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シ
ン
ク
タ
ン
ク
・
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フ
ィ
ア
バ
ン
ク
代
表　

田
坂
広
志
（
た
さ
か
・
ひ
ろ
し
）

世
界
か
ら
賞
賛
さ
れ
た
一
九
八
〇
年
代
の
日
本
型
経
営
は
、

バ
ブ
ル
が
崩
壊
し
た
途
端
、一
転
、悪
し
き
慣
習
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

以
降
約
二
十
年
間
、わ
れ
わ
れ
は
欧
米
型
経
営
を
受
容
し
続
け
た
。

そ
の
結
果
、ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
で
習
っ
た
知
識
で
経
営
が
で
き
る
と
思
い
込
む
人
々
が
増
え
、

若
者
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
で
き
る
と
信
じ
、厳
し
い
修
練
を
積
も
う
と
し
な
く
な
っ
た
。

機
械
論
的
な
発
想
の
欧
米
型
経
営
は
、何
よ
り
も
言
葉
で
語
ら
れ
る
こ
と
を
真
実
と
み
る
。

日
本
企
業
が
大
事
に
し
て
き
た「
暗
黙
知
の
経
営
」さ
え
も
忘
れ
去
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

世
の
中
に
安
易
な
発
想
が
蔓ま

ん

延え
ん

し
て
い
る
今
、

田
坂
広
志
氏
は
、己
の
外
に
頼
る
こ
と
な
く
、日
々
の
仕
事
を
行

ぎ
よ
うじ
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
説
く
。

そ
れ
が
、日
本
型
経
営
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
深
い
叡
智
を
蘇

よ
み
が
えら

せ
る
こ
と
に
な
る
。

表
層
的
な
論
理
思
考
で
経
営
が

語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

　

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
い
て
は
言
語
で
伝
え
ら

れ
る
部
分
は
、
わ
ず
か
な
表
面
部
分
で
し
か
な

く
、
深
い
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
暗
黙
知
で
伝
え

ら
れ
て
い
る
│
│
。
こ
の
こ
と
は
経
営
の
深
み

を
体
験
さ
れ
た
方
で
あ
れ
ば
誰
も
が
分
か
っ
て

い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
十
二
年
前
、
私
は

『「
暗
黙
知
」
の
経
営
』（
徳
間
書
店
）
と
い
う

本
を
世
に
出
し
ま
し
た
。
本
来
、
経
営
の
営
み

と
は
、
言
語
化
で
き
な
い
暗
黙
知
そ
の
も
の
で

あ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
「
暗
黙
知
の
」
と
い
う
形

容
を
入
れ
な
く
て
も
よ
い
の
で
す
が
、
あ
え
て

こ
の
言
葉
を
使
っ
た
の
は
、
経
営
の
世
界
が
表

層
的
な
論
理
思
考
だ
け
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
か
ら
で
す
。

　

そ
の
状
況
は
今
日
も
変
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
、

さ
ら
に
悪
く
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
例
え

ば
、
今
、
職
場
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
質

は
非
常
に
低
下
し
て
い
ま
す
。
語
ら
れ
た
言
葉
、

書
か
れ
た
文
字
だ
け
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
行
い
、
そ
れ
で
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
で
き
る
と

思
っ
て
い
る
人
が
増
え
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

例
え
ば
、
課
長
が
部
下
を
呼
ん
で
「
職
場
に

不
満
が
あ
っ
た
ら
言
っ
て
み
た
ま
え
」
と
聞
く
。

そ
こ
で
部
下
が
「
特
に
あ
り
ま
せ
ん
」
と
、
少

し
硬
い
表
情
で
目
を
そ
ら
し
な
が
ら
言
っ
た
と

す
れ
ば
、
内
心
色
々
な
不
満
が
あ
る
の
だ
ろ
う

と
察
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
無
理
に
聞
い

て
も
、
も
し
自
分
に
対
し
て
不
信
感
を
持
っ
て

い
る
な
ら
ば
、
正
直
に
は
語
ら
な
い
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
も
分
か
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
最

近
の
職
場
に
増
え
て
い
る
、
部
下
の
無
言
の
声

を
聞
く
力
の
な
い
課
長
は
、
残
念
な
が
ら
、「
彼

は
、
何
も
不
満
は
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
」
と
、

上
司
の
部
長
に
報
告
を
す
る
。

　

本
来
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
言
葉
に

な
ら
な
い
部
分
も
含
め
て
相
手
の
言
葉
の
行
間

を
読
ん
で
い
き
ま
す
。
言
葉
で
表
せ
る
世
界
だ

け
が
コ
ミ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
な
ら
ば
、
世

の
中
は
非
常
に
浅
薄
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
言
葉
は
、
い
く
つ
も
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
手
段
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
、

文
字
を
使
わ
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
、

わ
れ
わ
れ
は
毎
日
、
数
多
く
や
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
本
当
の
素

晴
ら
し
さ
は
、
言
語
を
超
え
た
こ
と
も
伝
え
る

こ
と
が
で
き
る
か
ら
な
の
で
す
。

　

