ　

五
十
歩
百
歩　
　

エ　

竹
馬
の
友

設
問
五　
傍
線
（
１
）
に
つ
い
て
、
①
「
人
間
」
と
、
②
「
人
間
以
外
の
動
物
」
に
と
っ
て
「
励
み
」
と
な
る
も
の
は
何
か
。
本
文
中
か

ら
①
は
十
字
以
上
十
五
字
以
内
、
②
は
五
字
以
上
十
字
以
内
で
そ
れ
ぞ
れ
書
き
抜
き
な
さ
い
。

設
問
六　
　

Ⅰ　

、　

Ⅱ　

に
は
、
ど
ん
な
語
句
が
入
る
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

報
酬　
　

イ　

経
験　
　

ウ　

学
習　
　

エ　

本
能
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設
問
七　
　

Ⅲ　

に
は
、
ど
ん
な
語
句
が
入
る
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

社
会
で
決
め
ら
れ
た　
　

イ　

日
常
生
活
に
用
い
る

ウ　

価
値
判
断
を
下
す

エ　

心
に
働
き
か
け
る

設
問
八　
傍
線
（
２
）
に
つ
い
て
、「
他
の
動
物
で
は
不
可
能
な
高
次
の
学
習
」
は
何
に
よ
っ
て
始
ま
る
の
か
。
本
文
中
の
語
句
を
用

い
て
三
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。
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問
題
二

境
界
領
域
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
に
近
い
、
あ
る
い
は
重
な
り
合
っ
て
い
る
分
野
の
研
究
者
た
ち
は
共
同
研
究

す
る
こ
と
が
多
い
。
共
同
研
究
す
る
と
き
、
最
初
の（
最
後
ま
で
と
い
っ
て
良
い
ば
あ
い
も
多
い
が
）主
要
な
問
題
は
、
お
互
い
の
間
で

相
手
の
言
葉
が
わ
か
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
共
同
で
仕
事
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
、メ
ン
バ
ー
間
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
い
つ
で
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
共
同
研
究
の
ば
あ
い
こ
の
こ
と
が
特
に
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
既
成
の
分
野
で

育
っ
た
研
究
者
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
枠
組
、　

Ａ　

問
題
を
と
ら
え
る
際
の
分
類
体
系
が
違
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

何
度
も
会ア
合
を
重
ね
、
対
話
や
討
論
を
通
じ
て
、
相
手
の
言
葉
や
分
類
体
系
が
わ
か
っ
て
く
る
。
そ
の
う
え
で
今
度
は
、
共
同
研
究

の
メ
ン
バ
ー
に
共
通
の
言
葉
や
分
類
体
系
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
も
、
お
互
に「
通
い
合
う
」こ
と
が

大
切
な
の
で
あ
る
。

一
度
だ
け
や
、
他
分
野
の
人
を
マａ
ネ
い
て
話
を
聞
く
だ
け
な
ら
、
自
分
の
分
類
体
系
を
詳①
細
に
し
た
り
展
開
す
る
う
え
で
の
ヒ
ン
ト

や
ア
イ
デ
ア
を
得
る
だ
け
で
、
新
し
い
分
類
を
つ
く
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
共
同
研
究
に
な
ら
な
い
。
自
分
の
分
類
体
系
を

押
し
つ
け
た
り
、
ど
こ
か
の
を
借
り
て
く
る
の
は
問
題
外
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
宣
伝
・
フｂ
キ
ュ
ウ
の
場
と
な
り
、
い
わ
ば
領
土
拡
張

の
た
め
の
越
境
で
あ
っ
て
、
相
互
の
理
解
は
成
立
し
な
い
。

こ
の
共
同
研
究
の
原
則
は
、
国
際
紛
争
や
国
家
間
問
題
に
も
あ
て
は
ま
る
。
異
質
文
化
の
伝
統
と
の
結
合
の
ば
あ
い
に
も
、
同
じ
問

