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諸
言

　
皇
道
と
い
う
文
字
は
、
淳
和
天
皇
の
御
代
に
、
帝
皇
の
行
い
た
ま
う
道
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た
の
が
、

史
籍
に
現
れ
た
始
め
で
あ
る
。
わ
が
国
に
は
、
古
来
、
神
と
皇
（
皇
祖
と
天
皇
）
と
同
一
体
の
信
念
が
存

し
、
そ
こ
か
ら
、
神
皇
の
道
と
い
う
語
が
生
じ
て
、
そ
れ
が
皇
道
と
い
う
語
に
簡
約
化
せ
ら
れ
た
。
ま
た
、

江
戸
時
代
の
中
葉
か
ら
、
国
学
者
の
間
に
、
皇
神
の
道
と
い
う
事
が
唱
え
ら
れ
た
が
、
も
と
も
と
神
皇
の

道
と
同
じ
自
覚
の
表
現
で
あ
る
の
で
、
両
者
は
、
幕
末
に
至
っ
て
、
お
の
ず
か
ら
一
致
し
、
皇
道
と
い
う

語
に
綜
合
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
故
に
、
皇
道
は
神
道
と
同
義
語
で
あ
っ
て
、
皇
祖
の
神
々
の
道
で
あ
る

と
共
に
、
現
御
神
に
ま
し
ま
す
　
天
皇
の
道
で
あ
り
、
ま
た
、
皇
祖
に
お
仕
え
せ
し
神
々
の
道
で
あ
る
と

共
に
、
そ
の
神
々
の
子
孫
と
し
て
い
ま
人
皇
の
御
代
に
生
き
る
、
我
々
皇
国
臣
民
の
道
な
の
で
あ
る
。
言

い
換
え
る
な
ら
ば
、
皇
道
は
、
日
本
民
族
の
祖
先
以
来
の
生
活
原
理
な
の
で
あ
っ
て
、
「
皇
祖
皇
宗
の
大

訓
」
（
元
田
永
孚
）
で
あ
る
と
共
に
、
「
上
は
帝
王
（
て
ん
の
う
）
の
天
下
（
あ
め
の
し
た
）
を
治
し
め

し
た
ま
う
文
武
の
道
よ
り
、
下
は
士
農
工
商
の
家
を
斉
（
と
と
の
）
え
、
身
を
修
め
、
意
（
こ
こ
ろ
わ

せ
）
を
誠
に
す
る
に
至
る
ま
で
」
（
紀
百
美
）
の
実
践
道
と
し
て
の
神
道
で
あ
る
。
本
書
は
、
わ
が
こ
の

惟
神
（
か
ん
な
が
ら
）
の
大
道
に
一
の
論
理
的
地
盤
を
与
え
て
、
西
欧
文
化
に
感
応
し
て
み
ず
か
ら
の
中
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の
理
の
面
を
開
展
し
つ
つ
あ
る
現
代
の
歴
史
的
使
命
を
、
い
さ
さ
か
果
さ
ん
こ
と
を
企
図
し
た
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
天
地
と
共
に
浩
大
な
る
神
（
か
ん
）
な
が
ら
の
大
道
は
、
も
と
よ
り
哲
学
の
一
つ
の
立
場

と
い
う
ご
と
き
も
の
の
よ
く
汲
み
尽
し
得
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
諸
人
の
さ
ま
ざ
ま
の
見
地
と
機
根
と
を

尽
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
道
に
お
い
て
表
現
し
讃
歎
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
山
川
も
寄
り
て
仕
え
ま

つ
る
神
な
が
ら
に
、
お
の
れ
の
論
理
と
哲
学
と
の
さ
さ
や
か
な
奉
仕
を
為
し
た
に
す
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。

　
本
書
は
、
さ
き
に
鹿
子
木
員
博
士
の
編
集
に
か
か
る
『
皇
国
学
大
綱
』
中
の
一
篇
と
し
て
発
表
し
た

『
尊
皇
の
論
理
（
一
の
皇
国
学
原
理
）
』
を
、
更
に
体
系
的
に
発
展
生
長
せ
し
め
て
成
っ
た
も
の
で
、
財

団
法
人
斯
道
文
庫
に
研
究
報
告
と
し
て
提
出
し
、
同
文
庫
の
了
解
を
得
て
、
こ
こ
に
現
代
哲
学
叢
書
に
加

え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
機
会
に
、
研
究
上
万
般
の
便
宜
を
与
え
ら
れ
た
同
文
庫
に
、
厚
く
感
謝
の
意
を

表
し
た
い
。

昭
和
十
六
年
九
月
十
日

佐
藤
通
次

2



　
　
　
　
　
　
　
目
次

　
　

　
　
　
　
緒
言

　
　
　
序
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

　
　
　
第
一
部
　
哲
学
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
十
六

　
　
　
　
　
第
一
章
　
超
越
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
十
六

　
　
　
　
　
第
二
章
　
存
在
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
九

　
　
　
　
　
第
三
章
　
事
行
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
二

　
　
　
第
二
部
　
自
覚
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
九

　
　
　
　
　
第
一
章
　
「
我
が
我
を
見
る
」
…
…
…
…
一
〇
七
　

　
　
　
　
　
第
二
章
　
「
我
が
何
を
見
る
」
…
…
…
…
一
二
四

3



　
　
　
第
三
部
　
皇
道
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
二

　
　
　
　
　
第
一
章
　
身
体
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
二

　
　
　
　
　
第
二
章
　
人
間
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
八

　
　
　
　
　
第
三
章
　
肇
国
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
二

　
　
　
　
　
第
四
章
　
尊
皇
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
三

4



序
論

一
　
　
人
は
、
す
べ
て
、
親
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
、
「
生
ま
れ
て
」
在
る
と
い
う
こ

と
が
、
人
間
の
一
切
の
存
在
及
び
事
行
の
根
底
で
あ
っ
て
、
人
間
存
在
に
つ
い
て
思
惟
す
る
そ
の
事
で
さ

え
、
人
が
生
ま
れ
て
い
な
く
て
は
、
不
可
能
で
あ
る
。
故
に
、
ま
ず
、
自
己
を
「
生
ま
れ
た
も
の
」
と
し

て
把
握
す
る
こ
と
が
、
自
覚
の
学
た
る
哲
学
の
基
底
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
生
ま
れ
た
も
の
が
、
自

己
を
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
掴
ま
ぬ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
無
自
覚
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

出
発
点
に
お
い
て
含
む
こ
の
無
自
覚
の
立
場
は
、
い
か
に
精
緻
な
る
論
理
を
展
開
す
る
も
、
の
ち
に
至
っ

て
離
脱
せ
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。
哲
学
の
出
発
点
を
表
す
定
言
は
、
デ
カ
ル
ト
の
「
我
思
う
、

故
に
我
あ
り
」
の
前
に
遡
っ
て
、
「
我
生
ま
れ
た
り
、
我
に
我
存
す
」
と
あ
る
べ
き
で
あ
る
。n

atu
s su

m

（
我
生
ま
れ
て
あ
り
）
と
い
う
と
き
、
「
在
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
の
で
あ

る
。
我
の
存
在
は
、
「
我
思
惟
す
」
に
先
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
思
惟
に
よ
っ
て
定
立
さ
る
べ
き
も
の
で

は
な
い
。
思
惟
は
た
だ
、
存
在
を
受
け
取
る
の
み
で
あ
る
。
故
に
、
思
惟
の
事
実
は
、
「
我
生
ま
れ
て
あ

り
、
故
に
我
思
惟
す
」
で
あ
る
。
こ
の
「
生
ま
れ
て
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
経
験
的
認
識
で
あ
る
が
、

こ
の
認
識
の
上
に
立
た
な
け
れ
ば
、
論
理
的
思
惟
は
、
そ
の
具
体
的
地
盤
を
失
っ
て
、
砂
上
に
、
楼
閣
を

築
く
営
み
と
な
る
の
で
あ
る
。
哲
学
は
、
思
惟
が
責
任
的
立
場
に
立
つ
事
行
で
あ
る
が
、
責
任
的
立
場
に

立
つ
こ
と
が
、
必
ず
し
も
、
優
位
の
立
場
に
立
つ
こ
と
で
は
な
い
。
思
惟
の
働
き
そ
の
も
の
を
す
ら
与
え
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る
生
産
の
事
実
が
、
存
在
的
に
は
、
思
惟
の
立
場
の
上
に
位
す
る
の
で
あ
る
。
論
理
的
立
場
は
、
決
し
て
、

そ
れ
自
身
存
在
す
る
独
立
の
立
場
で
は
な
く
、
「
生
ま
れ
る
」
と
い
う
絶
対
的
体
験
に
も
と
づ
い
て
の
み

成
立
す
る
の
で
あ
る
。

二
　
　
更
に
考
う
れ
ば
、
我
が
生
ま
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
み
の
親
を
思
わ
ず
し
て
は
意
味
を
な

さ
ぬ
か
ら
、
「
我
、
生
ま
れ
た
り
」
は
、
具
体
的
に
は
、
「
親
、
我
を
生
み
た
ま
う
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

故
に
、
「
親
、
我
を
生
み
た
ま
う
、
故
に
我
あ
り
」
が
、
自
覚
を
表
す
真
の
定
言
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

人
が
、
も
し
、
生
み
の
親
を
忘
れ
る
な
ら
ば
、
第
一
に
、
自
分
以
外
の
人
間
と
の
必
然
的
な
、
且
つ
階
序

の
相
（
す
が
た
）
に
あ
る
繋
が
り
を
失
っ
て
、
個
人
主
義
的
体
験
に
堕
し
、
従
っ
て
、
戸
籍
も
な
く
、
国

籍
も
な
い
「
人
格
」
と
い
う
ご
と
き
も
の
を
人
間
と
考
え
る
に
い
た
る
。
又
、
第
二
に
、
他
を
生
む
こ
と

に
よ
っ
て
具
体
的
に
他
を
超
越
す
る
生
産
の
立
場
を
掴
む
こ
と
が
で
き
ず
、
単
に
、
他
を
見
、
他
を
受
け

取
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
を
超
越
す
る
抽
象
的
超
越
を
も
っ
て
、
唯
一
の
誤
認
と
す
る
に
い
た
る
。
す
な
わ

ち
、
「
外
道
は
諸
見
を
楽
し
む
」
の
で
あ
る
。

三
　
　
自
己
を
、
他
の
人
と
の
現
実
の
必
然
的
な
連
関
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
な
く
、
理
念
（
又
は
形

式
）
と
質
料
、
精
神
と
物
質
、
霊
魂
と
肉
体
、
主
観
と
客
観
な
ど
、
も
っ
ぱ
ら
個
の
人
間
存
在
に
も
と
づ

き
、
心
身
関
係
に
お
い
て
「
人
間
」
を
捕
え
よ
う
と
す
る
個
人
主
義
的
態
度
、
及
び
、
単
に
見
る
又
は
受

け
取
る
こ
と
を
も
っ
て
自
覚
と
す
る
主
知
主
義
的
な
立
場
は
、
畢
竟
（
ひ
っ
き
ょ
う
）
、
親
の
立
場
・
子
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の
立
場
の
忘
失
か
ら
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
西
洋
哲
学
は
、
全
体
と
し
て
、
か
か
る
立
場
の
も
の
で
あ
っ

て
、
親
も
な
く
子
も
な
い
西
洋
哲
学
は
、
こ
れ
を
道
元
神
師
の
、
い
わ
ゆ
る
「
西
洋
の
天
然
外
道
」
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
又
、
若
林
強
斎
の
、
い
わ
ゆ
る
「
異
端
」
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
一
面
か
ら
考
う
れ
ば
、
生
ま
れ
た
も
の
が
、
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
み
ず
か
ら
を
自
覚
せ
ぬ

の
は
、
幼
少
の
体
験
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、
西
洋
哲
学
、
人
間
知
力
の
未
熟
の
段
階
に
お
け
る
哲
学
で
あ

る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
人
は
、
「
サ
シ
ア
タ
リ
テ
、
ソ
レ
、
親
有
ル
身
」
で
あ
る
。
我
々

は
、
親
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
、
親
を
慕
い
、
又
、
子
を
生
み
育
て
て
、
子
を
愛
（
か
な
）
し
む
。
我
々
の

如
実
の
人
生
は
、
単
な
る
知
の
対
象
界
で
は
な
く
て
、
豊
か
な
、
懐
か
し
き
人
情
の
世
界
で
あ
る
。
哲
学

が
、
か
か
る
世
界
を
そ
の
も
の
と
し
て
自
覚
に
も
ち
来
す
論
理
を
展
開
せ
ぬ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
し

く
、
哲
学
の
予
感
た
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
余
の
見
る
と
こ
ろ
、
西
洋
に
は
未
だ
、
自
覚
の
学

と
い
う
本
来
の
意
味
の
哲
学
が
現
れ
て
い
な
い
。
西
洋
哲
学
は
、
全
体
と
し
て
、
哲
学
の
予
感
を
超
え
ぬ

の
で
あ
る
。

四
　
　
人
の
世
の
人
情
の
自
然
を
、
公
共
の
生
に
生
か
し
て
、
君
と
臣
と
が
、
大
御
親
（
お
お
み
お
や
）

と
赤
子
（
せ
き
し
）
の
関
係
に
立
っ
て
、
上
下
の
対
面
を
な
す
わ
が
国
は
、
ま
さ
し
く
、
情
の
至
極
に
立

つ
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
情
の
至
極
は
、
同
時
に
理
の
至
極
で
も
あ
る
。
我
々
は
、
こ
の
日
本
の

体
験
を
論
理
化
し
て
、
如
実
の
人
生
の
自
覚
た
る
哲
学
の
正
道
を
拓
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
事
行
学
は
、

す
な
わ
ち
そ
の
一
つ
の
企
図
で
あ
る
。
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事
行
と
い
う
の
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
のT

ath
an

d
lu

n
g

の
訳
語
で
は
な
く
、
「
事
」
及
び
「
行
」
な
る
漢
字

と
、
そ
の
国
訓
、
コ
ト
、
及
び
、
オ
コ
ナ
ヒ
の
概
念
を
、
直
接
に
生
か
し
て
、
「
事
行
」
と
い
う
の
で
あ

る
。
「
事
」
は
、
コ
ト
の
ほ
か
に
、
オ
コ
ナ
フ
と
も
訓
じ
、
ま
た
、
ツ
カ
フ
（
ツ
カ
ヘ
ル
）
と
も
訓
ず
る
。

こ
の
、
ツ
カ
フ
ル
意
義
も
、
事
行
学
に
お
い
て
は
、
「
事
行
」
の
概
念
の
含
む
必
然
的
な
内
容
と
な
る
の

で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
純
粋
事
行
」
が
、
働
く
も
の
な
き
純
粋
な
る
働
き
と
し
て
、
身
体
の
活
動
に
現

れ
る
行
為
者
と
し
て
の
我
の
存
在
を
、
そ
れ
自
身
の
性
格
に
お
い
て
認
め
て
お
ら
ぬ
の
に
対
し
、
余
の
事

行
は
、
あ
く
ま
で
、
現
実
の
箇
た
る
我
の
具
体
的
行
為
を
さ
し
て
言
う
の
で
あ
る
。

五
　
　
人
間
存
在
の
原
型
を
親
子
と
し
て
捉
え
、
人
間
を
、
横
に
平
等
に
並
列
す
る
多
元
的
な
人
格
の
ご

と
き
も
の
と
考
え
ず
に
、
あ
く
ま
で
、
親
子
、
君
臣
、
長
幼
の
縦
の
階
序
に
お
い
て
あ
る
も
の
と
し
て
立

て
る
の
は
、
儒
教
に
如
く
も
の
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
儒
教
の
真
精
神
は
、
あ
く
ま
で
、
明
倫
の
二
次
で
あ

る
。
儒
教
の
明
倫
の
立
場
か
ら
は
、
「
倫
理
を
外
に
」
し
、
「
天
下
を
率
い
て
父
無
く
君
無
き
に
至
ら
し

む
」
る
も
の
は
、
異
端
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
又
、
子
の
親
に
対
す
る
の
は
、
絶
対
の
超
越
者
に
対
す

る
の
で
あ
る
が
、
人
間
体
験
の
う
ち
の
、
超
越
者
で
仰
ぐ
面
を
、
深
く
掘
り
下
げ
、
こ
れ
を
、
豊
か
に
展

開
し
た
も
の
は
、
妙
法
護
持
、
帰
命
本
願
な
ど
の
、
日
本
的
大
乗
仏
教
に
如
く
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
明
倫
と
超
越
者
へ
の
奉
仕
の
両
面
を
兼
ね
具
え
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
を
、
支
那
儒
教
的
形
式
に

堕
せ
し
め
ず
、
仏
教
的
抽
象
に
陥
ら
し
め
ず
し
て
、
公
共
の
生
活
体
験
に
お
い
て
具
体
的
に
実
現
し
、
国

家
・
民
族
の
元
首
を
、
大
御
親
と
し
て
慕
い
、
大
君
又
は
上
御
一
人
と
し
て
尊
び
（
明
倫
）
、
現
人
神
と
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し
て
仰
ぎ
（
超
越
者
へ
の
奉
仕
）
、
し
か
も
、
そ
の
体
験
を
、
無
限
の
時
間
の
中
に
生
か
し
て
、
肇
国

（
ち
ょ
う
こ
く
）
を
天
地
の
開
闢
（
か
い
び
ゃ
く
）
と
し
、
今
上
天
皇
に
、
皇
祖
皇
宗
の
御
命
の
「
今
」

に
お
け
る
御
顕
現
を
見
奉
る
体
験
は
、
わ
が
皇
国
の
道
を
措
い
て
、
ほ
か
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
ぬ
の
で

あ
る
。
皇
道
こ
そ
は
、
「
人
間
」
の
最
も
完
全
な
実
現
で
あ
り
、
「
生
」
の
最
高
の
顕
現
で
あ
っ
て
、
具

体
的
な
真
理
は
、
「
日
本
」
に
極
ま
る
の
で
あ
る
。
事
行
学
は
、
西
欧
の
理
の
体
験
に
感
応
し
て
現
れ
出

た
一
の
神
道
哲
学
で
あ
っ
て
、
人
間
体
験
を
、
親
子
の
道
を
も
っ
て
論
理
化
し
、
皇
国
の
体
験
を
哲
学
的

に
体
系
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

六
　
　
哲
学
は
、
論
理
的
思
索
を
も
っ
て
終
始
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
事
行
学
と
い
え
ど
も
、
そ
れ

が
哲
学
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
あ
く
ま
で
論
理
的
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
、
論
理
と
は
、
自
同
律

を
基
底
と
し
、
「
こ
う
で
あ
る
」
を
も
っ
て
、
（
し
か
も
、
「
こ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
を
裏
に
伴
う

「
こ
う
で
あ
る
」
を
も
っ
て
、
）
全
存
在
を
貫
く
と
こ
ろ
の
、
判
断
の
世
界
で
あ
る
か
ら
、
事
行
学
も
、

徹
底
的
に
論
理
的
に
、
判
断
の
世
界
を
展
開
す
る
の
を
、
そ
の
営
み
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
論
理

の
根
底
に
は
、
人
生
の
如
実
の
把
握
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
把
握
が
な
け
れ
ば
、
判
断
の
本
質
に
対

す
る
認
識
を
誤
り
、
論
理
的
思
索
の
出
発
に
お
い
て
、
具
体
的
立
場
を
失
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
事
実
に

徴
す
る
に
、
親
を
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
存
在
を
与
え
る
主
体
の
立
場
を
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

が
、
は
た
し
て
、
西
洋
哲
学
は
、
親
を
忘
失
す
る
体
験
に
対
応
し
て
、
存
在
を
見
る
主
体
の
事
行
の
立
場

を
見
失
い
、
も
っ
ぱ
ら
、
見
ら
れ
る
存
在
に
か
か
わ
っ
て
、
「
あ
る
」
の
究
明
を
哲
学
の
根
本
問
題
と
す
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る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
、
哲
学
の
出
発
の
問
題
は
、
存
在
で
あ
っ
た
。

デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
も
、
「
我
思
う
」
は
、
直
ち
に
「
我
在
り
」
と
結
合
し
て
い
る
。
現
代
の
存
在
論
的

哲
学
に
お
い
て
は
、
「
あ
る
」
の
本
質
が
、
い
ろ
い
ろ
と
問
わ
れ
て
い
る
。
た
と
い
、
ニ
ー
チ
ェ
や
ヤ
ス

パ
ー
ス
の
よ
う
に
、
実
存
を
生
成
と
し
て
捉
え
る
と
し
て
も
、
「
な
る
」
は
、
存
在
を
「
生
（
な
）
す
」

他
動
の
事
行
で
は
な
く
て
、
存
在
の
世
界
に
お
け
る
自
動
の
転
生
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
か
ぎ
り
、
な
お
、

存
在
論
的
概
念
た
る
こ
と
を
脱
し
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
真
理
は
な
ん
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
「
あ
る
も

の
」
で
あ
り
、
判
断
は
「
何
が
あ
る
」
又
は
「
何
は
何
で
あ
る
」
と
い
う
風
に
、
も
と
も
と
存
在
に
関
わ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
存
在
を
見
る
こ
と
を
も
っ
て
、
哲
学
の
立
場
と
す
る
の
は
、
一
往
、
最
も
根
本
的

な
立
場
を
捉
え
る
か
の
ご
と
く
に
も
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
存
在
を
見
る
そ
の
事
は
、
決
し
て
存
在

で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
、
事
行
で
あ
る
。
従
来
、
実
践
も
存
在
の
仕
方
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
た
が
、

そ
れ
は
、
実
践
を
そ
の
も
の
と
し
て
掴
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
実
は
、
主
体
の
働
き
で
あ
る
事
行
を
、

対
象
的
な
も
の
に
変
質
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
見
る
主
体
た
る
我
の
立
場
は
、
対
象
で
は
な
く
て
、

見
る
事
行
で
あ
る
か
ら
、
我
そ
の
も
の
を
把
握
す
る
自
覚
の
学
で
あ
る
哲
学
は
、
我
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る

存
在
を
問
う
先
に
、
遡
っ
て
、
「
見
る
」
そ
の
も
の
を
把
握
す
る
こ
と
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
哲
学
と
は
、

実
に
、
「
見
る
」
が
「
見
る
」
を
見
る
事
行
な
の
で
あ
る
。
哲
学
が
「
見
る
」
を
見
る
の
は
、
主
体
の
立

場
を
掴
む
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
生
み
の
親
を
忘
れ
ぬ
と
い
う
体
験
に
応
ず
る
の
で
あ
る
。

　
思
惟
す
る
又
は
見
る
働
き
も
、
も
と
、
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
見
る
」
が
、
逆
に
、
「
生

む
」
を
貫
き
、
「
生
む
」
を
荷
う
の
が
、
事
行
学
の
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
生
ま
れ
た
も
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の
が
、
生
み
の
親
を
荷
う
の
で
あ
っ
て
、
事
行
学
は
、
生
ま
れ
た
思
惟
が
、
生
み
の
親
に
対
し
て
「
孝
」

を
行
ず
る
立
場
の
哲
学
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

七
　
　
人
間
は
、
親
と
子
の
絶
対
的
相
対
に
も
と
づ
い
て
立
つ
。
自
覚
的
な
人
間
は
、
そ
の
相
対
の
中
に

生
ま
れ
る
と
共
に
、
そ
の
相
対
を
自
己
の
内
に
も
ち
、
み
ず
か
ら
は
相
対
の
一
項
で
あ
る
と
共
に
、
他
の

項
に
お
い
て
も
自
己
を
見
る
。
自
覚
に
お
い
て
は
、
我
が
我
を
見
、
又
は
、
我
が
、
自
己
に
ほ
か
な
ら
ぬ

他
を
見
る
の
で
あ
る
。
か
く
、
我
な
り
他
な
り
を
見
る
か
ら
に
は
、
こ
れ
に
対
さ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

従
っ
て
、
従
来
論
理
の
中
核
と
さ
れ
来
っ
た
自
同
律
「
甲
は
甲
な
り
」
は
、
そ
れ
の
み
で
は
具
体
的
な
論

理
的
思
惟
を
荷
う
こ
と
が
で
き
ぬ
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
、
対
者
を
媒
介
せ
ず
し
て
、
自
己
か
ら
直

ち
に
自
己
に
帰
る
か
ら
。
人
間
が
如
実
に
は
、
親
と
子
と
の
相
対
を
原
型
と
す
る
相
対
者
で
あ
る
か
ぎ
り
、

そ
れ
に
応
じ
て
、
相
対
の
事
実
に
つ
い
て
の
公
理
が
、
論
理
的
思
惟
の
中
核
と
し
て
働
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

か
か
る
公
理
と
し
て
、
「
対
す
る
も
の
は
対
等
で
あ
る
」
又
は
、
「
対
等
の
も
の
の
み
が
対
し
得
る
」
と

い
う
定
言
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
余
の
か
ら
だ
の
全
体
は
、
余
の
手
と
対
等

に
対
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
手
は
手
と
、
村
は
村
と
、
国
は
国
と
対
し
て
の
み
、
対
立
の
質
が
あ
る
の
で

あ
る
。
「
甲
は
甲
な
り
」
と
い
う
自
同
律
も
、
甲
と
甲
と
が
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
っ

て
、
甲
が
甲
で
あ
る
と
い
う
判
断
の
前
に
、
甲
が
甲
と
対
す
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ
の
対
立
が
、
他
か
ら
見
ら
れ
る
対
立
で
な
く
て
、
甲
自
身
の
自
覚
的
対
立
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実

は
、
ま
さ
し
く
、
甲
が
お
の
れ
自
身
に
対
す
る
と
い
う
事
行
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
事
実
な
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り
事
行
な
り
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
、
「
対
す
る
も
の
は
対
等
」
と
い
う
公
理
が
働
く
の
で
あ
る
。

八
　
　
主
語
の
甲
と
述
語
の
甲
と
が
、
単
に
対
置
さ
れ
て
、
他
か
ら
見
ら
れ
る
の
で
な
く
て
、
甲
が
自
覚

的
に
見
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
「
甲
は
甲
な
り
」
が
、
単
な
る
存
在
判
断
で
は
な
く
て
、
主

語
の
自
覚
で
あ
る
場
合
、
「
甲
は
甲
な
り
」
は
、
「
我
が
我
を
見
る
」
に
転
換
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
甲

は
甲
な
り
」
は
、
「
我
が
我
を
見
る
」
の
他
覚
的
反
映
と
し
て
、
後
者
に
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
含
ま
れ
る
も
の
で

あ
る
。
事
行
学
は
、
「
我
が
我
を
見
る
」
自
覚
の
事
実
を
、
直
接
に
考
察
し
、
そ
の
際
、
一
切
の
思
索
を
、

