
私
た
ち
に
と
っ
て
「
現
代
」
は
常
に
進
行
形
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ

は
常
に
未
完
結
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
代
を
知
る
た
め
に
現
代

に
だ
け
眼
を
向
け
て
い
る
と
、
私
た
ち
の
眼
は
常
に
出
来
事
の
後
追
い
に

終
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
り
、
結
局
、「
現
代
」
の
全
体
像
を
見
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
世
間
一
般
で
も
学
問
の
世
界
で
も
「
最
新
」
が
も
て
は
や
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
。
流
行
か
ら
は
最
も
距
離
を
置
く
べ
き
哲
学
の
世
界
に

お
い
て
す
ら
、「
哲
学
の
最
前
線
」「
哲
学
の
前
哨
戦
」
な
ど
の
言
葉
が
飛

び
交
う
と
い
う
始
末
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
田
中
美
知
太
郎
氏
が
「
古
典
教
育
雑
感
」
（１）

と
い
う
随

筆
の
中
で
、
歴
史
家
ト
イ
ン
ビ
ー
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
私
自
身
は
ト

イ
ン
ビ
ー
の
経
歴
や
学
問
的
業
績
に
つ
い
て
は
よ
く
知
ら
な
い
が
、
田
中

氏
の
文
章
な
ど
か
ら
知
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
オ
ッ
ク

ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
を
卒
業
す
る
ま
で
も
っ
ぱ
ら
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
古

典
教
育
を
受
け
、
そ
の
後
も
古
代
史
研
究
に
没
頭
し
て
い
た
の
だ
そ
う
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
彼
は
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
情
報
部
に
勤
め
た

り
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
パ
リ
講
和
会
議
に
お
い
て
専
門
委
員
に
な
っ

た
り
、
さ
ら
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
王
立
国
際
問
題
研
究
所
の
研
究
主
任
に
な

り
、
当
時
の
国
際
問
題
の
研
究
を
す
る
な
ど
、
き
わ
め
て
現
代
的
な
問
題

に
取
り
組
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

な
ぜ
彼
は
、
も
っ
ぱ
ら
古
典
古
代
（
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
）
の
研
究
を

し
て
き
た
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
き
わ
め
て
現
代
的
な
問
題

に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
彼
自
身
の「
ギ

リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
世
界
は
ひ
と
つ
の
全
体
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
い
う
言
葉
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、

た
し
か
に
古
代
史
は
、
一
つ
の
文
明
が
ど
の
よ
う
に
し
て
発
展
し
、
ど
の

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
視
点
か
ら

金

子

佳

司
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よ
う
に
し
て
隆
盛
を
迎
え
、
ど
の
よ
う
に
し
て
衰
退
し
て
い
っ
た
の
か
を
、

全
体
と
し
て
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
ト
イ
ン

ビ
ー
は
、
古
代
史
研
究
に
よ
っ
て
歴
史
を
全
体
と
し
て
見
る
眼
を
養
い
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、「
現
代
」
を
全
体
と
し
て
の
歴
史
の
中
で
的
確
に
見
据

え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
果
た
し
て
私
た
ち
に
は
、
自
分
の
生
き
て
い
る
「
現
代
」
と
い

う
も
の
が
ど
こ
ま
で
見
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

近
代
以
降
、
い
わ
ゆ
る
近
代
的
自
我
の
発
見
に
よ
っ
て
個
人
と
い
う
も

の
が
自
覚
さ
れ
、
個
人
主
義
化
が
進
ん
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
個
人
は
ま
ず

そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
社
会
は
そ
の
よ
う
な
個
人
を
基

本
的
な
構
成
単
位
と
し
て
で
き
あ
が
っ
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
考
え
の
背
後
に
は
原
子
論
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
原
子
論
に
よ
れ
ば
、
原
子
と
は
そ
れ
自
体
で
存
在
し
て
い
る
究
極

的
な
実
体
で
あ
り
、
宇
宙
は
そ
の
よ
う
な
原
子
と
そ
れ
が
運
動
す
る
場
で

あ
る
空
虚
か
ら
で
き
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
考
え
が

個
人
と
社
会
の
関
係
に
も
適
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、「
原
子

