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た
め
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
う
位
置
づ
け
で
す
。
こ
う
し
た
周
到

な
準
備
を
も
と
に
、
法
改
正
と
予
算
確
保
に
向
け
て
着
実
に
前
進
し

て
い
っ
た
。
私
は
、
四
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
奄
美
振
興
に
携
わ
っ

て
き
た
経
験
を
生
か
し
、
そ
の
お
手
伝
い
を
し
た
ま
で
で
す
。

　

昭
和
二
年
、
昭
和
天
皇
が
初
め
て
奄
美
を
行
幸
さ
れ
、
そ
れ
ま
で

疎
外
感
と
悲
哀
を
抱
い
て
い
た
島
の
人
々
は
い
た
く
感
激
し
ま
す
。

の
ち
に
、
加
計
呂
麻
島
出
身
で
ロ
シ
ア
文
学
の
大
家
・
昇の
ぼ
り

曙し
ょ

夢む

先

生
は
、
自
ら
編
纂
し
た
『
大
奄
美
史
』（
同
二
四
年
）
の
な
か
で
、「
奄

美
は
日
本
文
化
の
源
流
に
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
ま
さ
に
「
道
の

島
」
│
│
日
本
の
文
化
は
西
や
南
か
ら
島
づ
た
い
に
伝
わ
り
、
奄
美

は
そ
の
形
成
の
道
程
に
あ
っ
た
。
こ
の
島
々
に
は
宝
石
箱
の
ご
と
く

日
本
文
化
の
原
石
が
詰
ま
っ
て
お
り
、
指
導
者
さ
え
よ
ろ
し
き
を
得

れ
ば
、
海
洋
性
民
族
と
し
て
明
る
く
結
束
し
、
情
熱
を
も
っ
て
物
ご

と
を
進
め
る
力
が
あ
る
。
だ
か
ら
必
ず
素
晴
ら
し
い
島
に
な
る
、
と

い
う
思
い
入
れ
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

②
改
正
法
へ
の
期
待

特
集
　奄
美
・
小
笠
原
法
改
正

新
時
代
を
切
り
拓
く

異
次
元
の
改
正
法

衆
議
院
議
員
（
鹿
児
島
県
1
区
）。
昭
和
14
年
生
ま
れ
。

中
央
大
学
法
学
部
卒
。
鹿
児
島
県
地
方
裁
判
所
判
事
、

弁
護
士
を
経
て
同
47
年
衆
議
院
議
員
当
選
（
12
回
）。

国
土
政
務
次
官
、
大
蔵
政
務
次
官
、
裁
判
官
弾
劾
裁
判

所
裁
判
長
、
法
務
大
臣
（
2
回
）
な
ど
を
歴
任
。

自
由
民
主
党
　
奄
美
振
興
特
別
委
員
会
委
員
長
　
保
岡
興
治

　

私
が
、
衆
議
院
議
員
選
挙
に
お
い
て
全
国
唯
一
の
一
人
区
だ
っ
た

奄
美
群
島
区
か
ら
国
会
に
出
た
の
は
昭
和
四
七
年
、
三
三
歳
の
時
で

す
。
当
時
は
自
治
省
が
奄
美
振
興
を
所
管
し
て
お
り
、
そ
の
と
き
私

が
初
め
て
自
民
党
内
に
つ
く
っ
た
奄
美
振
興
小
委
員
会
が
今
日
の
奄

美
振
興
特
別
委
員
会
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
の
ち
に
奄
美
振
興

を
所
管
す
る
国
土
庁
の
政
務
次
官
を
務
め
た
こ
と
も
あ
り
、
党
と
政

府
が
一
体
と
な
っ
て
振
興
に
取
り
組
ん
で
き
た
わ
け
で
す
。

　

一
昨
年
、
改
正
延
長
が
実
現
し
た
離
島
振
興
法
は
議
員
立
法
で
し

た
が
、
奄
美
振
興
開
発
特
別
措
置
法
は
閣
法
（
内
閣
提
出
法
）
で
す
。

今
回
の
政
府
法
案
策
定
を
強
力
に
後
押
し
し
た
の
は
、
地
元
の
方
々

の
熱
意
だ
と
思
い
ま
す
。
平
成
二
五
年
二
月
、
地
元
の
一
二
市
町
村

が
自
主
的
に
「
奄
美
群
島
成
長
戦
略
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
と
り
ま
と
め
ま