「
対
す
る
も
の
は
対
等
」
の
公
理
か
ら
出
発
せ
し
め
、
そ
れ
を
も
っ
て
貫
く
こ
と
お
い
て
、
論
理
的
立
場

を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

　
九
　
　
第
一
部
「
哲
学
」
は
、
上
の
ご
と
き
想
念
の
も
と
に
、
自
覚
の
契
機
た
る
「
見
る
」
と
「
生

す
」
と
の
本
質
を
考
察
し
つ
つ
、
従
来
の
哲
学
の
立
場
を
総
括
的
に
批
判
し
、
人
間
の
具
体
的
、
実
践
的

立
場
を
失
わ
ぬ
哲
学
を
、
事
行
学
と
し
て
提
唱
し
て
い
る
。
第
二
部
「
自
覚
」
は
、
「
見
る
」
が
「
見

る
」
を
見
る
自
覚
の
論
理
を
、
「
我
が
我
を
見
る
」
と
、
「
我
が
何
を
見
る
」
と
の
二
つ
の
定
言
の
考
察

か
ら
展
開
し
て
い
る
。
第
三
部
「
皇
道
」
に
至
っ
て
、
具
体
的
な
自
覚
が
「
身
体
」
と
し
て
立
て
ら
れ
、

純
粋
な
所
与
的
存
在
で
あ
る
「
物
体
」
か
ら
、
生
物
的
生
命
な
る
肉
体
の
「
生
き
る
」
超
越
へ
、
更
に
、

人
格
的
生
命
な
る
身
体
の
「
生
む
」
超
越
へ
と
進
む
、
超
箇
の
公
共
的
身
体
が
国
家
・
民
族
と
し
て
把
握

さ
れ
る
。
以
上
の
考
察
の
う
ち
に
、
人
間
の
本
質
が
、
存
在
で
は
な
く
て
、
事
行
で
あ
り
、
人
間
の
人
間
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た
る
は
、
親
に
よ
っ
て
主
体
と
し
て
生
ま
れ
た
子
が
、
そ
の
主
体
性
を
実
に
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
み

ず
か
ら
親
と
な
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
の
論
理
が
明
ら
か
と
な
っ
て
、
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
る
人
格
的
活

動
が
、
生
産
的
事
行
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
生
産
的
事
行
を
、
人
な
る
汝
に
対
し
て
立
つ
応
現
、
物
な

る
汝
を
立
て
る
表
現
、
超
越
者
な
る
汝
に
対
す
る
奉
仕
の
、
三
つ
の
面
か
ら
考
え
、
更
に
、
か
か
る
生
産

的
事
行
の
、
超
箇
人
的
立
場
に
お
け
る
実
現
を
、
「
歴
史
」
と
把
握
し
、
歴
史
の
事
行
主
体
を
国
家
・
民

族
と
解
す
る
。
そ
し
て
、
絶
対
的
存
在
た
る
国
家
・
民
族
の
生
命
が
、
同
時
に
、
責
任
単
位
た
る
箇
の
事

行
主
体
と
し
て
応
現
す
る
も
の
を
「
天
皇
」
と
仰
ぎ
奉
っ
て
、
天
皇
に
お
い
て
、
ま
た
、
天
皇
を
立
て
申

す
こ
と
に
お
い
て
、
自
覚
的
事
行
の
至
極
を
見
、
人
倫
の
大
本
を
君
臣
の
大
義
と
見
る
の
立
場
に
達
す
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
ば
仏
教
に
お
い
て
、
一
代
の
聖
教
の
尽
く
る
と
こ
ろ
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

の
六
字
に
窮
ま
り
、
三
世
の
諸
仏
の
万
行
万
善
の
功
徳
を
集
め
て
、
「
妙
法
蓮
華
経
」
の
五
字
が
為
す
が

ご
と
く
に
、
人
生
の
事
行
的
真
理
の
一
切
は
、
「
天
皇
陛
下
万
歳
！
」
に
尽
き
る
こ
と
が
、
論
理
的
に
明

ら
か
に
さ
れ
て
、
事
行
哲
学
の
全
編
は
、
「
み
民
わ
れ
」
の
信
仰
告
白
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
〇
　
　
親
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
が
、
お
の
れ
を
子
と
覚
し
、
親
を
生
命
の
根
源
と
慕
い
、
同
時
に
、

こ
の
親
子
の
対
面
に
お
い
て
、
互
に
、
対
者
を
、
自
己
と
対
等
の
生
命
主
体
と
見
る
の
は
、
極
め
て
自
然

の
道
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
な
ん
ら
の
奇
も
、
な
ん
ら
の
困
難
も
な
い
。
わ
が
国
の
皇
道
は
、
「
天
の

体
に
乗
取
り
、
人
物
の
情
に
本
づ
く
」
神
聖
の
大
道
で
あ
る
か
ら
、
「
乾
坤
（
け
ん
こ
ん
）
の
易
簡
な
る

に
」
同
じ
く
、
甚
だ
平
易
で
あ
る
。
従
っ
て
、
か
か
る
易
簡
の
大
道
を
論
理
化
す
る
事
行
学
も
、
ま
た
、
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「
平
た
く
安
ら
か
に
」
説
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
事
実
、
哲
学
が
、
人
道
の
自
然
を
捉
え
、
親
子
の
対
面

を
生
か
す
「
対
す
る
も
の
は
対
等
」
を
思
索
の
原
理
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
な
ん
の
通
路
難
透
（
ア
ポ
リ

ア
）
も
あ
る
べ
き
で
は
な
い
。
哲
学
上
の
ア
ポ
リ
ア
と
は
、
出
発
に
お
い
て
、
具
体
的
立
場
を
逸
し
な
が

ら
、
具
体
的
人
生
を
把
握
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
別
に
言
え
ば
、
親
子
の
体
験
に
基
づ
か
ず
し
て
、
そ

れ
よ
り
も
次
元
の
下
る
エ
ロ
ス
（
性
）
又
は
争
奪
（
食
）
の
体
験
に
基
づ
い
て
、
高
き
人
格
の
生
を
掴
も

う
と
す
る
と
こ
ろ
に
生
ず
る
の
で
あ
る
。
事
行
学
の
困
難
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
観
照
の
真
理
を
体
認
の
真

理
に
高
め
る
自
覚
的
身
行
の
困
難
で
あ
っ
て
、
抽
象
的
真
理
そ
の
も
の
は
、
極
め
て
見
や
す
い
き
も
の
な

の
で
あ
る
。
も
し
、
本
書
が
読
者
に
難
解
の
感
を
与
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
余
の
思
索
の
不
徹
底

と
、
叙
述
の
不
手
際
の
た
め
と
で
あ
っ
て
、
真
理
が
も
と
難
解
な
た
め
で
は
な
い
。
事
行
学
の
真
理
は
す

ら
り
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
一
　
　
哲
学
は
あ
く
ま
で
論
理
的
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
「
論
理
的
」
が
、
「
現
実
的
」
と
限

り
合
う
も
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
相
対
的
に
論
理
的
な
の
で
あ
っ
て
、
絶
対
的
に
論
理
的
な
の
で
は
な
い
。

し
か
る
に
、
哲
学
と
は
、
事
行
と
存
在
と
の
全
体
系
を
、
絶
対
的
に
論
理
的
に
組
織
す
る
事
行
で
あ
る
、

故
に
、
哲
学
は
、
初
め
よ
り
し
て
、
所
与
の
現
実
と
不
可
分
の
立
場
に
立
ち
、
そ
れ
を
論
理
を
も
っ
て
貫

く
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
、
余
の
哲
学
が
、
事
行
論
的
解
釈
学
（
略
し
て
、
事
行
学
）
で
あ
る

所
以
で
あ
る
。
事
行
学
は
、
親
に
対
す
る
子
、
子
に
対
す
る
親
の
相
対
を
、
絶
対
的
事
実
と
し
て
前
提
し
、

そ
の
事
実
の
論
理
的
必
然
性
を
証
明
し
て
、
そ
の
相
対
を
絶
対
な
ら
し
め
る
事
に
お
い
て
、
論
理
的
立
場
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を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
思
惟
か
ら
存
在
を
導
入
す
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
、
必
然

的
に
、
解
釈
学
の
立
場
を
と
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
言
え
ば
、
在
来
の
思
索
に
慣
れ
た
人
は
、
親
子
と
か
、
「
生
む
」
「
生
ま
れ
る
」
と
か
が
、
は
た

し
て
論
理
的
思
索
の
出
発
に
お
い
て
立
ち
得
る
か
と
い
う
疑
問
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
す
る
回
答

は
、
第
一
部
「
哲
学
」
に
就
い
て
見
ら
れ
ん
こ
と
を
望
む
。

一
二
　
　
い
ま
、
わ
が
国
の
多
く
の
有
為
の
青
年
た
ち
が
、
日
夜
、
海
に
陸
に
、
「
天
皇
陛
下
万
歳
！
」

の
雄
叫
び
と
共
に
、
諸
国
の
神
と
し
て
生
（
あ
）
れ
出
で
つ
つ
あ
る
。
こ
の
「
さ
む
ら
い
」
の
悲
痛
に
し

て
厳
粛
な
る
体
験
、
し
か
も
日
本
臣
民
の
ひ
と
し
く
生
き
甲
斐
と
し
、
至
福
と
す
る
体
験
を
、
自
覚
の
学

た
る
べ
き
哲
学
が
論
理
化
す
る
力
を
も
た
ず
、
単
に
、
一
般
的
性
格
の
真
理
を
求
め
る
こ
と
を
以
て
職
と

す
る
と
す
れ
ば
、
か
か
る
哲
学
は
、
哲
学
す
る
人
間
が
、
空
気
一
般
を
吸
い
、
食
物
一
般
を
食
っ
て
生
き

る
人
間
一
般
で
な
い
か
ぎ
り
、
現
実
の
人
生
に
お
い
て
は
、
無
用
の
閑
学
問
と
し
て
、
廃
棄
さ
れ
て
然
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
世
界
情
勢
の
急
展
回
に
面
し
て
、
「
唯
一
不
二
の
神
聖
の
大
道
」
の
行
わ
れ
る

日
本
に
生
ま
れ
、
人
間
「
自
覚
」
の
具
現
そ
の
も
の
に
ま
し
ま
す
　
天
皇
を
載
き
奉
る
我
々
は
、
聖
上
陛

下
の
大
詔
に
拝
す
る
ご
と
き
、
「
神
与
ヲ
一
字
タ
ラ
シ
」
め
「
万
邦
ヲ
シ
テ
各
々
其
ノ
所
ヲ
得
シ
メ
」

「
兆
民
ヲ
シ
テ
悉
ク
其
ノ
堵
ニ
安
ン
ゼ
シ
ム
」
べ
き
、
大
日
本
帝
国
の
大
使
命
を
、
身
に
ひ
し
ひ
し
と
感

ず
る
の
で
あ
る
。
我
ら
の
、
皇
国
に
対
す
る
こ
の
信
と
矜
持
も
、
ま
た
、
哲
学
的
表
現
を
見
ず
し
て
は
止

む
こ
と
が
で
き
ぬ
。
も
し
、
永
久
の
真
理
の
学
た
る
哲
学
は
、
「
日
本
」
と
い
う
ご
と
き
特
殊
的
生
命
体
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を
超
越
す
べ
き
で
あ
り
、
瞬
間
的
な
政
治
的
関
心
を
超
脱
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
人
が
あ
る
な
ら

ば
、
そ
の
人
に
対
し
て
、
余
は
、
「
之
ヲ
古
今
ニ
通
シ
テ
謬
ラ
ス
、
之
ヲ
中
外
ニ
施
シ
テ
悖
（
も
と
）

ラ
」
ぬ
天
地
の
大
道
と
は
、
事
行
学
的
真
理
と
し
て
は
、
即
今
の
国
家
の
大
事
に
お
け
る
奉
公
に
よ
っ
て
、

「
天
壌
無
窮
ノ
皇
運
ヲ
扶
翼
」
し
奉
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
由
を
答
え
、
こ
の
書
の
全
巻
を
、
そ
の
論
証

と
し
て
薦
め
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
部
　
　
哲
学

第
一
章
　
　
超
越
　
　
―
―
「
見
る
」
と
「
生
む
」
―
―

一
三
　
　
人
は
ま
ず
生
ま
れ
、
そ
の
生
涯
を
生
き
、
や
が
て
死
ぬ
。
人
間
ば
か
り
で
な
く
、
す
べ
て
の
生

き
物
は
、
同
じ
生
死
の
経
過
を
た
ど
る
の
で
あ
る
が
、
動
物
と
い
い
、
人
間
以
外
の
生
物
は
、
そ
の
生
死

の
成
行
の
内
に
あ
る
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
そ
の
成
行
を
自
己
の
内
に
見
ぬ
。
こ
れ
に
反
し
て
、
人
間
は
、

自
己
の
生
ま
れ
た
の
を
過
去
と
知
り
、
い
ま
生
き
る
の
を
現
在
と
覚
し
、
つ
い
に
死
す
べ
き
未
来
を
予
料
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す
る
。
人
間
は
、
生
死
の
現
実
の
中
を
流
れ
な
が
ら
、
一
面
、
生
死
を
超
え
る
の
で
あ
る
。
他
の
動
物
は

こ
の
超
越
の
立
場
が
な
い
。
人
間
と
は
超
越
で
あ
る
。

　
人
間
以
外
の
動
物
は
、
す
べ
て
、
お
の
ず
か
ら
生
ま
れ
、
お
の
ず
か
ら
生
き
、
お
の
ず
か
ら
死
ぬ
る
の

み
で
あ
る
。
人
間
は
、
生
ま
れ
、
肉
体
的
生
命
と
し
て
生
き
、
且
つ
天
寿
を
終
る
の
は
、
や
は
り
オ
ノ
ヅ

カ
ラ
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
自
己
の
生
を
覚
悟
を
以
て
貫
く
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
人

間
は
、
「
生
き
る
」
を
ミ
ヅ
カ
ラ
と
す
る
立
場
を
も
つ
。
人
間
の
か
か
る
自
主
的
、
又
は
、
自
己
責
任
的

立
場
が
、
人
格
で
あ
る
。
人
格
と
は
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
生
の
格
で
あ
る
。
そ
れ
を
ま
た
、
自
覚
的
な
生
の
格

と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

一
四
　
　
人
間
が
生
き
る
を
ミ
ヅ
カ
ラ
と
す
る
事
に
は
、
自
己
の
生
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
る
。

見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
、
現
実
の
生
を
生
き
な
が
ら
、
一
面
、
現
実
の
外
に
出
て
、
こ
れ
を
客
と
し
、

そ
の
主
と
な
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
「
見
る
」
は
超
越
の
原
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
見

る
」
に
よ
っ
て
、
人
は
、
自
己
自
身
に
対
す
る
主
の
立
場
を
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
を
発
揮
す
る
見

る
働
き
は
、
生
き
る
現
実
の
自
己
が
「
身
」
と
い
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
古
来
、
「
心
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
一
切
の
人
格
的
事
行
は
、
人
間
が
自
己
自
身
を
超
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
し
か
も
、
超

脱
は
、
一
面
、
内
含
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
道
か
ら
見
て
、
心
は
身
を
裏
む
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
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一
五
　
　
動
物
も
、
見
る
働
き
を
な
す
が
、
そ
の
働
き
は
、
も
っ
ぱ
ら
他
へ
の
方
向
を
と
っ
て
、
自
己
の

内
に
還
帰
す
る
こ
と
が
な
い
。
動
物
が
見
る
の
は
、
実
は
、
見
る
働
き
を
与
え
ら
れ
て
、
見
さ
せ
ら
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
自
主
的
で
は
な
い
。
動
物
は
、
自
己
が
見
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
見
る
の
で
あ
る
。

故
に
、
動
物
が
見
る
の
は
、
自
覚
的
で
な
い
。
一
方
、
植
物
は
眼
を
も
た
ぬ
。
他
を
み
る
と
共
に
自
己
を

見
、
自
他
の
関
係
の
中
に
生
ま
れ
て
在
る
と
共
に
、
ま
た
、
自
他
の
関
係
を
自
主
的
・
自
己
責
任
的
に
実

現
す
る
も
の
は
、
人
間
の
み
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
人
間
が
自
己
を
見
る
と
い
う
の
は
、
勿
論
、
肉
眼
に
よ
る
「
見
る
」
を
言
う
の
で
は
な
い
。
肉

眼
は
、
人
間
に
お
け
る
動
物
の
眼
で
あ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
他
を
見
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
眼
は
眼
自
身

を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
に
い
う
「
見
る
」
は
、
対
者
を
外
に
も
つ
、
と
い
う
義
で
あ
る
。

一
六
　
　
見
る
と
い
う
こ
と
を
、
対
者
を
も
つ
義
と
解
す
れ
ば
、
自
覚
的
に
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己

を
対
者
と
し
て
も
つ
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
故
に
、
自
覚
は
、
自
己
が
、
見
る
自
己
と
見
ら
れ
る
自
己
と

に
分
か
れ
、
両
者
が
対
等
に
対
し
、
し
か
も
両
者
が
一
如
で
あ
る
と
い
う
構
造
を
も
つ
。
動
物
の
場
合
は
、

見
る
自
己
と
見
ら
れ
る
自
己
と
が
、
単
に
一
如
で
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
両
者
が
分
か
れ
て
あ
い
対
す
る

と
い
う
こ
と
が
な
い
。
動
物
が
見
る
の
は
、
単
に
「
即
自
的
」
に
見
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
人

間
が
自
覚
的
に
見
る
の
は
、
あ
く
ま
で
、
自
己
が
自
己
に
対
す
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
際
、
見
る

自
己
は
、
そ
の
ま
ま
、
見
ら
れ
る
自
己
で
あ
り
、
見
ら
れ
る
自
己
は
、
そ
の
ま
ま
、
見
る
自
己
で
あ
る
。
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一
七
　
　
上
来
用
い
来
っ
た
「
見
る
」
は
、
こ
れ
を
、
「
知
る
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
換
え
る
こ
と
も
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
知
る
と
い
う
言
葉
は
、
普
通
に
、
「
事
を
知
る
」
又
は
「
何
が
云
々
で
あ

る
こ
と
を
知
る
」
と
い
う
風
に
、
判
断
的
事
実
を
対
象
と
す
る
。
知
る
も
の
は
い
わ
ゆ
る
「
主
観
」
で
あ

り
、
知
ら
れ
る
も
の
は
「
客
観
」
で
あ
る
。
主
観
と
客
観
と
は
、
主
体
の
「
見
る
」
と
い
う
働
き
の
中
に

お
け
る
主
と
客
と
で
あ
っ
て
、
客
は
主
に
内
含
さ
れ
、
主
の
外
に
あ
っ
て
こ
れ
に
対
す
る
主
体
的
な
も
の

と
し
て
は
掴
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
、
対
格
が
感
性
的
に
現
実
的
な
事
物
で
あ
り
、
認
識
の
主
体
が
、

こ
れ
に
対
し
て
行
為
的
に
交
渉
し
得
る
（
対
者
が
自
己
で
あ
る
場
合
な
ら
ば
、
自
己
を
し
て
行
為
せ
し
め

る
こ
と
が
で
き
る
）
と
い
う
意
義
を
生
か
し
て
、
「
見
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
見
ら
れ
る
も
の
は
、
そ

れ
自
身
の
体
を
具
え
て
主
体
の
外
に
在
る
具
体
的
な
客
体
と
し
て
、
客
観
と
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
八
　
　
自
己
が
自
己
を
体
格
と
し
て
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
が
自
己
を
超
越
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
故
に
、
人
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
箇
の
存
在
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
本
能
に
お
い
て
は
、
超
箇
で
あ
る
。

超
箇
で
あ
る
が
故
に
、
人
間
は
、
箇
と
し
て
与
え
ら
れ
た
自
己
を
超
え
、
ま
た
、
他
の
箇
人
を
超
え
、
更

に
、
一
切
の
箇
物
を
超
え
る
の
で
あ
る
。
自
覚
は
、
実
に
、
超
箇
の
自
己
が
、
箇
の
自
己
を
み
ず
か
ら
の

内
に
迎
え
る
体
験
、
あ
る
い
は
、
箇
の
自
己
が
、
自
己
の
本
然
な
る
超
箇
の
自
己
に
復
帰
す
る
体
験
で
あ

る
。
か
か
る
自
覚
の
体
験
の
原
理
が
、
「
見
る
」
で
あ
る
。

一
九
　
　
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
は
、
他
の
箇
に
対
し
て
み
ず
か
ら
を
限
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
従
っ
て
、
箇
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を
超
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
対
立
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
人
間
は
超
箇

の
面
に
お
い
て
、
一
な
る
生
命
で
あ
る
。
自
他
の
相
互
了
解
と
い
う
こ
と
も
、
か
か
る
「
一
」
に
基
づ
い

て
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
了
解
と
は
、
箇
の
自
己
が
、
他
の
箇
の
体
験
と
、
自
他
を
超
え

る
超
箇
の
生
を
通
し
て
合
致
す
る
こ
と
で
あ
る
。

二
〇
　
　
人
間
の
す
べ
て
の
自
覚
的
事
行
の
根
底
に
は
、
「
見
る
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
自

覚
的
事
行
は
、
普
通
に
、
哲
学
・
芸
術
・
道
徳
・
宗
教
の
四
つ
の
部
門
に
分
た
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
、

「
見
る
」
体
験
を
も
た
ぬ
動
植
物
に
よ
っ
て
は
営
ま
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
人
間
的
活
動
た
る
の
で
あ
る
。
哲

学
は
、
「
見
る
」
が
、
論
理
を
媒
介
と
し
て
自
己
を
掴
む
体
験
で
あ
り
、
芸
術
は
、
「
見
る
」
が
、
そ
の

見
る
対
象
た
る
物
体
を
、
自
己
の
所
生
の
意
味
の
も
の
に
化
す
る
体
験
で
あ
り
、
道
徳
は
、
「
見
る
」
が
、

そ
の
見
る
対
象
た
る
人
格
を
、
自
己
の
責
任
に
お
い
て
立
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
他
の
人
格
を
、

自
己
の
所
生
の
意
味
の
も
の
に
化
す
る
体
験
で
あ
り
、
宗
教
は
、
超
越
的
な
る
汝
に
触
れ
、
絶
対
又
は
絶

対
者
を
仰
ぎ
見
る
体
験
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
超
箇
の
体
験
で
あ
っ
て
、
自
然
的
現
象
で
は
な
く
、
人
格

的
事
象
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
人
格
的
事
象
が
、
超
箇
の
生
命
活
動
と
し
て
把
握
さ
れ
る
と
こ

ろ
に
、
い
わ
ゆ
る
「
文
化
」
の
概
念
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

二
一
　
　
芸
術
・
道
徳
・
宗
教
に
お
い
て
は
、
「
見
る
」
が
存
在
と
し
て
自
己
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
が

な
く
、
事
行
と
し
て
え
内
に
働
く
。
こ
れ
に
反
し
て
、
哲
学
に
お
い
て
は
、
か
か
る
内
に
働
く
事
行
た
る
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「
見
る
」
が
、
自
己
自
身
を
存
在
と
し
て
定
立
せ
ん
と
す
る
。
従
っ
て
、
哲
学
は
、
い
わ
ば
「
見
る
」
が

「
見
る
」
を
見
る
活
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

二
二
　
　
す
べ
て
の
人
格
的
体
験
の
底
に
は
、
必
ず
、
「
見
る
」
が
働
い
て
い
る
か
ら
、
一
切
の
自
覚
的

事
行
に
は
、
広
義
に
お
け
る
哲
学
的
立
場
が
含
ま
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
狭
義
に
お
け
る
哲
学
、

す
な
わ
ち
学
的
哲
学
は
、
判
断
・
推
理
を
媒
介
と
し
て
、
「
見
る
」
が
「
見
る
」
自
身
を
掴
み
、
全
存
在

を
論
理
を
も
っ
て
貫
く
体
験
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
狭
義
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
哲
学
は
、
「
見
る
」
が
知

性
又
は
合
理
性
を
媒
介
と
し
て
、
自
己
を
体
系
的
存
在
と
し
て
あ
ら
わ
に
す
る
生
命
活
動
で
あ
る
。
自
然

科
学
は
、
対
象
を
見
る
が
、
そ
の
「
見
る
」
働
き
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と
を
せ
ぬ
。
自
然
科
学
的
立
場
に

立
つ
心
理
学
が
「
知
る
」
と
か
「
見
る
」
を
観
察
す
る
と
し
て
お
、
そ
れ
は
主
体
的
な
働
き
を
、
対
象
に

変
質
し
て
観
察
す
る
の
で
あ
っ
て
、
「
見
る
」
を
そ
の
も
の
と
し
て
見
る
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
の
功
績

は
、
自
然
科
学
的
認
識
に
お
け
る
「
見
る
」
の
限
界
と
本
質
と
を
反
省
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
は

「
見
る
」
を
綜
合
形
式
と
し
て
考
え
、
こ
れ
をtran

szen
d
en

tal

と
形
容
し
た
。
我
国
に
お
い
て
「
先
験

的
」
と
訳
さ
れ
る
こ
の
語
は
、
も
と
も
と
、
「
超
越
的
」
の
義
で
あ
る
。

二
三
　
　
か
く
、
哲
学
は
、
「
見
る
」
が
「
見
る
」
自
身
を
掴
む
も
の
で
あ
る
か
ら
、
哲
学
に
は
、
「
見

る
」
の
自
覚
的
な
働
き
で
あ
る
と
い
う
一
面
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
哲
学
は
、
他
の
人
格
的
活
動

（
道
徳
・
宗
教
・
芸
術
）
に
対
し
て
、
一
つ
の
超
越
的
立
場
を
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
忘
れ
て
は
な
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ら
ぬ
こ
と
は
、
芸
術
・
道
徳
・
宗
教
な
ど
に
お
い
て
働
く
「
見
る
」
は
、
所
与
の
ま
ま
の
無
自
覚
な
「
見

る
」
で
は
な
く
、
既
に
十
全
に
自
覚
的
な
事
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
概
念
に
媒
介
さ
れ
ぬ
も
の

が
す
べ
て
生
の
直
接
態
な
の
で
は
な
く
、
道
徳
・
宗
教
・
芸
術
の
内
に
働
く
「
見
る
」
は
、
哲
学
に
よ
っ

て
掴
ま
れ
る
限
り
、
存
在
の
格
相
に
お
い
て
は
、
哲
学
の
「
見
る
」
に
よ
っ
て
超
え
ら
れ
る
か
の
ご
と
く

で
は
あ
る
が
、
実
は
、
哲
学
の
「
見
る
」
よ
り
も
低
次
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
対
等
の
も
の
で
あ
る
。

哲
学
は
、
こ
の
対
等
の
も
の
を
人
格
的
体
験
と
し
て
掴
む
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
単
な
る
一
方
的
超
越
に

陥
る
こ
と
な
く
、
真
に
「
見
る
」
が
「
見
る
」
を
掴
む
と
い
う
自
覚
を
行
じ
得
る
の
で
あ
る
。

二
四
　
　
人
格
的
事
行
に
は
、
す
べ
て
、
自
覚
的
な
「
見
る
」
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
人
は
こ
と
ご
と

く
哲
人
た
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
哲
学
は
、
論
理
的
思
索
の
要
求
を
も
つ
箇
々
人
が
営
む
べ
き
も
の
で
あ

る
。
故
に
、
哲
学
す
る
者
は
、
有
道
有
徳
の
人
士
、
深
い
宗
教
的
体
験
の
人
々
、
又
は
芸
道
の
名
人
の
言

説
に
、
哲
学
的
論
理
性
を
期
待
し
、
あ
る
い
は
、
そ
の
言
説
が
論
理
的
で
な
い
か
ら
と
て
、
こ
れ
を
学
問

以
下
の
低
い
立
場
の
も
の
と
み
る
ご
と
き
錯
誤
に
陥
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
逆
に
、
哲
学
は
、
道
徳
・
宗
教
・

芸
術
の
深
い
体
験
と
伴
っ
て
の
み
、
真
に
哲
学
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
芸
術
・
道
徳
・
宗
教
の
深
い
体
験

は
、
哲
学
の
素
材
な
の
で
は
な
く
、
実
に
、
哲
学
の
地
盤
た
る
の
で
あ
る
。
そ
の
地
盤
な
く
し
て
、
哲
学

は
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
哲
人
た
る
の
資
格
は
ま
ず
真
人
間
に
た
る
こ
と
で
あ
る
。