（atom

）」
の
語
源
で
あ
る
ギ
リ
シ
ア
語

（atom
on

）
は
「
分
割
で

き
な
い
も
の
」（a

は
否
定
を
表
わ
す
接
頭
語
で
、tom

は
「
分
割
す
る
」
を

意
味
す
る

（tem
no

）
に
由
来
す
る
）
を
意
味
し
、「
個
人（individ-

ual

）」
の
語
源
で
あ
る
ラ
テ
ン
語individuum

も
、
同
様
に
「
分
割
で
き

な
い
も
の
」（in

は
否
定
を
表
わ
す
接
頭
語
で
、dividu

は
「
分
割
す
る
」

を
意
味
す
るdivido

に
由
来
す
る
）
を
意
味
し
た
。
こ
の
原
子
論
は
、
そ

れ
が
生
ま
れ
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
（２）

で
は
、
当
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
の

中
の
一
つ
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
、
そ
の
当
時
の
社
会
に
は
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
原
子
論
が
近

代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
再
び
登
場
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
広
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
近

代
科
学
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
、
ま
る
で
そ
れ
が
唯
一
の
理
論
で
あ
る

か
の
ご
と
く
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
個
人
が
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
と
、
価
値
判
断
の
規
準
も
個
人
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

た
と
え
ば
、
近
代
の
初
頭
に
位
置
す
る
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
（
一
五
八
八

－

一
六
七
九
）
は
、
社
会
の
成
立
す
る
以
前
の
人
間
の
自
然
状
態
と
い
う

も
の
を
考
え
、
そ
の
状
態
に
お
け
る
個
人
の
自
己
保
存
的
欲
求
を
満
た
す

こ
と
を
自
然
権
だ
と
考
え
た
（３）

。
し
か
し
、
こ
の
状
態
の
ま
ま
で
は
個
人

と
個
人
と
の
欲
求
が
ぶ
つ
か
り
あ
っ
て
戦
争
状
態
に
な
る
。
そ
こ
で
、
人

間
は
社
会
契
約
に
よ
り
国
家
権
力
（
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
）
と
い
う
も
の
を

生
み
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
個
人
間
の
欲
求
を
調
整
す
る
よ
う
に
し
た
の

だ
と
彼
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
政

治
と
は
個
人
間
の
欲
求
を
調
整
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
の
私
的
な
領
域

内
の
こ
と
そ
の
も
の
と
は
直
接
的
に
は
関
係
の
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
考
え
は
、
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
、
徐
々
に
広
ま
っ
て

行
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
産
業
革
命
を
経
て
資
本
主
義
が
成
立
し
、

民
主
主
義
化
も
進
展
し
た
。
こ
の
う
ち
、
そ
の
一
方
の
資
本
主
義
は
財
産

古代ギリシアの視点から
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の
私
的
所
有
を
前
提
と
す
る
制
度
で
あ
り
、
こ
の
制
度
の
背
後
に
は
、
個

人
が
社
会
の
基
本
的
な
構
成
単
位
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
私
的
所
有
と
い
う
こ
と
は
私
た
ち
現
代
人
に
と
っ
て

は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
の
だ
が
、
近
代
以
前
に
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な

か
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
財
産
の
私
的
な
所
有
と
蓄
積
を
目
的
と
す
る
こ

と
に
は
、
倫
理
的
な
、
あ
る
い
は
宗
教
的
な
歯
止
め
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
も
う
一
方
の
民
主
主
義
も
、
そ
れ
を
現
代
人
は
優
れ
た
政
治

制
度
だ
と
考
え
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
を
正
当
な
こ
と
だ
と

思
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
崩
れ
て
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が

民
主
化
さ
れ
る
こ
と
を
無
条
件
に
喜
ば
し
い
こ
と
だ
と
考
え
、
社
会
主
義

に
対
す
る
民
主
主
義
の
勝
利
を
手
放
し
で
喜
ん
で
い
る
（４）

。
し
か
し
、
こ

れ
も
、
近
代
以
前
に
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

民
主
主
義
そ
の
も
の
が
肯
定
的
な
評
価
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

十
九
世
紀
に
入
る
こ
ろ
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
民
主
主
義
が
目
指
す
個

人
の
政
治
的
自
由
は
、
近
代
の
初
頭
か
ら
正
当
化
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
も
っ
と
も
自
由
の
正
当
化
そ
の
も
の
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
に