経
営
の
叡
智
と
い
う
も
の
も
、
ま
さ
に
言
葉

に
で
き
な
い
暗
黙
知
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が

暗
黙
知
の
世
界
だ
か
ら
こ
そ
、
経
営
と
い
う
も

の
は
、
極
め
て
高
度
な
営
み
な
の
で
す
。
言
葉

で
表
さ
れ
る
知
だ
け
で
は
、
決
し
て
経
営
は
で

き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
本
来
、
人
間
の
思
い
は
、
論
理
思
考

で
明
確
に
割
り
切
れ
な
い
も
の
で
す
。

　

例
え
ば
、
上
司
に
対
す
る
不
満
を
訴
え
た
部

下
に
対
し
て
、「
君
は
要
す
る
に
、
部
長
に
つ

い
て
い
け
な
い
の
か
。
そ
れ
と
も
つ
い
て
い
け

る
の
か
」
と
結
論
を
迫
る
マ
ネ
ジ
ャ
ー
も
い
ま

す
。
し
か
し
人
間
の
感
情
は
複
雑
で
す
か
ら
、

二
項
対
立
的
に
聞
か
れ
て
も
言
葉
で
は
答
え
ら

れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
非
常
に
表
層
的
に
な
っ
て

い
る
た
め
、
人
間
の
感
情
さ
え
も
、
好
き
か
嫌

い
か
と
い
っ
た
二
項
対
立
的
な
基
準
で
分
け
た

が
る
浅
い
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
生
ま
れ
て
く
る
の

で
す
。

　

か
つ
て
の
日
本
企
業
に
お
い
て
は
、
も
っ
と

深
み
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
な
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
上
司
に
人
間
と
し
て
の

力
量
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
部
下
も
ま

た
力
量
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
は
双
方
と
も

に
そ
の
力
が
落
ち
て
い
る
た
め
、
全
て
を
言
語

化
し
な
い
と
コ
ミ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
な
ら
な
い
。

だ
が
仮
に
、
全
て
を
言
語
化
し
よ
う
と
思
っ
て

も
、
人
間
は
、
自
分
の
思
い
や
考
え
を
全
て
言

葉
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
必
ず

ミ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
発
生
す
る
の

で
す
。

　

私
が
、
昨
今
、
経
営
の
世
界
が
危
う
い
と
感

じ
る
理
由
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
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い
て
も
、「
巧こ

う

言げ
ん

令れ
い

色
し
よ
く

鮮
す
く
な
し

仁じ
ん

」
と
い
う
警
句

を
発
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
同
様
に
、
禅
で
は

「
不
立
文
字
」。
大
切
な
場
面
で
は
言
葉
を
使
う

必
要
は
な
い
、
と
覚
悟
を
迫
る
わ
け
で
す
。

　

禅
に
は
ま
た
「
只し

管か
ん

打た

坐ざ

」
と
い
う
言
葉
も

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
た
だ
坐す

わ

れ
」
と
い
う
意

味
で
す
。
弟
子
に
「
ど
う
し
た
ら
悟
り
の
境
地

に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
」
と
聞

か
れ
た
な
ら
ば
、
師
は
「
只
管
打
坐
」
と
言
う
。

そ
こ
で
、
も
し
弟
子
が
「
い
や
、
苦
し
い
坐
禅

を
行
じ
な
く
と
も
、
こ
れ
を
読
め
ば
悟
り
を
得

ら
れ
る
よ
う
な
経
典
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と

問
え
ば
、
そ
の
安
易
な
姿
に
対
し
て
、
師
は
「
不

立
文
字
」
と
厳
し
く
突
き
放
す
の
で
す
。

　

こ
れ
は
一
種
の
禅
問
答
で
す
。
要
す
る
に
、

「
文
字
や
言
葉
を
読
む
だ
け
で
、
何
か
大
切
な

こ
と
が
摑
め
な
い
か
と
思
う
、
そ
の
心
の
安
易

さ
に
こ
そ
大
き
な
落
し
穴
が
あ
る
」
と
い
う
こ

と
を
教
え
て
い
る
。
禅
問
答
と
い
う
の
は
論
理

的
に
読
ん
で
も
全
く
理
解
で
き
な
い
も
の
で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
問
答
を
通
じ
て
深
く
問
わ
れ

て
い
る
の
は
、
弟
子
の
知
識
や
論
理
で
は
な
く
、

弟
子
の
覚
悟
の
深
さ
だ
か
ら
で
す
。
逆
に
言
え

ば
、
そ
の
弟
子
の
覚
悟
が
定
ま
っ
て
い
る
な
ら

ば
、
言
葉
や
論
理
は
何
で
も
よ
い
。
弟
子
の
覚

悟
の
深
さ
を
見
た
と
き
に
、
摑
ん
だ
か
、
摑
ん

で
い
な
い
か
が
師
に
は
見
え
る
の
で
す
。

　

で
は
、
そ
の
覚
悟
と
は
何
か
。
釈
尊
が
こ
の

「
言
葉
」
や
「
理
論
」
で
教
え
る
経
営
学
が
世

の
中
に
強
い
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
か
ら
で
す
。
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
で
は
基
本

