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一
、
恐
慌
論
の
弁
証
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー

恐
慌
の
弁
証
法

こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
『
資
本
論
』
の
あ
ち
こ
ち
に
、
恐
慌
に
関
連
す
る
記
載
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
部
分
的
に
触
れ
た
の
で
は

全
体
像
を
つ
か
み
に
く
い
と
思
い
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
ま
で
意
識
的
に
省
略
し
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
本
講
と
次
講
と
で
ま
と
め
て
恐
慌
論
の
お
話
を
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

恐
慌
は
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
固
有
の
現
象
で
あ
り
、
こ
の
生
産
様
式
に
内
在
す
る
諸
矛
盾
の
蓄
積
か
ら
生
じ
た
再
生
産
過

程
の
撹
乱
を
、
一
時
的
・
暴
力
的
に
解
決
す
る
も
の
で
す
。
し
か
も
恐
慌
は
一
九
世
紀
前
半
か
ら
今
日
ま
で
ほ
ぼ
一
〇
年
の
周
期
で

発
生
し
て
お
り
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
も
た
ら
す

不
治
の
病

と
も
い
う
べ
き
必
然
的
な
現
象
で
す
。
恐
慌
に
よ
り
、
撹
乱

要
因
は
一
時
的
に
取
り
除
か
れ
、
均
衡
が
回
復
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
矛
盾
は
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
再
び
そ
の
矛
盾
を
蓄
積
し
、
恐
慌
を
く
り
返
す
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

第
八
講
で
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
特
有
な
恐
慌
が
な
ぜ
生
じ
る
の
か
、
し
か
も
単

に
偶
然
的
な
現
象
と
し
て
生
じ
る
の
で
な
く
、
必
然
的
現
象
と
し
て
く
り
返
し
生
じ
る
の
は
な
ぜ
か
、
の
解
明
に
多
大
の
努
力
を
傾

注
し
ま
し
た
。
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
第
二
部
の
草
稿
は
、
第
一
稿
か
ら
第
八
稿
ま
で
あ
り
ま
す
が
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
採
用
し
な

か
っ
た
第
一
草
稿
の
最
後
に
は
「
再
生
産
過
程
の
攪
乱
」
と
い
う
見
出
し
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
恐
慌
論
が
予
定
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
マ
ル
ク
ス
の
意
図
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
執
筆
し
た
『
資
本
論
』
第
一
部
に
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
第
二
講
で
も
お
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話
し
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
例
え
ば
第
一
篇
第
三
章
「
貨
幣
ま
た
は
商
品
流
通
」
の
な
か
で
、
商
品
と
貨
幣
と
の
対
立
が
「
販
売
と

購
買
と
の
対
立
」
に
転
化
す
る
こ
と
を
述
べ
た
箇
所
で
、
販
売
と
購
買
と
の
対
立
は
、
「
恐
慌
の
可
能
性
を
、
と
は
い
え
た
だ
可
能

性
の
み
を
、
含
ん
で
い
る
。
こ
の
可
能
性
の
現
実
性
へ
の
発
展
は
、
単
純
な
商
品
流
通
の
立
場
か
ら
は
ま
だ
ま
っ
た
く
実
存
し
な
い

諸
関
係
の
全
範
囲
を
必
要
と
す
る
」（
①
一
九
三
ペ
ー
ジ
／
一
二
八
ペ
ー
ジ
）
と
の
べ
て
い
ま
す
。

「
単
純
な
商
品
流
通
」
を
と
り
あ
げ
た
の
が
第
一
部
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
「
諸
関
係
の
全
範
囲
」
と
い

う
の
は
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
全
運
動
を
と
り
あ
げ
た
第
二
部
、
第
三
部
を
意
味
す
る
も
の
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
つ
ま

り
、
第
一
部
で
は
、
商
品
流
通
一
般
か
ら
生
じ
る
恐
慌
の
抽
象
的
可
能
性
を
論
じ
う
る
の
み
で
あ
り
、
恐
慌
の
具
体
的
可
能
性
が
現

実
性
へ
転
化
す
る
問
題
は
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
土
台
の
上
に
の
み
論
じ
う
る
と
い
っ
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

こ
の
文
章
に
関
わ
る
マ
ル
ク
ス
自
身
の
「
注
（
七
三
）
」
を
み
る
と
、
恐
慌
の
現
実
性
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
「
生
産
様
式
の

種

差

」（
①
一
九
四
ペ
ー
ジ
／
一
二
八
ペ
ー
ジ
）
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
恐
慌
が
、
商
品
流
通

社
会
一
般
か
ら
で
は
な
く
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
と
い
う
「
種
差
」
の
も
と
に
お
け
る
商
品
流
通
の
な
か
で
、
は
じ
め
て
現
実
性

に
転
化
し
、
必
然
的
現
象
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
編
集
し
た
第
二
部
に
は
、
こ
の
恐
慌
論
が
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
重
大
な
問
題
が

含
ま
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
マ
ル
ク
ス
自
身
の
草
稿
、
す
な
わ
ち
「
五
七
～
五
八
年
草
稿
」「
六
一
～
六
三
年
草
稿
」
、
資
本
論
草
稿
を

も
と
に
し
て
、
マ
ル
ク
ス
が
「
再
生
産
過
程
の
攪
乱
」
で
と
り
あ
げ
よ
う
と
し
た
主
題
を
確
定
し
た
の
が
、
不
破
氏
の
『
全
三
部
を

読
む
』
第
五
冊
「
第
二
部
の
残
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
」（
第
五
冊
一
五
〇
ペ
ー
ジ
以
下
）
で
す
。
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こ
の
な
か
で
不
破
氏
は
、「
少
な
く
と
も
、

恐
慌
の
可
能
性
の
問
題
、

恐
慌
の
根
拠
・
原
因
の
問
題
、

恐
慌
の
運
動
論

(1)

(2)

(3)

の
問
題
―
―
こ
の
三
つ
の
問
題
が
大
き
な
主
題
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
定
」（
同
一
五
五
ペ
ー
ジ
）
し
て
い
ま
す
。

恐
慌
の
可
能
性
、
根
拠
・
原
因
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
用
語
な
の
で
す
が
、
「
恐
慌
の
運
動
論
」
と
い
う
の
は
、
不
破
氏
の
独
自

の
用
語
法
で
あ
り
、
『
全
三
部
を
読
む
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
市
場
経
済
と
い
う
も
の
は
、
も
と
も
と
さ
ま
ざ
ま
な
不
均
衡
や
逸
脱
を
と
も
な
い
な
が
ら
進
行
す
る
も
の
で
、
多
く
の
場
合
に

は
、
不
均
衡
が
生
ま
れ
れ
ば
、
こ
れ
を
是
正
す
る
逆
方
向
の
力
が
働
き
ま
す
」（
同
一
七
〇
ペ
ー
ジ
）
。
第
一
〇
講
の
最
後
で
も
み
ま