お
い
て
す
で
に
試
み
ら
れ
て
い
た
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
民
主
主
義
国
家

に
お
け
る
自
由
と
近
代
社
会
に
お
け
る
自
由
と
で
は
そ
の
中
味
が
異
な
る
。

古
代
に
お
い
て
は
、
共
同
体
の
存
在
が
前
提
さ
れ
た
上
で
、
そ
こ
に
参
加

で
き
る
こ
と
が
自
由
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
近
代
に
お
い
て
は
、
前
述
の

ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
よ
う
に
、
自
由
な
個
人
の
存
在
が
前
提
さ
れ
た
上
で
、

そ
の
諸
個
人
が
互
い
に
で
き
る
限
り
自
由
を
他
人
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
な

い
た
め
に
、
社
会
契
約
に
基
づ
い
て
国
家
と
い
う
共
同
体
を
つ
く
る
の
だ

と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
国
家
をC

om
m

on-

w
ealth

（
共
通
利
益
体
）
と
呼
ん
だ
。
ま
た
、
前
述
し
た
、
社
会
契
約
以

前
の
自
然
状
態
お
い
て
個
人
が
持
っ
て
い
る
と
彼
が
言
っ
て
い
た
自
然
権

と
は
、
要
す
る
に
自
由
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
絶
対
主
義
者

で
あ
り
、
君
主
政
を
理
想
と
し
て
い
た
ホ
ッ
ブ
ズ
で
さ
え
自
由
な
個
人
の

存
在
を
前
提
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
近
代
以
降
、
政
治
の
面
で
も
経
済
の
面
で
も
自
由
な
個

人
の
存
在
が
前
提
に
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
個

人
主
義
化
が
進
む
と
、
人
間
の
生
き
方
の
規
範
で
あ
る
倫
理
は
、
徐
々
に
、

政
治
・
経
済
社
会
の
成
立
の
前
提
で
あ
る
自
由
な
個
人
の
価
値
判
断
に
委

ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
き
る
こ

と
の
価
値
や
生
き
が
い
は
個
人
個
人
に
よ
っ
て
違
っ
て
当
然
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
、
そ
れ
は
個
人
が
自
由
に
決
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
個
人
個

人
の
価
値
の
追
求
を
で
き
る
限
り
可
能
に
す
る
た
め
の
条
件
づ
く
り
が
政

治
の
役
割
で
あ
っ
て
、
国
家
は
個
人
の
生
き
方
の
中
身
に
は
立
ち
入
る
べ

き
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

個
人
主
義
化
は
政
治
と
倫
理
の
分
離
を
も
も
た
ら
し
た
。

し
か
し
、
個
人
主
義
化
と
、
そ
れ
に
よ
る
財
産
の
私
的
所
有
や
民
主
主

義
の
肯
定
、
さ
ら
に
は
、
政
治
と
倫
理
の
分
離
も
、
歴
史
全
体
か
ら
見
る

と
、
こ
こ
数
世
紀
の
間
に
起
こ
っ
て
き
た
特
殊
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
果

た
し
て
私
た
ち
現
代
人
は
、
こ
の
現
代
の
特
殊
性
に
気
づ
い
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
前
述
し
た
、
個
人
主
義
の
発
想
の
元
に
な
っ
て
い
る
原
子
論
に

対
し
て
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
が
な
さ
れ
、
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プ
ラ
ト
ン
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
批
判
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
民
主
主
義

と
言
え
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
が
そ
の
発
祥
の
地
で
あ
る
が
、
そ
の
古
代
ギ

リ
シ
ア
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
プ
ラ
ト
ン
は
、
民
主
政
の
社
会
で
は
人
間

の
欲
望
が
放
た
れ
、
自
由
と
平
等
は
放
埒
と
無
差
別
と
い
う
無
秩
序
に
陥

る
と
考
え
た
。
も
っ
と
も
、
プ
ラ
ト
ン
は
堕
落
し
た
民
主
社
会
に
対
し
て

批
判
を
加
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
私
た
ち
は
正
し
く
自
由
と
平
等
を
実
現

で
き
る
よ
う
な
民
主
社
会
を
作
っ
て
い
け
ば
良
い
と
も
言
え
る
が
、
い
ず

れ
に
し
て
も
、
歴
史
的
に
は
民
主
主
義
は
必
ず
し
も
評
価
さ
れ
て
は
来
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
私
た
ち
現
代
人
は
、
政
治
が
個
人
の
倫
理