的
に
す
べ
て
を
言
語
化
し
、
理
論
化
し
て
教
え

よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
と
き
に
「
暗

黙
知
」
に
つ
い
て
教
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
暗
黙
知
に
つ
い
て
さ
え
言
語
化
し
、
理
論

化
し
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
暗
黙
知
も
何
か

の
方
法
で
形
式
知
に
転
換
す
れ
ば
伝
え
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
錯
覚
と
誤
解
が
生
ま
れ
て
し

ま
う
の
で
す
。
し
か
し
、
暗
黙
知
と
は
、
そ
も

そ
も
言
語
化
も
理
論
化
も
で
き
な
い
か
ら
暗
黙

知
な
の
で
あ
り
、
本
来
、
暗
黙
知
は
、
暗
黙
知

と
し
て
し
か
伝
え
よ
う
が
な
い
の
で
す
。

　
行
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か

そ
の
魂
の
強
さ
が
問
わ
れ
て
い
る

　　

そ
う
し
た
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
我
々
は
、
昔

か
ら
伝
わ
る
「
不ふ

立
り
ゆ
う

文も
ん

字じ

」
と
い
う
言
葉
の

意
味
を
深
く
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

す
。
こ
の
不
立
文
字
と
い
う
言
葉
は
禅
の
言
葉

で
す
が
、
文
字
や
言
語
と
い
う
も
の
を
盲
信
す

る
そ
の
瞬
間
に
、
そ
こ
に
大
き
な
落
し
穴
が
待

ち
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
厳
し
く
戒
め

て
い
る
の
で
す
。
も
と
よ
り
こ
の
言
葉
は
、
決

し
て
、
い
か
な
る
時
に
も
文
字
を
使
っ
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
言
葉
の
一
方

で
、
道ど

う

元げ
ん

の
『
正

し
よ
う

法ぼ
う

眼げ
ん

蔵ぞ
う

』
な
ど
に
象
徴
さ

れ
る
よ
う
に
、
禅
ほ
ど
文
字
を
立
て
て
い
る
宗

教
は
な
い
か
ら
で
す
。

　

で
は
、
な
ぜ
、
不
立
文
字
と
い
う
こ
と
が
言

わ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
文
字
を
立
て
た
瞬
間

に
、
我
々
が
し
ば
し
ば
、
心
の
弱
さ
が
ゆ
え
に
、

文
字
で
表
せ
な
い
叡
智
、
言
葉
で
表
せ
な
い
暗

黙
知
の
大
切
さ
を
見
失
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
の
不
立
文
字
と
い
う
言
葉
が

求
め
て
い
る
の
は
、「
魂
の
強
さ
」
な
の
で
す
。

強
い
魂
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
実
は
、
深
い

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
で
き
な
い
。
逆
に
、

魂
が
弱
い
と
人
間
は
必
ず
言
葉
が
増
え
て
く
る
。

人
間
の
強
い
思
い
や
覚
悟
な
ど
は
、
本
当
は
黙

っ
て
い
て
も
伝
わ
る
も
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
う

し
た
思
い
や
覚
悟
が
な
い
人
は
、
饒

じ
よ
う

舌ぜ
つ

な
言

葉
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
す
。　

　

例
え
ば
、
あ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
遂
行
す
る

た
め
に
、
部
下
か
ら
の
信
頼
が
不
可
欠
だ
と
い

う
と
き
、
力
量
の
あ
る
上
司
で
あ
れ
ば
、
そ
の

覚
悟
と
存
在
感
に
よ
っ
て
信
頼
を
得
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
し
か
し
、
逆
に
、
覚
悟
の
浅
い
上

司
は
、「
ぜ
ひ
信
頼
し
て
も
ら
い
た
い
」「
君
と

は
長
い
付
き
合
い
だ
か
ら
」「
君
の
こ
と
を
こ

れ
ほ
ど
思
っ
て
い
る
の
だ
よ
」
な
ど
と
饒
舌
に

語
る
。
だ
が
、
信
頼
と
は
そ
う
い
う
言
葉
に
よ

っ
て
得
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
儒
学
に
お

世
に
生
ま
れ
て
き
た
と
き
に
「
天て

ん

上
じ
よ
う

天て
ん

下げ

唯ゆ
い

我が

独ど
く

尊そ
ん

」
と
い
う
言
葉
を
発
し
た
と
言
わ
れ
ま

す
。
こ
の
言
葉
は
、
現
代
に
お
い
て
は
、「
傍

若
無
人
」
を
揶
揄
す
る
言
葉
と
し
て
誤
っ
て
使

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
来
は
、「
自
分
自
身
の

他
に
、
い
か
な
る
権
威
に
も
頼
る
べ
き
で
は
な

い
。
自
分
自
身
の
中
に
宿
る
力
を
、
深
く
信
じ

よ
」
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
る
言
葉
で
す
。

　

心
に
弱
さ
が
あ
る
と
、「
ど
こ
か
に
良
い
経

典
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
経
典
に
頼
ろ
う
と
す

る
気
持
ち
が
芽
生
え
ま
す
。
も
と
よ
り
経
典
は

悟
り
の
境
地
に
達
す
る
手
段
と
し
て
役
に
立
つ

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
悟
り

を
得
た
な
ら
ば
、
も
は
や
そ
の
経
典
は
必
要
な

い
。
捨
て
去
る
べ
き
な
の
で
す
。
自
分
自
身
の

中
に
宿
る
力
を
信
じ
、
他
の
権
威
に
す
が
ら
な

い
。
そ
の
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
て
い
る
の
で

す
。

　