二
五
　
　
哲
学
は
、
自
覚
的
な
「
見
る
」
を
、
改
め
て
存
在
的
に
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
哲
学
的
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に
思
索
す
る
者
に
は
、
行
う
を
先
に
し
、
知
る
を
後
に
す
る
と
い
う
構
え
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
然
ら

ざ
れ
ば
、
真
理
を
わ
が
身
の
外
に
求
め
る
こ
と
と
な
っ
て
、
せ
っ
か
く
の
努
力
が
、
自
覚
と
い
う
こ
と
に

至
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
自
覚
と
は
、
ま
さ
し
く
、
わ
が
国
の
先
儒
の
い
わ
ゆ
る
体
認
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

　
知
と
行
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
両
者
の
合
一
を
説
く
論
（
た
と
え
ば
、
王
陽
明
）
と
、
知
を
先
、
行

を
後
と
説
く
論
（
た
と
え
ば
、
貝
原
益
軒
）
と
が
並
び
行
わ
れ
る
が
、
人
格
的
事
行
が
す
べ
て
自
覚
的
な

「
見
る
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
知
行
は
お
と
同
一
た
る
べ
き
で
あ
る
。
ま

た
、
道
を
知
り
、
「
知
ル
処
ヨ
リ
力
行
」
せ
ん
と
す
る
事
行
的
精
神
に
貫
か
れ
る
学
の
立
場
か
ら
は
、
知

る
は
行
う
の
先
に
立
ち
、
以
て
「
開
道
」
の
働
き
を
為
す
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
そ
の
「
知
る
」
は
、
人

倫
の
道
を
弁
（
わ
き
ま
）
え
、
い
わ
ば
、
「
義
理
に
目
に
明
く
」
こ
と
で
あ
っ
て
、
道
徳
的
実
践
の
立
場

か
ら
遊
離
し
た
い
わ
ゆ
る
知
で
は
な
い
。
そ
れ
と
異
な
る
、
単
に
「
物
に
即
い
て
理
を
究
め
」
、
存
在
を

そ
の
も
の
と
し
て
受
取
る
観
想
的
な
学
の
立
場
に
対
し
て
は
、
知
を
、
行
い
て
後
に
知
る
と
い
う
具
体
的

立
場
の
中
に
働
く
分
際
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
実
践
か
ら
遊
離

し
た
知
は
、
単
に
人
生
の
現
実
を
傍
観
す
る
に
と
ど
ま
り
、
現
実
に
対
し
て
相
対
的
な
、
抽
象
的
・
一
面

的
真
理
を
把
握
す
る
に
と
ど
ま
り
、
人
生
の
現
実
と
全
面
的
に
重
な
り
合
い
、
そ
れ
を
貫
く
と
こ
ろ
の
、

絶
対
的
真
理
と
し
て
働
く
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
知
性
又
は
合
理
性
は
、
畢
竟
、
真
理
を

把
握
す
る
機
関
た
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
知
の
立
場
や
理
の
立
場
を
超
え
る
具
体
的
な
非
合
理
的
立
場

に
よ
っ
て
超
え
ら
れ
、
包
ま
れ
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
働
い
て
、
は
じ
め
て
、
そ
の
本
質
を
発
揮
し
得
る
の

で
あ
る
。
そ
の
知
性
を
包
む
立
場
と
い
う
の
は
、
「
臣
君
父
子
の
大
倫
」
よ
り
ほ
か
に
は
な
い
。
哲
学
は
、
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人
た
る
の
道
を
学
ぶ
所
以
で
あ
る
。
も
し
、
哲
学
が
、
人
倫
の
外
に
別
に
真
理
を
持
す
る
哲
学
者
を
要
す

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
哲
学
の
異
端
で
あ
ろ
う
。

二
六
　
　
道
徳
・
宗
教
・
芸
術
に
お
い
て
も
、
自
覚
的
な
「
見
る
」
が
働
く
か
ら
、
そ
の
「
見
る
」
は
、

や
は
り
そ
れ
自
身
の
対
象
た
る
「
見
ら
れ
る
も
の
」
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
、
道
徳
・
宗

教
・
芸
術
に
お
け
る
「
見
る
」
は
、
哲
学
に
お
け
る
「
見
る
」
と
は
異
な
り
、
存
在
を
見
る
と
い
う
面
を

直
接
に
露
出
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
対
象
も
、
存
在
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
道
徳
・
宗
教
・
芸

術
に
お
い
て
は
、
「
見
る
」
が
、
端
的
に
、
「
何
を
見
る
」
の
一
事
と
し
て
働
き
、
「
何
」
と
「
見
る
」

と
が
分
か
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
故
に
、
そ
の
対
象
は
、
事
行
に
対
す
る
事
行
的
対
象
の
意
味
を
も
つ
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
意
味
の
対
象
と
は
、
人
が
、
道
徳
的
実
践
に
お
い
て
憶
念
す
る
理
念
、
た
と

え
ば
、
「
忠
」
と
か
「
義
」
と
か
「
至
極
」
と
か
で
あ
り
、
又
、
芸
術
的
創
作
の
心
得
を
示
す
理
念
、
た

と
え
ば
、
「
自
然
」
と
か
「
ま
こ
と
」
と
か
、
「
さ
び
」
と
か
「
品
」
と
か
で
あ
り
、
又
、
宗
教
に
お
い

て
「
信
受
奉
行
」
す
る
一
句
一
偈
（
げ
）
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
、
「
南

無
妙
法
蓮
華
経
」
の
題
目
の
ご
と
き
も
、
同
じ
く
、
宗
教
的
体
験
に
お
け
る
「
見
る
」
の
対
象
と
考
え
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
道
徳
・
宗
教
・
芸
術
に
お
け
る
智
の
働
き
は
、
こ
と
ご
と
く
、
一
語
一
句
の
事
行
的
対

象
に
集
約
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
憶
念
受
持
の
対
象
た
る
理
念
は
、
哲
学
的
認
識
の
対
象
た
る

理
念
と
は
異
な
り
、
存
在
の
面
を
超
え
て
、
道
徳
・
宗
教
・
芸
術
を
行
ず
る
主
体
の
「
見
る
」
と
一
如
を

成
し
、
従
っ
て
、
知
的
に
追
求
せ
ら
れ
る
対
象
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
人
格
的
事
行
を
生
む
も
の
と
し
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て
働
く
の
で
あ
る
。

二
七
　
　
実
践
的
真
理
を
直
感
的
に
把
握
す
る
働
き
を
「
覚
照
」
と
い
う
。
「
覚
照
」
は
、
人
倫
の
道
の

実
践
と
重
な
り
合
う
絶
対
的
な
「
見
る
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
践
的
立
場
又
は
人
生
の
現
実
と

不
可
分
に
重
な
り
合
う
こ
と
が
な
く
、
単
に
そ
れ
ら
を
傍
ら
か
ら
相
対
的
に
見
る
も
の
は
、
「
観
照
」
又

は
「
観
想
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
観
照
に
よ
っ
て
得
る
識
は
、
「
知
識
」
で
あ
り
、
覚
照
に
よ
っ
て
得
る

識
は
「
見
識
」
で
あ
る
。
知
識
は
、
静
止
せ
る
死
物
で
あ
り
、
見
識
は
、
人
格
的
事
行
を
生
む
と
こ
ろ
の
、

活
き
て
働
く
識
で
あ
る
。

　
覚
照
及
び
見
識
は
、
概
念
的
思
惟
及
び
知
識
以
前
の
も
の
で
は
な
く
、
概
念
的
思
惟
や
知
識
は
、
か

え
っ
て
、
覚
照
及
び
見
識
の
論
理
的
見
解
と
し
て
の
み
、
具
体
的
に
生
き
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
「
君
子

は
覚
照
あ
っ
て
思
索
な
し
」
と
も
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
東
洋
の
学
、
特
に
、
日
本
の
学
は
、
す
ぐ
れ
て

覚
照
的
な
る
を
特
色
と
し
、
こ
ち
た
き
「
言
学
」
を
忌
む
の
で
あ
る
。
自
覚
的
な
「
見
る
」
は
、
見
る
事

行
と
し
て
働
く
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
論
理
的
思
弁
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
見
る
」
を
、
見

ら
れ
る
存
在
に
化
す
る
こ
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
そ
の
低
次
面
を
露
出
す
る
に
す
ぎ
ぬ
。
し
か
も
、
そ

の
思
弁
が
、
高
き
覚
照
に
包
ま
れ
支
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
し
て
、
単
な
る
論
理
的
遊
戯
に
堕
す
る
と
き
は
、

そ
れ
は
忌
む
べ
き
言
学
と
な
る
の
で
あ
る
。

二
八
　
　
但
し
、
「
言
学
せ
ぬ
」
又
は
「
思
索
な
し
」
が
、
単
に
、
「
言
学
す
る
」
又
は
「
思
索
あ
り
」
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の
反
対
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
ぬ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
一
面
的
否
定
た
る
に
と
ど
ま
っ
て
、
有
に
対
す
る
相

対
的
無
に
堕
す
る
。
有
に
対
す
る
無
は
、
定
率
せ
ら
れ
る
存
在
的
な
無
で
あ
っ
て
、
畢
竟
、
そ
れ
自
身
一

つ
の
有
を
出
で
ぬ
。
真
の
無
と
は
、
「
無
く
す
る
」
と
い
う
働
く
事
行
的
な
無
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
言

学
せ
ぬ
と
は
、
発
せ
ら
れ
る
言
葉
が
、
す
べ
て
、
事
行
的
な
無
に
よ
っ
て
裏
打
さ
れ
、
有
の
ま
ま
無
と
し

て
働
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
故
に
、
真
実
に
絶
対
の
無
の
消
息
を
伝
え
る
論
理
的
思
弁
な

ら
ば
、
百
万
言
を
費
す
と
い
う
え
ど
も
、
す
こ
し
も
言
学
と
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
本
来
、
哲
学
と
は
、

言
学
と
な
る
こ
と
の
な
い
覚
照
の
論
理
を
、
委
曲
を
尽
し
て
展
開
す
る
事
行
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、

道
徳
・
宗
教
・
芸
術
の
中
に
働
く
無
の
論
理
を
―
―
そ
れ
は
純
粋
に
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
な
る
所
与
で
は
な
く
て
、

ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
哲
学
は
そ
れ
を
す
ら
も
―
―
仮
に
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
と
し
て
遇
し
、

こ
れ
を
さ
ら
に
ミ
ヅ
カ
ラ
に
転
換
す
る
と
こ
ろ
の
事
行
な
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
知
性
又
は
合
理
性
は
、

い
わ
ば
、
覚
照
を
荷
う
体
験
と
し
て
働
く
。
覚
照
は
、
知
を
超
え
合
理
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
知
性

又
は
合
理
性
に
よ
る
観
照
を
体
験
と
し
て
、
体
系
的
に
み
ず
か
ら
を
露
わ
に
す
る
と
き
、
覚
照
の
哲
学
を

成
立
せ
し
む
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
観
照
が
、
単
に
覚
照
の
低
次
面
と
し
て
、
そ
の
手
段
と
な
っ
て
働

く
と
い
う
の
で
は
な
く
、
観
照
そ
れ
自
身
が
、
み
ず
か
ら
の
働
き
に
よ
っ
て
、
自
覚
的
立
場
を
得
て
、
覚

照
転
換
す
る
の
で
あ
る
。

二
九
　
　
知
性
を
媒
介
と
す
る
学
的
哲
学
は
、
い
わ
ば
、
第
二
次
の
自
覚
で
あ
っ
て
、
学
的
哲
学
を
欠
く

も
、
人
格
と
し
て
は
別
に
欠
く
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
―
―
但
し
、
そ
れ
は
箇
人
の
場
合
に
お
い
て
で
あ
っ
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て
、
箇
人
を
こ
え
る

人
生
全
体
（
そ
の
具
体
的
な
も
の
は
、
の
ち
に
説
く
ご
と
く
、
国
家
・
民
族
）
に
お
い
て
は
、
「
全
体
」

の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
が
隈
な
く
開
展
せ
ら
れ
て
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
ら
、
民

族
文
化
は
、
そ
の
体
験
を
論
理
的
に
体
系
化
す
る
学
的
哲
学
を
も
有
た
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
も
し
民
族
文

化
が
、
学
的
哲
学
の
体
系
を
欠
く
と
き
に
は
、
学
的
体
系
を
も
つ
他
の
文
化
に
接
す
る
際
に
、
人
間
体
験

の
深
さ
高
さ
に
お
い
て
は
遥
か
に
彼
に
勝
る
と
も
、
一
面
、
彼
に
比
し
文
化
的
に
劣
位
に
在
る
の
様
相
を

呈
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
見
る
」
が
「
見
る
」
自
身
を
掴
む
の
が
、
「
見
る
」
の
自
覚
で
あ
る
と
い

う
意
義
を
有
す
る
の
で
、
そ
の
自
覚
な
く
し
て
把
握
さ
れ
た
真
理
は
、
一
種
未
媒
介
の
素
朴
な
真
理
で
あ

る
か
の
ご
と
く
に
誤
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
論
理
的
に
組
織
さ
れ
た
自
覚
体
系
を
欠
く
民
族
文
化
は
美

し
い
道
徳
的
体
験
、
深
い
宗
教
的
体
験
、
高
い
芸
術
的
体
験
を
も
ち
な
が
ら
、
近
代
的
武
備
に
お
い
て
欠

く
る
と
こ
ろ
あ
る
国
家
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
て
、
容
易
に
、
体
験
的
に
は
低
く
浅
き
、
但
し
体
系
的
組

織
を
も
つ
他
国
の
思
想
に
侵
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
故
に
、
哲
学
者
の
思
索
に
は
、
国
家
の
生
命
を
顕
現
す

る
方
向
の
事
行
の
意
義
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
哲
学
者
が
も
し
そ
の
意
義
を
把
握
せ
ぬ
と
き
は
、
彼
は
自

己
の
立
場
を
自
覚
せ
ぬ
も
の
、
従
っ
て
、
ま
さ
し
く
、
て
哲
学
者
た
る
に
お
い
て
欠
く
る
と
こ
ろ
の
あ
る

も
の
で
あ
る
。

三
〇
　
　
哲
学
は
、
思
惟
の
働
き
と
し
て
為
さ
れ
る
か
ら
、
自
覚
の
学
で
あ
る
哲
学
が
、
思
惟
が
思
惟
自

身
を
把
握
す
る
事
行
と
し
て
出
発
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
当
然
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

27



ヌ
ス
は
、
真
理
探
求
の
行
路
に
お
い
て
、
極
度
の
懐
疑
に
沈
淪
し
、
つ
い
に
、
す
べ
て
を
疑
う
も
、
疑
う

意
識
の
事
実
そ
の
も
の
は
疑
う
こ
と
が
で
き
ぬ
と
い
う
、
絶
対
確
実
の
真
理
に
到
達
し
た
。
デ
カ
ル
ト
が
、

自
己
意
識
の
内
在
性
を
真
理
の
標
準
と
し
て
立
て
た
の
も
、
思
惟
の
自
己
把
握
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
哲

学
は
、
「
見
る
」
が
責
任
的
立
場
に
立
つ
事
行
で
あ
っ
て
、
常
識
の
立
場
又
は
自
然
科
学
の
立
場
が
、
見

る
働
き
を
与
え
ら
れ
て
有
つ
ま
ま
に
発
揮
す
る
の
と
は
異
な
り
、
自
覚
的
立
場
に
立
っ
て
、
事
物
の
本
然

を
見
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
哲
学
が
真
知
の
学
と
い
わ
れ
る
の
も
こ
れ
に
よ
る
。

　
自
覚
的
立
場
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
を
把
握
し
て
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
自
覚
的
立

場
に
立
っ
て
一
切
の
事
物
の
本
然
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
根
本
に
お
い
て
、
自
己
を
掴
む
と
い
う

こ
と
に
帰
す
る
。
故
に
、
哲
学
は
、
哲
学
す
る
直
接
の
自
己
の
、
す
な
わ
ち
、
見
る
又
は
思
惟
す
る
働
き

そ
の
も
の
の
反
省
と
し
て
出
発
す
る
の
で
あ
る
。

三
一
　
　
し
か
し
、
翻
っ
て
考
う
る
に
、
「
我
思
惟
す
」
と
い
う
事
実
を
、
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
明
証
の
事

実
と
し
て
掴
み
、
そ
こ
か
ら
、
「
我
有
り
」
と
、
自
我
の
存
在
を
立
て
る
の
は
、
一
往
の
理
で
あ
る
が
、

哲
学
の
出
発
が
そ
こ
に
留
ま
る
な
ら
ば
、
人
生
の
如
実
の
真
理
は
永
遠
に
逸
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
人
生

の
現
実
に
お
い
て
は
、
我
の
在
る
の
は
、
親
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
る
が
故
で
あ
っ
て
、
見
る
又
は
思
惟
す

る
働
き
そ
の
も
の
す
ら
、
親
に
よ
っ
て
生
ま
れ
ず
し
て
は
、
発
現
し
え
ぬ
の
で
あ
る
。
か
く
、
も
と
生
ま

れ
た
働
き
で
あ
る
「
見
る
」
が
、
お
の
れ
を
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
把
握
せ
ぬ
の
は
、
畢
竟
、
無
自
覚
で

あ
っ
て
、
出
発
に
お
け
る
こ
の
無
自
覚
の
立
場
は
、
致
命
的
な
含
み
残
し
と
な
っ
て
、
後
来
い
か
に
精
密
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な
り
論
理
を
展
開
す
る
も
、
決
し
て
回
復
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
故
に
、
我
々
は
、
ま
ず
、
素
朴
に
、

自
己
が
親
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
在
る
と
い
う
厳
粛
な
人
生
の
事
実
を
容
認
し
、
そ
の
事
実
の
論
理
性
を
闡

（
せ
ん
）
明
し
て
哲
学
を
建
つ
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
、
後
来
の
哲
学
に
お
け
る
と
は
全
く
異
な
る
哲
学
の
エ
ー
ト
ス
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
従

来
の
哲
学
は
、
「
見
る
」
が
あ
く
ま
で
責
任
的
立
場
に
立
と
う
と
し
て
、
論
理
的
に
一
貫
す
る
思
弁
を

も
っ
て
哲
学
を
組
織
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
余
は
、
人
生
の
事
実
の
如
実
の
洞
見
を
以
て
哲

学
を
組
織
し
、
人
倫
を
貫
く
筋
道
を
究
め
、
同
時
に
、
そ
の
論
理
的
一
貫
性
を
闡
明
せ
ん
と
す
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
「
見
る
」
働
き
を
も
与
え
る
と
こ
ろ
の
「
生
む
」
の
責
任
的
立
場
に
立
ち
つ
つ
、
同
時
に

自
覚
的
に
見
る
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
「
生
産
的
解
釈
学
」
又
は
「
事
行
論
的
解
釈
学
」
と
呼
ば
る
べ

き
哲
学
な
の
で
あ
る
。

三
二
　
　
「
見
る
」
が
責
任
的
立
場
に
立
つ
の
み
の
従
来
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
「
我
思
惟
す
」
か
ら

「
我
在
り
」
の
事
実
の
把
握
と
な
っ
て
、
そ
こ
に
と
ど
ま
る
か
ら
、
自
己
と
他
の
人
と
の
絶
対
的
な
繋
が

り
は
、
そ
こ
か
ら
は
得
ら
れ
ず
、
必
然
的
に
、
箇
人
主
義
的
立
場
に
陥
る
ほ
か
な
い
。
た
と
い
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
よ
う
に
、
人
間
を
多
元
的
に
考
え
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
格
は
、
単
子
と
し
て
孤
立
す

る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
一
面
、
こ
の
立
場
か
ら
見
ら
れ
る
箇
は
、
真
実
の
箇
で
は
な
く
、
す
べ

て
抽
象
一
般
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
わ
け
は
、
「
見
る
」
は
超
越
で
あ
る
か
ら
、
超
越

に
対
す
る
も
の
は
お
の
ず
か
ら
超
越
で
あ
る
ほ
か
は
な
く
、
見
ら
れ
る
箇
は
、
実
は
現
実
の
箇
で
は
な
く
、
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箇
と
し
て
抽
象
的
に
措
定
さ
れ
る
一
般
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
戸
籍
も
な
く
、

国
籍
も
な
く
考
え
ら
れ
る
カ
ン
ト
の
「
人
格
」
の
ご
と
き
が
、
ま
さ
し
く
、
か
か
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
カ

ン
ト
が
、
物
自
体
を
、
誤
認
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
ぬ
超
越
者
と
し
て
残
し
た
の
も
、
見
る
超
越
に
対
す
る

見
ら
れ
る
超
越
を
容
認
し
た
も
の
と
し
て
、
カ
ン
ト
的
思
索
の
誠
実
を
示
す
と
共
に
、
い
わ
ゆ
る
理
性
論

的
立
場
の
抽
象
を
告
白
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
理
性
論
的
哲
学
に
対
す
る
反
動
と
し
て
現

れ
る
広
義
に
お
け
る
存
在
論
的
哲
学
（
生
哲
学
、
人
間
学
、
実
存
哲
学
等
々
）
も
、
「
生
む
」
と
「
生
ま

れ
る
」
と
の
人
生
の
現
実
を
見
失
う
た
め
に
、
依
然
と
し
て
、
彼
等
の
克
服
せ
ん
と
す
る
観
想
の
立
場
を

超
脱
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
従
っ
て
、
歴
史
的
生
命
た
る
真
実
の
箇
の
自
覚
に
は
到
達
せ
ぬ
の
で
あ
る
。

三
三
　
　
人
が
見
る
の
は
、
見
る
働
き
を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
与
え
ら
れ
て
生
ま
れ
る
が
た
め
で
あ
る
。
故
に
、

見
る
を
ミ
ヅ
カ
ラ
と
す
る
立
場
に
立
つ
の
は
、
い
わ
ば
倒
錯
で
あ
る
。
と
言
っ
て
も
、
哲
学
は
、
「
見

る
」
が
「
見
る
」
自
身
を
見
る
事
行
で
あ
る
か
ら
、
見
る
を
ミ
ヅ
カ
ラ
と
す
る
の
は
、
や
は
り
哲
学
の
当

然
の
出
発
で
あ
る
。
し
か
し
、
哲
学
が
そ
の
ま
ま
見
る
を
絶
対
的
な
立
場
と
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
哲
学
は
、

人
生
の
真
理
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
の
で
あ
る
。
故
に
、
余
は
、
見
る
の
ミ
ヅ
カ
ラ
を
、
直
ち
に
オ

ノ
ヅ
カ
ラ
に
切
換
え
て
、
見
る
の
本
質
を
生
か
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
、
見
る
を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
と

す
る
の
は
、
実
は
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
働
き
で
あ
る
か
ら
、
か
く
切
換
え
ら
れ
た
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
は
、
初
め
の
与

え
ら
れ
た
ま
ま
の
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
で
は
な
く
、
実
は
、
ミ
ヅ
カ
ラ
が
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
格
相
を
帯
び
る
も
の
な

の
で
あ
る
。
か
く
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
と
す
る
の
が
、
自
然
を
生
か
す
、
又
は
自
然
に
随
順
す
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る
、
又
は
天
道
を
賛
成
す
る
人
格
的
体
験
で
あ
っ
て
、
哲
学
と
い
え
ど
も
、
そ
の
道
に
漏
れ
る
こ
と
が
な

い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
、
「
ミ
ヅ
カ
ラ
を
ミ
ヅ
カ
ラ
と
し
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
と
せ
よ
、

こ
れ
知
る
な
り
」
と
い
う
哲
学
の
根
本
的
原
則
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
ミ
ヅ
カ
ラ
を
ミ
ヅ
カ
ラ
と
す

る
と
は
、
「
見
る
」
に
対
す
る
能
与
な
る
「
生
む
」
の
立
場
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
自
覚
と
は
、
「
生

む
」
立
場
に
ミ
ヅ
カ
ラ
立
っ
て
、
「
見
る
」
を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
と
す
る
体
験
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

三
四
　
　
哲
学
が
、
あ
く
ま
で
見
る
を
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
と
す
る
の
は
、
「
私
の
ま
よ
い
」
で
あ
る
。
こ

れ
に
反
し
て
、
「
見
る
」
が
「
生
す
」
の
中
に
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
働
く
も
の
の
格
相
に
お
い
て
自
己
を
掴
む
の

は
、
生
ま
れ
た
子
が
生
み
の
親
に
随
順
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
体
験
は
「
孝
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。

孝
は
「
私
を
や
ぶ
り
す
つ
る
主
人
公
で
あ
っ
て
」
で
あ
っ
て
、
哲
学
も
、
孝
徳
の
発
言
に
よ
っ
て
え
、
箇

の
私
を
超
え
る
公
共
的
真
理
を
把
握
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
親
の
コ
ト
バ
に
聴
従
し
随
順
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
見
る
を
原
理
と
せ
ず
、
聴
く
を
原
理
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
自
覚
は
、
「
見

る
」
が
聴
く
立
場
に
立
つ
事
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

三
五
　
　
「
見
る
」
が
、
真
に
具
体
的
な
働
き
と
な
る
た
め
に
は
、
「
見
る
」
に
、
自
己
は
生
ま
れ
た
も

の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
子
と
し
て
見
る
の
で
あ
る
と
い
う
事
の
把
握
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
み
ず
か
ら

子
の
立
場
に
立
っ
て
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
親
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
親
の
本
然
は
「
生
む
」
働

き
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
親
を
見
る
と
い
う
の
は
、
「
生
む
」
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
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に
、
「
見
る
」
は
超
越
の
働
き
で
は
あ
る
が
、
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
生
む
」
そ
の
も
の
を
超

越
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
従
っ
て
、
「
生
む
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
逆
に
、
「
見
る
」
は
「
生
む
」

の
中
に
没
し
て
、
は
じ
め
て
、
そ
の
正
当
の
位
を
得
る
の
で
あ
る
。

　
「
見
る
」
が
「
生
む
」
の
中
に
没
す
る
と
は
、
「
見
る
」
が
事
行
の
中
に
働
く
、
す
な
わ
ち
、
自
覚
的

に
事
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
徳
・
宗
教
・
芸
術
な
ど
の
人
格
的
事
行
は
、
か
く
の
ご
と
き
自
覚

的
事
行
で
あ
り
、
哲
学
は
、
そ
の
立
場
を
知
性
を
媒
介
と
し
て
更
に
把
握
す
る
と
こ
ろ
の
事
行
で
あ
る
。

把
握
す
る
こ
と
は
、
一
面
、
超
越
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
超
越
が
現
実
の
外
に
あ
っ
て
こ
れ
に
対
す
る
も

の
と
な
る
と
き
、
抽
象
的
超
越
に
陥
る
。
多
く
の
哲
学
は
、
か
か
る
抽
象
的
超
越
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

哲
学
に
お
け
る
真
の
超
越
は
、
「
見
る
」
を
「
生
む
」
に
没
せ
し
め
る
こ
と
を
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
と
し
、

そ
れ
と
共
に
、
「
見
る
」
の
超
越
を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
実
現
す
る
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
超
越
も
、
自
覚

的
立
場
を
得
れ
ば
、
超
越
そ
れ
自
身
を
超
越
し
て
、
超
越
を
相
対
的
存
在
と
し
て
露
出
せ
ぬ
も
の
と
な
り
、