に
口
出
し
す
る
こ
と
を
不
当
な
こ
と
だ
と
考
え
が
ち
だ
が
、
た
と
え
ば
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
は
、
倫
理
と
政
治
は
一
体
の
も
の
だ
っ
た
（５）

。

彼
の
有
名
な
言
葉
に
「
人
間
は
ポ
リ
ス
的
動
物
で
あ
る
」
が
あ
る
が
、
こ

の
考
え
に
基
づ
け
ば
、
ポ
リ
ス
（
国
家
社
会
）
を
離
れ
た
人
間
は
本
来
の

人
間
で
は
あ
り
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
倫
理
を
考
え
る
場
合
に
は
、

国
家
社
会
の
政
治
の
問
題
と
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
当
然
、
こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
は
、
現
代
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
個

人
主
義
そ
の
も
の
も
生
ま
れ
て
は
来
な
い
。
果
た
し
て
私
た
ち
現
代
人
は
、

個
人
主
義
、
民
主
主
義
、
政
治
と
倫
理
の
分
離
と
い
う
こ
と
を
、
無
批
判

的
に
受
け
入
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
も
う
一
度
、
現
代
の
状
況
の
方
に
眼
を
向
け
て
、
特
に
そ
の
学

問
的
状
況
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
一
九
七
一
年
に
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル

ズ
が
『
正
義
論
』
を
発
表
し
て
以
来
、
正
義
に
関
す
る
議
論
が
盛
ん
に
行

な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
、
個
人
と
個
人
の
利
害
を
調
整
す
る
た
め

の
正
義
だ
け
が
問
題
と
さ
れ
、
善
や
幸
福
は
問
題
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
善
や
幸
福
は
個
人
の
主
観
的
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
、
も
は
や
学

問
的
議
論
の
対
象
と
は
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
も
近
代

以
降
の
個
人
主
義
化
の
帰
結
の
一
つ
な
の
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
自
分

の
個
人
的
な
生
き
方
を
他
人
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
り
国
家
に
よ
っ
て
決

め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
理
不
尽
な
こ
と
だ
と
も
言
い
う
る
。
し
か
し
、

善
や
幸
福
は
主
観
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
言
い
切
れ
る
だ
ろ
う
か
。
ソ

ク
ラ
テ
ス
は
、
疥
癬
（
皮
膚
が
痒
く
な
る
病
気
）
の
患
者
が
皮
膚
を
掻
い

て
い
る
と
快
い
か
ら
と
い
っ
て
、
皮
膚
を
掻
き
な
が
ら
一
生
を
送
り
通
す

と
し
た
ら
、
そ
の
人
は
幸
福
な
人
生
を
送
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
、

と
言
っ
て
い
る
（６）

。
こ
れ
は
快
楽
主
義
に
対
す
る
批
判
と
し
て
言
わ
れ
て

い
る
の
だ
が
、
価
値
が
主
観
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
（
主
観

主
義
・
相
対
主
義
）
に
対
す
る
批
判
で
も
あ
り
う
る
。
果
た
し
て
価
値
と

い
う
も
の
は
個
人
の
主
観
の
中
で
完
結
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
価
値

に
客
観
性
は
あ
り
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
、
主
観
主
義

的
・
相
対
主
義
的
価
値
観
に
基
づ
い
た
議
論
を
展
開
し
て
い
た
。
そ
の
中

で
も
最
も
有
名
な
の
は
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
人
間
尺
度
論
」

�

で
あ
ろ
う
。
彼
い
わ
く
、「
あ
ら
ゆ
る
物
事
の
尺
度
は
人
間
で
あ
る
。
あ

�

�

�

�

�

�

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
、
あ
ら
ぬ
も
の
に
つ

�

�

�

い
て
は
、
そ
れ
が
あ
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
の
尺
度
は
人
間
で
あ
る
」。
す
な

わ
ち
、
た
と
え
ば
、
あ
る
人
間
が
一
本
の
花
を
見
て
「
美
し
い
（
美
し
く

�

�

�

�

あ
る
）」
と
感
じ
れ
ば
、
そ
の
花
は
「
美
し
い
（
美
し
く
あ
る
）」
の
で
あ
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�

�

�

り
、
別
の
人
間
が
そ
れ
を
見
て
「
美
し
く
な
い
（
美
し
く
あ
ら
ぬ
）」
と

�

�

�

感
じ
れ
ば
、
そ
の
花
は
「
美
し
く
な
い
（
美
し
く
あ
ら
ぬ
）」
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
ど
う
感
じ
る
か
が
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
の
あ

り
方
を
決
め
る
規
準
（
尺
度
）
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ

�

�

れ
の
人
間
が
尺
度
で
あ
る
以
上
、
人
々
に
共
通
す
る
規
準
は
な
く
、
よ
り

高
い
価
値
と
い
う
も
の
も
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
価
値
の
多
様
化
、
価

値
の
多
元
化
が
主
張
さ
れ
る
現
代
で
は
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
抵
抗
な
く

受
け
入
れ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
主
張
を
認
め
る
と
、
た
と
え
ば
裁
判
と
い
う
も

の
は
成
立
し
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
犯
罪
を
犯
し
て
も
、
そ
の
当
人
が

自
分
は
正
し
い
と
思
え
ば
、
そ
れ
は
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
い
く

ら
裁
判
官
が
そ
れ
を
「
正
し
く
な
い
」
と
判
断
し
て
も
、
そ
の
判
断
が
、

�

�

犯
罪
を
犯
し
た
人
の
「
正
し
い
」
と
い
う
判
断
よ
り
も
よ
り
妥
当
な
も
の

だ
と
い
う
根
拠
が
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
判
断

�

�

の
中
に
も
、
よ
り
妥
当
な
判
断
と
い
う
も
の
が
あ
り
う
る
と
し
た
ら
、
そ

の
人
た
ち
が
共
有
す
る
判
断
規
準
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
こ
の
よ
う
な
相
対
主
義
・

主
観
主
義
に
対
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
が
盛
ん
に
反
論
し
た
の

で
あ
る
。
果
た
し
て
現
代
人
は
、
価
値
は
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と

い
う
考
え
を
無
批
判
的
に
受
け
入
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
た
ち
現
代
人
は
現
代
の
考
え
に
慣
ら
さ
れ
す
ぎ
て
、
現
代
人
の
考
え

の
特
殊
性
に
は
気
づ
か
ず
、
そ
の
考
え
を
自
明
の
こ
と
だ
と
考
え
て
し

ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
代
人
の
考
え
方
は
、
人
類
の

歴
史
全
体
か
ら
見
る
と
、
き
わ
め
て
特
殊
な
状
態
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い

の
で
あ
る
。
現
代
人
に
は
、
現
代
が
そ
の
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
そ
の
も

の
は
か
え
っ
て
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
個
人
主
義
と
い
う
考
え
の
特
殊

性
も
そ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

か
つ
て
は
多
く
の
人
間
が
、
自
分
の
足
元
に
あ
る
地
面
が
球
体
の
一
部

で
あ
る
こ
と
に
は
気
づ
か
ず
、
平
面
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

人
類
が
地
球
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
宇
宙
船
な
ど
か
ら

送
ら
れ
て
く
る
地
球
全
体
の
映
像
を
す
べ
て
の
人
が
見
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
今
日
、
私
た
ち
が
日
々
そ
の
上
を
歩
い
て
い
る
地
面
が
球

体
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
さ
て
果
た
し
て
、

私
た
ち
の
足
元
に
あ
る
こ
の
「
現
代
」
と
い
う
地
面
が
ど
の
よ
う
な
全
体

の
一
部
で
あ
る
か
を
私
た
ち
は
し
っ
か
り
と
見
つ
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

現
代
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、
現
代
に
だ
け
眼
を
向
け
て
、
現
代

の
こ
と
に
詳
し
く
な
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
現
代
を
遠
く
離
れ
た
古
代
の
こ

と
な
ど
、
一
部
の
物
好
き
に
任
せ
て
お
け
ば
い
い
、
と
い
う
よ
う
な
主
張

は
果
た
し
て
正
し
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
現
在
、
私
た
ち
が
、
過
去
に

は
な
か
っ
た
よ
う
な
現
代
に
特
有
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
て
い
な
が