題
が
起
こ
る
。
問
題
の
解
決
に
は
、
一
方
の
分
類
体
系
を
し
て
支
配
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
相
互
に
他
者
の
分
類
体
系
を
理
解
す
る
こ

と
が
必
要
条
件
な
の
で
あ
る
。

一
つ
の
分
類
体
系
が
支
配
し
、
そ
れ
が
存
在
そ
の
も
の
の
分
類
で
あ
る
と
し
て
固
定
化
さ
れ
て
い
る
領
域（
学
問
分
野
・
社
会
組
織
・

政
党
・
国
家
・
国
家
群
・
宗
教
・
国
際
陣
営
な
ど
）
の
内
部
だ
け
に
生
き
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
、「
わ
か
る
」
と
は
、
相
手
が
自
分
と

同
じ
分
類
体
系
を
も
っ
て
い
る
こ
と
の
確
認
で
あ
り
、
対
象
を
自
分
の
分
類
体
系
の
ど
こ
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
り
、「
わ
か
り

合
う
」と
は
、相
互
に
同
じ
分
類
体
系
を
も
っ
て
い
る
こ
と
の
相
互
確
認
で
あ
り
、そ
れ
故
の
安
心
で
あ
る
。
ヘｃ
イ
サ
社
会
で
の
特
徴
は
、

「
わ
か
り
方
」が
こ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
君
の
気
持
ち
は
よ
く
わ
か
る
」と
か
、「
い
ま
の
若
者
は
理
解
で
き
な
い
」

と
い
う
と
き
の「
わ
か
る
」と
か「
理
解
」は
、
こ（１
）の

よ
う
な
意
味
で
あ
る
。

じ
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
理
解
で
あ
れ
ば
、　

Ⅰ　

な
の
で
あ
る
。
異
質
の
分
類
体
系
を
知
る
た
め
に
こ
そ
、
ケ
ン
カ
や
論
争
や
対

話
が
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、
同
一
の
分
類
体
系
の
な
か
に
住
ん
で
い
る
の
な
ら
、
言
葉
は
い
ら
な
い
。″
ハ
ラ
と
ハ
ラ″
で
十
分
わ
か
り

合
え
る
し
、　

Ｂ　

が
可
能
で
あ
る
。

　

Ｃ　

、こ
れ
で
は
本
当
に「
わ
か
る
」と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
。
互
い
に「
わ
か
っ
て
い
る
」、あ
る
い
は「
わ
か
り
合
っ
て
い
る
」

と
思
い
込
ん
で
い
る
だ
け
で
、
じ
つ
は
わ
か
り
合
っ
て
い
な
い
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
子
供
た
ち
が「
理
解
の
あ
る
」大
人
に
対
し

て
フｄ
シ
ン
カ
ン
を
抱
い
た
り
、
い
ら
い
ら
し
た
り
す
る
こ
と
の
な
か
に
は
、「
理
解
の
あ
る
大
人
た
ち
」
が
、
ち
っ
と
も
「
わ
か
っ
て
い

な
い
」
の
に
、「
わ
か
っ
た
」
ふ
り
を
し
た
り
、「
わ
か
っ
て
い
る
」
と
勝
手
に
思
い
込
ん
で
い
る
こ
と
に
対
す
る
不
満
の
表
現
が
あ
る
か

も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

最
近
い
か
に
も
「
も
の
わ
か
り
の
い
い
」
子
供
た
ち
や
若
者
た
ち
が
増
え
て
い
る
が
、
わ
た
し
は
彼
ら
を
見
て
、
本
当
に
「
わ
か
っ
て

い
る
」と
は
思
え
な
い
。
ち
っ
と
も「　

Ⅱ　

」の
に
、「
わ
か
っ
た
風
」を
し
て
い
る
と
思
う
。
そ
れ
は
大
人
の
考
え
が
本
当
に
わ
か
っ

て
い
た
り
、
大
人
の
い
う
こ
と
に
し
た
が
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
ど
う
せ
わ
か
り
合
え
な
い
の
だ
」
と
割
り
切
っ
て
、
無
用