で
す
か
ら
、
禅
の
世
界
で
は
、「
仏
に
会
い

て
は
、
仏
を
殺
せ
」
と
い
う
言
葉
さ
え
出
て
き

ま
す
。
仏
と
い
う
存
在
を
絶
対
の
権
威
と
し
て
、

そ
れ
に
盲
目
的
に
依
存
す
る
弱
き
心
を
戒
め
て

い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
不
立
文
字
と
い
う
言

葉
の
根
本
に
も
、
こ
の
強
さ
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
言
葉
は
、
言
葉
に
よ
る
伝
達
の
限
界
を
語
っ

て
い
る
言
葉
で
は
な
く
、
人
間
が
修
行
し
て
い

く
と
き
に
陥
る
「
魂
の
弱
さ
」
の
落
し
穴
を
教

え
て
い
る
言
葉
な
の
で
す
。

　

同
様
に
、
只
管
打
坐
も
、「
禅
に
お
い
て
は
、

た
だ
た
だ
坐
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
坐
る
こ

と
に
よ
っ
て
悟
り
の
境
地
に
辿た

ど

り
着
け
る
」
と

い
う
意
味
で
は
な
い
。
現
代
語
に
直
訳
す
れ
ば

そ
う
い
う
意
味
で
す
が
、
本
当
は
、
こ
の
只
管

打
坐
と
い
う
言
葉
も
、
や
は
り
我
々
に
魂
の
強

さ
を
求
め
て
い
る
の
で
す
。「
お
ま
え
、
覚
悟

を
定
め
て
、
黙
っ
て
、
三
年
坐
れ
る
か
」
と
。

　

道
元
禅
師
の
弟
子
、
孤こ

雲う
ん

懐え

奘じ
よ
う

の
『
正
法

眼
蔵
随ず

い

聞も
ん

記き

』
の
中
に
、
こ
う
し
た
問
答
が
書

か
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
弟
子
が
道
元
に
対
し
て

「
厳
し
い
修
行
の
結
果
、
体
を
壊
し
、
命
ま
で

失
っ
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
修
行
に
意
味

が
あ
る
で
し
ょ
う
か
」
と
聞
く
。
そ
れ
に
対
し

て
道
元
は
何
と
答
え
た
か
。「
悟
り
の
境
地
に

至
ら
ん
と
し
て
修
行
し
、
修
行
し
て
命
を
落
と

す
。
本
望
で
は
な
い
か
」。
そ
こ
ま
で
言
い
切

る
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ

を
本
来
、
命
懸
け
の
修
行
と
呼
ぶ
の
で
し
ょ
う
。

道
元
は
そ
の
修
行
を
求
め
た
の
で
す
。

自
ら
行
じ
る
こ
と
な
く

安
易
に
得
よ
う
と
す
る

　

か
つ
て
は
、
道
元
ほ
ど
で
は
な
く
と
も
、
命

懸
け
で
一
つ
の
道
を
究
め
よ
う
と
し
た
日
本
人
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は
何
人
も
い
た
。
し
か
し
、
現
代
に
お
い
て
は

そ
の
覚
悟
や
強
さ
を
持
た
な
い
人
が
増
え
て
い

ま
す
。
仕
事
の
技
術
に
も
、
す
ぐ
に
安
易
な
マ

ニ
ュ
ア
ル
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
根
本
の
と
こ

ろ
に
覚
悟
の
甘
さ
や
弱
さ
が
あ
り
、
何
か
に
依

存
す
る
安
易
な
心
が
あ
る
。
そ
し
て
、
学
ぶ
側

だ
け
で
な
く
、
教
え
る
側
も
マ
ニ
ュ
ア
ル
的
に

教
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
深
い
暗
黙
知

の
世
界
に
行
け
な
い
。
そ
の
存
在
に
す
ら
気
が

つ
か
な
い
。
そ
の
た
め
、
初
級
の
レ
ベ
ル
で
、

職
業
人
と
し
て
の
成
長
が
止
ま
っ
て
し
ま
う
。

　

仕
事
の
技
術
、
特
に
そ
の
奥
義
の
世
界
は
、

先
輩
た
ち
が
何
十
年
も
か
け
て
体
得
し
た
も
の

で
あ
り
、
単
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
読
ん
で
も
同
じ

技
術
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ

れ
は
、
本
来
、
ひ
た
す
ら
経
験
を
積
み
、
行
じ

続
け
る
中
で
自
分
で
摑
む
し
か
な
い
も
の
で
す
。

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
禅
の
世
界
で
は
、
そ

れ
を
「
只
管
打
坐
」
と
言
う
わ
け
で
す
。
そ
れ

は
、
技
術
や
奥
義
と
い
う
暗
黙
知
を
、
暗
黙
知

の
ま
ま
正
し
く
伝
え
る
方
法
な
の
で
す
。

　