ら
、
そ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
の
方
向
す
ら
見
つ
け
ら
れ
ず
袋
小
路
に
入
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
も
、
私
た
ち
が
現
代
を
全
体
の
中
で
見
る
眼
を
失
っ

て
い
る
か
ら
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
代
の
問
題
を
考
え
る
に
は
、
現
代
的
な
思
考
の
枠
組
み
か
ら
い
っ
た

ん
離
れ
て
、
そ
の
離
れ
た
地
点
か
ら
そ
の
問
題
を
眺
め
て
み
る
と
い
う
こ
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と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
視
点
を
私
た
ち
に
与
え

て
く
れ
る
の
が
古
典
で
あ
る
。
こ
の
古
典
を
学
ぶ
に
は
地
味
で
根
気
の
い

る
作
業
が
伴
う
が
、
現
代
的
な
思
考
の
枠
組
み
と
い
う
迷
路
か
ら
抜
け
出

る
た
め
に
は
、
古
典
的
教
養
は
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
古
典

が
与
え
て
く
れ
る
視
点
を
持
つ
こ
と
な
く
、
現
代
的
な
思
考
の
枠
組
み
の

中
で
し
か
も
の
を
考
え
て
い
な
い
人
た
ち
の
眼
に
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て

も
「
現
代
」
は
見
え
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
私
た
ち
は
、

地
味
で
根
気
の
い
る
古
典
の
勉
強
を
免
れ
る
た
め
の
言
い
訳
に
、「
現
代

の
最
先
端
」
と
か
「
最
新
の
〜
」
な
ど
の
言
葉
を
使
う
べ
き
で
は
な
い
。

註（１）

『
新
潮
』
一
九
五
九
年
（
昭
和
三
十
四
年
）
九
月
号
。『
田
中
美
知

太
郎
全
集
』（
筑
摩
書
房
）
第
八
巻
所
収
。

（２）

原
子
論
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
で
あ
る
レ
ウ
キ
ッ
ポ
ス
と
デ
モ
ク

リ
ト
ス
に
よ
っ
て
、
紀
元
前
五
世
紀
頃
、
考
え
出
さ
れ
た
。

（３）

そ
も
そ
も
「
社
会
化
さ
れ
な
い
個
人
」
と
い
う
人
間
観
は
、
人
間

の
真
の
あ
り
方
を
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
言
う
自

然
状
態
は
、
歴
史
上
は
い
く
ら
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
見
て
も
、
ど

の
時
代
に
も
存
在
し
て
は
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
、
彼

の
理
論
的
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
産
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
社

会
契
約
に
よ
っ
て
社
会
化
さ
れ
る
以
前
の
、
自
然
状
態
に
お
け
る
人

間
と
は
、
歴
史
上
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

人
間
は
自
我
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
と
し
て
の
自
覚
を
持

つ
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
自
我
が
形
成
さ
れ
て
く
る
過
程
で
、
私
た

ち
は
社
会
や
そ
の
文
化
を
吸
収
し
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
社
会
化
さ
れ
る
以
前
の
人
間
と
い
う
も
の
が
存
在

し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（４）

現
代
人
は
民
主
主
義
や
自
由
主
義
を
全
体
主
義
と
対
峙
さ
せ
て
、

一
方
を
善
、
他
方
を
悪
と
単
純
に
考
え
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
現

実
に
は
、
た
と
え
ば
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
全
体
主
義
が
民
主
主
義

の
中
か
ら
生
れ
た
よ
う
に
、
全
体
主
義
と
民
主
主
義
は
必
ず
し
も
対

極
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
重
要
な
の
は
、
全

体
主
義
の
ど
の
点
が
悪
い
の
か
、
ま
た
、
民
主
主
義
や
自
由
主
義
の

善
い
点
は
何
な
の
か
、
さ
ら
に
は
、
民
主
主
義
や
自
由
主
義
に
問
題

は
な
い
の
か
を
考
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

（５）

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
書
で
あ
る
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の

最
後
の
箇
所
に
は
、
倫
理
の
問
題
の
考
察
が
政
治
の
問
題
の
考
察
に

つ
な
が
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
箇
所

で
考
察
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
た
政
治
的
な
諸
問
題
が
、

実
際
に
、
彼
の
『
政
治
学
』
に
お
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。

（６）

プ
ラ
ト
ン
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
四
九
四
Ｃ
。
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