事
行
の
内
に
絶
対
的
に
働
く
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

三
六
　
　
「
見
る
」
と
い
う
働
き
も
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
認
識
が
、
具
体
的
に
は
、

す
べ
て
、
現
実
の
箇
人
を
媒
介
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
面
を
抽
象
化
す
れ
ば
、
ギ

リ
シ
ア
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
の
よ
う
に
、
法
律
・
道
徳
を
は
じ
め
、
一
切
の
認
識
に
は
、
普
遍
性
や
必
然

性
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
は
、
箇
人
的
・
主
観
的
・
相
対
的
で
あ
っ
て
、
真
理
と
い
う
も
の
は
、
そ
の

人
に
と
っ
て
、
そ
の
時
そ
の
場
か
ぎ
り
の
も
の
に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
考
に
陥
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ソ
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フ
ィ
ス
ト
た
ち
と
い
え
ど
も
、
か
か
る
考
を
一
時
の
思
い
つ
き
と
し
て
抱
い
た
の
で
な
く
、
常
に
こ
の
考

を
堅
持
し
、
か
つ
、
そ
の
考
が
、
他
人
に
も
妥
当
す
る
真
理
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
自

身
も
、
認
識
の
必
然
性
・
普
遍
性
、
並
び
に
、
真
理
の
絶
対
性
を
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

懐
疑
論
者
と
い
え
ど
も
、
疑
う
こ
と
を
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
自
己
が
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
信
ず
る
こ
と
を
、

ミ
ヅ
カ
ラ
把
握
せ
ぬ
こ
と
こ
そ
無
自
覚
と
い
う
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
に
対
し
て
現
れ

て
、
認
識
の
普
遍
と
必
然
、
真
理
の
絶
対
を
説
い
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
「
汝
み
ず
か
ら
を
知
れ
」
を
箴
言

と
し
て
持
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
意
味
か
ら
も
、
興
深
き
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に

は
じ
ま
り
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
経
て
現
代
に
及
ぶ
西
洋
哲
学
の
伝
統
は
、
存
在
を
見
る
観

照
の
立
場
に
終
始
し
て
、
存
在
を
生
む
生
産
又
は
事
行
の
立
場
を
如
実
に
掴
む
こ
と
が
な
い
。
従
っ
て
、

そ
の
立
場
か
ら
見
ら
れ
る
存
在
は
、
現
実
性
を
喪
失
し
た
一
般
的
存
在
で
あ
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
存
在
を
現
実
に
掴
む
に
は
、
現
実
を
生
む
、
又
は
、
現
実
に
事
行
す
る
自
己
を
把
握
す
る
ほ
か
は
な

い
。
こ
れ
は
、
行
ず
る
と
見
る
と
が
一
致
す
る
知
行
合
一
の
立
場
、
言
い
か
え
れ
ば
、
歴
史
的
実
践
の
立

場
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。

三
七
　
　
哲
学
は
、
親
と
し
て
生
み
、
同
時
に
、
子
と
し
て
え
見
る
と
こ
ろ
の
人
格
的
体
験
の
一
つ
で
あ

る
。
道
徳
・
宗
教
・
芸
術
に
も
、
広
義
に
お
け
る
哲
学
的
立
場
（
自
覚
的
立
場
）
が
含
ま
れ
、
い
ず
れ
も
、

親
と
し
て
生
み
、
子
と
し
て
見
る
体
験
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
見
る
内
容
が
、
見

る
働
き
と
共
に
、
、
生
む
事
行
の
中
に
含
ま
れ
て
、
外
に
露
わ
と
な
る
こ
と
が
な
い
。
哲
学
は
、
こ
れ
に
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反
し
て
、
そ
の
見
る
内
容
を
、
体
系
的
に
外
に
展
開
す
る
事
行
な
の
で
あ
る
。
こ
の
展
開
は
、
見
る
又
は

思
惟
の
自
己
責
任
に
よ
っ
て
貫
か
れ
る
。
そ
の
思
惟
の
自
己
責
任
が
論
理
で
あ
っ
て
、
哲
学
は
、
論
理
的

な
る
こ
と
を
絶
対
の
条
件
と
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
見
る
又
は
思
惟
す
る
働
き
そ
の
も
の
も
生
ま
れ
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
も
、
単
に
、
思
惟
に
と
っ
て
の
所
与
の
事
実
と
し
て
受
取
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、

そ
の
事
実
の
論
理
的
必
然
性
が
、
思
惟
そ
の
も
の
の
本
質
乃
至
は
構
造
よ
り
し
て
闡
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

余
は
、
次
に
、
こ
と
闡
明
を
試
み
て
、
哲
学
の
論
理
的
立
場
と
、
人
生
の
現
実
と
を
必
然
的
に
連
繋
（
け

い
）
せ
し
め
、
爾
後
の
思
索
の
具
体
的
地
盤
た
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
。

　
見
る
働
き
は
、
見
ら
れ
る
対
象
に
対
す
る
。
「
見
ら
れ
る
」
と
い
う
の
は
、
動
態
に
お
い
て
は
、
被
動

で
あ
り
、
存
在
の
様
態
に
お
い
て
は
、
所
与
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
す
べ
て
、
対
す
る
も
の
は
対
等
で
あ

る
か
ら
、
見
る
働
き
は
、
一
面
、
見
ら
れ
る
対
象
を
超
越
す
る
と
は
い
え
、
被
動
か
つ
所
与
に
対
す
る
も

の
と
し
て
、
他
面
、
そ
れ
自
身
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
、
被
動
で
あ
り
、
所
与
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
見
る
働
き

が
被
動
で
あ
り
、
所
与
で
あ
る
と
は
、
そ
の
働
き
が
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
べ

て
生
き
て
働
く
も
の
は
、
作
ら
れ
る
と
い
う
形
で
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
生
ま
れ
る
と
い
う
形
で

与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
見
る
と
い
う
働
き
が
、
現
実
の
事
物
に
対
す
る
現
実
の
働
き
で
あ
る
た

め
に
は
、
そ
の
働
き
が
生
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
「
見
る
」
一
般
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
ど
こ
に
も
な

く
、
具
体
的
な
「
見
る
」
は
、
必
ず
、
父
母
所
生
の
現
実
の
人
間
の
働
き
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
思
惟
の
自
覚
は
、
自
己
の
所
生
の
立
場
の
認
容
と
結
び
つ
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
生
ま
れ
た
も

の
が
ｇ
，
み
ず
か
ら
を
、
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
把
握
す
る
の
が
、
自
覚
の
根
底
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
論
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理
的
思
惟
が
、
「
生
む
」
の
概
念
を
、
い
わ
ゆ
るvital

（
生
体
的
）
な
も
の
と
し
て
、
思
惟
の
領
域
の
外

に
斥
け
る
の
は
、
実
は
、
思
惟
の
無
自
覚
で
あ
っ
て
、
論
理
的
思
惟
は
、
「
生
む
」
「
生
ま
れ
る
」
の
親

子
と
不
可
分
の
関
係
に
立
つ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
「
生
産
的
解
釈
学
」
又
は
「
事
行
論
的
解
釈
学
」
は
、
以
上
の
論
理
的
思
索
を
根
底
と
し
て
出
発
す
る

の
で
あ
る
。

三
八
　
　
し
か
ら
ば
、
こ
の
哲
学
は
何
故
に
解
釈
学
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
。
そ
れ
は
、
与
え
ら
れ
た
存

在
を
ま
ず
受
取
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
の
が
、
与
え
ら
れ
た
働
き
で
あ
る
「
見
る
」
に
ふ
さ
わ
し
く
、
か

つ
、
単
に
受
取
る
の
み
で
な
く
、
こ
れ
を
自
己
の
所
有
と
し
て
、
自
己
の
内
に
整
合
的
・
体
系
的
に
整
頓

す
る
の
が
、
も
と
も
と
超
越
で
あ
る
「
見
る
」
の
働
き
に
は
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
整
頓
は
、

解
釈
と
呼
ば
れ
、
整
頓
の
原
理
は
、
論
理
と
呼
ば
れ
る
。

　
次
に
、
こ
の
哲
学
は
、
何
故
に
生
産
的
又
は
事
行
論
的
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
。
そ
れ
は
、
自
覚
的
な

我
は
、
単
に
存
在
を
見
る
だ
け
で
な
く
、
「
生
す
」
又
は
「
為
す
」
に
よ
っ
て
存
在
を
与
え
る
と
こ
ろ
の

資
産
主
体
又
は
事
行
主
体
で
あ
り
、
し
か
も
、
見
る
立
場
は
「
な
す
」
立
場
と
不
可
分
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。

　
従
っ
て
、
論
理
は
、
与
え
ら
れ
た
存
在
を
整
頓
す
る
原
理
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
、
存
在
を
与
え

る
立
場
か
ら
践
ま
る
べ
き
「
道
」
と
も
な
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
論
理
は
、
「
見
る
」
及
び
「
生

む
」
原
理
と
し
て
、
そ
れ
自
身
、
働
く
無
で
あ
る
と
共
に
ま
た
、
一
面
、
存
在
の
原
型
た
る
も
の
で
な
く
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て
は
な
ら
ぬ
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
、
そ
れ
は
践
ま
る
べ
き
道
な
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
の
原
型
と
は
、
す
な

わ
ち
、
「
生
む
」
と
「
生
ま
れ
る
」
と
の
、
又
は
、
親
と
子
と
の
、
一
如
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
事
行
論
的
解

釈
学
に
お
け
る
論
理
は
、
か
く
、
原
理
で
あ
る
と
共
に
、
存
在
の
原
型
た
り
、
働
く
無
で
あ
る
と
共
に
、

一
切
の
有
の
結
晶
核
た
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

三
九
　
　
論
理
を
、
単
に
思
惟
又
は
存
在
の
形
式
に
留
ま
ら
し
め
る
こ
と
な
く
、
親
子
と
い
う
ご
と
き
、

生
の
内
実
と
不
可
分
に
結
合
し
て
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
思
念
に
お
い
て
具
体
的
立
場
を
去
ら
ず
、

数
学
に
お
い
て
実
践
的
立
場
を
空
し
く
せ
ぬ
わ
が
国
人
の
哲
学
と
し
て
、
当
然
取
る
べ
き
形
態
で
あ
っ
て
、

単
に
理
を
以
て
教
を
伝
え
ず
、
「
何
に
て
も
物
に
て
伝
え
、
業
に
て
伝
え
、
器
物
に
比
し
て
伝
え
樽
」
日

本
の
数
学
の
風
格
を
、
現
代
の
哲
学
に
お
い
て
生
か
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

四
〇
　
　
従
来
、
論
理
と
考
え
ら
れ
た
も
の
は
、
あ
る
い
は
、
思
惟
の
論
理
で
あ
り
、
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
）
、
あ
る
い
は
、
認
識
を
成
立
せ
し
め
る
超
越
的
な
働
き
の
原
理
（
先
験
論
理
）
で
あ
り
（
カ
ン
ト
）
、

あ
る
い
は
、
思
惟
の
意
味
の
論
理
で
あ
っ
た
（
フ
ッ
サ
ー
ル
）
。
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
あ
っ
て
も
、
思
惟

そ
の
も
の
が
、
お
の
れ
を
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
が
な
く
、
従
っ
て
、
そ
れ
ら
に
お
い
て

は
、
生
す
「
生
産
」
及
び
為
す
「
事
行
」
の
意
義
が
十
分
に
掴
ま
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
「
な
す
」
と
共
に
見

る
の
が
自
覚
で
あ
る
か
ら
、
自
覚
の
論
理
は
、
「
見
る
」
の
論
理
で
あ
る
思
惟
の
論
理
及
び
先
験
論
理
を

超
え
て
、
「
な
す
」
の
論
理
た
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
ま
た
、
存
在
は
生
産
及
び
先
験
論
理
を
超
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え
て
、
「
な
す
」
の
論
理
た
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
ま
た
、
存
在
は
生
産
及
び
事
行
に
よ
っ
て
、

自
己
の
存
在
の
意
義
を
発
揮
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
自
覚
の
論
理
は
、
真
理
を
観
照
的
立
場
か
ら
、
存

在
の
意
味
と
い
う
ご
と
き
一
般
的
性
格
に
お
い
て
求
め
る
抽
象
的
立
場
を
超
え
て
、
現
実
の
歴
史
的
自
己

を
具
体
的
に
実
現
す
る
実
践
の
原
理
と
な
り
、
同
時
に
実
践
の
原
型
を
与
え
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

事
行
論
的
解
釈
学
は
、
か
か
る
具
体
的
超
越
の
論
理
に
よ
っ
て
貫
か
れ
る
哲
学
の
体
系
な
の
で
あ
る
。

四
一
　
　
「
見
る
」
は
超
越
の
働
き
で
あ
る
と
は
い
え
、
所
与
の
対
象
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
働

き
そ
れ
自
身
が
所
与
性
を
脱
し
な
い
。
故
に
、
「
見
る
」
は
与
え
る
と
い
う
能
与
の
立
場
を
発
揮
す
る
こ

と
が
で
き
ず
に
、
単
に
、
与
え
ら
れ
た
も
の
を
受
取
る
と
い
う
働
き
を
な
す
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
見

る
と
い
う
の
も
実
は
働
き
で
あ
り
、
働
き
の
本
質
は
能
与
で
あ
る
が
、
「
見
る
」
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
働

き
の
能
与
性
が
実
現
さ
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
故
に
、
「
見
る
」
は
、
行
為
で
あ
る
と
は
い
え
、
勝
義
に
お
け

る
現
実
的
行
為
で
は
な
い
。

　
「
見
る
」
が
能
与
性
を
実
現
し
得
ぬ
の
は
、
所
与
の
も
の
に
対
す
る
が
故
で
あ
る
か
ら
、
働
き
が
働
き

の
実
を
発
揮
し
て
、
能
与
性
を
現
す
た
め
に
は
、
能
与
の
も
の
に
対
す
る
ほ
か
は
な
い
。
す
べ
て
、
対
す

る
も
の
は
対
等
で
あ
る
か
ら
、
能
与
の
も
の
に
対
し
て
の
み
、
お
の
れ
も
よ
く
能
与
た
り
得
る
の
で
あ
る
。

能
与
の
も
の
に
対
す
る
と
は
、
対
者
と
し
て
主
体
の
汝
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
畢
竟
、

「
生
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
汝
を
わ
が
外
に
立
て
る
の
は
、
お
の
ず
か
ら
、
こ
れ
を
見
る

と
い
う
こ
と
を
含
む
。
「
見
る
」
の
超
越
は
、
か
く
、
「
生
す
」
を
伴
い
、
し
か
も
「
生
す
」
の
中
に
没
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す
る
格
相
に
お
い
て
「
生
す
」
と
一
如
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
真
に
、
働
き
の
名
に
値
す

る
能
為
の
事
行
と
な
る
の
で
あ
る
。
真
の
超
越
は
、
い
わ
ば
、
「
生
す
」
を
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
と
し
、

「
見
る
」
を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
「
生
む
」
立
場
を
伴
わ
ぬ
単
な
る
「
見
る
」
は
、
具
体
的
な
主
体
の
立
場
に
お
ら
ぬ
か
ら
、
具

体
的
な
主
体
た
る
対
者
に
対
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
は
た
し
て
、
見
る
の
対
象
は
、
す
べ
て
、
主
体
的

生
命
な
ら
ぬ
も
の
の
み
で
あ
る
。
た
と
い
、
一
往
は
主
体
的
生
命
に
対
す
る
が
ご
と
く
で
あ
る
も
、
「
見

る
」
は
、
そ
の
対
象
の
主
体
性
・
生
命
性
を
払
拭
し
、
こ
れ
を
、
低
次
の
客
体
性
・
非
生
命
性
の
象
面
に

お
い
て
見
る
の
で
あ
る
。
自
然
科
学
は
、
本
来
的
に
か
か
る
立
場
の
も
の
で
あ
り
、
西
洋
哲
学
は
、
そ
の

立
場
を
乗
り
超
え
て
、
自
覚
的
立
場
に
立
つ
こ
と
を
念
願
と
し
な
が
ら
も
、
自
覚
的
な
主
体
の
事
行
そ
の

も
の
を
掴
む
力
を
欠
く
た
め
に
、
生
産
の
立
場
を
逸
し
、
そ
の
た
め
に
、
原
理
的
に
は
、
自
然
科
学
的
立

場
を
超
脱
し
か
ね
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四
二
　
　
「
見
る
」
は
、
他
を
自
己
の
意
識
に
映
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
を
迎
え
、
他
を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
自

己
と
す
る
働
き
で
あ
る
。
自
他
の
相
対
は
、
見
る
自
己
の
絶
対
に
よ
っ
て
超
え
ら
れ
る
。
か
く
、
相
対
が

絶
対
に
帰
一
す
る
体
験
の
格
相
を
「
往
相
」
と
名
づ
け
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
「
生
す
」
は
、
自
己
の
生

命
を
他
と
し
て
立
て
る
働
き
で
あ
っ
て
、
自
他
の
同
一
を
失
わ
ず
し
て
他
に
対
し
、
対
す
る
が
故
に
「
見

る
」
を
も
お
の
ず
か
ら
含
む
の
で
あ
る
。
「
生
す
」
は
、
絶
対
が
、
お
の
ず
か
ら
絶
対
た
る
ま
ま
、
み
ず

か
ら
の
内
に
相
対
を
現
ず
る
体
験
で
あ
っ
て
、
体
験
の
か
か
る
格
相
を
「
還
相
」
と
名
づ
け
る
。
そ
し
て

38



上
述
の
ご
と
く
、
「
見
る
」
は
「
生
す
」
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
還
相
は
、
往
相
を
前
提
と
し
、
そ
れ

を
超
え
る
も
の
、
あ
る
い
は
、
往
相
を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
格
相
に
お
い
て
具
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
「
生
す
」
の
還
相
的
体
験
の
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
行
わ
れ
る
も
の
が
、
親
が
子
を
生
む
生
産
で
あ
り
、

ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
に
お
い
て
こ
れ
を
行
う
も
の
が
、
「
為
す
」
「
成
す
」
「
作
す
」
な
ど
に
よ
っ
て
表
さ

れ
る
事
行
で
あ
る
。
そ
し
て
、
見
る
働
き
が
、
か
か
る
自
主
的
事
行
に
お
い
て
働
く
も
の
に
転
換
す
る
と

き
、
自
覚
的
な
「
見
る
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

四
三
　
　
先
に
、
「
見
る
」
は
現
実
の
超
越
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
「
見
る
」
が
現
実
を
超
越
す
る

の
は
、
単
に
、
超
越
の
格
相
を
現
す
の
み
で
あ
っ
て
、
「
見
る
」
は
、
実
は
な
ん
ら
実
質
的
な
超
越
で
は

な
い
。
「
見
る
」
は
、
存
在
を
迎
え
る
働
き
で
あ
っ
て
、
存
在
を
与
え
る
働
き
で
は
な
い
か
ら
、
見
る
事

は
、
見
る
主
体
と
対
象
と
の
間
の
、
現
実
の
事
態
に
、
少
し
の
変
更
を
も
斉
（
い
つ
く
）
さ
ぬ
。
従
っ
て
、

見
る
の
超
越
は
、
現
実
的
な
超
越
と
な
る
こ
と
が
な
い
。
超
越
と
い
う
こ
と
が
真
実
に
成
立
す
る
た
め
に

は
、
そ
の
超
越
は
、
現
実
に
み
ず
か
ら
を
表
現
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
生
産
的
な
超
越
で
な
く
て
は
な

ら
ぬ
。
超
越
は
、
超
越
の
現
実
を
生
ん
で
、
は
じ
め
て
、
現
実
的
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
超
越
は
、

上
述
の
ご
と
く
、1

.

親
が
子
を
生
む
、2

.

人
が
事
を
為
す
、3

.

人
が
物
を
作
り
成
す
な
ど
で
あ
る
ほ
か
は

な
い
。1
.

は
生
産
と
呼
ば
れ
、2

.

は
事
行
と
呼
ば
れ
、3

.
は
制
作
と
呼
ば
れ
る
。
（
制
作
は
ま
た
事
行
の

中
に
含
め
て
考
え
ら
れ
る
。
）
具
体
的
な
超
越
は
、
生
産
・
事
行
・
制
作
の
還
相
的
体
験
の
他
は
な
い
の

で
あ
る
。
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四
四
　
　
具
体
的
超
越
又
は
還
相
的
超
越
は
、
わ
が
生
命
に
ほ
か
な
ら
ぬ
も
の
を
わ
が
子
と
し
て
立
て
、

こ
れ
を
わ
が
外
に
見
る
と
こ
ろ
の
、
親
の
体
験
を
そ
の
原
型
と
す
る
。
生
ま
れ
る
子
も
、
逆
に
、
親
を
見

る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
親
と
な
っ
て
子
を
生
む
も
の
で
あ
っ
て
、
全
然
、
親
と
対
等
の
も
の
で
あ
る
。

子
が
親
を
見
る
と
き
、
「
見
る
」
は
超
越
の
働
き
で
あ
る
か
ら
、
子
は
親
に
対
し
て
超
越
者
た
る
の
格
相

を
す
ら
示
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
親
も
ま
た
子
を
見
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
見
る
」
に
よ
る
超
越
は
、

両
者
、
対
等
で
あ
っ
て
、
子
は
、
自
己
の
側
か
ら
、
親
に
対
す
る
超
越
を
誇
る
こ
と
が
で
き
ず
、
あ
く
ま

で
、
生
む
と
共
に
「
見
る
」
働
き
を
も
与
え
る
親
の
超
越
に
よ
っ
て
包
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
、
親
子

の
関
係
に
は
、
「
見
る
」
抽
象
的
超
越
を
「
生
む
」
具
体
的
超
越
が
超
え
る
と
い
う
、
自
覚
の
原
型
が
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
五
　
　
超
越
に
は
、
存
在
的
超
越
と
、
事
行
的
超
越
と
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
超

越
と
は
、
一
の
も
の
が
、
事
物
の
あ
る
秩
序
の
中
に
入
ら
ぬ
こ
と
を
表
す
。
存
在
的
超
越
は
、
甲
が
乙
に

対
し
て
自
体
存
在
を
も
つ
、
あ
る
い
は
、
甲
の
存
在
が
乙
に
依
存
せ
ぬ
、
あ
る
い
は
、
甲
が
乙
に
対
し
て

外
在
す
る
と
い
う
だ
け
の
、
消
極
的
か
つ
並
列
的
な
意
味
の
超
越
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
存
在
の
一
様
相

と
し
て
、
他
か
ら
判
断
又
は
理
解
さ
れ
る
の
み
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
事
行
的
超
越
は
、
あ
る

地
点
を
超
え
行
く
こ
と
が
そ
の
地
点
を
自
己
の
行
路
の
過
去
に
お
い
て
含
む
ご
と
く
に
、
他
を
同
平
面
的

に
超
え
る
と
共
に
、
こ
れ
を
自
己
の
場
所
に
、
同
時
存
在
的
に
含
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
上
方
に
超
え
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る
こ
と
に
比
さ
れ
る
。
か
か
る
事
行
的
超
越
の
意
義
を
含
ん
で
、
そ
れ
の
時
間
性
の
抽
象
せ
ら
れ
た
存
在

的
超
越
は
、
さ
き
の
純
対
象
的
な
存
在
的
超
越
と
は
異
な
り
、
事
行
的
超
越
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
、

他
を
内
包
ま
た
は
内
含
し
、
他
に
対
し
て
高
次
の
存
在
を
な
す
の
で
あ
る
。

　
認
識
論
で
い
うT

ran
szen

d
en
z

も
同
じ
く
超
越
と
訳
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
主
体
的
事
行
と
し
て
の
超

越
を
対
象
的
存
在
に
反
映
せ
し
め
、
「
超
え
る
」
と
い
う
能
為
の
代
わ
り
に
、
主
観
に
よ
っ
て
「
内
在
化

さ
れ
ぬ
」
「
掴
ま
れ
ぬ
」
と
い
う
所
為
の
関
係
に
移
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
よ
う

に
、
存
在
す
る
も
の
が
我
々
に
と
っ
て
異
他
的
な
も
の
と
し
て
彼
方
に
見
や
ら
れ
る
の
を
超
越
と
呼
ぶ
も
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
よ
う
に
、
有
限
者
に
対
す
る
絶
対
者
、
乃
至
は
転
成
の
性
格
に
お
い
て
考
え
ら
れ
、
事
行

の
主
体
た
る
「
我
」
の
側
に
お
い
て
で
な
く
、
我
に
対
す
る
客
体
の
側
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
余
の
用
い
る
「
超
越
」
は
、
主
体
的
事
行
と
し
て
の
、
又
は
主
体
的
存
在
様
相
と
し
て
の

超
越
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
主
体
の
働
き
に
即
す
る
も
の
で
あ
る
。
存
在
的
超
越
は
、
対
象
が
超
越
す
る

も
の
と
し
て
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
超
越
は
、
別
に
、
働
き
で
は
な
く
、

や
は
り
存
在
の
一
様
態
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
超
越
は
、
超
越
す
る
と
い
う
働
き
で
あ
り
、
働
き
の
本
然

は
、
主
体
の
働
き
た
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
か
ら
、
本
来
の
超
越
は
、
事
行
的
超
越
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

事
行
的
超
越
と
い
う
の
は
、
所
与
の
性
格
の
対
者
に
対
し
て
、
自
己
が
能
為
の
主
体
た
る
こ
と
で
あ
る
。

四
六
　
　
「
見
る
」
に
よ
る
超
越
は
、
所
与
を
所
与
と
し
て
受
取
る
働
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
お
い

て
は
、
事
行
的
超
越
で
あ
る
が
、
事
行
と
は
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
事
行
で
あ
り
、
ま
た
、
「
見
る
」
は
所
与
性
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を
脱
せ
ず
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
見
る
超
越
は
、
真
の
超
越
と

は
な
ら
な
い
。
真
の
超
越
は
生
産
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
さ
れ
ば
と
て
、
親
が
子
を
生
む
生
産

的
超
越
も
、
そ
の
ま
ま
で
は
、
い
ま
だ
人
格
的
超
越
と
は
な
ら
な
い
。
人
間
に
か
ぎ
ら
ず
、
他
の
動
物
に

あ
っ
て
も
、
親
は
子
を
生
ん
で
、
具
体
的
に
子
を
超
越
す
る
が
、
そ
の
超
越
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
行
わ
れ
、

そ
の
意
味
で
は
、
真
に
主
体
的
な
超
越
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
真
の
超
越
に
は
、
自
覚
的
に
「
見
る
」
と

い
う
立
場
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
見
る
立
場
を
含
む
具
体
的
超
越
が
、
す
な
わ
ち
、
人
格
的
事
行
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
「
為
す
」
「
成
す
」
「
作
す
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
ら
と
、
生
産
的
超
越
を
表
す
「
生

す
」
と
は
、
共
に
、
邦
語
に
お
い
て
は
「
な
す
」
に
よ
っ
て
包
括
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
な
す
」
と
は
具

体
的
超
越
の
言
で
あ
る
。

四
七
　
　
人
格
的
事
行
に
あ
っ
て
は
、
自
覚
的
な
「
見
る
」
が
「
生
す
」
に
よ
っ
て
裏
打
さ
れ
、
「
生

す
」
が
自
覚
的
な
「
見
る
」
に
よ
っ
て
裏
打
さ
れ
る
。
自
覚
的
な
「
見
る
」
と
「
生
す
」
と
の
一
致
が
、

人
間
で
あ
る
。
人
間
と
は
、
存
在
と
事
行
と
が
相
対
的
に
並
列
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
重
な
り
合
っ
て
一