な
摩
擦
を
避
け
、
適
当
に「
良
い
子
」に
な
っ
て
、
生
活
と
気
分
の
安
定
を
は
か
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

親
は
安
心
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
結
局
は
本
当
に
「　

Ⅲ　

」
た
め
の
努
力
を
、
両
方
と
も
放イ
棄
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
ま

の
子
供
や
若
者
が
、
ず
る
い
と
か
老
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
彼
ら
自
身
が
少
し
あ
と
の
世
代
に
つ
い
て
同
じ
こ
と
を
感

じ
て
い
る
は
ず
で
、
い
ま
の
大
人
が
（
年
齢
が
上
に
な
る
ほ
ど
）、
自
分
と
同
じ
分
類
体
系
が
通
用
し
て
い
る
と　

Ⅳ　

の
に
対
し
、
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若
い
人
ほ
ど
実
情
が
見
え
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

（
中
略
）

こ
の
よ
う
に
、
異
質
の
分
類
体
系
が
相
互
の
理
解
を
キｅ
ョ
ヒ
す
る
形
で
対
立
し
合
っ
て
い
る
と
き
、「
わ
か
っ
た
風
」
や
「
理
解
あ
る

態
度
」
を
示
す
こ
と
は
、
か
え
っ
て
事
態
を
混
乱
さ
せ
る
危
険
も
は
ら
ん
で
い
る
。
一
つ
の
分
類
体
系
に
固ウ
執
し
て
い
る
相
手
に
、「
理

解
あ
る
態
度
」
を
示
す
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
相
手
方
に
、「
自
分
と
同
じ
分
類
体
系
を
も
っ
て
い
る
」
と
思
い
込
ま
せ
る
ば
あ
い
も
あ
る

か
ら
だ
。
こ
の
ば
あ
い
、
相
手
方
が
、
そ
の
態
度
を
示
し
た
側
の
分
類
体
系
を
理
解
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
結
局
は
理
解
し
合

う
こ
と
な
く
、
理
解
し
て
い
る
と
誤
解
し
合
う
だ
け
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
問（２
）題

の
解
決
は
き
わ
め
て
困
難
な
の
で
あ
る
が
、
問
題
点
は
き
わ
め
て
明
白
で
あ
る
と
思
う
。
要
す
る
に
、
西
欧
的

な
分
類
体
系
こ
そ
唯
一
絶
対
の
も
の
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
時
代
が
去
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
こ
そ
、
思
い
込
み
の
幻
想
に
安エ
住

す
る
こ
と
な
く
、
本
当
に「
わ
か
り
合
う
」こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
可
能
性
も
で
て
き
た
の
で
あ
る
。

本
当
に
「
わ
か
る
」
と
は
、
異
質
的
な
分
類
体
系
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
簡
単
に
「
わ
か
っ
た
」
と
か
「
理
解
あ
る
態
度
」

を
示
し
た
り
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
、
長
い
、
困
難
な
、
相
互
の
努
力
、
通
い
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
よ

う
な
、　

Ｄ　

可
能
に
は
な
っ
て
も
、
実
現
は
き
わ
め
て
困
難
な
理
解
の
道
で
あ
る
。

「
西
欧
的
な
分
類
体
系
こ
そ
唯
一
絶
対
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
時
代
は
去
っ
た
」
と
書
い
た
が
、
だ
か
ら
も
う
欧
米
は
ダ
メ
だ
と
か
、

日
本
的
分
類
体
系
を
唯
一
絶
対
に
せ
よ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
百
年
た
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
西
欧
的
な
分
類
体
系
が「
わ
か
っ
た
」な