し
た
。
地
域
の
特
性
や
他
所
に
な
い
魅
力
、
価
値
を
踏
ま
え
た
上
で
、

「
農
業
」「
観
光
／
交
流
」「
情
報
」
の
重
点
三
分
野
を
基
軸
に
雇
用
の

創
出
を
図
る
も
の
で
、
法
改
正
は
こ
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
実
現
し
て
い
く

地
元
の
熱
意
が
後
押
し
し
た
法
改
正

先
人
た
ち
の
努
力
と
文
化
を
誇
り
と
し
て
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奄
美
に
は
、
ノ
ロ
（
祝
女
）
や
ユ
タ
の
精
神
文
化
、
加
計
呂
麻
島

の
諸
鈍
シ
バ
ヤ
（
国
指
定
重
文
）、
琉
球
文
化
が
入
り
混
ざ
っ
た
沖
永

良
部
島
や
与
論
島
の
貴
重
な
伝
統
芸
能
も
い
ま
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
裏
声
を
駆
使
し
、
哀
調
を
帯
び
た
独
特
の
島
唄
も
魅
力
的
で
、

全
国
の
民
謡
大
会
で
し
ば
し
ば
一
番
に
な
る
ほ
ど
で
す
。

　

言
葉
も
島
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
。「
あ
り
が
と
う
」
も
、「
あ
り

が
っ
さ
ま
り
ょ
う
た
」（
奄
美
大
島
）、「
う
ぶ
く
ん
で
ー
る
」（
喜
界
島
）、

「
お
ぼ
ー
ら
だ
れ
ん
」（
徳
之
島
）、
沖
縄
に
近
い
沖
永
良
部
島
は
「
み

へ
で
ぃ
ろ
」。
与
論
島
の
「
と
ー
と
ぅ
が
な
し
」
は
「
尊
尊
様
」
な

ど
と
表
記
さ
れ
、
い
ず
れ
も
日
本
の
古
語
の
系
譜
が
そ
の
ま
ま
残
っ

て
い
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
で
世
界
が
驚
嘆
し
た
「
絆
」
│
│
お
互
い
に
助
け

合
い
、
命
を
慈
し
み
、
皆
で
地
域
社
会
を
守
っ
て
い
く
文
化
が
日
本

に
は
あ
り
ま
す
が
、
奄
美
で
も
共
同
体
の
紐
帯
と
な
る
「
結
い
」
の

精
神
が
健
在
で
す
。「
和
を
以
て
貴
し
と
な
す
」（
聖
徳
太
子
の
制
定
と
さ

れ
る
十
七
条
憲
法
の
第
一
条
）
と
は
、
立
場
が
違
っ
て
も
徹
底
的
に
議

論
す
れ
ば
必
ず
事
の
筋
道
は
は
っ
き
り
し
、
正
し
い
答
に
行
き
着
く

と
い
う
意
味
で
す
。
明
治
維
新
時
に
示
さ
れ
た
「
万
機
公
論
に
決
す

べ
し
」（
五
箇
条
の
御
誓
文
の
第
一
条
）
も
同
様
で
す
。「
和
」
の
文
化
と
は
、

話
し
合
い
の
文
化
で
す
。
わ
れ
わ
れ
と
す
れ
ば
当
た
り
前
で
す
が
、

西
洋
の
人
た
ち
に
は
ま
る
で
異
次
元
の
も
の
の
よ
う
に
映
る
よ
う
で

す
。「
結
い
」
は
、
ま
さ
に
和
の
文
化
│
│
日
本
の
精
神
文
化
の
原

石
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

私
た
ち
奄
美
人
は
、
こ
う
し
た
奥
深
い
文
化
を
背
景
に
、
誇
り
を

持
っ
て
今
日
ま
で
郷
土
の
振
興
と
発
展
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