し
た
よ
う
に
、
資
本
主
義
的
再
生
産
の
均
衡
条
件
は
、
市
場
経
済
の
も
つ
弾
力
性
の
う
え
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
市
場
経

済
の
も
つ
弾
力
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
市
場
経
済
の
な
か
で
、
生
ま
れ
た
不
均
衡
を
累
進
的
に
拡
大
す
る
よ
う
な
仕
組
み
が
、
ど

う
い
う
形
で
存
在
す
る
の
か
、
こ
こ
に
、
恐
慌
現
象
を
運
動
論
の
角
度
か
ら
解
明
す
る
た
め
の
、
大
事
な
問
題
点
が
あ
り
ま
し
た
」

（
同
一
七
一
ペ
ー
ジ
）
。

不
破
氏
の
い
う
「
恐
慌
の
運
動
論
」
と
は
、
恐
慌
の
可
能
性
を
現
実
性
に
転
化
す
る
た
め
の
諸
条
件
と
そ
の
働
き
と
言
い
か
え
る

こ
と
も
で
き
そ
う
で
す
。

い
う
ま
で
も
な
く
恐
慌
論
の
主
題
は
、
マ
ル
ク
ス
の
問
題
意
識
か
ら
し
て
も
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
商
品
流
通
の
も
と
で
、

恐
慌
の
可
能
性
が
、
ど
の
よ
う
に
現
実
性
に
転
化
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
あ
り
ま
す
。「
六
一
～
六
三
年
草
稿
」
に
は
、
「
恐
慌
の

可
能
性
の
現
実
性
へ
の
転
化
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
経
済
の
全
矛
盾
の
現
わ
れ
と
し
て
の
恐
慌
」（
全
集

Ⅱ
六
八
六
ペ
ー
ジ
／
『
剰
余
価

値
学
説
史
』
⑥
一
五
六
ペ
ー
ジ
）
と
題
す
る
章
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
も
、
そ
れ
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
恐
慌
論
を
た
ど
る
に
は
、
第
一
に
、
商
品
流
通
一
般
に
存
在
す
る
恐
慌
の
可
能
性
（
抽
象
的
可
能

性
）
と
は
何
か
、
第
二
に
、
恐
慌
の
抽
象
的
可
能
性
は
資
本
主
義
的
生
産
様
式
と
い
う
「
種
差
」
の
も
と
で
ど
の
よ
う
に
具
体
的
可
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能
性
に
転
化
す
る
の
か
、
第
三
に
、
恐
慌
の
具
体
的
可
能
性
は
ど
の
よ
う
に
し
て
現
実
性
へ
と
必
然
的
に
転
化
す
る
の
か
、
と
い
う

大
き
く
三
つ
の
問
題
を
検
討
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
問
題
に
立
ち
入
る
前
に
、
可
能
性
と
現
実
性
、
抽
象
的
可
能
性
と
具
体
的
可
能
性
、
偶
然
性
と
必
然
性
な
ど
の
弁
証
法
的
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
に
立
ち
戻
っ
て
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

可
能
性
と
現
実
性

へ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
に
と
っ
て
、
現
実
性
と
い
う
の
は
、
非
常
に
重
要
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
す
。

「
日
常
の
生
活
で
は
あ
ら
ゆ
る
気
ま
ぐ
れ
、
誤
謬
、
悪
と
言
っ
た
よ
う
な
も
の
、
お
よ
び
ど
ん
な
に
み
す
ぼ
ら
し
い
一
時
的
な
存

在
で
も
、
手
あ
た
り
次
第
に
現
実
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
普
通
の
感
じ
か
ら
言
っ
て
も
す
で
に
、
偶
然
的
な
存
在

は
真
の
意
味
に
お
け
る
現
実
と
い
う
名
に
は
値
し
な
い
こ
と
を
感
じ
て
い
る
。
偶
然
的
な
も
の
は
可
能
的
な
も
の
以
上
の
価
値
を
持

た
な
い
存
在
で
あ
り
、
有
る
か
も
し
れ
ず
ま
た
無
い
か
も
し
れ
な
い
も
の
で
あ
る
」（
『
小
論
理
学
』
六
節
）
。

い
わ
ば
、
現
実
の
な
か
に
は
、
一
時
的
、
可
能
的
、
偶
然
的
現
実
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は
、
「
真
の
意
味
に
お
け
る
現
実
と

い
う
名
に
は
値
し
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
真
の
「
現
実
」
と
は
、
本
質
的
、
必
然
的
現
実
だ
と
い
う
の
で
す
。

で
は
へ
ー
ゲ
ル
の
い
う
現
実
性
と
は
何
か
を
具
体
的
に
み
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

「
現
実
性
と
は
、
本
質
と
現
存
在
と
の
統
一
、
あ
る
い
は
内
的
な
も
の
と
外
的
な
も
の
と
の
統
一
が
、
直
接
的
な
統
一
と
な
っ
た

も
の
で
あ
る
」（
同
一
四
二
節
）
。

「
現
実
性
」
と
は
、
内
に
あ
っ
た
本
質
が
外
に
あ
ら
わ
れ
で
て
、
現
存
在
を
も
つ
に
至
っ
た
も
の
で
あ
り
、
本
質
と
現
存
在
の
統

一
な
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
内
に
あ
る
た
ん
な
る
可
能
性
が
外
に
あ
ら
わ
れ
で
た
も
の
も
、
ま
た
非
本
質
的
な
も
の
が
外
に
あ
ら
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わ
れ
で
た
も
の
も
、
現
実
性
の
名
に
は
値
し
な
い
、
と
い
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
現
実
は
、
そ
れ
が
自
己
を
展
開

す
る
と
き
、
必
然
性
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
」（
同
一
四
三
節
補
遺
）
と
い
っ
て
、
「
現
実
性
」
を
「
必
然
性
」
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で

使
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
可
能
性
」
と
は
、
「
抽
象
的
で
非
本
質
的
な
本
質
性
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
自
己
内
反
省
」
（
同
一
四
三

節
）
で
す
。
つ
ま
り
、
可
能
性
と
は
内
側
に
あ
る
非
本
質
的
な
も
の
と
し
て
の
「
抽
象
的
可
能
性
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
本
質
と

は
、
本
来
内
に
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
内
に
あ
っ
て
ま
だ
外
側
に
現
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
可
能
性
も
本
質
性
と
い
っ
て

も
い
い
の
で
す
が
、
し
か
し
そ
れ
は
内
に
は
あ
っ
て
も
本
質
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、
「
非
本
質
的
な
本
質
性
」
と
さ
れ
て
い
る

の
で
す
。

「
可
能
性
は
ま
ず
、
現
実
的
な
も
の
と
し
て
の
具
体
的
な
も
の
に
た
い
し
て
、
自
己
同
一
と
い
う
単
な
る
形
式
で
あ
る
か
ら
、
可