例
え
ば
、
職
人
の
世
界
で
は
、
入
門
し
た
ば

か
り
の
弟
子
に
、
師
匠
は
た
だ
「
道
具
を
砥と

げ
」

と
だ
け
命
じ
た
り
し
ま
す
。
毎
日
毎
日
そ
れ
だ

け
で
、
何
も
教
え
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
そ
う
す

る
の
か
。「
智
恵
」
を
摑
ま
せ
る
た
め
で
す
。「
知

識
」
と
い
う
も
の
は
、
本
人
が
知
り
た
い
と
思

わ
な
く
と
も
、
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
暗
記
試
験
を
十
回
や
れ
ば
、
強
制
的
に
覚

え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、「
智
恵
」

は
、
そ
う
で
は
な
い
。
智
恵
は
、
本
人
が
「
摑

み
た
い
」
と
い
う
切
な
る
思
い
を
持
た
な
い
と

摑
め
な
い
の
で
す
。

　

だ
か
ら
、
来
る
日
も
来
る
日
も
、
砥
い
で
砥

い
で
…
…
と
や
っ
て
い
て
、「
そ
ろ
そ
ろ
技
術

を
教
え
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
思
い
が
高
ま

っ
た
と
き
、
ベ
ス
ト
の
学
ぶ
状
態
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
と
き
、
砂
が
水
を
吸
う
よ
う
に
技
術

を
摑
み
、
智
恵
を
摑
む
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、

智
恵
を
摑
む
た
め
に
大
切
な
の
は
「
渇
望
感
」。

そ
の
渇
望
感
を
持
つ
と
き
、
師
匠
の
一
言
一
言

を
深
く
学
ぶ
の
で
す
。

　

か
つ
て
プ
ロ
野
球
の
世
界
で
「
安
打
製
造

機
」
と
呼
ば
れ
た
張
本
選
手
の
話
で
す
が
、
あ

る
若
手
選
手
が
ス
ラ
ン
プ
で
悩
ん
だ
挙
句
、
張

本
選
手
の
と
こ
ろ
に
来
て
、「
理
想
の
バ
ッ
テ

ィ
ン
グ
フ
ォ
ー
ム
を
教
え
て
く
だ
さ
い
」
と
尋

ね
た
。
そ
の
と
き
、
張
本
選
手
は
こ
う
教
え
た

そ
う
で
す
。「
そ
れ
を
知
り
た
か
っ
た
ら
、
一

晩
中
素
振
り
を
し
な
さ
い
。
素
振
り
を
し
続
け

て
疲
れ
果
て
た
と
き
に
出
て
く
る
フ
ォ
ー
ム
、

そ
れ
が
君
に
と
っ
て
一
番
無
理
の
な
い
理
想
の

フ
ォ
ー
ム
だ
よ
」。
こ
の
張
本
選
手
の
言
葉
も
、

只
管
打
坐
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

今
、
書
店
に
行
く
と
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

の
本
が
数
多
く
並
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
と
し
て
活
躍
す
る
人
は
少
な
い
。
そ
の
理

由
は
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
言
葉
を
学
ん

で
も
、
実
際
に
行
じ
な
い
か
ら
で
す
。
毎
日
、

道
具
を
砥
ぐ
の
も
、
一
晩
中
、
素
振
り
を
す
る

の
も
大
変
で
す
。
つ
ら
い
。
だ
か
ら
や
り
た
く

な
い
。
心
の
中
に
「
何
か
手
っ
取
り
早
い
方
法

は
な
い
か
。
楽
な
方
法
は
な
い
か
」
と
い
う
安

易
な
気
持
ち
が
あ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
本
を

読
む
だ
け
で
、
楽
を
し
て
一
流
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
ル
に
な
れ
な
い
か
と
思
う
。
し
か
し
、

常
に
「
敵
は
我
に
あ
り
」。
そ
の
安
易
な
気
持

ち
こ
そ
が
、
仕
事
の
現
場
で
年
月
を
重
ね
て
行

じ
続
け
る
こ
と
を
避
け
さ
せ
る
の
で
す
。
そ
し

て
、
本
に
頼
る
。
体
験
で
は
な
く
、
言
葉
に
頼

る
。

　

一
方
、
本
を
作
っ
て
い
る
側
も
流
さ
れ
る
。

「
本
を
読
む
だ
け
で
、
プ
ロ
に
な
り
た
い
」
と

い
う
読
者
の
安
易
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
、「
こ

の
本
を
読
め
ば
、
あ
な
た
も
す
ぐ
に
プ
ロ
に
な

れ
る
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
本
を
作

る
。
読
者
に
厳
し
い
こ
と
を
求
め
る
本
は
売
れ

な
い
か
ら
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
私
は
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の

書
か
れ
た
本
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
生
半
可
に
プ
ロ
の
世
界
を
齧か