ど
と
い
え
な
い
の
で
あ
る
。　

Ｅ　

、
い
ま
ま
で
は
、
理
解
し
た
と
思
い
込
ん
で
い
た
ケｆ
イ
コ
ウ
が
強
い
。
本
当
の
西
欧
理
解
は
こ

れ
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
、「
本
当
に
わ
か
る
」と
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
坂
本
賢
三『「
分
け
る
」こ
と「
わ
か
る
」こ
と
』）

設
問
一　
傍
線
ア
か
ら
エ
の
漢
字
を
平
仮
名（
ひ
ら
が
な
）に
書
き
換
え
な
さ
い
。

設
問
二　
傍
線
ａ
か
ら
ｆ
の
片
仮
名（
カ
タ
カ
ナ
）を
漢
字
に
書
き
換
え
な
さ
い
。

設
問
三　
傍
線
①
「
詳
細
」
と
熟
語
の
構
成
が
同
じ
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。

ア　

損
得　
　

イ　

近
所　
　

ウ　

豊
富　
　

エ　

登
山

設
問
四　
　

Ａ　

、　

Ｃ　

、　

Ｄ　

、　

Ｅ　

に
は
、
ど
ん
な
接
続
詞（
つ
な
ぎ
こ
と
ば
）が
入
る
か
。
次
の
中
か
ら
最

も
適
当
と
思
わ
れ
る
語
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
同
じ
語
は
二
度
以
上
使
わ
な
い
こ
と
。

ア　

つ
ま
り　
　

イ　

む
し
ろ　
　

ウ　

そ
し
て　
　

エ　

し
か
し

設
問
五　
傍
線（
１
）「
こ
の
よ
う
な
意
味
」と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
本
文
中
の
語
句
を
用
い
て
二
十
五
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

設
問
六　
　

Ⅰ　

に
は
、
ど
ん
な
語
句
が
入
る
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

対
話
も
討
論
も
不
要

イ　

な
お
さ
ら
言
葉
は
必
要

ウ　

共
同
研
究
は
不
要

エ　

本
当
に
わ
か
る
こ
と
が
可
能

設
問
七　
　

Ｂ　

に
は
、
ど
ん
な
語
句
が
入
る
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

不
言
実
行　
　

イ　

以
心
伝
心　
　

ウ　

温
故
知
新　
　

エ　

取
捨
選
択

設
問
八　
　

Ⅱ　

～　

Ⅳ　

に
は
、
ど
ん
な
語
句
が
入
る
か
。
本
文
中
か
ら
七
字
以
内
で
そ
れ
ぞ
れ
書
き
抜
き
な
さ
い
。
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設
問
九　
傍
線（
２
）「
問
題
の
解
決
は
き
わ
め
て
困
難
な
の
で
あ
る
が
、
問
題
点
は
き
わ
め
て
明
白
で
あ
る
」と
は
、
ど
う
い
う
こ

と
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

相
手
の
文
化
を
理
解
し
な
い
ま
ま
相
互
理
解
に
至
る
の
は
難
し
い
が
、
時
間
を
か
け
て
付
き
合
っ
て
い
く
こ
と
が
解

決
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
。

イ　

相
手
の
こ
と
を
本
当
に
わ
か
る
よ
う
に
な
る
の
は
大
変
な
こ
と
で
あ
り
、
自
分
と
は
異
な
る
分
類
体
系
が
あ
る
こ
と

を
理
解
し
た
上
で
、
相
互
理
解
に
向
け
て
の
努
力
を
要
す
る
、
と
い
う
こ
と
。

ウ　

き
ち
ん
と
理
解
し
た
と
思
わ
れ
る
ケ
ー
ス
で
も
誤
っ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
の
で
、
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は

お
互
い
に
何
度
も
確
認
し
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

エ　

相
手
が
「
理
解
あ
る
態
度
」
を
示
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
に
気
を
許
す
の
で
は
な
く
、
少
し
ず
つ
心
を
開
い
て
い

く
こ
と
で
よ
う
や
く
相
互
理
解
に
至
る
、
と
い
う
こ
と
。