如
を
成
す
と
こ
ろ
の
相
対
的
体
験
で
あ
る
。
も
し
、
「
見
る
」
に
「
生
す
」
の
裏
打
が
な
い
と
き
は
、
無

自
覚
な
「
見
る
」
と
し
て
、
相
対
的
存
在
に
対
す
る
の
み
で
あ
り
、
「
生
す
」
が
自
覚
的
な
「
見
る
」
の

裏
打
を
欠
く
と
き
は
、
相
対
的
生
命
に
対
す
る
の
み
と
な
る
。
相
対
的
生
命
に
対
す
る
と
い
う
の
は
、
無

自
覚
な
相
対
的
生
命
主
体
を
生
む
こ
と
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
動
物
が
仔
を
生
む
こ
と
が
そ
れ
に
当
る
。

「
生
す
」
は
「
見
る
」
を
含
む
か
ら
、
動
物
も
仔
を
生
ん
で
こ
れ
を
外
に
見
る
が
、
動
物
は
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
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生
み
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
見
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
「
見
る
」
は
、
自
己
を
見
る
こ
と
を
媒
介
と
す
る
こ
と
な

く
、
従
っ
て
、
無
自
覚
な
「
見
る
」
た
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
人
間
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
生
み

オ
ノ
ヅ
カ
ラ
見
る
こ
と
を
、
所
与
と
し
て
受
取
り
、
そ
の
上
に
立
っ
て
、
こ
れ
を
ミ
ヅ
カ
ラ
立
て
ミ
ヅ
カ

ラ
見
る
能
与
に
転
換
す
る
の
で
あ
る
。

四
八
　
　
「
生
す
」
超
越
が
自
覚
的
と
な
っ
た
事
行
的
超
越
は
、
自
他
を
共
に
自
己
の
内
に
見
る
か
ら
、

自
他
の
い
ず
れ
を
も
自
己
の
責
任
に
お
い
て
生
か
す
の
で
あ
る
。
か
く
、
自
己
を
立
て
る
と
共
に
他
を
立

て
、
し
か
も
二
つ
の
動
き
が
一
如
た
る
の
が
、
事
行
的
超
越
で
あ
っ
て
、
そ
の
体
験
に
あ
っ
て
は
、
自
他

は
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
あ
い
対
す
る
自
他
を
立
て
る
こ
と
を
自
己
の
働
き
と
す
る
と
き
、

そ
の
働
き
た
る
自
己
は
、
他
に
対
す
る
相
対
的
存
在
た
る
自
己
を
超
え
て
、
相
対
的
な
事
行
と
な
る
。
故

に
、
先
に
対
立
の
一
項
で
あ
っ
た
存
在
と
し
て
の
自
己
あ
、
こ
こ
に
お
い
て
、
空
し
く
な
っ
て
、
他
と
対

さ
ぬ
も
の
と
な
り
、
従
っ
て
、
他
も
相
対
性
を
失
わ
し
め
ら
れ
て
、
絶
対
的
存
在
と
な
る
に
い
た
る
。
か

く
、
事
行
的
超
越
は
、
自
己
を
絶
対
的
事
行
と
し
、
他
を
絶
対
的
存
在
と
し
て
、
絶
対
と
絶
対
の
面
に
お

い
て
あ
い
対
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
事
行
と
い
い
存
在
と
い
う
の
は
、
絶
対
の
顕
現
の
そ
れ

ぞ
れ
の
格
相
と
な
っ
て
、
相
対
性
を
超
え
、
従
っ
て
、
貫
き
合
っ
て
一
如
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
相
対
的
存
在
と
し
て
の
自
他
は
、
共
に
、
い
ま
だ
十
全
な
る
主
体
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
が
、
自
己
が

絶
対
的
事
行
と
な
り
、
他
を
絶
対
的
存
在
と
す
る
に
及
ん
で
、
両
者
は
、
共
に
絶
対
的
主
体
と
な
り
、
互

に
対
す
る
と
共
に
、
対
立
を
絶
し
て
、
よ
く
一
如
た
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
事
行
的
超
越
者
と
存
在
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的
超
越
者
と
は
、
別
に
異
な
る
も
の
で
は
ね
く
、
同
一
の
超
越
者
が
、
一
は
事
行
の
格
相
を
帯
び
、
一
は

存
在
の
格
相
を
帯
び
て
、
相
対
の
自
己
同
一
の
う
ち
に
、
相
対
の
相
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
相
対
の
う
ち
に
、
事
行
的
超
越
者
が
、
我
と
し
て
立
ち
、
存
在
的
超
越
者
を
、
汝
と
す
る
の
で
あ
る
。

四
九
　
　
上
に
考
う
る
ご
と
く
、
、
超
越
は
、
二
者
の
対
立
に
お
い
て
、
対
立
の
一
項
が
対
立
を
止
揚
こ

と
で
あ
る
。
両
者
が
対
立
す
る
の
は
、
存
在
と
し
て
え
対
立
す
る
の
で
あ
り
、
一
項
が
対
立
を
止
揚
す
る

の
は
、
そ
の
も
の
の
事
行
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
す
べ
て
、
対
立
す
る
も
の
は
対
等
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ

か
ら
、
一
項
が
対
立
を
止
揚
す
る
の
は
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
他
の
項
も
、
同
じ
く
、
対
立
を
止
揚
す
る

も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
甲
が
乙
を
超
越
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
乙
も
ま
た
甲
を
超

越
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
、
乙
も
、
甲
と
同
じ
く
、
見
か
つ
生
む
と
こ
ろ
の
主
体
で
な

く
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か
も
、
甲
が
超
越
す
る
と
い
う
今
の
現
実
に
お
い
て
は
、
乙
は
、
本
来
、
見
か
つ
生

む
主
体
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
は
、
生
ま
れ
且
つ
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
客
体
た
る
も
の
で
な
く
て

は
な
ら
ぬ
。
甲
に
対
し
か
か
る
関
係
に
立
つ
も
の
は
、
甲
を
親
と
す
る
子
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
子
は
、

み
ず
か
ら
一
の
主
体
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
親
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
、
お
の
ず
か
ら
客
体
と
し
て
立

つ
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
超
越
の
原
型
は
、
ま
さ
し
く
、
子
を
生
む
親
の
立
場
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
親

が
子
を
「
生
す
」
こ
と
を
原
型
と
し
て
、
主
体
性
に
よ
っ
て
貫
か
れ
る
対
象
を
立
て
る
の
が
、
一
般
に
、

「
成
す
」
「
為
す
」
「
作
す
」
で
あ
る
。
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五
〇
　
　
親
が
子
を
生
む
の
は
、
子
を
主
体
的
生
命
と
し
て
生
む
の
で
あ
る
。
主
体
的
生
命
と
は
、
具
体

的
超
越
者
の
言
で
あ
り
、
具
体
的
超
越
者
と
は
、
他
を
生
む
も
の
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
生
ま
れ
た
子

は
、
他
を
生
む
も
の
と
し
て
、
親
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
他
を
生
む
と
は
、
親
に

な
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
人
の
子
は
、
更
に
わ
が
子
を
生
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
親
に
返
る
の
で
あ
る
。

「
生
む
」
は
、
か
く
親
ー
我
ー
子
の
三
者
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
己
内
還
帰
と
い
う
の
は
、

単
に
、
自
己
が
自
己
に
帰
る
と
い
う
ご
と
き
箇
人
的
体
験
な
の
で
は
な
く
て
、
祖
ー
親
ー
子
の
三
代
に
ま

た
が
る
超
箇
人
的
体
験
た
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
際
、
わ
が
親
と
わ
が
箇
と
は
別
人
で
あ
る
か
ら
、
親
な
ら
ぬ
他
を
生
む
の
で
は
還
帰
と
は
な
ら
ぬ

の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
、
見
る
立
場
か
ら
は
我
な
ら
ぬ
他
社
で
あ

る
わ
が
子
を
、
自
己
の
生
命
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
、
し
か
も
絶
対
に
自
己
の
外
に
あ
る
も
の
と
し
て

立
て
る
こ
と
に
お
い
て
、
「
生
む
」
は
「
見
る
」
を
超
え
る
の
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
他
を
他
な
ら

ぬ
も
の
と
し
て
与
え
る
の
は
、
わ
が
立
て
る
対
者
が
他
者
で
な
い
故
に
自
己
は
「
他
」
に
対
せ
ぬ
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
だ
、
対
者
に
お
い
て
他
を
見
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
畢
竟
、
わ
が
「
見
る
」

を
、
わ
が
「
生
む
」
の
中
に
没
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
。
か
く
、
還
帰
と
は
、
そ
の
本
来
の
生
産
的
意
義

に
お
い
て
は
、
無
限
な
る
一
筋
の
連
続
と
な
る
の
で
あ
る
。

五
一
　
　
子
を
生
む
の
は
、
こ
れ
を
わ
が
外
に
見
る
こ
と
を
伴
う
。
外
に
見
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
外
は
、

わ
が
意
識
の
中
に
お
け
る
外
で
あ
っ
て
、
「
見
る
」
は
対
象
を
内
在
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
人
は
、
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子
を
生
ん
で
、
生
命
を
外
に
発
展
せ
し
め
、
こ
れ
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
に
迎
え
入
れ
る
の
で
あ
る
。

「
生
む
」
は
発
展
の
原
理
、
「
見
る
」
は
反
始
の
原
理
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、
「
見
る
」
は

そ
の
本
質
上
「
生
む
」
に
含
ま
れ
、
迎
え
る
働
き
は
与
え
る
働
き
に
含
ま
れ
る
か
ら
、
反
始
・
還
帰
は
発

展
・
連
続
に
含
ま
れ
、
そ
の
中
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
自
覚
も
、
還
帰
の
働
き
で
あ
る
「
見
る
」
が
、
発
展
の
働
き
で
あ
る
「
生
す
」
に
没
し
、
後
者
の
中
に

あ
っ
て
働
く
も
の
と
な
っ
て
の
み
、
真
に
具
体
的
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

五
二
　
　
「
見
る
」
は
、
わ
が
外
の
独
立
の
生
命
主
体
な
る
汝
を
、
そ
の
も
の
と
し
て
立
て
る
の
で
は
な

く
、
わ
が
意
識
の
内
に
内
在
せ
し
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
見
る
立
場
か
ら
は
、
世
界
は
箇
の
我
の
内
容
と

な
る
ほ
か
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
生
す
」
は
、
独
立
の
生
命
主
体
な
る
汝
を
わ
が
外
に
立
て
て
、

我
の
箇
の
立
場
を
超
え
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
「
見
る
」
は
箇
の
存
在
の
原
理
、
「
生
す
」
は
超
箇
の
存

在
の
原
理
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、
超
箇
は
、
も
と
も
と
、
箇
を
超
え
る
と
共
に
、
こ
れ
を
内

に
含
む
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
生
す
」
の
中
に
は
「
見
る
」
が
そ
の
ま
ま
含
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
親
は

わ
が
生
み
し
子
を
み
る
の
で
あ
る
。

　
ひ
と
り
、
親
が
子
を
見
る
の
み
で
な
く
、
子
も
ま
た
親
を
見
る
。
但
し
、
「
見
る
」
は
「
生
む
」
に
含

ま
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
子
は
生
み
の
親
の
「
生
む
」
働
き
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
子

の
見
得
る
も
の
は
、
親
に
お
け
る
子
の
面
、
す
な
わ
ち
肉
体
的
存
在
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
、
子
も
、
わ

が
生
み
の
親
の
一
面
を
わ
が
内
に
迎
え
且
つ
こ
れ
を
こ
え
る
立
場
、
す
な
わ
ち
、
親
の
一
面
を
子
と
す
る
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立
場
を
も
つ
。
こ
こ
に
基
づ
い
て
、
親
の
存
在
を
わ
が
責
任
を
も
っ
て
立
て
る
孝
養
が
可
能
と
な
る
の
で

あ
る
。

五
三
　
　
「
生
す
」
は
超
箇
人
的
な
体
験
で
あ
る
か
ら
、
自
覚
と
い
う
も
の
も
、
そ
の
本
然
に
お
い
て
は
、

超
箇
人
的
体
験
で
あ
る
。
そ
の
超
箇
人
性
は
、
そ
の
絶
対
的
意
義
に
お
い
て
箇
人
の
う
ち
に
体
験
せ
ら
る

る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
相
対
的
現
実
に
も
発
現
し
て
、
歴
史
的
自
覚
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、

一
筋
の
生
命
が
、
生
み
継
ぎ
生
み
続
け
て
無
限
に
至
る
生
々
発
展
が
、
「
見
る
」
に
よ
っ
て
貫
か
れ
る
の

が
、
歴
史
的
自
覚
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
性
は
、
伝
統
と
し
て
世
代
を
越
え
て
流
れ
、
箇
々
人
に
よ
っ
て
自

覚
さ
れ
る
。
自
覚
的
な
「
見
る
」
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
が
「
見
る
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、
根
源
に
お
い
て
は
、

親
に
よ
っ
て
生
み
当
た
ら
れ
、
わ
が
身
が
本
来
的
に
具
有
す
る
働
き
で
あ
っ
て
、
人
は
、
い
か
な
る
意
味

に
お
い
て
も
、
親
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
そ
の
真
理
へ
の
素
直
な
る
随
順
が
、
伝
統
的
生
命
の
自
覚

と
、
歴
史
的
生
命
の
実
現
の
意
思
と
な
る
の
で
あ
る
。

五
四
　
　
現
実
か
ら
遊
離
し
た
抽
象
的
な
「
見
る
」
は
、
箇
人
的
還
帰
で
あ
っ
て
、
生
み
の
親
を
忘
れ
、

従
っ
て
、
自
己
を
親
と
す
る
立
場
、
す
な
わ
ち
、
「
生
す
」
実
践
の
立
場
を
失
う
。
自
覚
と
は
、
本
来
生

産
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
抽
象
的
な
「
見
る
」
の
み
で
は
、
自
覚
の
域
に
は
至
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
故
に
、

「
我
思
う
、
故
に
我
在
り
」
は
、
自
覚
を
表
す
定
言
た
る
こ
と
を
得
ぬ
。
真
に
自
覚
を
表
す
定
言
は
、

「
我
親
に
よ
っ
て
生
ま
る
、
故
に
我
あ
り
」
で
あ
り
、
ま
た
、
「
我
汝
を
生
む
、
故
に
汝
あ
り
」
で
な
く
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て
は
な
ら
ぬ
。
前
者
は
、
わ
が
存
在
を
受
取
る
知
の
面
の
言
表
で
あ
り
、
後
者
は
、
我
を
生
産
者
又
は
事

行
者
と
し
て
実
現
す
る
行
の
面
の
言
表
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
我
の
存
在
の
意
識
は
、
汝
の
存

在
を
立
て
る
我
の
事
行
の
中
に
没
す
る
の
で
あ
る
。

　
自
覚
は
、
か
く
知
を
行
に
没
せ
し
め
る
こ
と
を
本
然
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
第
一
の
定
言
も
、
第

二
の
定
言
の
精
神
に
活
か
さ
れ
る
て
、
実
践
的
立
場
を
獲
得
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
、
親
に
対
し
、
ま

た
、
祖
先
の
霊
に
対
し
て
報
恩
反
始
の
誠
を
致
す
孝
で
あ
る
。

五
五
　
　
哲
学
は
、
自
覚
の
学
で
あ
る
か
ら
、
遠
つ
祖
（
お
や
）
の
世
か
ら
語
り
継
ぎ
、
末
の
世
ま
で
言

い
継
ぐ
べ
き
、
超
箇
人
的
体
験
を
ロ
ゴ
ス
的
に
表
現
す
る
と
共
に
、
天
壌
と
共
に
無
窮
ノ
な
る
超
箇
の
歴

史
的
生
命
を
実
現
す
る
た
め
に
、
わ
が
一
身
を
捧
げ
る
の
覚
悟
を
、
箇
々
人
に
喚
び
起
す
も
の
で
な
く
て

は
な
ら
ぬ
。
箇
が
、
自
主
的
・
自
己
責
任
的
に
、
歴
史
的
生
命
た
る
超
箇
の
具
体
的
全
体
に
身
を
没
す
る

と
こ
ろ
に
、
箇
が
全
に
没
し
、
全
が
箇
と
し
て
顕
現
す
る
と
い
う
、
自
覚
の
本
然
の
相
が
現
成
す
る
の
で

あ
る
。
哲
学
は
、
決
し
て
、
抽
象
的
な
「
一
般
」
的
真
理
を
求
め
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
ミ
ヅ
カ
ラ

の
立
場
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
「
わ
が
国
」
の
特
殊
の
歴
史
的
現
実
を
「
生
す
」
原
理
と
し
て

働
く
と
こ
ろ
の
真
理
を
求
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
真
理
「
一
般
」
は
、
実
践
的
真
理
の
中
に
、
オ
ノ

ヅ
カ
ラ
の
格
相
に
お
い
て
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
哲
学
の
か
か
る
職
分
が
、
「
生
す
」
を
離
れ
た
抽
象
的
な
「
見
る
」
の
立
場
に
た
つ
従
来
の
哲
学
に

よ
っ
て
果
た
さ
れ
ぬ
の
は
、
極
め
て
当
然
で
あ
る
。
「
生
す
」
「
為
す
」
「
成
す
」
「
作
す
」
は
、
生
産
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又
は
事
行
で
あ
り
、
「
見
る
」
と
い
え
ど
も
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
事
行
で
あ
る
か
ら
、
主
体
の
働
き

そ
の
も
の
を
自
覚
す
る
真
理
は
、
事
行
の
性
格
に
お
い
て
掴
ま
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
、
「
生

す
」
を
遊
離
し
て
抽
象
見
の
立
場
か
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
一
般
的
真
理
が
、
存
在
の
性
格
に
お
い
て
掴
ま
れ

る
ほ
か
は
な
い
。
そ
の
事
の
必
然
性
を
、
次
章
に
お
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

第
二
章
　
　
存
在

五
六
　
　
人
の
一
切
の
行
為
は
、
あ
る
目
的
に
対
す
る
働
き
か
け
で
あ
る
。
そ
の
目
的
格
は
、
対
格
と
呼

ば
れ
、
邦
語
に
お
い
て
は
、
助
詞
「
を
」
を
以
て
表
さ
れ
る
。
行
為
を
現
実
た
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
必

ず
、
対
格
が
主
格
に
対
し
て
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
事
は
、
「
何
を
見
る
」
「
何
を
掴
む
」
「
何
を
蹴

る
」
な
ど
の
具
体
的
な
行
為
に
お
い
て
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、
　
　
そ
う
で
な
い
他
の
行
為
に
お

い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
人
は
、
他
を
賞
め
、
他
を
愛
し
、
ま
た
、
他
を
憎
む
。
思
考
作
用
と

い
え
ど
も
、
現
実
に
は
す
べ
て
他
動
で
あ
っ
て
、
人
は
、
単
に
「
思
う
」
又
は
「
考
え
る
」
の
で
は
な
く

て
、
必
ず
、
何
事
か
を
思
い
又
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

五
七
　
　
思
う
現
実
の
我
は
、
何
事
か
を
思
う
事
行
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
対
格
を
わ
が
働
き
に
よ
っ
て

包
む
か
ら
、
対
格
に
対
す
る
と
共
に
一
面
、
対
象
性
を
越
え
、
存
在
性
を
脱
す
る
。
し
か
る
に
、
思
う
我
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と
不
可
分
で
あ
る
と
こ
ろ
の
対
格
を
取
落
し
て
、
我
を
、
単
に
「
思
う
」
も
の
と
し
て
詳
察
す
る
と
き
、

対
象
を
超
え
る
我
の
超
越
的
立
場
が
見
失
わ
れ
、
か
え
っ
て
、
我
自
身
が
、
対
格
と
し
て
存
在
化
す
る
に

い
た
る
。
デ
カ
ル
ト
が
、
「
我
思
う
」
と
「
我
在
り
」
と
を
一
の
定
言
に
連
結
し
た
の
は
、
ま
こ
と
に
故

な
し
と
せ
ぬ
。
デ
カ
ル
ト
は
、
近
世
の
理
性
論
的
哲
学
の
祖
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
実
に
、
近
世
の

存
在
論
的
哲
学
の
出
発
点
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
免
近
の
哲
学
は
、
意
識
の
問
題
か
ら
存
在
の
問
題
に
重
心
が
移
り
つ
つ
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
対
象
を
、

意
識
に
内
在
す
る
も
の
と
見
る
の
も
、
や
は
り
対
象
を
存
在
の
相
に
お
い
て
捉
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
い

わ
ゆ
る
理
性
論
的
哲
学
と
い
え
ど
も
、
、
畢
竟
は
、
存
在
論
的
哲
学
で
あ
り
、
進
ん
で
は
、
西
洋
哲
学
は
、

全
般
的
に
、
存
在
論
的
哲
学
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
八
　
　
存
在
は
、
「
何
が
あ
る
」
又
は
「
何
は
何
で
あ
る
」
と
い
う
公
式
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
。
前
者

は
、
対
象
を
絶
対
的
に
措
定
し
、
後
者
は
、
主
語
と
述
語
と
を
相
対
的
関
係
に
お
い
て
措
定
す
る
。
そ
の

い
づ
れ
に
も
せ
よ
、
主
語
の
存
在
の
動
態
は
、
自
動
で
あ
る
。
従
っ
て
、
存
在
の
相
に
お
い
て
掴
ま
れ
る

主
体
は
、
現
実
の
事
行
的
主
体
で
は
な
い
。
し
か
る
に
、
存
在
論
的
立
場
か
ら
は
、
自
覚
の
主
体
と
い
え

ど
も
、
上
の
ご
と
き
存
在
文
章
の
主
語
と
し
て
表
さ
れ
る
ほ
か
は
な
い
か
ら
、
存
在
の
考
察
よ
り
し
て
自

覚
の
把
握
に
至
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
、
自
覚
の
学
で
あ
る
哲

学
は
、
存
在
論
で
は
あ
り
得
な
い
。

　
自
覚
を
一
の
公
式
と
し
て
え
表
せ
ば
、
「
我
が
我
を
見
る
」
と
い
う
定
言
が
立
つ
。
こ
れ
を
自
覚
文
章
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と
名
づ
け
る
。
こ
の
自
覚
文
章
の
動
態
を
見
る
に
、
見
ら
れ
る
我
は
、
見
る
我
と
同
じ
き
我
で
あ
る
か
ら
、

自
覚
の
動
態
は
、
単
な
る
他
動
で
は
な
く
て
、
同
時
に
再
帰
動
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
再
帰
動
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
語
の
再
帰
動
詞
の
例
を
考
え
て
み
て
も
明
ら
か
な
ご
と
く
、
目
的
格
を
動
作
の
中
に
吸
収
し
て
、

こ
れ
を
露
出
し
め
ぬ
か
ら
、
全
体
と
し
て
は
自
動
に
帰
す
る
。
（
た
と
え
ば
、
「
み
ず
か
ら
を
動
か
す
」

sich
 b
ew
egen

は
「
動
く
」
意
と
な
る
。
）
従
っ
て
、
自
覚
の
動
態
は
、
他
動
で
あ
る
と
共
に
、
再
帰

動
、
同
時
に
、
自
動
で
あ
る
。
ま
た
一
方
、
見
る
我
は
、
見
ら
れ
る
我
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、
自
覚
の
事

実
は
、
そ
の
全
面
に
被
動
の
動
態
を
も
含
む
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
自
覚
は
、
他
動
に
し
て
再
帰
動
、
し

か
も
自
動
、
ま
た
被
動
で
あ
っ
て
、
一
切
の
動
体
を
含
む
と
こ
ろ
の
事
行
な
の
で
あ
る
。

五
九
　
　
自
覚
の
事
実
を
、
仮
に
、
存
在
文
章
と
し
て
表
す
な
ら
ば
、
「
我
が
我
を
見
る
も
の
で
あ
る
」

と
い
う
判
断
と
な
る
。
そ
の
際
、
判
断
す
る
当
体
の
我
は
、
こ
の
文
章
の
外
に
逃
げ
て
し
ま
い
、
文
章
の

主
語
た
る
我
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
与
え
ら
れ
て
存
し
、
判
断
の
対
象
と
し
て
他
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ

の
、
一
の
定
在
と
化
す
る
。
し
か
る
に
、
「
我
」
と
い
う
の
は
、
判
断
す
る
ミ
ヅ
カ
ラ
の
事
行
そ
の
も
の

で
あ
る
か
ら
、
判
断
の
主
語
た
る
存
在
的
な
「
我
ハ
」
は
、
我
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
先
の
、
「
我
が
我

を
見
る
」
の
「
我
ヲ
」
が
、
「
我
ガ
」
か
ら
分
離
し
た
抽
象
的
立
場
に
お
い
て
、
主
語
と
な
っ
た
も
の
で

あ
り
、
従
っ
て
、
我
の
被
動
の
面
が
主
体
と
し
て
措
定
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

　
こ
こ
か
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
、
判
断
に
依
拠
す
る
一
切
の
思
索
は
、
よ
し
、
そ
れ
が
主
語
の

論
理
で
あ
る
に
せ
よ
、
又
は
、
述
語
の
論
理
で
あ
る
に
せ
よ
、
畢
竟
、
第
二
義
的
な
真
理
の
開
明
に
役
立
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つ
の
み
で
、
第
一
義
的
に
自
覚
の
事
実
を
把
握
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、

出
発
に
お
い
て
捨
て
ら
れ
た
具
体
的
立
場
は
、
の
ち
に
お
い
て
、
い
か
に
し
て
も
取
り
返
し
が
つ
か
ぬ
か

ら
。

六
〇
　
　
す
べ
て
、
真
理
を
、
内
在
に
せ
よ
、
存
在
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
、
現
実
の
事
態
そ
の
も
の
を

端
的
に
掴
む
こ
と
を
せ
ず
に
、
こ
れ
を
、
一
旦
、
抽
象
知
の
立
場
か
ら
、
自
動
詞
的
な
判
断
に
変
質
す
る

も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
理
性
論
的
哲
学
も
、
存
在
論
的
哲
学
も
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
変
り
が
な
い
。

哲
学
の
真
理
は
、
認
識
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
が
、
哲
学
は
自
覚
の
学
で
あ
る
か
ら
、
哲
学
的
真
理
に
は
、

認
識
の
自
己
把
握
の
立
場
が
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
、
認
識
は
、
認
識
す
る
と
い
う
事
行
で

あ
っ
て
、
存
在
で
は
な
い
。
認
識
を
、
主
観
と
存
在
と
の
一
つ
の
関
係
の
仕
方
と
し
て
、
ま
た
、
存
在
の

一
つ
の
在
り
方
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
は
、
認
識
を
そ
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
て
、
認
識
と

し
て
認
識
さ
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
認
識
と
い
う
事
象
を
、
認
識
の
対
象
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
で
あ

る
。
認
識
は
、
認
識
す
る
事
行
で
あ
っ
て
、
認
識
と
し
て
見
ら
れ
る
事
象
で
は
な
い
。
認
識
を
成
立
せ
し

め
る
判
断
と
い
え
ど
も
、
そ
の
本
然
に
お
い
て
は
、
認
識
す
る
主
体
の
事
行
か
ら
遊
離
し
た
単
な
る
対
象

的
事
実
な
の
で
は
な
く
て
、
ま
さ
し
く
、
決
意
作
用
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
「
何
が
あ
る
」
又
は
、
「
何

は
何
で
あ
る
」
は
、
主
観
が
、
か
く
見
、
か
く
判
断
す
る
の
で
あ
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
意
志
的
決
心
が