戦
後
の
米
国
軍
政
府
時
代
、
島
び
と
自
身
が
断
食
や
署
名
運
動
な
ど
、

「
血
の
叫
び
」
と
呼
ば
れ
た
祖
国
復
帰
運
動
を
本
土
の
同
胞
と
連
携

し
て
展
開
し
、
昭
和
二
八
年
一
二
月
、
日
本
独
立
に
遅
れ
る
こ
と
一

年
七
ヶ
月
あ
ま
り
で
祖
国
復
帰
を
果
た
し
ま
す
。

　

昨
年
一
一
月
、
復
帰
六
〇
周
年
記
念
を
祝
う
式
典
が
奄
美
市
で
催

さ
れ
ま
し
た
が
、
県
や
国
の
関
係
者
に
も
奄
美
の
素
晴
ら
し
さ
や
先

人
た
ち
の
努
力
な
ど
を
し
っ
か
り
伝
え
て
、
強
い
連
携
の
も
と
に
画

期
的
な
法
改
正
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
の
改
正
法
に
は
、
国
や
県
の
役
割
、
市
町
村
の
役
割
を

あ
ら
た
め
て
明
確
化
し
、
離
島
振
興
法
に
示
さ
れ
て
い
る
領
海
や
排

他
的
経
済
水
域
確
保
な
ど
国
家
的
な
役
割
も
明
記
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
長
い
間
あ
た
た
め
て
き
た
「
奄
美
群
島
振
興
交
付
金
」
制

度
も
、
過
年
度
の
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
改
正
で
認
め
ら
れ
た
一
括

交
付
金
を
梃
子
に
、
勝
ち
取
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
奄
美
群
島
と

沖
縄
と
の
調
和
あ
る
発
展
を
踏
ま
え
、
地
域
の
責
任
と
裁
量
で
成
長

戦
略
ビ
ジ
ョ
ン
の
実
現
へ
つ
な
げ
る
法
改
正
最
大
の
目
玉
で
す
。

　

平
成
二
六
年
度
予
算
の
概
算
要
求
の
前
に
、
奄
美
群
島
振
興
開
発

審
議
会
（
会
長
：
原
口
泉
志
學
館
大
学
教
授
）
で
取
り
ま
と
め
た
意
見
具

申
を
も
と
に
、
伊
藤
祐
一
郎
鹿
児
島
県
知
事
を
は
じ
め
地
元
代
表
の

「
成
長
戦
略
ビ
ジ
ョ
ン
」実
現
へ
つ
な
が
る
交
付
金
制
度



48

方
々
と
一
緒
に
な
っ
て
、
事
務
次
官
を
は
じ
め
財
務
省
の
幹
部
に
沖

縄
と
調
和
あ
る
発
展
を
目
指
し
た
「
異
次
元
の
内
容
」
の
法
改
正
を

強
く
訴
え
ま
し
た
。
そ
の
上
で
各
省
の
要
求
を
財
務
省
と
相
談
し
て

い
た
だ
い
て
、
概
算
要
求
に
つ
な
げ
て
い
っ
た
。
振
興
交
付
金
が
盛

り
込
ま
れ
た
後
も
、
予
算
案
の
編
成
過
程
で
関
係
省
庁
、
国
土
交
通

大
臣
や
農
林
水
産
大
臣
、
総
務
大
臣
、
財
務
大
臣
な
ど
に
地
元
か
ら

の
陳
情
も
含
め
て
再
三
働
き
か
け
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
た
び

の
延
長
と
初
年
度
予
算
案
の
決
定
を
勝
ち
取
っ
た
わ
け
で
す
。

　

今
後
は
国
の
基
本
方
針
に
沿
っ
て
各
自
治
体
が
振
興
計
画
を
立
て

る
わ
け
で
す
が
、「
成
長
戦
略
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
基
礎
に
、
自
分
た
ち

の
裁
量
と
責
任
で
交
付
金
の
活
用
を
は
じ
め
各
施
策
の
早
期
実
施
を
、

と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

地
域
活
性
化
の
一
つ
の
柱
と
し
て
、
奄
美
の
場
合
は
人
流
と
物
流

の
高
い
運
賃
に
対
す
る
支
援
が
重
要
で
す
。
離
島
の
限
ら
れ
た
住
民

や
産
物
だ
け
で
は
輸
送
量
も
多
く
な
く
、
運
賃
は
高
く
な
り
ま
す
。

そ
う
な
る
と
利
用
も
ま
た
少
な
く
な
る
悪
循
環
に
陥
っ
て
い
き
ま
す
。

航
空
路
、
航
路
の
運
賃
低
減
化
策
は
絶
対
に
必
要
で
す
。

　