じ

っ
た
人

の
本
は
、
分
か
っ
て
い
な
い
こ
と
を
分
か
っ
た

つ
も
り
で
書
い
て
い
て
危
険
で
す
が
、
多
く
の

っ
た
こ
と
を
簡
単
に
口
に
し
ま
す
。
た
し
か
に

経
営
で
あ
る
か
ぎ
り
、
人
員
削
減
を
や
ら
ざ
る

を
得
な
い
と
き
は
あ
る
。
し
か
し
、
人
員
削
減

を
す
る
と
き
に
、
経
営
者
に
深
く
問
わ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
削
減
さ
れ
る
社
員
の
思
い
、
そ
の

社
員
の
家
族
の
思
い
を
想
像
で
き
る
か
。
そ
の

人
々
の
人
生
に
深
い
思
い
を
抱
い
て
い
る
か
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

経
営
は
統
計
数
字
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
こ

の
収
益
で
は
千
人
の
社
員
を
支
え
ら
れ
な
い
か

ら
、
二
百
人
を
削
減
し
て
経
費
を
削
減
す
る
」

と
い
う
論
理
は
、
た
し
か
に
数
字
で
見
れ
ば
そ

う
で
す
。
し
か
し
経
営
の
世
界
で
は
、「
何
を

行
っ
た
」
か
の
前
に
、「
ど
の
よ
う
な
心
境
で

行
っ
た
」
が
深
く
問
わ
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、

経
営
者
の
そ
の
心
境
は
、
必
ず
、
経
営
の
現
場

に
映
し
出
さ
れ
る
の
で
す
。

　

な
ぜ
な
ら
、
社
員
に
は
無
言
で
分
か
る
か
ら

で
す
。
そ
の
社
長
が
、
削
減
さ
れ
る
社
員
に
深

い
思
い
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
削
減
を
行
う
の

か
、
そ
れ
と
も
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
経
費

が
浮
く
か
ら
と
言
わ
れ
て
、
そ
う
す
る
の
か
、

黙
っ
て
い
て
も
社
員
に
分
か
る
の
で
す
。
そ
れ

も
ま
た
、
言
葉
を
超
え
た
世
界
で
す
。

「
暗
黙
知
の
経
営
」
と
い
う
の
は
「
智
恵
の
経

営
」
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
し
て
、「
智
恵
」

と
は
、
本
来
、
言
葉
に
な
ら
な
い
。
体
験
を
通

じ
て
し
か
摑
め
な
い
も
の
で
す
。
こ
の
深
い
智

一
流
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
方
々
に
は
、

生
の
声
で
語
っ
た
本
を
残
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

問
題
は
読
む
側
に
あ
る
の
で
す
。
多
く
の
読

者
は
、
単
に
「
知
識
」
と
し
て
学
ん
だ
も
の
を
、

「
智
恵
」
を
摑
ん
だ
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
本
を
読
ん
だ
後
、
そ
こ
で
摑
ん
だ

も
の
が
、
単
な
る
知
識
な
の
か
、
智
恵
な
の
か

を
振
り
返
る
こ
と
。
そ
れ
を
、
読
む
側
は
必
ず

行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
、
本
に
書
か
れ
て
い
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
ル
の
言
葉
を
、
自
分
自
身
の
経
験
に
当

て
は
め
て
振
り
返
る
こ
と
を
す
る
べ
き
で
し
ょ

う
。
プ
ロ
の
言
葉
と
自
分
の
経
験
と
の
共
鳴
が

起
こ
っ
た
と
き
、
初
め
て
、
我
々
は
、「
本
を

通
じ
て
智
恵
を
摑
む
」
と
い
う
経
験
を
す
る
の

で
す
。
そ
れ
は
、
言
わ
ば
、
本
を
通
じ
た
過
去

の
体
験
の
想
起
と
追
体
験
で
す
。

エ
ゴ
も
欲
も
得
も
蠢う

ご
め

く

修
羅
の
巷
こ
そ
最
高
の
修
行
の
場

　

禅
の
話
と
ビ
ジ
ネ
ス
の
話
を
重
ね
て
語
っ
て

き
ま
し
た
が
、
宗
教
の
世
界
も
、
ビ
ジ
ネ
ス
の

世
界
も
、
最
も
深
い
智
恵
は
、「
行
じ
る
」
こ

と
を
抜
き
に
し
て
摑
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

で
は
、「
行
じ
る
」
た
め
の
最
高
の
修
行
の

場
は
、
ど
こ
か
。
宗
教
の
世
界
に
は
、
そ
の
こ

と
を
教
え
て
く
れ
る
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

「
小
賢
は
山
陰
に
遁と

ん

し
、
大
賢
は
市
井
に
遁

す
」

　

す
な
わ
ち
、
少
し
賢
い
人
間
は
山
に
籠
っ
て

修
行
を
す
る
。
最
も
賢
い
人
間
は
市
井
、
つ
ま

り
、
こ
の
修
羅
の
巷
で
修
行
を
す
る
。
そ
の
こ

と
を
語
っ
て
い
る
言
葉
で
す
。
仏
教
の
世
界
で

在
家
と
出
家
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、

「
在
家
で
も
悟
り
の
境
地
を
開
け
ま
す
」
と
言

う
人
が
い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
真
実
は

逆
な
の
で
す
。
人
間
の
エ
ゴ
も
欲
も
得
も
蠢
く

こ
の
修
羅
の
巷
で
の
修
行
こ
そ
が
、
最
高
の
修

行
な
の
で
す
。「
山
陰
」
に
遁
し
て
修
行
を
す

る
よ
り
も
、
こ
の
「
市
井
」、
修
羅
の
巷
で
悩
み
、

苦
し
み
、
辛
い
思
い
を
し
な
が
ら
人
間
成
長
を

求
め
、
静
か
な
境
涯
を
求
め
て
歩
む
。
そ
の
修

行
に
比
べ
れ
ば
、
人
里
離
れ
た
山
奥
に
お
い
て

静
か
な
境
涯
を
摑
む
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
く

は
な
い
。

　