能
性
の
基
準
は
た
だ
、
或
る
も
の
が
自
己
矛
盾
を
含
ま
な
い
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
」（
同
）
。

抽
象
的
可
能
性
と
は
、
現
実
的
な
も
の
と
「
自
己
同
一
」
に
な
り
う
る
、
現
実
性
と
な
っ
て
も
矛
盾
は
な
い
、
「
自
己
矛
盾
を
含

ま
な
い
」
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
何
の
意
味
も
も
た
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
の
で
す
。
例
え
ば
、
「
私
は
資
本
家

に
な
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
っ
て
も
特
に
矛
盾
は
な
い
の
で
す
が
、
現
実
に
な
れ
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
ん

な
可
能
性
を
論
じ
て
も
何
の
意
味
も
な
い
の
で
す
。

「
か
く
し
て
す
べ
て
の
も
の
は
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
抽
象
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
内
容
に
で
も
こ
う
し
た

同
一
性
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
す
べ
て
の
も
の
は
同
様
に
不
可
能
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
あ
ら
ゆ
る

内
容
は
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
ん
な
内
容
に
お
い
て
も
、
そ
の
規
定
性
を
特
定
の
対
立
、
し
た
が
っ
て
矛
盾

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
―
―
だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
可
能
、
不
可
能
の
議
論
ほ
ど
空
虚
な
も
の
は
な
い
」（
同
）
。
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す
べ
て
の
も
の
は
可
能
で
あ
る
と
同
時
に
不
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
へ
ー
ゲ
ル
は
、
抽
象
的
な
可
能
、
不
可
能
と
い
う
よ
う
な
、

「
そ
れ
自
身
と
し
て
す
で
に
真
実
で
な
い
こ
と
が
明
か
に
な
っ
た
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
用
う
べ
き
で
は
な
い
」（
同
）
と
い
っ
て
い

ま
す
。

偶
然
性
と
必
然
性

こ
の
内
に
あ
る
抽
象
的
可
能
性
が
、
外
に
あ
ら
わ
れ
で
て
現
存
在
を
獲
得
し
た
も
の
が
、
「
偶
然
性
」
で
す
。

「
可
能
性
と
偶
然
性
と
は
現
実
性
の
モ
メ
ン
ト
、
す
な
わ
ち
、
現
実
的
な
も
の
の
外
面
性
を
な
す
単
な
る
形
式
と
し
て
定
立
さ
れ

て
い
る
、
内
的
な
も
の
と
外
的
な
も
の
で
あ
る
」（
同
一
四
五
節
）
。

可
能
性
は
、
内
に
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
外
に
あ
ら
わ
れ
で
る
か
ど
う
か
は
、
自
分
自
身
の
も
つ
力
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
で
は

な
く
、
他
の
も
の
に
依
存
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
「
偶
然
的
な
も
の
と
は
一
般
に
、
そ
の
存
在
の
根
拠
を
自
分
自
身
の
う
ち
に
で

な
く
、
他
の
も
の
の
う
ち
に
持
つ
も
の
で
あ
る
」（
同
補
遺
）
。
い
わ
ば
他
の
も
の
の
力
を
借
り
な
い
と
、
可
能
性
は
現
存
在
と
な
り

え
な
い
の
で
あ
り
、
内
に
あ
る
抽
象
的
可
能
性
が
、
他
の
も
の
の
力
を
借
り
て
外
に
あ
ら
わ
れ
で
た
も
の
が
、
偶
然
性
と
な
る
の
で

す
。偶

然
的
な
も
の
は
、
生
ま
れ
る
べ
く
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
の
も
の
の
力
を
借
り
て
た
ま
た
ま
生
ま
れ
た
に
す
ぎ
な

い
一
時
的
な
も
の
で
す
か
ら
、
他
の
も
の
と
し
て
生
ま
れ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
「
偶
然
的
な
も
の
は
、
直
接

的
な
現
実
性
と
し
て
、
同
時
に
他
の
も
の
の
可
能
性
で
も
あ
る
」（
同
一
四
六
節
補
遺
）
。

偶
然
的
な
も
の
は
、
一
時
的
な
も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
ま
ま
亡
び
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
れ
ば
、
他
の
も
の
に
吸
収

さ
れ
て
他
の
も
の
の
実
現
に
役
立
つ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
他
の
も
の
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
と
き
、
そ
の
偶
然
的
な
も
の
は
、
「
わ
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れ
わ
れ
が
最
初
に
持
っ
て
い
た
よ
う
な
抽
象
的
な
可
能
性
で
は
な
く
、
有
る
も
の
と
し
て
の
可
能
性
で
あ
り
、
か
く
し
て
そ
れ
は
条

件
で
あ
る
」（
同
）
。

こ
こ
で
、
「
条
件
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
登
場
し
て
き
ま
し
た
。「
条
件
」
と
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

「
わ
れ
わ
れ
が
或
る
事
柄
の
条
件
と
言
う
と
き
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
つ
は
定
有
、
現
存
在
、
一
般
的

に
言
え
ば
直
接
的
な
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
こ
の
直
接
的
な
も
の
が
揚
棄
さ
れ
て
他
の
も
の
の
実
現
に
役
立
つ
と
い
う
定
め

で
あ
る
」（
同
）
。

条
件
と
い
う
の
は
、
「
或
る
事
柄
」
と
結
び
つ
き
、
そ
の
「
事
柄
」
の
実
現
に
役
立
つ
「
現
存
在
」
で
す
。
つ
ま
り
条
件
は
外
に

現
れ
で
た
現
存
在
と
い
う
意
味
で
は
、
内
に
あ
る
可
能
性
と
は
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
偶
然
性
で
す
が
、
自
立
し
た
存
在
で
は

な
く
、
事
柄
に
結
び
つ
き
、
自
分
自
身
は
事
柄
に
吸
収
さ
れ
な
が
ら
、
事
柄
が
現
存
在
を
獲
得
す
る
の
に
役
立
つ
偶
然
性
な
の
で
す
。

つ
ま
り
、
単
に
亡
ん
で
し
ま
う
だ
け
の
偶
然
性
は
、
「
抽
象
的
可
能
性
」
の
現
存
在
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
自
ら
は
亡
ん
で
し
ま
っ

て
も
他
の
も
の
の
う
ち
に
生
き
る
よ
う
な
偶
然
性
、
「
他
の
も
の
の
可
能
性
」（
同
一
四
六
節
）
が
条
件
と
よ
ば
れ
る
も
の
な
の
で
す
。

条
件
は
、
「
自
己
を
犠
牲
に
し
、
亡
び
さ
り
、
消
耗
さ
れ
る
諸
条
件
は
、
他
の
現
実
の
う
ち
で
た
だ
自
分
自
身
と
の
み
合
一
す
る