わ
れ
わ
れ
が
「
奄
美
に
も
沖
縄
と
同
等
の
政
策
を
」
と
求
め
て
も
、

財
務
省
は
「
沖
縄
は
か
つ
て
戦
場
に
な
り
、
米
軍
基
地
も
多
い
。
非

常
に
大
き
な
負
担
を
強
い
て
い
る
か
ら
特
別
な
振
興
が
必
要
」
と
、

そ
の
特
異
性
を
強
調
し
ま
す
。
そ
れ
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
が
、
す
ぐ

隣
の
奄
美
で
も
沖
縄
と
同
じ
農
作
物
を
栽
培
し
て
い
る
。
沖
縄
は
交

付
金
措
置
で
本
土
出
荷
に
か
か
る
航
空
運
賃
は
半
額
、
船
賃
は
無
料
。

そ
う
な
る
と
奄
美
の
産
物
は
競
争
力
を
失
い
、
基
幹
産
業
は
決
定
的

な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
ま
す
。
国
の
施
策
が
奄
美
の
振
興
を
阻
害
す
る

の
は
如
何
な
も
の
か
、
と
い
う
点
を
強
力
な
理
由
と
し
て
、
奄
美
群

島
振
興
交
付
金
が
実
現
で
き
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
交
付
金
は
、
農
林
水
産
物
輸
送
費
の
支
援
、
航
空
路
・
航
路

運
賃
の
値
下
げ
が
柱
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
国
の
支
援
水
準
は
、
残

念
な
が
ら
沖
縄
と
同
じ
と
ま
で
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

地
方
交
付
税
地
元
負
担
額
の
二
分
の
一
に
つ
い
て
特
別
交
付
税
措
置

が
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
輸
送
費
に
つ
い
て
は
国
費
負
担
に
よ
り
八
割

五
分
の
低
減
、
旅
客
運
賃
や
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、
平
張
ハ
ウ
ス
整

備
な
ど
農
業
振
興
の
各
種
事
業
に
つ
い
て
は
、
八
割
が
国
費
負
担
と

な
り
ま
し
た
。

　

地
元
の
努
力
が
し
っ
か
り
実
る
水
準
の
施
策
は
、
今
後
も
あ
ら
ゆ

る
面
で
強
く
求
め
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。「
沖
縄
と
の
調

和
あ
る
発
展
」
は
絶
対
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
視
点
で
す
。
施

策
水
準
の
バ
ラ
ン
ス
を
し
っ
か
り
意
識
し
な
い
と
、
沖
縄
の
振
興
策

か
ら
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
受
け
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
絶
対
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
奄
美
振
興
に
お
け
る
生
命
線
さ
え
し
っ
か
り
し
て
い

れ
ば
、
奄
美
の
特
性
、
魅
力
、
価
値
を
生
か
し
、
住
民
の
皆
さ
ん
の

努
力
に
よ
っ
て
、
観
光
を
は
じ
め
国
民
経
済
の
向
上
に
も
貢
献
で
き
、

②
改
正
法
へ
の
期
待

特
集
　奄
美
・
小
笠
原
法
改
正

奄
美
の
生
命
線
と
な
る
輸
送
費
支
援
と
運
賃
の
低
廉
化
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自
ら
の
定
住
圏
を
立
派
な
も
の
に
し
て
い
け
る
は
ず
で
す
。

　

い
ま
、
平
成
二
八
年
の
世
界
自
然
遺
産
登
録
を
目
指
し
、
国
立
公

園
指
定
の
作
業
が
進
め
ら
れ
る
な
ど
、
奄
美
の
特
性
を
世
界
に
発
信

で
き
る
環
境
が
整
い
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

東
京
の
小
笠
原
諸
島
は
船
便
が
六
日
に
一
便
、
片
道
二
五
時
間
半

か
か
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
世
界
自
然
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
後
、
観
光