こ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
で
も

同
じ
こ
と
。
日
々
の
仕
事
で
悪
戦
苦
闘
し
、
部

下
や
社
員
と
の
格
闘
を
す
る
こ
と
な
く
、
経
営

の
本
を
数
多
く
読
ん
だ
だ
け
で
、「
経
営
と
は

…
…
」
と
語
る
の
は
、
決
し
て
難
し
い
こ
と
で

は
な
い
。

　

例
え
ば
、
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
で
学
ん
だ
だ

け
の
若
い
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
は
、「
こ
の
会
社

は
、
リ
ス
ト
ラ
で
人
員
削
減
す
る
べ
き
」
と
い
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恵
に
よ
っ
て
処
す
べ
き
経
営
を
、
単
な
る
知
識

と
し
て
勉
強
し
た
だ
け
で
、
自
分
は
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
が
で
き
る
と
考
え
る
人
が
増
え
て
い
る
。

こ
れ
が
今
の
時
代
の
非
常
に
大
き
な
病
だ
と
思

う
の
で
す
。

　

い
ま
、「
知
識
」
と
「
智
恵
」
に
つ
い
て
述

べ
ま
し
た
が
、「
知
能
」
と
「
知
性
」
と
い
う

二
つ
の
言
葉
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
き
ま
し
ょ

う
。

「
知
能
」
と
は
、「
答
え
が
あ
る
問
題
」
を
投

げ
か
け
ら
れ
た
と
き
、
早
く
正
し
く
答
え
を
出

す
力
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、「
知
性
」
と
は
、

ま
っ
た
く
反
対
の
言
葉
。「
答
え
の
な
い
問
い
」

に
対
し
て
、
生
涯
問
う
て
も
答
え
な
ど
得
ら
れ

ぬ
と
分
か
っ
て
い
て
、
な
お
そ
れ
を
問
い
続
け

る
力
の
こ
と
で
す
。

　

け
れ
ど
も
、
我
々
の
中
か
ら
、
こ
の
「
知
性
」

の
力
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、

今
の
時
代
な
の
で
し
ょ
う
。

　

経
営
も
人
生
も
、「
答
え
の
な
い
問
い
」
を

問
い
続
け
る
歩
み
に
他
な
ら
な
い
。
人
生
と
は

何
か
。
人
は
な
ぜ
生
き
る
の
か
。
働
き
甲が

斐い

と

は
何
か
。
自
分
に
与
え
ら
れ
た
使
命
と
は
何
か
。

そ
う
し
た
問
い
に
は
、
ど
こ
に
も
答
え
が
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
問
い
を
深
く
問
い
続
け
る
。
そ

れ
が
、
真
の
知
性
で
す
。
そ
し
て
、
も
し
一
人

の
人
物
が
、
そ
の
「
答
え
の
な
い
問
い
」
を
深

く
問
い
続
け
て
い
く
な
ら
ば
、
そ
の
人
物
は
、

必
ず
知
性
的
な
人
物
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ

し
て
、
物
事
の
本
質
が
深
く
見
え
る
よ
う
に
な

っ
て
い
き
ま
す
。

日
本
の
経
営
思
想
に
は

叡
智
が
宿
っ
て
い
る

　

経
営
者
と
い
う
の
は
、
自
分
の
経
営
判
断
ひ

を
享
け
、
一
瞬
の
人
生
を
駆
け
抜
け
て
い
く
。

そ
の
人
生
に
お
い
て
、
様
々
な
経
験
や
苦
労
が

与
え
ら
れ
、
そ
れ
を
糧
と
し
て
、
我
々
は
魂
の

成
長
を
遂
げ
て
い
く
。
そ
の
尊
い
人
生
に
お
い

て
、
魂
の
最
高
の
修
行
の
場
が
、
仕
事
の
場
で

あ
り
、
職
場
な
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
部
下

を
預
か
る
の
は
、
単
に
商
品
を
開
発
し
た
り
、

販
売
し
た
り
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
む
し

ろ
部
下
と
の
出
会
い
を
通
じ
て
、
互
い
に
人
間

と
し
て
成
長
す
る
こ
と
に
深
い
意
義
が
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
出
会
い
を
通
じ
て
、
互
い
に
力

を
合
わ
せ
、
世
の
中
の
た
め
に
良
き
仕
事
を
な

す
こ
と
。
そ
こ
に
も
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
う
し
た
人
間
成
長
と
社
会
貢
献
を
大