の
で
あ
る
」（
同
補
遺
）
。

こ
れ
に
対
し
て
条
件
を
吸
収
し
、
「
現
実
性
」
と
な
る
他
の
も
の
は
事
柄
と
よ
ば
れ
ま
す
。
事
柄
は
、
「
そ
れ
自
身
諸
条
件
の
一

つ
」（
同
一
四
七
節
）
で
す
。
広
義
の
諸
条
件
の
な
か
に
お
け
る
本
質
的
条
件
が
事
柄
で
あ
り
、
非
本
質
的
条
件
が
い
わ
ゆ
る
狭
義

の
条
件
な
の
で
す
。
「
事
柄
は
諸
条
件
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
外
へ
あ
ら
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
諸
条
件
と
対
応
し
あ
う
内
容
諸

規
定
を
実
現
す
る
。
し
た
が
っ
て
事
柄
は
内
容
諸
規
定
に
よ
っ
て
自
己
を
事
柄
と
し
て
示
す
と
と
も
に
、
ま
た
諸
条
件
か
ら
出
現
す

る
も
の
で
あ
る
」（
同
一
四
八
節
）
。
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事
柄
が
狭
義
の
諸
条
件
と
結
び
つ
い
て
、
内
か
ら
外
へ
と
あ
ら
わ
れ
で
る
と
、
偶
然
的
な
あ
ら
わ
れ
と
し
て
の
「
現
存
在
」
で
は

な
く
、
必
然
的
な
あ
ら
わ
れ
と
し
て
の
「
現
実
性
」
と
な
り
ま
す
が
、
諸
条
件
は
事
柄
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
っ
て
現
実
性
の
内
容
に

は
影
響
を
与
え
な
い
の
に
対
し
、
事
柄
は
本
質
的
条
件
と
し
て
、
外
に
あ
ら
わ
れ
た
現
実
性
の
内
容
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

事
柄
と
諸
条
件
の
結
合
か
ら
生
ま
れ
る
可
能
性
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
抽
象
的
な
可
能
性
」
か
ら
区
別
し
、
「
実
在
的
可
能
性
」（
同

一
四
七
節
）
と
よ
ん
で
い
ま
す
が
、
今
日
的
な
用
語
か
ら
す
れ
ば
、「
具
体
的
可
能
性
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
具
体
的
可
能
性
を
現
実
性
に
転
化
さ
せ
る
も
の
が
、「
活
動
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
す
。
「
そ
れ
は
諸
条
件
を
事
柄
へ
移
し
、

ま
た
事
柄
を
諸
条
件
（
こ
れ
は
現
存
在
に
属
す
る
）
へ
移
す
運
動
」
、
「
事
柄
に
存
在
を
与
え
る
運
動
」（
同
一
四
八
節
）
で
す
。
つ
ま

り
「
活
動
」
と
は
、
事
柄
と
諸
条
件
と
を
一
つ
に
結
び
つ
け
、
事
柄
を
現
実
性
に
転
化
さ
せ
る
働
き
な
の
で
す
。

例
え
ば
、
作
物
を
作
る
場
合
、
「
事
柄
」
に
相
当
す
る
の
は
種
で
あ
り
、
「
諸
条
件
」
と
は
畑
と
水
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
「
活

動
」
と
は
、
「
水
を
ま
い
た
畑
に
種
を
播
く
」
こ
と
で
す
。
種
は
水
を
ま
い
た
畑
に
播
か
れ
な
い
か
ぎ
り
作
物
と
い
う
現
実
性
に
転

化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

事
柄
と
し
て
の
種
と
、
諸
条
件
と
し
て
の
畑
・
水
、
活
動
と
し
て
の
種
と
畑
・
水
の
結
合
が
生
じ
た
と
き
、
は
じ
め
て
事
柄
と
し

て
の
種
は
作
物
に
必
然
的
に
転
化
し
、
畑
の
な
か
の
窒
素
や
リ
ン
、
水
と
い
う
諸
条
件
は
作
物
に
吸
収
さ
れ
て
自
ら
は
消
滅
し
て
し

ま
う
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
事
柄
、
諸
条
件
と
い
う
具
体
的
可
能
性
が
、
活
動
と
結
合
し
て
生
ま
れ
る
現
実
性
を
必
然
性
と
よ
ん

で
い
ま
す
。

こ
の
三
つ
の
モ
メ
ン
ト
（
事
柄
、
諸
条
件
、
活
動
）
が
結
合
し
た
と
き
、
他
の
も
の
の
力
を
借
り
る
こ
と
な
く
、
そ
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
生
ま
れ
る
べ
く
し
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
も
事
柄
の
内
容
を
も
っ
て
規
定
さ
れ
る
現
実
性
と
な
る
と
こ
ろ
か
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ら
、
必
然
性
と
よ
ば
れ
て
い
る
の
で
す
。

偶
然
性
が
そ
の
存
在
の
根
拠
を
「
他
の
も
の
の
う
ち
に
持
つ
」
の
に
対
し
て
、
必
然
性
と
は
、
「
自
分
自
身
に
よ
っ
て
そ
れ
が
現

に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
あ
る
」
「
他
の
も
の
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
な
い
自
己
関
係
」（
同
一
四
七
節
補
遺
）
だ
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
必
然
性
は
、
他
の
も
の
の
力
を
借
り
る
こ
と
な
く
現
実
性
に
転
化
す
る
と
い
っ
て
も
、
全
く
他
の
も
の

の
力
を
借
り
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
事
柄
も
諸
条
件
と
活
動
と
い
う
二
つ
の
他
の
も
の
に
媒
介
さ
れ
て
現
実
性
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、

「
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
同
時
に
媒
介
を
揚
棄
さ
れ
た
も
の
と
し
て
自
己
の
う
ち
に
含
む
」（
同
）
と
い
う
限
界
を
も
っ
て

い
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
必
然
性
は
「
外
的
必
然
性
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。

根
拠
（
原
因
）
と
帰
結
（
結
果
）

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
外
的
必
然
性
か
ら
さ
ら
に
す
す
ん
で
、
「
根
拠
と
帰
結
（
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
）
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

つ
い
て
も
一
言
し
て
い
ま
す
。
マ
ル
ク
ス
は
、
恐
慌
論
で
、
「
根
拠
（
原
因
）」
と
い
う
概
念
を
使
っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
点
も
つ

い
で
に
説
明
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

外
的
必
然
性
に
お
い
て
、
「
必
然
的
で
あ
る
も
の
は
、
他
の
も
の
に
よ
っ
て
そ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
他
の
も
の
は
、
媒

介
す
る
根
拠
（
事
柄
と
活
動
）
と
直
接
的
な
現
実
、
す
な
わ
ち
、
同
時
に
条
件
で
も
あ
る
偶
然
的
な
も
の
と
に
わ
か
れ
る
。
他
の
も

の
に
よ
る
も
の
と
し
て
の
必
然
は
、
絶
対
的
で
な
く
、
措
定
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
」（
同
一
四
九
節
）
。