存
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
判
断
の
構
造
に
依
拠
す
る
思
索
に
お
い
て
は
、
そ
の
決
意
の
立
場
が
、

全
然
、
空
に
さ
れ
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
は
、
主
体
的
事
行
の
立
場
の
把
握
の
生
ま
れ
て
来
よ
う
は
ず
が
な
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い
。
故
に
、
余
は
、
判
断
を
定
式
的
に
考
察
す
る
前
に
、
判
断
を
成
立
せ
し
め
る
主
体
の
事
行
的
立
場
を

考
察
す
る
の
が
、
哲
学
の
、
よ
り
具
体
的
立
場
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

六
一
　
　
判
断
を
、
対
象
的
事
実
を
言
表
す
る
自
動
詞
的
存
在
か
ら
、
そ
の
存
在
を
荷
う
主
体
的
事
行
に

還
元
す
る
な
ら
ば
、
「
我
が
何
を
何
と
見
る
」
と
な
り
、
そ
れ
は
更
に
、
「
我
が
何
（
と
い
う
事
実
）
を

見
る
」
に
要
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
見
ら
れ
る
事
実
な
る
「
何
」
は
、
「
甲
は
甲
で
あ
る
」
と
い
う
自
同

律
に
よ
っ
て
内
容
を
開
展
し
、
そ
れ
が
我
に
よ
っ
て
見
ら
れ
て
、
「
我
が
何
を
何
と
し
て
見
る
」
の
で
あ

る
。
か
く
の
ご
と
く
、
自
動
の
存
在
は
、
も
と
も
と
被
動
の
も
の
が
、
み
ず
か
ら
主
語
と
し
て
立
ち
、
自

動
の
動
態
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
被
動
の
も
の
が
自
己
の
被
動
性
を
捨
象
す
る
と
い
う
、
抽

象
性
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
上
の
如
き
抽
象
的
立
場
は
、
人
間
の
「
生
」
の
把
握
の
上
に
も
現
れ
る
。
人
間
は
、
す
べ
て
、
親
に

よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
生
ま
れ
る
」
は
、
動
態
に
お
い
て
は
被
動
で
あ
り
、
所
為
で
あ
る
の

に
、
生
ま
れ
る
も
の
は
主
体
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
、
「
生
ま
れ
る
」
は
、
自
動
ま
た
は
能
為
で
あ
る
か
の

ご
と
き
趣
き
を
帯
び
る
。
た
と
え
ば
、
「
今
朝
宅
に
男
の
子
が
生
ま
れ
た
」
と
い
う
と
き
、
そ
の
子
が
母

に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
と
い
う
被
動
の
事
実
は
前
面
に
現
れ
ず
に
、
そ
の
子
が
産
声
高
く
現
れ
出
た
と
い
う

ご
と
き
語
感
を
伴
う
の
で
あ
る
。
被
動
の
「
生
ま
れ
る
」
は
、
実
に
、
自
動
の
「
生
（
あ
）
る
」
の
義
に

転
換
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
生
る
」
は
現
れ
る
こ
と
、
「
在
る
」
に
至
る
こ
と
、
存
在
を
開
始
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
生
る
」
に
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含
ま
れ
る
時
間
の
契
機
を
も
忘
失
す
る
と
き
、
人
は
自
己
を
単
に
「
在
る
」
も
の
と
考
え
る
に
至
る
。
西

洋
哲
学
は
、
全
般
と
し
て
、
か
か
る
認
識
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
象
徴
は
、
西
洋
の
近
世
哲

学
の
祖
と
い
わ
れ
る
デ
カ
ル
ト
の
立
て
た
自
覚
の
命
題
、
「
我
思
う
、
故
に
我
在
り
」
に
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
哲
学
の
出
発
点
に
お
い
て
、
存
在
の
本
質
を
掴
み
損
う
も
の
で
あ
る
。
西
洋
哲
学
は
、

全
般
と
し
て
、
い
わ
ば
、
親
を
忘
れ
た
哲
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

六
二
　
　
生
む
と
い
う
の
は
、
存
在
を
与
え
る
事
行
で
あ
っ
て
、
「
生
む
」
そ
の
こ
と
は
、
存
在
で
は
な

い
。
生
み
の
親
を
忘
れ
る
立
場
は
、
そ
の
事
に
対
応
し
て
、
認
識
の
把
握
に
お
い
て
も
、
必
然
的
に
、
事

行
の
立
場
を
逸
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
見
る
」
は
、
存
在
た
る
対
象
を
見
る
行
為
で
あ
っ
て
、

存
在
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
哲
学
は
、
こ
れ
を
も
存
在
と
し
て
把
握
し
よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
。
哲
学
は
、
「
見
る
」
が
「
見
る
」
を
見
る
人
格
的
活
動
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
ま
さ
し

く
、
事
行
が
事
行
を
見
る
と
こ
ろ
の
事
行
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
決
し
て
、
事
行
が
存
在
を
見
る
と
い
う
の

で
は
、
事
行
が
自
己
自
身
を
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
従
っ
て
、
自
覚
と
は
な
ら
な
い
。

　
故
に
、
「
主
体
的
存
在
」
と
い
う
ご
と
き
概
念
は
、
究
極
の
立
場
を
表
す
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
主

体
的
な
る
も
の
は
、
存
在
の
性
格
に
お
い
て
把
握
さ
る
べ
き
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
、
存
在
を
越
え
る
事

行
と
し
て
把
握
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

六
三
　
　
究
極
の
真
理
は
存
在
と
し
て
掴
ま
れ
る
も
の
で
な
い
と
い
う
の
は
、
根
源
的
な
も
の
は
存
在
で
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な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
根
源
的
な
も
の
は
、
存
在
で
あ
る
と
共
に
、
既
に
存
在
を
超
え
る
事
行
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
存
在
面
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
を
超
え
て
、
事
行
の
面
に
お
い
て
捉
う
べ
き
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
真
理
を
存
在
面
に
お
い
て
捉
え
る
か
ぎ
り
、
根
源
的
な
る
も
の
は
把
握
さ
れ
ぬ
。
そ

れ
は
、
た
と
え
ば
、
、
人
間
を
、
物
体
と
し
て
、
又
は
、
動
物
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
、
人
間
の
把
握
と

な
ら
ぬ
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
物
体
面
、
動
物
面
が
、
人
間
の
低
次
面
で
あ
る
よ
う
に
、
存
在
面
は
、

自
覚
的
事
行
の
低
次
面
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
捉
え
る
の
は
、
自
己
の
全
体
を
捉
え
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
。

従
っ
て
、
自
覚
と
は
な
ら
な
い
。
究
極
の
真
理
は
、
自
覚
的
真
理
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、
そ
れ
は
、
事
行

的
自
己
の
立
場
の
把
握
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

六
四
　
　
「
見
る
」
が
、
単
に
「
見
ら
れ
る
も
の
」
に
対
す
る
立
場
に
立
つ
と
き
、
「
見
る
」
は
、
一
方

的
超
越
に
陥
っ
て
、
自
己
に
対
す
る
対
等
の
対
者
を
失
う
か
ら
、
他
に
対
し
な
が
ら
、
実
は
、
対
せ
ぬ
こ

と
と
な
り
、
仮
に
他
動
の
相
を
現
す
も
の
の
、
本
然
に
お
い
て
は
、
自
動
詞
的
に
空
転
す
る
も
の
と
な
る
。

こ
の
、
「
見
る
」
の
自
動
詞
的
空
転
に
対
応
し
て
、
対
者
の
側
に
、
「
何
が
あ
る
」
ま
た
は
「
何
が
何
で

あ
る
」
が
立
つ
の
で
あ
る
。
故
に
、
判
断
に
よ
っ
て
言
表
さ
れ
る
存
在
は
、
「
見
る
」
の
抽
象
的
立
場
が
、

客
観
の
側
に
転
移
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
存
在
の
本
質
は
、
そ
の
も
の
が
現
実
に
存
す

る
又
は
在
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
く
て
、
在
り
と
し
て
見
ら
れ
又
は
思
惟
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
存
す
る

の
で
あ
る
。
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六
五
　
　
「
生
す
」
を
捨
象
し
た
具
体
的
現
実
な
ら
ぬ
も
の
に
対
す
る
「
見
る
」
は
、
そ
れ
自
身
も
、
お

の
ず
か
ら
、
具
体
的
現
実
な
ら
ぬ
働
き
と
な
る
ほ
か
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
対
す
る
も
の
は
す
べ
て
対

等
で
あ
る
か
ら
。
か
か
る
「
見
る
」
を
、
抽
象
的
一
般
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

カ
ン
ト
の
「
意
識
一
般
」
は
か
か
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、
見
る
主
体
的
事
行
た
る
こ
と
を

失
っ
て
、
そ
れ
み
ず
か
ら
、
対
象
的
な
も
の
に
堕
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
「
見
る
」

は
、
常
に
、
特
殊
の
現
実
の
行
為
で
あ
っ
て
、
「
見
る
」
一
般
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
ど
こ
に
も
存
し
な

い
か
ら
、
抽
象
的
一
般
の
立
場
に
立
っ
て
見
る
こ
と
は
、
そ
の
見
る
働
き
そ
れ
自
身
が
具
体
的
な
現
実
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
実
を
掴
ん
で
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、

自
覚
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

六
六
　
　
自
覚
は
、
主
体
が
自
己
を
主
体
と
し
て
掴
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
自
覚
的
主
知
は
、
あ

ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
対
象
性
を
超
え
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
、
一
方
的
な
見
る
超
越

は
、
他
者
に
お
け
る
対
象
性
を
、
自
己
の
側
に
お
い
て
超
え
る
の
み
で
あ
っ
て
、
自
己
の
対
象
性
を
自
己

の
側
に
お
い
て
超
え
る
こ
と
を
し
な
い
。
対
象
を
見
る
自
己
も
、
一
面
、
対
象
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、

お
の
ず
か
ら
対
象
で
あ
る
ほ
か
な
く
、
そ
の
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
な
る
対
象
性
を
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
事
行
の
立
場
で

超
え
る
と
こ
ろ
に
、
自
覚
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
抽
象
的
な
見
る
立
場
は
、
自
己
の
対
象
性
そ
の
も

の
を
忘
失
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
、
他
の
対
象
性
を
の
み
越
え
よ
う
と
す
る
。
故
に
、
自
己
の
対
象
性
は
、
オ

ノ
ヅ
カ
ラ
の
ま
ま
露
出
す
る
し
か
な
く
、
従
っ
て
、
自
己
そ
の
も
の
も
、
対
象
的
な
も
の
と
し
て
残
り
、
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十
全
に
主
体
的
立
場
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
の
で
あ
る
。

六
七
　
　
自
己
の
対
象
性
を
超
え
る
と
は
、
こ
れ
を
わ
が
ミ
ヅ
カ
ラ
の
事
行
の
内
に
含
む
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
自
覚
は
、
対
象
と
し
て
与
え
ら
れ
た
自
己
を
超
越
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
。
さ
て
、
生

命
主
体
た
る
自
己
が
対
象
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
は
、
自
己
が
「
生
ま
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
故

に
、
自
覚
と
は
、
生
ま
れ
た
存
在
が
、
自
己
を
超
越
し
て
、
自
己
自
身
を
与
え
る
責
任
的
事
行
に
転
換
す

る
こ
と
で
あ
る
ほ
か
な
い
。
か
く
、
自
覚
は
、
現
実
の
箇
た
る
自
己
の
実
現
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、

自
覚
の
主
体
は
、
意
識
一
般
と
か
、
純
粋
自
我
と
か
い
う
も
の
と
し
て
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

箇
と
し
て
現
実
の
世
界
に
生
ま
れ
出
で
た
自
己
が
、
そ
の
現
実
の
条
件
を
生
か
し
て
、
自
己
の
存
在
の
意

義
を
実
現
す
る
の
が
、
自
覚
の
立
場
で
あ
る
。

六
八
　
　
人
は
、
人
生
に
お
い
て
、
特
殊
の
親
に
よ
っ
て
生
れ
、
特
殊
の
箇
と
し
て
の
生
涯
を
生
き
る
。

そ
の
人
生
と
い
う
の
も
、
具
体
的
に
は
、
特
殊
の
社
会
で
あ
り
、
特
殊
の
国
家
で
あ
る
。
人
は
、
「
生
ま

れ
る
」
を
媒
介
と
し
て
、
特
殊
の
現
実
を
生
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
か
か
る
特
殊
の
生
き
方
の
ほ
か

に
、
人
生
と
い
う
も
の
の
あ
り
よ
う
は
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
人
は
生
ま
れ
ず
し
て
は
、
生
き
る
こ
と

が
で
き
ぬ
か
ら
。
故
に
、
自
己
を
生
ま
れ
た
も
の
と
把
握
す
る
の
は
、
自
己
を
特
殊
の
具
体
的
現
実
に
お

い
て
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
親
を
忘
れ
生
ま
れ
た
子
で
あ
る
自
己
を
忘
れ
る
立
場
は
、
自

己
の
具
体
的
現
実
を
把
握
す
る
力
を
逸
し
て
、
人
間
に
お
い
て
、
一
般
に
、
現
実
性
を
捨
象
し
た
抽
象
的
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存
在
を
見
、
自
己
を
も
、
か
か
る
も
の
と
し
て
考
え
る
の
で
あ
る
。

六
九
　
　
人
が
、
抽
象
的
一
般
の
立
場
に
立
っ
て
見
る
と
し
て
も
、
そ
の
見
る
働
き
は
、
依
然
と
し
て
事

行
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
事
行
は
、
お
の
ず
か
ら
、
主
体
的
事
行
た
る
を
失
っ
て
、
客
体
的
に
与
え
ら
れ

た
ま
ま
の
も
の
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
存
在
た
る
も
の
に
転
換
す
る
。
か
く
、
抽
象
的
一
般
の
立
場

に
お
い
て
は
、
見
る
働
き
も
、
見
ら
れ
る
対
象
も
、
共
に
、
具
体
的
現
実
性
を
喪
失
し
て
、
抽
象
的
存
在

と
な
る
の
で
あ
る
。
存
在
と
は
、
か
く
の
ご
と
く
、
所
与
と
い
う
こ
と
、
対
象
的
と
い
う
こ
と
、
無
自
覚

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
、
存
在
は
、
事
行
の
立
場
の
捨
象
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
故

に
、
か
か
る
立
場
か
ら
の
「
見
る
」
は
、
現
実
を
超
越
す
る
と
い
う
格
相
を
帯
び
る
も
、
実
は
、
真
の
超

越
た
る
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
具
体
的
現
実
の
一
面
の
抽
象
で
あ
り
、
従
っ
て
、
か
か
る
抽
象
に

よ
っ
て
見
ら
れ
る
対
象
は
、
具
体
的
現
実
の
真
相
乃
至
は
本
質
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
え
っ
て
、
具

体
的
現
実
に
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
の
低
次
面
と
な
る
ほ
か
は
な
い
。

　
た
と
え
ば
、
何
某
な
る
人
に
あ
っ
て
、
「
人
」
一
般
の
立
場
は
、
何
某
な
る
具
体
的
現
実
に
含
ま
れ
る

が
、
逆
に
、
「
人
」
一
般
は
、
何
某
な
る
具
体
的
現
実
を
含
む
こ
と
が
な
く
、
か
え
っ
て
、
そ
れ
に
内
在

す
る
の
で
あ
る
。
「
人
」
は
、
何
某
ば
か
り
で
な
く
、
「
す
べ
て
の
人
」
（allgem

ein

）
と
呼
ば
れ
る

の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
、
「
生
む
」
を
忘
れ
た
「
見
る
」
の
抽
象
的
超
越
は
、
実
は
、
超
越
で
は
な

く
、
か
え
っ
て
、
内
在
に
陥
る
の
で
あ
る
。
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七
〇
　
　
親
が
子
を
生
む
の
は
、
時
間
の
流
の
う
ち
に
お
い
て
す
る
。
親
子
の
相
対
に
は
、
時
間
の
契
機

が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
事
は
、
親
又
は
子
を
表
す
言
葉
に
お
の
ず
か
ら
な
る
表
現
を
見
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
日
本
語
「
お
や
」
は
、
「
お
い
」
（
老
い
）
に
通
じ
、
ド
イ
ツ
語E

ltern

（
両
親
）
もd

ie 

A
ltern

（
年
長
な
る
も
の
）
の
義
で
あ
る
。
ま
た
、
子
を
表
す
ド
イ
ツ
語kin

d

は
、
「
生
ま
れ
た
も
の
」

の
義
で
あ
っ
て
、
そ
の
語
形
は
、
も
と
、
過
去
分
詞
で
あ
り
、
時
間
の
概
念
を
含
む
の
で
あ
る
。

　
親
を
忘
れ
て
、
人
間
を
「
人
」
一
般
と
し
て
考
え
る
立
場
は
、
必
然
的
に
、
人
の
概
念
か
ら
、
現
実
の

具
体
的
な
人
間
の
成
立
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
時
間
の
契
機
を
払
拭
し
去
り
、
親
で
も
な
き
、
子
で
も
な
き
、

従
っ
て
、
生
む
も
の
で
も
な
き
、
生
ま
れ
た
る
も
の
で
も
な
き
、
抽
象
的
な
人
格
を
並
列
せ
し
め
る
の
で

あ
る
。
故
に
、
抽
象
的
と
は
、
従
っ
て
、
非
歴
史
的
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

七
一
　
　
す
べ
て
、
現
実
の
具
体
的
行
為
は
、
時
間
の
流
の
中
に
、
逐
歩
的
に
行
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

余
が
、
一
本
の
樹
木
を
見
、
眼
を
転
じ
て
、
樹
下
を
見
る
と
い
う
風
に
、
あ
る
い
は
ま
た
、
ま
ず
海
面
を

眺
め
、
次
に
、
眼
を
転
じ
て
空
を
見
る
と
い
う
風
に
、
常
に
、
一
の
事
物
、
又
は
、
一
の
場
面
を
、
そ
の

時
々
の
対
象
と
し
な
が
ら
、
移
り
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
経
過
は
、
親
が
子
を
生
み
、
そ
の
子
が
親
と

な
っ
て
更
に
子
を
生
む
の
と
同
様
で
あ
っ
て
、
た
だ
、
「
生
む
」
が
、
存
在
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
の
に

対
し
、
「
見
る
」
が
、
存
在
を
受
取
る
こ
と
の
相
続
で
あ
る
点
に
お
い
て
異
な
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
際
、

一
々
の
見
ら
れ
る
対
象
を
包
摂
す
る
も
の
は
、
余
の
「
見
る
」
事
行
で
あ
っ
て
、
決
し
て
、
存
在
的
な
、

い
わ
ゆ
る
一
般
者
で
は
な
い
。
一
般
者
と
い
う
の
は
、
時
間
に
も
と
づ
い
て
成
立
す
る
超
越
的
事
行
か
ら
、
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時
間
性
を
捨
象
し
、
そ
れ
と
共
に
、
事
行
を
存
在
に
転
換
し
て
、
箇
物
に
対
し
、
同
時
存
在
的
に
立
て
、

な
お
箇
物
に
対
す
る
超
越
的
地
位
を
保
持
せ
し
め
た
と
こ
ろ
の
、
観
念
上
の
仮
称
に
す
ぎ
ぬ
。
そ
の
箇
物

を
包
摂
す
る
関
係
は
、
あ
く
ま
で
、
空
間
的
で
あ
る
か
ら
、
一
般
者
は
、
現
実
に
包
摂
す
る
の
で
は
な
く
、

包
摂
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
時
間
な
く
し
て
、
現
実
の
行
為
の

有
り
よ
う
が
な
く
、
現
実
の
現
象
の
起
り
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
般
者
と
箇
物
と
を
、

包
摂
的
関
係
に
お
い
て
考
え
る
際
、
か
く
考
え
る
主
体
の
立
場
は
、
無
自
覚
の
ま
ま
放
置
せ
ら
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、
超
越
を
一
般
と
考
え
る
立
場
に
お
い
て
は
、
思
惟
の
作
用
た
る
「
見
る
」
が
、
い
ま
だ
所
与
性

を
超
え
ぬ
の
で
あ
る
。

　
一
般
者
は
、
か
く
の
ご
と
く
、
超
越
的
事
行
が
無
自
覚
に
、
超
越
的
存
在
に
堕
し
、
考
え
る
ら
れ
る
被

動
の
も
の
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
般
者
に
は
、
箇
物
を
限
定
す
る
と
い
う
ご
と
き
、
生
産
的
立

場
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
の
で
あ
る
。

七
二
　
　
生
ま
れ
る
と
い
う
の
は
、
生
ま
れ
る
当
体
の
立
場
で
は
、
具
体
的
な
箇
と
し
て
存
在
を
開
始
す

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
開
始
は
、
ま
さ
し
く
、
主
体
的
な
生
命
の
開
始
で
あ
る
が
、
生
ま
れ
て
程
を
経
ぬ

幼
児
に
あ
っ
て
は
、
生
命
の
主
体
性
そ
の
も
の
が
、
与
え
ら
れ
た
ま
ま
に
と
ど
ま
る
。
主
体
的
立
場
と
い

う
の
は
、
自
主
的
立
場
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
与
え
ら
れ
た
ま
ま
と
い
う
所
与
の
境
涯
に
は
、
真
の

主
体
的
立
場
が
現
れ
な
い
。
幼
児
が
、
や
や
長
じ
て
、
自
己
を
意
識
す
る
に
至
っ
て
、
は
じ
め
て
、
現
実

を
掴
み
こ
れ
を
超
え
る
自
己
、
す
な
わ
ち
、
所
与
の
境
涯
を
超
脱
す
る
自
己
が
、
現
れ
る
の
で
あ
る
。
し
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か
る
に
、
か
く
自
己
を
見
る
働
き
も
、
実
は
、
所
与
で
あ
っ
て
、
人
は
、
発
育
の
途
上
、
お
の
ず
か
ら
、

か
か
る
働
き
を
開
展
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
超
脱
は
、
真
の
超
脱
で
は
な
く
、
い
わ
ば
、
超
脱

の
予
感
た
る
も
の
に
す
ぎ
ぬ
。
西
洋
哲
学
は
、
全
体
と
し
て
、
か
か
る
超
脱
の
予
感
の
段
階
に
立
つ
の
で

あ
る
。

　
す
べ
て
、
所
与
の
も
の
は
、
相
対
的
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
か
ら
、
「
見
る
」
に
よ
る
如
上
の
超
脱
も
、

同
じ
く
、
相
対
的
で
あ
る
ほ
か
は
な
く
、
従
っ
て
、
相
対
的
な
「
見
る
」
を
原
理
と
す
る
哲
学
は
、
現
実

の
「
生
き
る
」
に
対
し
て
、
相
対
的
な
立
場
を
取
り
、
単
に
、
現
実
に
対
す
る
相
対
的
超
越
を
誇
る
の
み

で
あ
る
。
「
一
般
」
と
は
、
か
か
る
相
対
的
超
越
の
観
念
化
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
具
体

的
現
実
か
ら
の
遊
離
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
す
べ
て
、
対
す
る
も
の
は
対
等
で
あ
る
か
ら
、
一
般
に
対
す
る
箇
物
も
、
一
般
的
な
箇
物
、
す
な
わ
ち
、

非
具
体
的
・
非
現
実
的
な
箇
物
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
従
っ
て
、
一
般
的
見
地
か
ら
見
ら
れ
る
自
己
は
、

父
母
所
生
の
現
実
の
我
で
は
な
く
て
、
箇
の
我
に
お
け
る
一
般
、
す
な
わ
ち
、
戸
籍
も
な
く
国
籍
も
な
き
、

人
一
般
で
あ
る
。
か
く
、
一
般
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
生
み
の
親
を
忘
れ
、
そ
の
親
か
ら
生
ま

れ
た
わ
が
身
を
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

七
三
　
　
人
は
、
現
実
の
親
に
よ
っ
て
、
生
ま
れ
た
箇
の
生
命
で
あ
る
。
人
が
、
わ
が
身
を
父
母
の
所
生

と
し
て
掴
む
こ
と
は
、
一
見
、
箇
人
的
自
己
に
執
す
る
が
ご
と
く
で
あ
る
が
、
仔
細
に
考
う
れ
ば
、
か

え
っ
て
箇
人
主
義
的
体
験
を
超
え
る
の
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
自
己
を
、
親
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
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の
と
知
る
の
は
、
自
己
の
存
在
を
、
単
に
箇
の
自
己
の
存
在
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
自
己
に
お
い
て
既

に
親
を
掴
む
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
も
、
親
は
、
自
己
と
並
列
す
る
同
列
の
存
在
で
は
な
く
、
わ
が
身
を

生
み
与
え
た
も
う
た
超
越
者
で
あ
る
か
ら
、
自
己
を
親
の
所
生
と
知
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
超

越
的
生
命
と
一
如
な
る
自
己
を
把
握
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

七
四
　
　
一
般
的
見
地
か
ら
掴
ま
れ
る
自
己
は
、
現
実
の
箇
を
超
え
る
自
己
で
あ
る
。
か
く
、
一
般
的
見

地
は
、
一
見
、
自
己
を
超
箇
の
も
の
と
し
て
把
握
す
る
が
ご
と
く
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
仔
細
に
考

う
れ
ば
、
か
え
っ
て
、
箇
人
主
義
に
陥
る
の
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
親
を
忘
れ
る
立
場
は
、
自
己
を
、

自
己
以
外
の
人
と
の
絶
対
的
・
必
然
的
な
つ
な
が
り
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
。
故
に
、
こ

の
見
地
か
ら
は
、
人
間
を
考
察
す
る
の
に
、
意
識
と
対
象
、
主
観
と
客
観
、
心
と
身
の
ご
と
く
、
人
間
を

箇
人
的
な
認
識
又
は
意
識
の
主
体
と
し
て
前
提
す
る
立
場
を
取
る
の
で
あ
る
。

　
人
が
意
識
の
写
象
に
対
す
る
の
は
、
箇
人
の
内
の
空
廻
り
に
す
ぎ
ぬ
。
た
と
い
、
意
識
の
対
象
を
、
自

存
的
存
在
と
考
え
て
も
、
意
識
と
の
連
関
に
お
い
て
物
を
考
え
る
か
ぎ
り
、
主
体
的
生
命
を
そ
の
も
の
と

し
て
立
て
、
こ
れ
に
対
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
真
に
我
を
超
え
る
他
の
人
に
対
す
る
こ
と
と
は
な
ら
ず
、

結
局
箇
人
的
体
験
を
脱
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

七
五
　
　
イ
プ
セ
ン
の
ノ
ー
ラ
が
、
「
妻
で
あ
り
女
で
あ
る
前
に
人
間
で
あ
り
た
い
」
と
い
う
言
葉
を
残

し
て
、
夫
の
家
を
立
ち
去
る
話
は
有
名
で
あ
る
、
そ
れ
は
、
妻
で
あ
り
女
で
あ
る
の
は
、
偶
然
の
存
在
で
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あ
っ
て
、
必
然
的
な
存
在
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
本
質
的
な
存
在
は
、
か
か
る
偶
然
の
前
に
求
め
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
と
い
う
見
解
に
も
と
づ
く
。
こ
の
見
解
は
、
哲
学
に
お
い
て
も
、
存
在
を
、
な
ん
ら
か
の
規
定

性
に
お
い
て
あ
る
前
に
、
そ
の
一
般
性
に
お
い
て
規
定
し
よ
う
と
す
る
（
す
な
わ
ち
、
存
在
を
存
在
と
し

て
規
定
し
よ
う
と
す
る
）
存
在
論
的
現
象
学
と
し
て
、
表
現
を
見
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
夫
、
妻
、