切
に
す
る
企
業
こ
そ
が
、
結
果
と
し
て
素
晴
ら

し
い
業
績
を
残
す
と
の
信
念
。
そ
れ
が
、
ま
さ

に
日
本
型
経
営
に
お
け
る
経
営
思
想
で
あ
り
、

経
営
者
の
覚
悟
に
他
な
ら
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、
日
本
型
経
営
と
い
う
の
は
欧
米

型
経
営
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
す
。

欧
米
型
経
営
は
基
本
的
に
機
械
論
的
で
あ
り
、

ま
ず
目
標
が
あ
っ
て
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に

ど
う
い
う
手
段
を
取
れ
ば
よ
い
か
と
直
線
的
に

考
え
る
。
し
か
し
、
日
本
型
経
営
は
、
生
命
論

的
で
あ
り
、
目
標
よ
り
も
、
プ
ロ
セ
ス
を
重
視

す
る
。
そ
の
た
め
、
社
員
が
日
々
ど
の
よ
う
な

思
い
で
働
き
、
生
き
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら

始
ま
り
ま
す
。

　

だ
か
ら
、
縁
と
か
、
恩
と
か
、
感
謝
と
い
う

言
葉
か
ら
経
営
が
始
ま
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、

な
ぜ
、
日
本
型
経
営
に
お
い
て
は
、「
世
の
中

の
た
め
」
と
い
う
言
葉
が
自
然
に
出
て
く
る
の

か
。
そ
れ
は
、
日
本
人
は
、
そ
の
根
本
に
お
い

て
、
大
い
な
る
も
の
に
生
か
さ
れ
て
い
る
、
世

の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
持
っ

て
い
る
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
、
世
の
中
に
生
か

さ
れ
て
い
る
自
分
は
、
こ
の
世
の
中
の
た
め
に

何
を
恩
返
し
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
考
え
、
仕
事

を
通
じ
て
そ
れ
を
実
現
し
て
い
く
の
で
す
。

　

私
は
、
こ
の
日
本
型
経
営
の
経
営
思
想
は
、

世
界
に
誇
る
べ
き
深
み
を
持
っ
た
経
営
思
想
だ

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
い
ま
、

日
本
人
の
多
く
が
、
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

最
近
、『
忘
れ
ら
れ
た
叡
智
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究

所
）
と
い
う
本
を
上
梓
し
た
の
は
、
こ
の
国
の

多
く
の
人
々
に
、
日
本
と
い
う
国
の
土
壌
に
宿

る
深
い
叡
智
に
気
が
つ
い
て
頂
き
た
い
と
思
っ

た
か
ら
で
す
。
そ
の
叡
智
の
言
葉
の
一
つ
が
、

「
不
立
文
字
」
と
い
う
言
葉
で
あ
り
、「
只
管
打

坐
」
と
い
う
言
葉
な
の
で
し
ょ
う
。

　

我
々
が
、
そ
の
「
忘
れ
ら
れ
た
叡
智
」
を
思

い
起
こ
し
た
と
き
、
こ
の
国
の
復
活
も
始
ま
る

の
だ
と
信
じ
て
い
ま
す
。

 

と
つ
で
、
何
千
人
も
の
人
間
を
路
頭
に
迷
わ
せ

る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
重
い
荷
物
を
背
負
っ

て
い
る
。
ま
さ
に
修
羅
の
巷
で
す
。
し
か
し
、

だ
か
ら
経
営
の
世
界
こ
そ
最
高
の
修
行
が
で
き

る
。
だ
か
ら
経
営
の
世
界
に
は
最
高
の
叡
智
が

宿
る
の
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
決
し
て
他
の
職
業
を

貶お
と
し

め
る
意
味
で
申
し
上
げ
て
い
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
い
か
な
る
職
業
で
あ
っ
て
も
、
そ

の
根
本
に
お
い
て
「
世
の
た
め
人
の
た
め
」
と

い
う
覚
悟
を
持
つ
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
場

で
修
行
を
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

日
々
の
仕
事
こ
そ
が
、
最
高
の
修
行
な
の
で
す
。

　

道
元
の
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。

　

中
国
に
渡
っ
た
若
き
道
元
が
、
あ
る
禅
寺
で

修
行
に
取
り
組
む
。
し
か
し
、
食
事
時
に
な
る

と
、
そ
の
寺
の
高
僧
が
飯
を
炊
い
て
い
る
。
思

わ
ず
「
あ
な
た
の
よ
う
な
高
僧
が
、
な
ぜ
典て

ん

座ぞ

（
炊
事
）
を
さ
れ
る
の
で
す
か
」
と
尋
ね
る
と
、

「
典
座
こ
そ
が
、
最
高
の
修
行
な
の
で
す
」
と

高
僧
は
答
え
る
。

　

心
に
残
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。

　

で
は
、
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
「
行
じ
る
」
こ
と
、

「
修
行
す
る
」
こ
と
が
必
要
な
の
か
。

　

そ
れ
は
、
究
極
、
人
生
観
と
仕
事
観
の
問
題

で
す
。
我
々
は
、
何
の
た
め
に
働
く
の
か
、
何

の
た
め
に
仕
事
に
取
り
組
む
の
か
。

　

我
々
は
、
こ
の
世
に
一
人
の
人
間
と
し
て
生
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