偶
然
的
な
条
件
は
「
事
柄
の
た
め
に
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
」（
同
一
四
八
節
）
、
必
然
性
と
し
て
生
ま
れ
た
現
実
性
の
な
か
に
そ

の
痕
跡
を
と
ど
め
ま
せ
ん
が
、
事
柄
と
そ
の
活
動
と
は
、
い
ず
れ
も
現
実
性
の
内
容
と
し
て
外
に
あ
ら
わ
れ
で
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

へ
ー
ゲ
ル
は
、
「
事
柄
と
活
動
」（
先
の
例
で
い
う
と
種
を
播
く
こ
と
）
と
を
合
わ
せ
て
根
拠
と
よ
ん
で
い
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て

243

大
き
く
は
、
必
然
性
を
生
み
だ
す
も
の
は
根
拠
と
条
件
に
分
か
れ
、
「
根
拠
と
偶
然
的
な
条
件
は
、
直
接
態
へ
移
さ
れ
、
そ
し
て
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
措
定
さ
れ
た
も
の
は
揚
棄
さ
れ
て
現
実
と
な
り
、
事
柄
は
自
分
自
身
と
合
一
す
る
」（
同
一
四
九
節
）
の
で
す
。

こ
こ
で
、
「
根
拠
（
原
因
）
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
登
場
し
て
き
ま
し
た
。

根
拠
と
帰
結
（
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
）
と
は
、
或
る
も
の
を
内
と
外
と
の
関
係
に
お
い
て
「
二
重
に
み
よ
う
」（
同
一
二
一
節
補

遺
）
と
す
る
も
の
で
す
。
あ
る
事
物
の
根
拠
を
問
う
場
合
、
「
一
度
は
直
接
態
に
お
い
て
、
次
に
は
そ
れ
が
も
は
や
直
接
態
の
う
ち

に
な
い
と
こ
ろ
の
根
拠
に
お
い
て
」（
同
）
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
に
あ
る
姿
（
直
接
態
）
を
、
内
に
あ
る
根
拠
（
原

因
）
と
、
根
拠
に
関
係
づ
け
ら
れ
外
に
あ
ら
わ
れ
た
帰
結
（
結
果
）
、
つ
ま
り
、
根
拠
（
原
因
）
と
帰
結
（
結
果
）
と
い
う
内
と
外
の

対
立
物
の
統
一
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
す
。
こ
の
二
重
に
み
る
と
こ
ろ
か
ら
、
へ
ー
ゲ
ル
は
、
「
根
拠
（
理
由
）
は
同
一
と
区
別
と

の
統
一
」（
同
）
と
い
っ
て
い
ま
す
。
根
拠
と
そ
の
帰
結
（
ま
た
は
原
因
と
結
果
）
と
は
、
内
に
あ
る
も
の
が
外
に
あ
ら
わ
れ
た
に
す

ぎ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
同
一
な
も
の
な
の
で
す
が
、
同
時
に
、
帰
結
は
根
拠
か
ら
あ
ら
わ
れ
で
た
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
て
も
い

る
の
で
す
。

別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
帰
結
（
結
果
）
と
結
び
つ
き
さ
え
す
れ
ば
、
根
拠
（
原
因
）
は
何
で
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
理
屈
と
膏
薬
と
は
何
に
で
も
く
っ
つ
く
」
の
で
あ
り
、
屁
理
屈
だ
ろ
う
が
詭
弁
だ
ろ
う
が
、
帰
結
（
結
果
）
と
結
び
つ
き
さ
え
す

こ
う
や
く

へ

き

べ

ん

れ
ば
ど
ん
な
も
の
で
も
根
拠
（
原
因
）
と
い
え
る
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
根
拠
は
、
自
分
の
力
だ
け
で
は
現
存
在
に
は
転
化
し
え
な

い
で
、
他
の
も
の
の
力
を
借
り
て
よ
う
や
く
外
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す

し
た
が
っ
て
、
「
根
拠
は
絶
対
的
に
規
定
さ
れ
た
内
容
を
持
た
ず
、
ま
た
目
的
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
活
動
的
で
も
産

出
的
で
も
な
く
、
現
存
在
は
根
拠
か
ら
単
に
あ
ら
わ
れ
出
る
に
す
ぎ
な
い
」（
同
一
二
二
節
）
。

へ
ー
ゲ
ル
が
、
必
然
性
を
生
み
だ
す
「
事
柄
と
活
動
」
と
を
「
根
拠
」
と
よ
ん
で
い
る
の
は
、
事
柄
と
活
動
と
が
、
そ
れ
自
身
と
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し
て
は
「
活
動
的
で
も
産
出
的
で
も
な
く
」
、
偶
然
的
な
存
在
で
あ
る
「
諸
条
件
」
の
手
助
け
を
借
り
な
い
と
必
然
性
と
し
て
あ
ら

わ
れ
で
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
う
し
て
、
事
柄
と
活
動
は
、
条
件
と
い
う
偶
然
的
な
、
外
的
な
も
の
に
媒
介
さ
れ
た
必
然
性
と
し
て
、
外
的
必
然
性
と
よ
ば
れ

ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
も
の
が
何
も
の
に
も
媒
介
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
力
で
絶
対
的
に
自
己
産
出
す
る
必
然
性
は
、

内
的
必
然
性
（
絶
対
的
必
然
性
）
と
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。

以
上
、
現
実
性
、
可
能
性
（
抽
象
的
可
能
性
と
具
体
的
可
能
性
）
、
偶
然
性
、
必
然
性
（
外
的
必
然
性
と
内
的
必
然
性
）
、
根
拠
（
原

因
）
と
帰
結
（
結
果
）
な
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
、
お
お
ま
か
な
説
明
を
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
弁
証
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
使
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
恐
慌
論
に
踏
み
い
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
と
い
う
の
も
、
わ
ざ
わ

ざ
マ
ル
ク
ス
が
、
「
あ
と
が
き
〔
第
二
版
へ
の
〕
」
に
お
い
て
『
資
本
論
』
の
方
法
が
、
弁
証
法
的
方
法
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
の
も
、
『
資
本
論
』
の
最
大
の
ヤ
マ
場
の
一
つ
と
も
い
う
べ
き
こ
の
恐
慌
論
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
弁
証
法
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
駆
使
し
、
自
在
に
あ
や
つ
っ
て
恐
慌
の
必
然
性
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
言
い
か
え
る
と
『
資
本

論
』
の
な
か
の
弁
証
法
的
な
方
法
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
の
一
つ
が
恐
慌
論
な
の
で
す
。

マ
ル
ク
ス
が
、
恐
慌
論
を
も
っ
と
も
本
格
的
に
論
じ
た
の
は
、
「
六
一
～
六
三
年
草
稿
」（
全
集

Ⅰ
～
Ⅲ
／
『
剰
余
価
値
学
説
史
』

全
九
冊
）
で
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
草
稿
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
の
恐
慌
論
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