軍
人
、
商
人
な
ど
の
身
分
を
離
れ
て
、
人
間
一
般
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
実
は
、
ど
こ
に
も
存
し
な
い
。

人
間
一
般
は
、
夫
（
な
る
人
）
、
妻
（
な
る
人
）
、
軍
人
（
な
る
人
）
、
商
人
（
な
る
人
）
の
低
次
の
抽

象
面
で
あ
っ
て
、
か
か
る
象
面
の
考
察
は
、
断
じ
て
、
本
質
的
な
真
理
の
把
握
に
導
く
も
の
で
は
な
い
。

存
在
を
存
在
と
し
て
考
察
す
る
立
場
は
、
決
し
て
、
最
も
根
源
的
な
規
定
を
事
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
夫
、
妻
、
軍
人
、
商
人
が
、
そ
の
立
場
に
も
と
づ
い
て
、
夫
の
道
、
婦
道
、
軍
人
道
、
商
人
道

を
実
現
す
る
と
き
、
人
間
的
立
場
は
、
お
の
ず
か
ら
、
最
も
具
体
的
に
掴
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
夫
、
妻
、

軍
人
、
商
人
た
る
事
行
的
立
場
は
、
人
間
の
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
で
あ
り
、
人
一
般
の
抽
象
面
は
、
人
間
の

オ
ノ
ヅ
カ
ラ
な
る
象
面
で
あ
る
か
ら
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
を
み
ず
か
ら
掴
み
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
を
お

の
ず
か
ら
把
握
す
る
の
が
、
ま
さ
し
く
、
論
理
に
か
な
う
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

七
六
　
　
「
生
す
」
を
離
れ
た
単
な
る
「
見
る
」
は
、
た
だ
、
対
象
を
受
取
る
の
み
で
あ
る
。
な
ん
と
な

れ
ば
、
そ
れ
は
元
来
、
生
ま
れ
た
所
動
の
働
き
で
あ
る
故
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
消
極
的
立
場
を
取
る
ほ
か

は
な
い
か
ら
。
こ
こ
か
ら
、
自
然
科
学
や
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
な
ど
に
お
け
る
、
思
索
の
安
易
さ
が
生

ま
れ
る
の
で
あ
る
。
自
然
科
学
に
お
い
て
は
、
「
見
る
」
は
「
生
す
」
を
自
覚
も
せ
ず
、
ま
た
自
覚
す
る
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こ
と
を
必
要
と
す
る
立
場
に
も
お
ら
ぬ
。
ま
た
、
存
在
の
存
在
性
を
見
る
と
い
う
ご
と
き
現
象
学
の
立
場

に
お
い
て
は
、
生
む
こ
と
に
お
い
て
見
る
と
い
う
事
行
主
体
の
立
場
が
自
覚
さ
れ
て
お
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

勿
論
、
科
学
者
や
現
象
学
派
の
哲
学
者
の
思
索
は
、
実
は
、
決
し
て
安
易
な
も
の
で
は
な
く
、
幾
多
の
緊

張
と
努
力
と
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
実
は
、
学
者
の
生
ま
ん
と
す
る
緊
張

と
努
力
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
思
索
の
原
理
た
る
見
る
働
き
そ
の
も
の
は
、
も
と
も
と
、
極
め
て
安
易
な

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
事
を
、
自
然
科
学
は
、
そ
の
立
場
で
は
、
別
に
自
覚
す
る
こ
と
を
必
要
と
せ

ぬ
が
、
も
し
哲
学
が
そ
の
事
の
自
覚
を
欠
く
と
き
に
は
、
そ
れ
は
哲
学
と
し
て
、
致
命
的
な
弱
点
と
な
る

の
で
あ
る
。

七
七
　
　
抽
象
的
一
般
の
立
場
に
立
っ
て
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
科
学
の
立
場
に
お
い
て
は
、
ま
さ

し
く
正
当
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
自
然
科
学
は
自
然
の
存
在
を
見
る
立
場
で
あ
っ
て
、
自
然
の
存
在

―
所
与
ー
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
見
る
働
き
そ
の
も
の
も
自
然
の
存
在
ー
所
与
ー
ま
ま
で
あ
っ
て
よ
い

か
ら
。
し
か
し
、
哲
学
は
、
「
見
る
」
事
行
が
「
見
る
」
事
行
を
見
る
と
こ
ろ
の
自
覚
的
事
行
で
あ
る
か

ら
、
抽
象
的
一
般
の
立
場
か
ら
、
現
実
を
捨
象
し
た
対
象
一
般
を
み
る
と
い
う
ご
と
き
こ
と
で
は
、
哲
学

は
成
立
せ
ぬ
の
で
あ
る
。
哲
学
は
、
「
見
る
」
が
自
己
を
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
把
握
す
る
立
場
を
、
根

底
に
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
べ
て
、
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
の
超
脱
で
あ
る
か
ら
、
自
己
を
生
ま
れ

た
所
与
と
し
て
知
る
こ
と
は
、
所
為
の
境
地
の
超
脱
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
能
為
の
人

格
的
活
動
で
あ
り
自
覚
の
学
で
あ
る
哲
学
が
、
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
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七
八
　
　
「
生
む
」
を
自
覚
せ
ぬ
「
見
る
」
の
立
場
か
ら
求
め
ら
れ
る
存
在
的
性
格
の
一
般
的
真
理
、
た

と
え
ば
、
人
格
性
と
か
、
存
在
の
存
在
性
と
か
い
う
ご
と
き
も
の
は
、
い
わ
ば
、
数
学
に
お
け
る
公
約
数

で
あ
る
。
公
約
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
数
値
を
割
切
る
か
ら
、
一
見
、
を
れ
ら
に
対
し
て
働
く
が
ご
と
く
で

あ
る
が
、
公
約
数
そ
の
も
の
に
別
に
作
用
が
あ
る
わ
け
で
ゃ
な
く
、
数
学
を
事
と
す
る
人
を
待
っ
て
、
は

じ
め
て
働
く
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
公
約
数
は
、
多
く
の
数
に
通
ず
る
か
ら
、
一
見
、
箇
に
対

し
て
超
越
的
な
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
実
は
、
箇
々
の
数
に
内
含
さ
れ
る
小
な
る
数
で
あ
る
。
一
般

的
真
理
も
、
そ
れ
と
同
じ
く
、
現
実
の
人
の
具
体
的
な
事
行
を
待
っ
て
、
は
じ
め
て
、
生
き
て
働
く
の
で

あ
り
、
ま
た
元
来
、
事
行
主
体
た
る
人
間
に
含
ま
れ
る
抽
象
面
た
る
に
す
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。
形
式
的
な
概

念
的
系
列
に
お
い
て
は
、
一
般
的
概
念
が
特
殊
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
実
に
お
い
て
は
、
一
般
は

特
殊
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
特
殊
の
具
体
的
現
実
か
ら
一
切
の
規
定
性
を
去
っ
て
、
一
般
的
真
理
を
求

め
よ
う
と
す
る
立
場
は
、
い
わ
ば
、
多
く
の
数
値
の
公
約
数
を
求
め
よ
う
と
す
る
立
場
に
等
し
い
。
公
約

数
を
得
る
こ
と
が
数
の
本
質
を
得
る
こ
と
と
な
ら
ぬ
の
と
同
じ
く
、
一
般
的
真
理
を
求
め
る
こ
と
は
、
別

に
、
事
物
の
本
質
の
把
握
と
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

七
九
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
矛
盾
律
を
根
拠
と
す
る
論
理
的
真
理
は
、
時
と
所
と
を
超
え
る
普
遍
的
絶

対
の
真
理
で
あ
る
と
考
え
、
か
か
る
も
の
を
論
理
的
又
は
永
久
的
真
理
と
名
づ
け
た
。
た
と
え
ば
、
「
二

と
二
と
は
四
で
あ
る
」
は
、
古
人
も
今
人
も
、
甲
も
乙
も
、
昨
日
の
甲
も
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
絶
対
の
真
理
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で
あ
っ
て
、
か
か
る
も
の
が
論
理
的
で
あ
り
、
永
久
の
真
理
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ

に
逸
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
そ
れ
が
、
何
人
を
も
超
越
す
る
永
久
の
真
理
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
存
在

的
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
具
体
的
に
真
理
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
一
々
の
人
間
の
認
識
を

経
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
認
識
は
事
行
で
あ
る
か
ら
、
超
越
的
真
理
と
い
え
ど
も
、
事
行
に

よ
っ
て
現
実
と
な
る
ほ
か
は
な
い
。
時
と
所
と
に
制
約
さ
れ
る
人
間
の
事
行
が
、
時
処
を
超
え
る
永
久
普

遍
の
真
理
を
、
現
実
に
生
む
の
で
あ
る
。
生
む
も
の
は
、
生
ま
れ
る
も
の
に
対
す
る
具
体
的
超
越
者
で
あ

る
か
ら
、
現
実
の
箇
の
事
行
が
、
か
え
っ
て
、
永
久
普
遍
の
真
理
を
超
越
す
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
の
ご
と
く
、
超
越
に
は
、
存
在
的
超
越
と
、
事
行
的
超
越
と
を
区
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
来
、
西

洋
哲
学
に
お
い
て
、
超
越
者
と
さ
れ
て
来
っ
た
も
の
、
存
在
的
超
越
者
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
事
行
に

よ
っ
て
の
み
現
実
と
な
る
と
こ
ろ
の
、
可
能
的
な
存
在
た
る
こ
と
を
脱
し
な
い
。
そ
れ
は
、
超
越
す
る
と

考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
、
畢
竟
、
観
念
的
又
は
理
念
的
の
も
の
で

あ
る
。
超
越
は
、
超
越
す
る
と
い
う
事
行
で
あ
る
か
ら
、
超
越
の
本
義
は
、
超
越
す
る
主
体
の
側
に
求
め

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
主
体
の
超
越
的
事
行
が
、
真
の
超
越
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
存
在
を
生
む
と

い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
原
型
は
、
子
を
生
む
親
の
業
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
真
理
を
現
実
に
生
む
事
行
的
主
体
は
、
こ
の
真
理
が
、
今
の
自
己
の
認
識
を
超
え
て
、
永
久

的
・
普
遍
的
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
立
て
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
真
理
を
超
越
的

存
在
と
し
て
立
て
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
事
行
主
体
が
、
み
ず
か
ら
を
、
そ
の

真
理
に
よ
っ
て
超
越
さ
れ
る
も
の
の
地
位
に
置
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
か
く
、
事
行
的
に
真
理
を
超
越

66



す
る
事
行
主
体
は
、
存
在
的
に
は
、
あ
く
ま
で
、
真
理
を
、
自
己
に
対
す
る
超
越
者
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
自
己
に
対
す
る
存
在
的
超
越
者
と
は
、
わ
が
親
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
故
に
、
真
理
を
わ
が
子
と

し
て
生
む
事
行
主
体
は
、
同
時
に
、
真
理
を
わ
が
親
と
し
て
、
こ
れ
に
仕
え
る
の
で
あ
る
。
か
く
、
真
理

の
認
識
と
い
え
ど
も
、
孝
の
原
理
が
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

八
〇
　
　
「
生
む
」
を
把
握
せ
ぬ
「
見
る
」
立
場
は
、
合
理
主
義
的
で
あ
る
。
合
理
的
と
は
、
い
わ
ば
、

割
り
切
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
単
な
る
見
る
立
場
は
、
公
約
数
を
求
め
て
数
を
割
る
立
場
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
根
本
的
態
度
は
合
理
主
義
的
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
非
合
理
的
と
さ
れ
る
の
は
、
実
は
、

割
り
切
り
得
ぬ
、
す
な
わ
ち
、
掴
み
得
ぬ
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
合
理
的

な
ら
ざ
る
こ
と
が
、
な
ん
ら
積
極
的
な
意
味
を
も
た
ぬ
。
真
の
非
合
理
と
は
、
合
理
的
立
場
を
超
え
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
対
象
を
抽
象
的
に
乗
り
越
え
乗
り
越
え
す
る
「
見
る
」
が
、
も
は
や
乗
り
越
え
る
こ

と
の
で
き
ぬ
も
の
に
衝
き
当
た
り
、
逆
に
、
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
の
が
、
非
合
理
的
体

験
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
き
と
は
、
「
生
む
」
の
体
験
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
「
見
る
」
働
き
は
、
そ
の

働
き
を
生
む
と
こ
ろ
の
「
生
す
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
ぬ
の
で
あ
る
。
「
生
す
」
及
び
そ
の
低
次
面
た
る

「
生
（
な
）
る
」
「
生
（
あ
）
る
」
は
、
す
べ
て
、
非
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
生
（
あ
）

る
」
の
抽
象
面
な
る
「
在
る
」
に
至
っ
て
、
は
じ
め
て
、
非
合
理
的
体
験
の
抽
象
面
な
る
合
理
的
体
験
に

対
応
す
る
の
で
あ
る
。
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八
一
　
　
非
合
理
は
、
す
な
わ
ち
、
超
合
理
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
原
型
は
、
子
に
と
っ
て
の
親
で

あ
る
。
親
こ
そ
は
、
超
合
理
的
で
あ
っ
て
、
子
は
、
親
を
合
理
的
立
場
か
ら
掴
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
勿

論
、
子
と
い
え
ど
も
、
親
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
親
を
掴
む
の
で
あ
る
が
、

か
く
掴
ま
れ
る
親
は
、
実
は
、
生
み
し
親
の
面
で
あ
っ
て
、
「
生
む
」
働
き
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
親
の

親
た
る
本
質
は
、
「
生
む
」
現
在
の
事
行
に
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
現
在
の
事
行
が
、
過
去
の
存
在

に
転
換
し
た
も
の
が
、
子
の
側
の
認
知
の
対
象
と
な
る
親
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
る

親
は
、
真
の
親
で
は
な
い
。
子
が
、
親
に
対
す
る
認
知
の
立
場
を
超
え
て
、
親
に
仕
え
、
親
に
帰
す
る
と

き
、
「
見
る
」
が
み
ず
か
ら
の
責
任
に
お
い
て
そ
の
根
源
た
る
「
生
む
」
に
帰
し
、
従
っ
て
、
「
見
る
」

そ
の
事
が
自
覚
的
と
な
る
と
い
う
、
人
格
的
事
行
が
現
成
す
る
の
で
あ
る
。
人
格
的
体
験
と
は
、
か
く
の

ご
と
く
、
非
合
理
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
原
型
は
、
往
相
的
に
は
「
孝
」
で
あ
る
。

八
二
　
　
し
か
も
、
自
覚
的
に
見
る
こ
と
は
、
他
覚
的
に
見
る
こ
と
と
相
対
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
も

し
、
他
覚
的
に
見
る
こ
と
と
重
な
り
合
い
、
た
だ
そ
の
意
義
を
転
換
す
る
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
の
転
換
は
、
見
る
側
に
あ
る
か
ら
、
対
象
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
対
象
的
に
は
無
で
あ
る
。
こ
れ
を
譲

る
と
、
自
覚
的
に
見
る
こ
と
が
、
他
覚
の
対
象
以
外
の
も
の
を
見
る
こ
と
と
解
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

た
と
え
ば
、
世
界
の
奥
に
、
実
体
的
な
神
を
考
え
た
り
、
事
物
の
本
質
を
、
超
越
的
な
実
体
と
し
て
考
え

た
り
す
る
の
は
、
か
か
る
誤
の
立
場
か
ら
起
る
の
で
あ
る
。
存
在
の
存
在
性
と
い
う
ご
と
き
も
の
を
存
在

の
本
質
と
考
え
る
の
も
、
同
じ
誤
の
方
向
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
自
覚
的
真
理
は
、
事
行
す
る
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我
の
回
想
と
し
て
自
己
の
内
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
自
己
の
外
に
あ
っ
て
自
己
に
対
す
る
と
こ

ろ
の
対
象
の
側
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
絶
対
の
境
に
翻
さ
れ
た
眼
を
も
っ
て
、
相
対
の
世
界
を

見
る
も
、
帰
来
別
事
な
く
、
「
柳
は
緑
、
花
は
紅
」
な
る
が
、
自
覚
的
な
「
見
る
」
の
本
然
で
あ
る
。
故

に
、
自
覚
的
に
見
る
こ
と
を
、
一
般
的
性
格
の
超
現
実
的
な
存
在
を
見
る
こ
と
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
。

八
三
　
　
抽
象
的
一
般
は
、
非
現
実
化
の
原
理
で
あ
る
。
も
し
、
現
実
の
具
体
的
箇
物
を
貫
く
一
般
者
と

い
う
ご
と
き
も
の
を
、
哲
学
的
真
理
と
し
て
求
む
べ
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
存
在
性
と
か

人
間
性
と
か
世
界
性
と
か
の
、
存
在
の
性
格
の
も
の
で
は
な
く
て
、
存
在
を
与
え
る
力
と
し
て
働
く
真
理

で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
存
在
を
与
え
る
能
為
の
も
の
は
、
結
局
、
主
体
的
事
行
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
ら
、

一
般
的
真
理
と
は
、
事
行
主
体
た
る
人
間
の
践
む
べ
き
道
と
い
う
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
故
に
、

一
般
的
真
理
と
は
、
「
斯
の
道
」
の
ほ
か
に
は
な
い
。
君
に
忠
に
、
親
に
孝
に
、
兄
弟
に
友
に
と
い
う
の

が
、
一
般
的
真
理
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
、
箇
人
を
超
え
、
民
族
を
超
え
て
、
何
人
に
も
普
遍
的
に
妥
当
す

る
の
で
あ
る
。
人
が
忠
良
な
る
臣
民
で
あ
り
、
善
良
な
る
孝
子
で
あ
る
と
き
、
普
遍
的
な
人
間
性
が
オ
ノ

ヅ
カ
ラ
充
足
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
人
倫
の
道
の
実
践
を
外
に
し
て
、
一
般
的
な
人
間
性
な
ど
と
い
う
も

の
が
、
存
在
論
的
に
求
め
ら
る
べ
き
で
は
な
い
。
現
実
の
箇
の
人
間
が
、
現
実
の
君
に
対
し
、
親
に
対
し

て
人
倫
の
道
を
行
ず
る
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
意
義
が
実
現
す
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
性
は
、
い
わ
ゆ
る
意

味
領
域
な
ど
と
し
て
求
め
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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八
四
　
　
生
す
立
場
に
対
せ
ず
、
ま
た
、
生
す
立
場
と
の
一
如
を
失
っ
て
、
単
に
対
象
を
超
越
す
る
の
み

の
「
見
る
」
は
、
現
実
を
把
握
す
る
力
を
も
た
ぬ
。
従
っ
て
、
そ
の
立
場
か
ら
見
ら
れ
る
事
象
な
り
現
象

な
り
は
、
そ
の
中
に
「
生
す
」
の
働
く
具
体
的
現
実
で
は
な
く
て
、
抽
象
的
・
超
越
的
な
「
見
る
」
に
対

す
る
、
や
は
り
抽
象
的
・
超
越
的
な
対
象
た
る
ほ
か
は
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
す
べ
て
、
対
す
る
も
の

は
必
ず
対
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
。
カ
ン
ト
の
「
物
自
体
」
は
、
か
か
る
抽
象
的
・
超
越
的
対
象
を
、

理
念
的
に
措
定
し
た
も
の
（
正
確
に
い
え
ば
、
出
発
に
お
け
る
抽
象
的
立
場
か
ら
、
誠
実
に
思
索
を
す
す

め
て
、
つ
い
に
措
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
）
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、

物
質
的
自
然
や
動
物
的
存
在
と
し
て
の
人
間
、
又
は
社
会
的
人
格
と
し
て
の
人
間
な
ど
、
人
間
に
お
け
る

具
体
的
立
場
を
す
べ
て
排
除
し
尽
し
た
あ
と
に
、
現
象
的
自
我
が
残
る
と
考
え
た
の
は
、
抽
象
を
欠
陥
と

感
ぜ
ず
、
か
え
っ
て
存
在
の
本
質
と
す
る
の
倒
錯
に
陥
っ
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
よ
う
。

　
見
る
抽
象
的
超
越
に
対
す
る
見
ら
れ
る
抽
象
的
超
越
は
、
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
箇
を
超
え
て
行

わ
れ
る
と
い
う
の
え
あ
る
。
そ
の
際
、
超
え
る
と
い
う
働
き
を
な
す
も
の
は
、
見
ら
れ
る
所
為
の
対
象
で

あ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
か
ら
、
対
象
は
、
甲
か
ら
も
見
ら
れ
、
乙
か
ら
も
見
ら
れ
、
丙
か
ら
も
見
ら
れ
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
甲
が
見
、
乙
が
見
、
丙
が
見
る
箇
の
現
実
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。

か
く
し
て
措
定
さ
れ
る
対
象
に
、
「
一
般
」
と
か
「
純
粋
」
と
か
い
う
名
が
冠
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
カ
ン
ト
の
先
験
的
自
我
は
、
「
意
識
一
般
」
と
し
て
、
超
箇
性
的
な
自
我
と
さ
れ
た
。
ま
た
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
自
我
は
、
箇
性
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
一
方
、
「
純
粋
自
我
」
と
呼
ば
れ
る
。

総
じ
て
、
一
般
と
か
純
粋
と
か
い
う
概
念
は
、
具
体
的
な
現
実
を
そ
の
も
の
と
し
て
掴
む
力
の
な
い
抽
象
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的
立
場
に
お
い
て
の
み
発
生
す
る
の
で
あ
る
。

八
五
　
　
勿
論
、
一
々
の
箇
物
を
超
え
て
無
限
の
空
間
が
広
が
り
、
箇
の
人
格
的
事
行
を
超
え
て
、
無
限

の
時
間
が
流
れ
る
。
一
般
と
い
う
観
念
は
、
か
か
る
包
括
的
な
無
限
に
対
す
る
存
在
論
的
立
場
か
ら
の
予

感
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
存
在
は
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
格
相
の
も
の
で
あ
っ
て
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
事
行
に
含
ま

れ
る
も
の
で
あ
り
、
悠
久
の
天
地
は
、
「
道
」
よ
り
言
え
ば
、
か
え
っ
て
人
格
的
事
行
の
瞬
間
に
含
ま
れ

る
の
で
あ
る
。
故
に
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
も
の
を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
と
せ
ず
し
て
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
か
ら
求
め

ん
と
す
る
存
在
論
的
立
場
は
、
人
間
精
神
の
未
熟
の
段
階
に
立
つ
も
の
と
い
う
え
よ
う
。
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の

立
場
を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
と
し
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
を
ミ
ヅ
カ
ラ
と
す
る
高
き
叡
智
は
、
た
と
え
ば
、
吉
田
松

陰
の

　
　
　
　
　
我
　
今
　
為
　
国
　
死

　
　
　
　
　
死
　
不
　
背
　
君
　
親

　
　
　
　
　
悠
　
々
　
天
　
地
　
事

　
　
　
　
　
鑑
　
照
　
在
　
明
　
神

と
い
う
辞
世
の
詩
に
現
れ
て
い
る
。
存
在
的
な
一
般
は
、
か
く
「
悠
々
た
り
天
地
の
事
」
と
し
て
、
君
国

の
た
め
に
死
す
る
現
在
の
人
格
的
事
行
に
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
含
め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
上
述
の
ご
と
く
、
一
般
的
真
理
と
い
う
も
の
は
、
事
行
的
に
は
、
人
の
践
む
べ
き
道
で
あ
っ
て
、
原
型

的
に
は
、
親
子
の
道
で
あ
る
。
ま
た
、
存
在
的
に
は
、
一
切
の
箇
の
事
象
を
包
括
す
る
悠
久
の
時
間
（
永

71



遠
）
と
無
限
の
空
間
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
人
倫
の
道
を
ミ
ヅ
カ
ラ
実
践
す
る
事
行
の
瞬
間
に
、
オ
ノ

ヅ
カ
ラ
の
格
相
に
お
い
て
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
認
識
の

対
象
と
し
て
露
出
し
、
「
何
何
性
」
な
ど
と
し
て
把
握
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
立
場

を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
格
相
に
お
い
て
掴
む
の
が
、
ま
さ
し
く
、
自
覚
の
学
た
る
哲
学
の
職
た
る
べ
き
で
あ
る
。

第
三
章
　
　
事
行

八
六
　
　
哲
学
を
、
存
在
を
見
る
も
の
だ
る
と
解
す
る
立
場
は
、
事
行
が
事
行
を
掴
む
と
い
う
自
覚
の
緊

張
が
弛
ん
で
、
「
見
る
」
が
自
己
自
身
を
見
る
力
を
失
い
、
対
象
を
自
覚
す
る
と
い
う
低
次
面
を
露
出
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
も
、
自
覚
の
学
で
あ
る
哲
学
の
名
残
を
と
ど
め
て
、
素
朴
な
経
験
的
対
象
と

は
異
な
る
事
物
の
本
性
が
、
存
在
と
し
て
追
求
せ
ら
れ
、
現
象
の
背
後
の
本
体
と
か
、
存
在
の
存
在
性
と

か
い
う
も
の
が
問
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
働
き
が
働
き
自
身
な
る
自
己
を
掴
む
力
を
失
っ
て
、
い
わ
ば
、

対
象
的
存
在
に
お
け
る
自
己
の
反
映
と
で
も
い
う
べ
き
、
事
物
の
本
性
を
、
主
体
的
な
る
も
の
と
し
て
把

握
す
る
こ
と
に
弛
緩
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
本
体
な
り
、
本
性
な
り
は
、
あ
る
い
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
自

然
哲
学
者
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
よ
う
に
、
水
（
タ
レ
ー
ス
）
、
空
気
（
ア
ナ
ク
シ
メ
ネ
ス
）
、
又
は
火

（
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
）
と
い
う
よ
う
な
、
感
覚
的
・
自
然
的
な
あ
る
も
の
に
擬
へ
ら
れ
た
り
、
又
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
お
い
て
の
よ
う
に
、
存
在
の
存
在
性
と
い
う
ご
と
き
、
抽
象
的
・
一
般
的
概
念
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と
し
て
把
握
さ
れ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

八
七
　
　
勿
論
、
存
在
な
く
し
て
事
行
の
主
体
は
立
た
ず
、
存
在
に
も
と
づ
か
ぬ
働
き
は
な
い
か
ら
、
存

在
と
事
行
と
は
、
決
し
て
、
相
容
れ
ぬ
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
事
行
の
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
存

在
の
究
明
は
、
哲
学
に
と
っ
て
、
緊
要
の
事
た
る
を
失
わ
ぬ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
考
察
の
対
象
と
な
る
も

の
は
、
な
ん
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
「
あ
る
」
も
の
、
す
な
わ
ち
、
存
在
で
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
ら
、

事
行
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
が
哲
学
的
に
考
察
さ
れ
る
場
合
、
一
種
の
存
在
と
し
て
思
惟
の
対
象
と
な
る
ほ

か
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
行
は
、
あ
く
ま
で
、
存
在
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
、

か
か
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
自
覚
の
学
で
あ
る
哲
学
の
、
当
然
の
立
場
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

そ
の
際
、
事
行
が
、
考
察
の
対
象
と
し
て
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
な
ん
ら
こ
の
立
場
の
論

理
性
を
損
う
も
の
で
は
な
い
。
事
行
学
は
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
事
行
を
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
で
掴
み
、
オ
ノ
ヅ
カ

ラ
の
存
在
を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
で
掴
む
の
で
あ
る
。
従
来
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
実
践
的
事
行
の
立
場
を
、
オ