客
数
が
一
・
七
倍
く
ら
い
に
伸
び
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
奄
美
で
も

独
自
の
自
然
を
ど
う
生
か
す
か
を
、
真
剣
に
考
え
て
努
力
し
て
い
け

ば
い
い
。
小
笠
原
や
屋
久
島
な
ど
各
地
の
事
例
に
学
ん
で
、
う
ま
く

い
っ
て
い
る
こ
と
は
取
り
入
れ
、
反
省
点
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
先
取
り

し
て
改
善
す
る
な
ど
、
創
意
工
夫
が
地
元
に
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
自
然
遺
産
登
録
を
念
頭
に
、
奄
美
の
素
晴
ら
し
さ
を

世
界
に
発
信
す
る
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
う
な
ど
、
思
い
切
っ
た

交
付
金
の
使
い
方
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
一
所
懸
命
に
ア
イ
デ
ィ
ア
を

尽
く
し
て
頑
張
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

な
お
、
交
付
金
と
並
行
し
て
、「
産
業
振
興
促
進
計
画
認
定
制
度
」

が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
中
に
は
世
界
自
然
遺
産
の
登
録
を
視
野

に
入
れ
た
特
例
措
置
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
通
訳
案
内
士
の
特
例

は
、
一
定
の
研
修
を
受
け
れ
ば
奄
美
を
訪
れ
る
外
国
人
に
有
償
で
ガ

イ
ド
行
為
が
で
き
る
も
の
で
す
。
ま
た
旅
行
業
法
の
特
例
で
も
、
一

定
の
研
修
を
受
け
れ
ば
宿
泊
業
者
が
地
域
内
の
旅
行
に
つ
い
て
旅
行

業
者
代
理
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
自
然
遺
産
登
録
に
向
け

て
、
税
制
措
置
な
ど
を
含
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
私
は
、
さ
ら
に
自
分
た
ち
の
創
意
工
夫
で
制
度
を

拡
充
し
て
い
っ
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
に
は
十
分
な
国
力
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、
本
土
間
格
差
を
少

し
ず
つ
縮
め
て
い
く
の
で
は
な
く
、
公
平
・
公
正
な
居
住
条
件
の
確

保
、
離
島
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
克
服
の
た
め
に
思
い
切
っ
て
大

胆
な
振
興
策
を
導
入
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
う
い
う

空
気
を
国
会
議
員
が
つ
く
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

私
は
、
こ
の
法
改
正
に
よ
っ
て
、「
奄
美
新
時
代
」
に
入
っ
た
と

考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
機
に
、
奄
美
の
特
性
を
生
か
し
た
知
恵
や

工
夫
な
ど
で
長
い
間
減
り
続
け
て
い
る
人
口
、
若
者
の
流
出
を
構
造

的
に
食
い
止
め
た
い
。
そ
の
上
で
、
幸
せ
で
豊
か
な
生
活
を
支
え
る

経
済
や
生
活
基
盤
な
ど
、
定
住
条
件
の
改
善
を
図
る
べ
き
で
す
。

　

新
時
代
に
向
け
て
の
「
奄
美
郡
民
運
動
」
│
│
奄
美
な
ら
で
は
の

特
性
、
他
に
類
を
見
な
い
魅
力
、
歴
史
と
伝
統
を
誇
り
に
、
自
ら
努

力
・
工
夫
し
て
奄
美
振
興
に
邁
進
す
る
と
い
う
流
れ
を
つ
く
っ
て
い

き
た
い
。
地
元
の
皆
さ
ん
に
は
、「
成
長
戦
略
ビ
ジ
ョ
ン
」
に
と
り

ま
と
め
た
将
来
へ
の
夢
を
、
ス
ク
ラ
ム
を
組
ん
で
大
き
く
進
め
て
、

子
や
孫
の
時
代
ま
で
立
派
な
島
、
輝
く
島
を
残
し
て
い
く
よ
う
努
力

し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。 

■

世
界
自
然
遺
産
登
録
を
目
指
し
て

新
時
代
に
向
け
て「
奄
美
郡
民
運
動
」の
推
進
を