二
、マ
ル
ク
ス
の
恐
慌
論
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恐
慌
の
抽
象
的
可
能
性

恐
慌
は
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
も
つ
矛
盾
の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
す
が
、
マ
ル
ク
ス
は
、
そ
も
そ
も
矛
盾
と
は
何
か
、
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
入
っ
て
い
き
ま
す
。

「
恐
慌
と
は
、
独
立
化
し
た
諸
契
機
の
あ
い
だ
の
統
一
の
暴
力
的
な
回
復
で
あ
り
、
ま
た
、
本
質
的
に
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
諸

契
機
の
暴
力
的
な
独
立
化
で
あ
る
」（
全
集

Ⅱ
六
九
四
ペ
ー
ジ
／
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
⑥
一
六
七
ペ
ー
ジ
）
。

ち
ょ
っ
と
分
か
り
に
く
い
表
現
で
す
が
、
も
と
も
と
内
的
に
統
一
さ
れ
て
い
て
一
つ
の
も
の
だ
っ
た
も
の
が
、
そ
れ
を
構
成
す
る

二
つ
の
契
機
に
分
裂
さ
れ
、
諸
契
機
が
独
立
し
て
外
的
に
対
立
す
る
存
在
と
な
っ
た
と
こ
ろ
に
矛
盾
が
生
じ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
矛

盾
は
、
独
立
化
さ
れ
た
諸
契
機
が
再
び
統
一
を
回
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
、
恐
慌
の
発
生
・
発
展
過
程
も
こ
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
と
ら
え
う
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
の
恐
慌
論
は
、
恐
慌
論
の
出
発
点
と
な
る
統
一
さ
れ
た
も
の
の
分
離
・
対
立
が
い
か
に
生
じ
た
か
、
と
い

う
問
題
か
ら
出
発
し
、
実
は
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
第
一
部
第
一
篇
「
商
品
と
貨
幣
」
の
分
析
に
こ
そ
、
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
鍵
が
あ

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
す
。

ほ
ん
ら
い
商
品
は
、
そ
れ
自
体
内
的
に
統
一
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
も
の
で
し
た
。
し
か
し
商
品
の
内
に
お
け
る
使
用
価
値
と
価
値
の

対
立
は
、
商
品
流
通
を
つ
う
じ
て
「
商
品
と
貨
幣
」
と
い
う
外
的
な
分
離
・
対
立
と
な
り
、
さ
ら
に
貨
幣
を
媒
介
と
し
た
商
品
流
通

は
、
物
々
交
換
と
異
な
り
、「
販
売
と
購
買
」
の
分
離
・
対
立
を
生
み
だ
し
ま
し
た
。

販
売
と
購
買
の
分
離
と
い
う
「
形
態
は
恐
慌
の
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
相
互
に
一
体
を
成
す
関
係
に
あ
っ
て
分
離

し
え
な
い
諸
契
機
が
、
引
き
離
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
ま
た
暴
力
的
に
統
一
さ
れ
る
と
い
う
可
能
性
を
…
…
含
ん
で
い
る
」（
同
六
八

八
ペ
ー
ジ
／
同
一
六
〇
ペ
ー
ジ
）
の
で
す
。
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ま
た
「
商
品
と
貨
幣
」
の
対
立
か
ら
生
ま
れ
た
貨
幣
は
、
価
値
を
体
現
し
た
一
般
的
等
価
物
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
支
払
手
段
と
し

て
の
機
能
も
も
っ
て
い
ま
し
た
。
い
わ
ば
貨
幣
は
、
ほ
ん
ら
い
価
値
の
担
い
手
と
支
払
い
手
段
の
統
一
と
し
て
存
在
し
た
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
貨
幣
と
い
う
統
一
物
は
、
「
販
売
と
購
買
」
の
分
離
に
も
と
づ
く
支
払
時
期
の
ズ
レ
に
よ
り
、
価
値
の
担
い
手
と
し

て
の
貨
幣
と
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
と
に
分
離
・
対
立
す
る
に
い
た
る
の
で
す
。

マ
ル
ク
ス
は
、「
購
買
と
販
売
の
分
離
」
を
恐
慌
の
第
一
の
可
能
性
、
「
価
値
の
担
い
手
と
し
て
の
貨
幣
と
支
払
手
段
と
し
て
の
貨

幣
と
の
分
離
」（
簡
単
に
し
て
「
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
」
と
よ
ん
で
い
ま
す
）
を
第
二
の
可
能
性
と
よ
び
、
「
第
二
の
可
能
性
は
、

第
一
の
可
能
性
が
な
け
れ
ば
…
…
不
可
能
で
あ
る
」（
同
六
九
五
ペ
ー
ジ
／
同
一
六
九
ペ
ー
ジ
）
と
い
っ
て
い
ま
す
。

と
は
い
っ
て
も
、
恐
慌
の
第
一
、
第
二
の
可
能
性
は
、
商
品
流
通
が
一
般
的
な
社
会
で
あ
れ
ば
、
ど
こ
に
で
も
生
じ
う
る
対
立
・

矛
盾
で
あ
っ
て
、
決
し
て
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
特
有
の
現
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
単
純
な
貨
幣
流
通
と
、
ま
た
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
流
通
で
さ
え
も
―
―
こ
の
二
つ
と
も
資
本
主
義
的
生
産
よ
り
も
ず
っ

と
前
か
ら
、
恐
慌
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
な
し
に
、
存
在
し
て
い
る
―
―
、
恐
慌
な
し
に
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
現
実
に
行
な
わ
れ

て
い
る
」（
同
六
九
二
ペ
ー
ジ
／
同
一
六
五
ペ
ー
ジ
）
。

で
す
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
恐
慌
の
可
能
性
は
「
恐
慌
の
一
般
的
抽
象
的
可
能
性
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
、
恐
慌
は
可
能
で
も
あ
り
不
可
能
で
も
あ
る
と
い
う
程
度
の
、
抽
象
的
可
能
性
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。

こ
う
い
う
恐
慌
の
抽
象
的
可
能
性
を
も
て
あ
そ
び
、
恐
慌
を
こ
の
抽
象
的
可
能
性
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
の
偶
然
性
と
結
び
つ
け
る

「
愚
劣
」
な
「
経
済
学
者
た
ち
」
を
、
マ
ル
ク
ス
は
冷
笑
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
ま
す
。

「
彼
ら
は
、
過
剰
生
産
と
恐
慌
と
の
現
象
を
も
は
や
小
理
屈
を
こ
ね
て
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
っ

て
心
を
落
ち
着
け
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
形
態
（
購
買
と
販
売
の
分
離
、
支
払
い
手
段
と
し
て
の
貨
幣
―
―
高
村
）
の
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な
か
に
は
可
能
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
恐
慌
が
起
こ
る
か
ど
う
か
は
偶
然
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
恐
慌

が
起
こ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
自
体
が
単
な
る
偶
然
と
し
て
し
か
現
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
」（
同
）
。

恐
慌
の
具
体
的
可
能
性

こ
の
抽
象
的
可
能
性
を
具
体
的
可
能
性
に
ま
で
前
進
さ
せ
、
恐
慌
の
必
然
性
を
問
題
と
し
て
い
く
た
め
に
は
、
舞
台
を
商
品
流
通

一
般
の
場
面
か
ら
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
場
面
へ
と
移
行
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
舞
台
に
お

い
て
、
は
じ
め
て
恐
慌
は
、
現
実
性
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。

「
資
本
の
単
な
る
生
産
過
程
（
直
接
的
な
）
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、（
以
上
の
二
つ
の
抽
象
的
可
能
性
に
―
―
高
村
）
な
に
も
新

し
い
も
の
を
つ
け
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…
だ
か
ら
、
資
本
―
―
直
接
的
生
産
過
程
―
―
を
取
り
扱
う
第
一
篇
（
第
一
部
の

こ
と
―
―
高
村
）
で
は
、
恐
慌
の
新
し
い
要
素
は
少
し
も
つ
け
加
わ
ら
な
い
。
恐
慌
の
要
素
は
、
即
自
的
に
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
て

い
る
の
で
あ
る
」（
同
六
九
三
ペ
ー
ジ
／
同
一
六
六
ペ
ー
ジ
）
。

『
資
本
論
』
第
一
部
で
は
、
商
品
の
生
産
・
流
通
一
般
と
資
本
の
生
産
過
程
の
み
が
と
ら
え
ら
れ
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

第
二
部
で
は
資
本
の
全
運
動
（
生
産
過
程
と
流
通
過
程
の
統
一
）、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
全
体
像
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
恐
慌
の
具
体
的
可
能
性
、
つ
ま
り
そ
の
事
柄
と
条
件
は
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
全
体
像
、
社
会
的
総
資
本
の
再
生

産
過
程
が
取
り
扱
わ
れ
る
第
二
部
で
は
じ
め
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

恐
慌
の
「
事
柄
は
、
そ
れ
自
体
同
時
に
再
生
産
過
程
で
あ
る
と
こ
ろ
の
流
通
過
程
に
お
い
て
は
じ
め
て
現
わ
れ
う
る
」（
同
）
。

マ
ル
ク
ス
は
、
何
の
説
明
も
な
し
に
、
こ
こ
で
「
事
柄
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
で
、
う
っ
か
り
す
る
と
見
逃
し
が
ち
な

の
で
す
が
、
下
書
き
と
し
て
の
ノ
ー
ト
だ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
自
分
さ
え
理
解
で
き
れ
ば
よ
い
と
思
っ
て
説
明
も
省
略
し
た
も
の
で
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し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
事
柄
」
は
、
明
ら
か
に
へ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
「
事
柄
」
、
つ
ま
り
、
恐
慌
を
生
み
だ
す
本
質
的
条
件
を

意
味
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
こ
れ
に
続
く
次
の
文
章
か
ら
も
明
ら
か
だ
と
思
い
ま
す
。

「
資
本
の
総
流
通
過
程
ま
た
は
そ
の
総
生
産
過
程
は
、
資
本
の
生
産
部
面
と
そ
の
流
通
部
面
と
の
統
一
で
あ
り
、
両
方
の
過
程
を

自
己
の
諸
部
面
と
し
て
通
過
す
る
と
こ
ろ
の
一
過
程
で
あ
る
。
こ
の
過
程
の
な
か
に
、
さ
ら
に
発
展
し
た
恐
慌
の
可
能
性
ま
た
は
そ

の
抽
象
的
な
形
態
が
存
在
す
る
」（
同
六
九
四
ペ
ー
ジ
／
同
一
六
七
ペ
ー
ジ
）
。

こ
こ
に
い
う
「
さ
ら
に
発
展
し
た
恐
慌
の
可
能
性
」
と
い
う
の
は
、
「
抽
象
的
可
能
性
」
か
ら
「
具
体
的
可
能
性
」
へ
の
前
進
と

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
う
し
て
事
柄
は
、
本
質
的
条
件
で
あ
る
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

第
二
部
第
一
篇
、
第
二
篇
を
つ
う
じ
て
個
別
資
本
が
自
ら
の
制
限
を
打
ち
破
り
、
そ
し
て
第
三
篇
で
は
社
会
的
総
資
本
が
自
ら
の

制
限
を
打
ち
破
り
、
そ
れ
ぞ
れ
剰
余
価
値
の
無
限
の
拡
大
に
邁
進
し
て
い
く
こ
と
を
み
て
き
ま
し
た
。
こ
の
な
か
で
は
じ
め
て
資
本

ま
い

主
義
的
生
産
様
式
の
運
動
全
体
の
本
質
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
本
質
的
矛
盾
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
の
恐
慌
も
、
そ
の

「
本
質
的
な
条
件
」
と
し
て
の
事
柄
も
、
こ
の
資
本
の
「
総
生
産
過
程
」
で
「
は
じ
め
て
現
わ
れ
う
る
」
の
で
す
。

し
か
し
第
二
部
は
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
本
質
を
解
明
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
本
質
の
現
れ
で
あ
る
諸
現
象
ま
で

含
め
た
本
質
と
現
存
在
の
統
一
と
し
て
の
「
現
実
性
」
を
解
明
す
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
資
本
が
、
そ
の
完
成
し
た
姿
態

と
運
動
、
そ
の
「
現
実
性
」
を
示
す
の
は
、
第
八
講
で
お
話
し
し
た
よ
う
に
第
三
部
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
恐
慌
論
に
つ
い
て

も
、
そ
れ
を
完
成
し
た
姿
で
議
論
す
る
た
め
に
は
、
第
三
部
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
ま
す
。

「
わ
れ
わ
れ
は
、
完
成
し
た
資
本
―
―
資
本
と
利
潤
―
―
を
説
明
す
る
よ
り
も
前
に
、
流
通
過
程
す
な
わ
ち
再
生
産
過
程
を
説
明

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
だ
か
ら
、
再
生
産
過
程
と
、
こ
の
再
生
産
過
程
の
な
か
で
さ
ら
に
発
展
し
た
恐
慌
の
基
礎
と
は
、
こ
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の
項
目
そ
の
も
の
の
も
と
で
は
、
た
だ
、
不
完
全
に
し
か
説
明
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
『
資
本
と
利
潤
』
の
章
で
そ
の
補
足
を
必

要
と
す
る
」（
同
六
九
三
、
六
九
四
ペ
ー
ジ
／
同
一
六
六
、
一
六
七
ペ
ー
ジ
）
。

「
資
本
と
利
潤
」
の
章
と
い
う
の
が
、
そ
の
後
の
マ
ル
ク
ス
の
加
筆
・
訂
正
に
よ
り
、
現
行
『
資
本
論
』
第
三
部
と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。

「
潜
在
的
恐
慌
の
よ
り
進
ん
だ
発
展
―
―
現
実
の
恐
慌
は
、
資
本
主
義
的
生
産
の
現
実
の
運
動
、
競
争
と
信
用
か
ら
の
み
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
」（
同
六
九
三
ペ
ー
ジ
／
同
一
六
六
ペ
ー
ジ
）
。

つ
ま
り
、
第
三
部
で
考
察
さ
れ
る
競
争
と
信
用
を
ふ
ま
え
て
は
じ
め
て
恐
慌
の
必
然
性
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
マ

ル
ク
ス
の
い
う
「
発
展
し
た
恐
慌
の
基
礎
」
と
は
、
恐
慌
の
具
体
的
可
能
性
を
意
味
し
、
そ
の
現
実
性
へ
の
転
化
は
「
競
争
と
信

用
」
に
よ
る
「
補
足
を
必
要
と
す
る
」
と
い
う
の
で
す
。

以
上
を
ま
と
め
て
み
ま
す
と
、
恐
慌
の
具
体
的
可
能
性
を
論
じ
る
舞
台
は
第
二
部
で
あ
り
、
そ
こ
で
恐
慌
の
本
質
的
条
件
と
し
て

の
「
事
柄
」
と
そ
の
「
条
件
」
が
現
れ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
具
体
的
可
能
性
が
「
活
動
」
と
結
合
し
、
必
然
的
に
現

実
性
に
転
化
す
る
こ
と
を
解
明
す
る
の
は
、
第
三
部
を
待
っ
て
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

恐
慌
の
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ

一
般
に
は
、「
可
能
性
が
現
実
性
に
転
化
す
る
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
よ
り
正
確
に
表
現
す
る
と
、
「
具
体

的
可
能
性
と
し
て
の
事
柄
、
諸
条
件
、
活
動
と
が
一
体
化
し
て
、
内
に
あ
る
可
能
性
が
必
然
的
に
外
に
あ
ら
わ
れ
で
る
こ
と
に
よ
り

現
実
性
に
転
化
す
る
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
よ
り
簡
単
に
す
る
た
め
に
、
内
な
る
も
の
が
外
に
あ
ら
わ
れ
で
る
と

こ
ろ
を
と
ら
え
「
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
の
転
化
・
発
展
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
も
大
筋
間
違
い
な
い
し
、
ま
た
マ
ル
ク
ス
も
こ

第１１講 恐慌論①
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の
用
語
を
使
っ
て
い
ま
す
。

恐
慌
の
諸
条
件
が
整
い
、
そ
の
働
き
に
よ
っ
て
、
内
に
あ
っ
た
可
能
性
が
必
然
的
に
現
実
性
に
転
化
し
た
と
き
、
事
柄
と
活
動
は

恐
慌
の
根
拠
（
原
因
）
と
な
り
、
恐
慌
は
そ
の
帰
結
（
結
果
）
と
な
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
解
明
す
べ
き
課
題
は
、
ま
ず
第
一
に
広
義
の
恐
慌
の
諸
条
件
、
と
り
わ
け
「
事
柄
」
と
そ
れ
に
結
び
つ

く
狭
義
の
諸
条
件
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
す
。

マ
ル
ク
ス
も
、
「
恐
慌
の
一
般
的
可
能
性
が
な
ぜ
現
実
性
と
な
る
か
に
つ
い
て
の
研
究
」
は
、
「
す
な
わ
ち
恐
慌
の
諸
条
件
の
研

究
」（
同
六
九
五
ペ
ー
ジ
／
同
一
六
九
ペ
ー
ジ
）
だ
と
い
っ
て
い
る
の
も
、
そ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
す
。

第
二
に
は
、
そ
の
事
柄
が
い
か
に
し
て
恐
慌
と
い
う
現
実
性
に
転
化
す
る
の
か
、
と
い
う
「
活
動
」
の
解
明
で
あ
り
、
言
い
か
え

れ
ば
、
恐
慌
の
根
拠
（
原
因
）
の
究
明
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
恐
慌
の
抽
象
的
な
形
態
が
恐
慌
の
原
因
で
あ
る
、
な
ど
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
れ
で
も
恐
慌
の
原
因
を
問
う
場
合
に
は
、

そ
の
人
は
、
ま
さ
に
、
な
ぜ
恐
慌
の
抽
象
的
な
形
態
、
恐
慌
の
可
能
性
の
形
態
が
、
可
能
性
か
ら
現
実
性
に
な
る
の
か
、
を
知
ろ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（
同
六
九
六
ペ
ー
ジ
／
同
一
七
〇
ペ
ー
ジ
）
。

こ
の
よ
う
に
恐
慌
の
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
の
転
化
の
問
題
を
と
ら
え
た
場
合
、
果
た
し
て
不
破
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
な
、
(1)

恐
慌
の
可
能
性
、

恐
慌
の
根
拠
・
原
因
、

恐
慌
の
運
動
論
、
と
い
う
と
ら
え
方
で
い
い
の
か
ど
う
か
は
、
一
箇
の
検
討
す
べ

(2)

(3)

き
課
題
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

本
来
の
意
味
に
お
け
る
「
恐
慌
の
根
拠
」
と
は
、
恐
慌
の
事
柄
と
活
動
の
両
者
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
他
方
、
不
破
氏
の
い
う

「
恐
慌
の
運
動
論
」
と
は
、
い
わ
ば
狭
義
の
諸
条
件
の
よ
う
に
も
、
ま
た
事
柄
と
諸
条
件
の
相
互
の
働
き
、
へ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
活

動
」
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
も
受
け
取
れ
ま
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
「
恐
慌
の
運
動
論
」
は
「
恐
慌
の
根
拠
」
と
重
な
り
合
う
部
分
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が
生
じ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
可
能
性
、
根
拠
（
原
因
）
、
運
動
論
と
い
う
三
つ
の
概
念
の
相
互
関
係
も
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
可
能

性
は
、
抽
象
的
可
能
性
と
具
体
的
可
能
性
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
す
し
、
抽
象
的
可
能
性
と
結
び
つ
く
の
は
偶
然
性
で
あ
り
、

具
体
的
可
能
性
と
結
び
つ
く
の
は
必
然
性
で
す
。
可
能
性
か
ら
根
拠
・
原
因
へ
の
橋
渡
し
を
み
つ
け
る
に
は
、
か
な
り
の
無
理
が
あ

り
ま
す
し
、
根
拠
・
原
因
か
ら
運
動
論
へ
の
橋
渡
し
に
も
同
様
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

以
上
を
前
提
と
し
て
、
次
講
で
い
よ
い
よ
恐
慌
論
の
本
題
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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