ノ
ヅ
カ
ラ
の
ま
ま
に
放
置
し
、
逆
に
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
存
在
を
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
か
ら
把
握
せ
ん
と
す

る
事
が
行
わ
れ
来
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
一
種
の
無
自
覚
で
あ
っ
て
、
哲
学
が
、
か
か
る
無
自
覚
に

も
と
づ
く
か
ぎ
り
、
自
覚
的
体
験
た
り
得
ぬ
こ
と
は
、
自
明
の
理
で
あ
る
。
事
行
学
は
、
ミ
ヅ
カ
ラ
と
オ

ノ
ヅ
カ
ラ
と
の
相
違
の
把
握
を
、
哲
学
上
の
ア
ポ
リ
ア
を
脱
す
る
道
標
と
す
る
の
で
あ
る
。

八
八
　
　
存
在
の
存
在
論
的
解
釈
は
、
存
在
は
何
ら
か
の
あ
り
方
に
お
い
て
存
在
す
る
ほ
か
に
存
在
す
る
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を
得
ぬ
と
い
う
認
識
の
上
に
立
ち
、
存
在
を
、
そ
れ
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
問
う
の
で
あ
る
が
、

存
在
の
事
行
論
的
解
釈
は
、
存
在
は
我
が
そ
れ
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
以
外
に
、
存
在
と
せ
ら
れ
る
こ
と

が
あ
り
得
ぬ
と
い
う
認
識
の
上
に
立
ち
、
存
在
を
、
そ
れ
を
見
る
我
の
主
体
的
責
任
と
不
可
分
の
立
場
に

お
い
て
問
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
存
在
を
見
る
自
己
を
、
与
え
ら
れ
た
存
在
を
受
取
る
の
み
の
、
無
責

任
的
立
場
に
放
置
せ
ず
し
て
、
存
在
を
見
る
こ
と
が
存
在
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
、
存
在
に
対
す

る
親
の
立
場
か
ら
見
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
存
在
は
あ
く
ま
で
与
え
ら
れ
た
も
の
の
格
相
を
を
も
つ
も

の
で
あ
る
か
ら
、
親
の
責
任
的
主
場
に
立
つ
我
と
い
え
ど
も
、
一
面
、
一
の
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
、
お
の

れ
の
存
在
を
与
え
る
親
に
お
い
て
自
己
を
覚
す
る
立
場
に
立
つ
。
故
に
、
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
子
と
し

て
親
を
見
る
の
で
あ
る
。
か
く
、
事
行
学
は
、
親
の
立
場
と
子
の
立
場
と
の
一
如
に
住
す
る
の
で
あ
る
。

　
一
切
の
存
在
を
、
親
子
一
如
の
立
場
か
ら
、
直
観
的
に
把
握
す
る
体
験
を
、
覚
照
と
い
う
。
覚
照
こ
そ

は
勝
義
に
お
け
る
自
覚
で
あ
っ
て
、
事
行
学
的
思
索
は
、
こ
の
覚
照
を
失
わ
ず
し
て
、
一
切
の
事
行
及
び

存
在
を
、
論
理
的
に
証
明
し
、
存
在
を
生
む
事
行
の
体
系
を
組
織
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

八
九
　
　
事
行
学
は
、
存
在
を
見
る
自
己
が
同
時
に
存
在
を
生
む
自
己
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
真
理
を

認
識
す
る
哲
学
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
立
場
に
お
け
る
認
識
は
、
い
わ
ば
、
生
産
的
認
識
と
呼
ば
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
故
に
そ
れ
は
、
受
取
る
（vern

eh
m
en

）
働
き
に
も
と
づ
く
い
わ
ゆ
るV

ern
u

n
ft

（
受
取

る
こ
と
、
聴
取
、
理
性
）
を
原
理
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
「
理
性
」
を
超
え
る
「
生
産
」
的

事
行
を
原
理
と
し
、
理
性
を
そ
の
低
次
面
の
働
き
と
し
て
十
全
に
生
か
す
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
。
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九
〇
　
　
生
産
の
立
場
に
立
つ
事
行
学
は
、
弁
証
法
的
な
発
展
に
よ
る
止
揚
を
事
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
、
具
体
的
体
系
に
よ
る
、
発
展
を
包
む
止
揚
を
事
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
止
揚

を
決
定
し
た
絶
対
の
立
場
か
ら
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
相
対
界
に
垂
迹
（
す
い
し
ゃ
く
）
す
る
立
場
を
把
握

す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
止
揚
一
般
を
止
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
弁
証
法
的
止
揚
を
も
、
具
体
的
体

系
に
よ
る
止
揚
を
も
止
揚
し
、
止
揚
を
し
て
自
覚
的
な
ら
し
め
る
立
場
で
あ
る
。

　
こ
の
、
自
覚
的
な
止
揚
は
、
も
は
や
、
止
揚
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
止
揚

が
存
在
的
な
る
も
の
を
止
揚
す
る
の
み
で
は
、
そ
れ
は
与
え
ら
れ
た
止
揚
の
域
、
す
な
わ
ち
、
生
ま
れ
た

ま
ま
の
知
力
に
よ
る
止
揚
の
域
を
脱
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
止
揚
が
止
揚
の
働
き
を
押
し
詰
め

て
、
自
己
の
働
き
そ
れ
自
身
を
止
揚
す
る
に
い
た
っ
て
、
は
じ
め
て
、
止
揚
の
自
己
把
握
、
す
な
わ
ち
止

揚
の
自
覚
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

九
一
　
　
存
在
の
本
性
を
一
般
的
な
る
も
の
と
し
て
見
る
立
場
に
お
い
て
、
長
所
と
し
て
採
る
べ
き
こ
と

は
、
そ
の
冷
徹
な
る
観
照
的
態
度
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
「
見
る
」
の
も
つ
現
実
超
過
を
、
あ
く
ま
で
発

揮
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
哲
学
は
、
「
見
る
」
に
よ
っ
て
貫
か
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
ら
、
い
か
な

る
哲
学
も
、
そ
の
冷
徹
な
る
観
照
的
立
場
を
基
底
に
も
た
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
も
い
え
る
。
そ
う
で
な
け

れ
ば
、
哲
学
者
は
、
現
実
の
生
の
烈
し
さ
に
圧
伏
せ
ら
れ
て
、
そ
の
言
説
は
、
牛
が
吼
え
馬
が
嘶
（
い
な

な
）
く
ご
と
き
、
動
物
的
主
体
の
自
然
表
白
と
異
な
る
と
こ
ろ
な
き
も
の
に
堕
し
お
わ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
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の
故
に
こ
そ
、
多
く
の
哲
学
者
は
、
自
己
の
生
ま
れ
た
生
の
特
殊
の
地
盤
に
対
し
て
眼
を
蔽
い
、
そ
れ
を

思
索
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
、
真
理
へ
の
反
逆
の
ご
と
く
畏
怖
し
来
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
一
般
妥
当
的
な
真
理
に
対
す
る
忠
節
は
、
は
た
し
て
、
一
切
の
現
実
的
立
場
を
犠
牲
に
供
せ

し
め
る
ほ
ど
に
足
る
ほ
ど
の
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
一
般
」
が
、
実
は
真
の
超
越
で
は
な

く
、
具
体
的
な
も
の
を
捨
象
し
た
抽
象
的
超
越
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
。
故
に
、
一
般
的
真
理

へ
の
こ
の
忠
節
は
、
「
見
る
」
が
所
与
の
現
実
に
吸
収
さ
れ
お
わ
る
こ
と
を
恐
る
る
の
あ
ま
り
、
逆
に
、

現
実
を
ば
、
「
生
む
」
か
ら
分
離
し
た
抽
象
的
な
「
見
る
」
に
吸
収
せ
し
め
お
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
ま
さ
し
く
、
い
わ
ば
、
羹
に
懲
り
て
膾
を
吹
く
の
倒
錯
に
陥
る
も
の
で
あ
る
。

　
事
行
学
は
、
上
の
ご
と
き
抽
象
的
超
越
を
、
更
に
、
具
体
的
方
向
に
一
歩
を
（
し
か
も
、
究
極
の
一
歩

を
）
進
め
て
、
一
般
的
真
理
に
吸
収
せ
ら
れ
る
被
動
の
立
場
を
更
に
乗
り
越
え
、
一
般
的
真
理
を
現
実
の

世
界
に
生
む
立
場
、
い
わ
ば
、
一
般
的
真
理
を
わ
が
子
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
「
一
般
」
一
般
を
乗
り

越
え
、
一
般
に
対
す
る
親
た
る
の
立
場
を
掴
も
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
現
実
の
脱
却
は
、
か
く
の
ご
と
く
、

一
般
を
現
実
と
し
て
生
む
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
具
体
的
に
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
真
の
脱
却
は
、
棄
却

で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
生
命
を
生
む
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
語
で
、en

tb
in

d
en

（
脱
す
る
、
産
む
）
と
い
う
ご
と
く
、
脱
却
が
産
出
の
意
を
帯
び
て
、
は
じ
め
て
、
現
実
が
十

全
に
脱
却
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
一
般
的
真
理
を
見
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
、
特
殊
の

現
実
を
生
む
こ
と
と
合
致
し
、
見
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
、
生
む
こ
と
と
合
致
す
る
の
で
あ
る
。
か
く

「
見
る
」
と
「
生
む
」
と
の
一
如
を
自
覚
と
し
て
捉
え
る
哲
学
を
、
事
行
論
的
解
釈
学
と
名
づ
け
る
の
で
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あ
る
。

九
二
　
　
事
行
学
は
、
存
在
を
受
取
る
立
場
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
傍
観
的
立
場
を
超
え
る
の

で
あ
る
。
知
は
現
実
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
自
然
科
学
は
、
自
然
の
物
象
や
現
象
を
超
え
、
哲
学
は
、

人
生
の
事
象
を
超
え
て
、
こ
れ
を
知
的
主
体
の
内
に
観
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
哲
学
は
自
覚
の
学
で
あ
る

か
ら
、
現
実
の
人
生
の
内
に
生
き
る
自
己
そ
の
も
の
を
直
接
に
掴
む
こ
と
を
せ
ね
ば
、
哲
学
と
し
て
成
立

し
な
い
。
科
学
知
は
、
対
象
を
他
者
と
し
て
観
る
の
み
で
あ
る
が
、
哲
学
知
が
、
科
学
知
と
同
じ
く
、
対

象
を
他
者
と
し
て
見
る
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
実
は
哲
学
知
で
は
な
い
。
知
的
立
場
に
は
、
傍

観
と
い
う
こ
と
が
、
一
面
、
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
に
で
よ
、
哲
学
は
、
そ
の
傍
観
を
相
対
的
傍
観
に
と

ど
ま
ら
し
め
ず
、
絶
対
的
傍
観
に
ま
で
高
め
る
の
で
あ
る
。
哲
学
的
傍
観
は
、
人
生
に
お
い
て
事
行
す
る

と
い
う
こ
と
と
対
立
す
る
相
対
的
傍
観
で
は
な
く
て
、
事
行
そ
の
も
の
に
お
い
て
同
時
に
傍
観
す
る
と
い

う
、
知
行
一
如
の
体
験
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
傍
観
が
そ
の
も
の
と
し
て
露
出
し
て
現
実
に
対
す
る

と
き
は
、
現
実
と
傍
観
と
は
、
お
の
ず
か
ら
同
秩
序
に
入
り
、
両
者
を
包
む
こ
と
に
よ
っ
て
超
え
ら
れ
る
。

こ
の
超
え
る
働
き
が
究
極
の
自
己
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
自
己
を
掴
ま
な
く
て
は
、
自
覚
と
は
な
ら
ぬ
の
で

あ
る
。
傍
観
は
、
「
見
る
」
の
超
越
を
絶
対
的
に
は
現
成
せ
ず
、
従
っ
て
、
自
覚
と
は
な
ら
な
い
。
傍
観

を
そ
の
も
の
と
し
て
露
出
せ
し
め
ず
、
実
践
の
立
場
に
よ
っ
て
超
越
し
て
、
は
じ
め
て
、
観
照
が
観
照
の

ま
ま
、
覚
照
に
転
ず
る
の
で
あ
る
。
覚
照
は
、
絶
対
的
傍
観
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
「
傍
」
と

い
う
こ
と
が
既
に
無
意
味
と
な
っ
て
、
絶
対
的
観
照
と
な
る
の
で
あ
る
。
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九
三
　
　
現
に
傍
観
す
る
自
己
自
身
は
、
具
体
的
な
る
現
実
の
箇
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
余
は
、
公
私
さ

ま
ざ
ま
の
現
実
の
状
況
の
中
に
生
き
、
公
の
事
行
的
立
場
に
お
い
て
は
、
皇
国
の
臣
民
と
し
て
、
そ
の
分

を
尽
す
べ
き
地
位
に
あ
る
。
故
に
、
余
の
哲
学
は
、
皇
国
の
「
み
民
わ
れ
」
の
自
覚
の
学
で
あ
り
、
従
っ

て
、
余
の
哲
学
の
体
系
は
、
尊
皇
論
の
体
系
た
る
を
分
と
す
る
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
一
般
的
妥
当

的
」
な
真
理
の
一
切
は
、
そ
の
具
体
的
立
場
の
中
に
こ
と
ご
と
く
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
余
の
思
索
は
、

一
般
妥
当
的
真
理
を
傍
観
す
る
知
的
関
心
を
満
足
せ
し
め
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
て
、
皇
国
の
民
と
し

て
自
己
を
実
現
す
る
事
行
そ
の
も
の
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
、
単
な
る
思
索
で
あ

る
事
を
超
え
て
、
現
実
の
自
己
自
身
の
覚
悟
を
練
磨
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
真
理
そ
の
も
の
を
、

存
在
か
ら
事
行
に
高
め
る
の
が
、
事
行
学
の
立
場
で
あ
る
。

九
四
　
　
知
の
観
照
が
、
傍
観
に
堕
せ
ず
し
て
、
真
に
働
く
自
己
自
身
を
観
る
に
は
、
そ
の
働
き
の
中
に

あ
っ
て
見
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
傍
観
的
な
知
の
立
場
は
、
対
象
を
意
識
に
内
在
せ
し
め
る
が
、
事

行
学
的
立
場
に
あ
っ
て
は
、
知
が
み
ず
か
ら
を
事
行
に
内
在
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
余
は
、
か
か
る
自
己

責
任
的
な
知
を
含
む
行
為
を
、
事
行
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
普
通
、
行
又
は
行
為
と
い
う
場
合
、
そ
れ

は
知
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
余
の
い
う
事
行
は
、
知
に
対
す
る
概
念
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
存

在
に
対
す
る
概
念
で
あ
っ
て
、
自
他
の
存
在
を
超
越
し
、
対
立
を
止
揚
す
る
絶
対
の
立
場
に
立
つ
と
共
に
、

そ
の
絶
対
の
立
場
か
ら
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
相
対
の
世
界
を
自
己
の
所
産
と
し
て
見
、
ま
た
一
方
、
対
立
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の
一
項
で
あ
る
自
己
を
お
の
れ
の
責
任
に
お
い
て
立
て
る
と
こ
ろ
の
、
生
産
的
行
為
を
い
う
の
で
あ
る
。

九
五
　
　
事
行
学
は
、
絶
対
又
は
全
一
の
立
場
を
去
ら
ず
し
て
、
同
時
に
、
相
対
の
自
己
を
立
て
る
生
産

的
立
場
の
真
理
を
把
握
す
る
学
の
体
系
で
あ
る
。
絶
対
の
自
己
が
相
対
の
自
己
と
し
て
立
ち
、
全
一
の
自

己
が
、
分
一
の
自
己
と
し
て
立
っ
て
、
相
対
・
分
一
の
箇
の
実
現
を
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
と
す
る
の
は
、
ま

さ
し
く
、
全
体
の
立
場
を
離
れ
る
の
で
あ
る
が
、
か
く
離
れ
る
の
は
、
単
に
離
れ
る
の
格
相
を
現
ず
る
の

み
で
あ
っ
て
、
自
覚
的
事
行
者
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
位
相
に
お
い
て
、
依
然
と
し
て
絶
対
で
あ
り
、
全
一

で
あ
る
。
か
く
、
絶
対
が
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
絶
対
の
ま
ま
、
全
一
が
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
全
一
の
ま
ま
、
ミ
ヅ
カ
ラ
相

対
と
し
て
立
ち
、
分
一
と
し
て
現
ず
る
体
験
を
、
「
垂
迹
」
と
い
う
。
自
覚
は
、
自
己
が
自
己
に
帰
す
る

と
い
う
往
相
の
体
験
な
の
で
は
な
く
、
は
じ
め
所
与
で
あ
っ
た
所
生
の
自
己
に
、
能
生
の
立
場
か
ら
改
め

て
垂
迹
す
る
と
い
う
、
還
相
の
体
験
な
の
で
あ
る
。
そ
の
垂
迹
す
る
世
界
は
、
場
所
的
に
い
え
ば
、
人
倫

の
世
界
で
あ
り
、
時
間
的
に
い
え
ば
、
歴
史
的
世
界
で
あ
る
。
自
覚
と
は
、
人
間
が
、
人
倫
の
世
界
に
、

君
に
対
す
る
臣
、
親
に
対
す
る
箇
な
ど
の
「
身
分
者
」
と
し
て
、
分
一
的
自
己
を
垂
迹
せ
し
め
、
そ
の
立

場
に
お
い
て
、
お
の
れ
の
時
代
の
歴
史
的
生
命
を
持
載
す
る
と
こ
ろ
の
事
行
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

九
六
　
　
自
覚
は
、
根
本
に
お
い
て
は
道
徳
で
あ
っ
て
、
宗
教
及
び
芸
術
も
、
事
行
的
に
は
道
徳
に
含
ま

れ
る
の
で
あ
る
。
道
徳
的
体
験
は
、
も
と
、
生
み
の
親
に
対
す
る
立
場
と
、
生
み
の
子
に
対
す
る
立
場
と

の
一
如
で
あ
る
。
そ
の
、
生
み
の
親
に
対
す
る
体
験
が
、
一
面
、
超
越
者
に
対
す
る
宗
教
心
と
な
り
、
生
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み
の
子
に
対
す
る
体
験
が
、
一
面
、
芸
術
的
表
現
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
や
芸
術
が
、

人
格
的
体
験
と
し
て
生
き
る
の
は
、
人
生
に
お
い
て
、
自
他
を
自
覚
的
立
場
に
高
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、

も
し
、
そ
れ
ら
が
、
人
倫
の
生
活
地
盤
か
ら
遊
離
し
去
る
と
き
、
そ
れ
ら
は
、
現
実
と
貫
き
合
う
絶
対
的

体
験
た
る
こ
と
を
失
っ
て
、
現
実
と
限
り
合
う
相
対
的
体
験
た
る
も
の
に
堕
し
て
し
ま
う
。
人
生
の
積
極

的
建
設
を
離
れ
て
、
何
の
宗
教
も
何
の
芸
術
も
な
い
の
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
人
間
の
本
然
は
、
箇

人
た
る
こ
と
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
箇
々
の
人
格
的
事
行
は
箇
人
を
責
任
単
位
と
す
る
と
は
い
え
、

既
に
箇
人
の
営
為
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
ぬ
か
ら
。
同
様
に
、
哲
学
の
本
然
も
、
人
倫
の
学
で
あ
っ
て
、

人
を
生
か
し
、
人
と
し
て
生
き
る
道
を
自
覚
す
る
ほ
か
に
、
何
の
哲
学
も
な
い
の
で
あ
る
。

九
七
　
　
人
間
は
、
「
人
一
般
」
と
し
て
生
ま
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
に
は
、
「
現
在
に
君

親
あ
り
、
妻
子
あ
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
哲
学
は
、
君
臣
の
践
む
べ
き
道
、
親
子
の
践
む
べ
き
道
を
究
め
、

い
わ
ゆ
る
修
身
・
斉
家
・
治
国
・
平
天
下
の
原
理
を
与
え
る
も
の
と
し
て
働
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
然
ら

ざ
れ
ば
、
そ
の
学
は
、
「
末
を
先
に
し
、
本
を
後
に
し
て
、
終
始
の
序
を
知
ら
」
ず
、
「
物
を
玩
び
て
志

を
喪
う
の
識
」
を
免
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
総
じ
て
、
学
問
は
、
「
上
は
政
化
を
輔
け
、
下
は
国
家
に
利
あ
る

の
大
器
」
と
し
て
生
き
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
た
と
え
ば
、
自
然
科
学
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
は

自
覚
の
学
で
は
な
い
が
、
科
学
者
が
、
「
治
国
平
天
下
ノ
用
ヲ
志
気
」
と
し
て
科
学
す
る
と
き
、
そ
の
科

学
者
は
、
覚
照
の
立
場
を
失
う
こ
と
な
く
、
従
っ
て
、
科
学
者
で
あ
る
と
共
に
、
哲
人
た
る
の
で
あ
る
。

哲
学
は
、
本
来
、
か
か
る
志
気
を
、
論
理
的
思
索
に
よ
っ
て
発
揮
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
事
行
学
」
は
、
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哲
学
の
こ
の
本
来
の
立
場
を
自
覚
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
故
に
、
こ
の
『
皇
道
哲
学
』
は
、

絶
対
の
真
理
に
帰
投
す
る
一
の
「
往
生
要
集
」
で
あ
る
と
共
に
、
絶
対
の
真
理
を
人
倫
に
お
い
て
実
現
せ

ん
と
す
る
志
気
を
盛
る
一
の
「
還
生
要
集
」
で
あ
る
。

九
八
　
　
人
間
は
、
人
一
般
と
し
て
生
ま
れ
、
食
一
般
を
食
い
、
空
気
一
般
を
吸
い
、
衣
服
一
般
を
着
て

生
き
る
も
の
で
は
な
く
、
現
実
に
衣
食
住
す
る
現
実
の
人
間
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
自
覚
の
学
で
あ
る
哲

学
は
、
人
間
の
か
く
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
把
握
し
、
か
く
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
生
か
す
の
で
な
く
て

は
な
ら
ぬ
。
も
し
そ
う
で
な
く
て
、
時
処
位
を
離
れ
た
一
般
的
真
理
を
、
な
ん
ら
か
の
存
在
を
も
と
め
る

ご
と
く
し
て
追
求
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
異
端
の
抽
象
の
立
場
と
な
る
の
で
あ
る
。
道
は
こ
れ
を
迩
く
に

求
む
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
遠
く
に
求
む
べ
き
で
は
な
い
。
こ
れ
を
迩
く
に
求
め
る
と
は
、
「
人
の
上

の
日
用
の
義
」
を
明
ら
め
、
「
孝
悌
忠
信
の
道
を
行
往
座
臥
の
時
に
習
う
」
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
事
行
学
は
、

か
く
の
ご
と
き
エ
ー
ト
ス
の
哲
学
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
先
人
の
い
わ
ゆ
る
「
日
用
の
学
」
で
あ
り
、

「
有
用
の
学
」
で
あ
り
、
「
実
学
」
で
あ
り
、
「
実
行
の
学
」
で
あ
っ
て
、
事
実
の
上
に
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
具

わ
る
「
真
の
道
」
を
把
握
し
、
更
に
、
こ
の
道
を
ミ
ヅ
カ
ラ
事
実
の
上
に
現
す
原
理
と
し
て
働
く
真
理
の

体
系
を
樹
立
す
る
こ
と
を
立
場
と
す
る
の
で
あ
る
。

九
九
　
　
真
理
を
事
実
の
上
に
現
す
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
を
相
対
の
世
界
に
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
か
く
相
対
の
一
項
と
し
て
立
つ
の
は
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
事
行
の
立
場
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
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「
見
る
」
が
「
生
す
」
の
中
に
没
し
、
自
己
を
客
観
視
す
る
こ
と
が
存
在
と
し
て
露
出
し
な
い
。
こ
の
立

場
を
、
翻
っ
て
、
観
照
の
立
場
か
ら
更
に
客
観
視
す
る
と
き
、
そ
れ
は
、
主
体
の
事
行
た
る
も
の
か
ら
、

客
体
の
事
象
た
る
も
の
に
転
換
し
て
、
そ
の
絶
対
性
を
失
う
の
で
あ
る
。
故
に
、
単
な
る
「
見
る
」
は
、

常
に
絶
対
的
立
場
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
「
見
る
」
の
立
場
か
ら
は
、
絶
対
的
な
も
の
も
、
現
実
に
は
、
相
対
的
・
程
度
的
に
現
れ
る
ほ

か
は
な
い
と
い
う
真
理
が
把
握
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
際
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
か
か

る
真
理
も
真
理
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
れ
は
、
抽
象
的
立
場
に
お
け
る
低
次
の
真
理
で
あ
っ
て
、

見
る
自
己
を
露
出
す
る
立
場
か
ら
把
握
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
覚
的
立
場
は
、
か

か
る
低
次
の
真
理
を
露
出
せ
ず
し
て
、
か
く
見
る
立
場
を
、
生
産
的
事
行
の
中
に
没
せ
し
め
る
と
こ
ろ
に

成
立
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
生
死
を
天
に
委
ね
、
あ
る
い
は
、
成
否
を
問
わ
ず
し
て
、
自
己
の
本

分
を
尽
す
と
い
う
ご
と
き
行
為
は
、
「
見
る
」
を
含
み
つ
つ
、
こ
れ
を
露
出
せ
ぬ
高
次
の
立
場
で
あ
っ
て
、

自
覚
的
な
真
理
は
、
か
か
る
立
場
に
お
い
て
の
み
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
己
を
相
対
の
一
項
と
し
て

実
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
に
対
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
自
己
を
見
る
も
の
は
、
当
然
、
他

で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
自
己
が
自
己
を
見
ず
、
自
己
を
見
る
こ
と
を
他
に
待
つ
と
い
う
の
が
、
み
ず
か
ら

相
対
の
一
項
と
し
て
立
つ
こ
と
の
真
意
義
で
あ
る
。
「
見
る
」
は
、
相
対
の
対
象
に
対
す
る
原
理
で
あ
る

か
ら
、
自
覚
的
立
場
は
、
自
己
を
見
る
と
い
う
こ
と
を
露
出
せ
ず
し
て
、
こ
れ
を
「
生
す
」
に
よ
っ
て
超

越
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
他
が
自
己
を
見
る
と
い
う
相
対
の
立
場
は
、
自
己
が
自
己
を
実
現
す
る
と

い
う
絶
対
の
事
行
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
み
ず
か
ら
自
己
を
見
ぬ
立
場
は
、
他
が
自
己
を
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見
る
立
場
を
生
み
、
従
っ
て
、
こ
れ
を
超
越
し
、
こ
れ
を
内
に
含
む
の
で
あ
る
。
か
く
、
自
己
が
見
る
こ

と
も
、
汝
が
見
る
こ
と
も
、
共
に
、
自
己
の
生
産
的
事
行
に
よ
っ
て
超
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
反
対

に
、
真
理
を
「
見
る
」
立
場
が
、
人
生
に
お
け
る
事
行
的
立
場
を
否
定
し
、
又
は
消
極
化
せ
し
め
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
「
見
る
」
が
倒
錯
に
陥
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

一
〇
〇
　
　
相
対
的
・
程
度
的
見
方
は
、
「
見
る
」
が
「
生
す
」
と
一
如
の
絶
対
の
立
場
に
立
た
ず
し
て
、

「
生
す
」
か
ら
遊
離
し
た
相
対
的
立
場
に
立
つ
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
こ
の
見
方
は
、

「
見
る
」
を
「
生
す
」
に
没
せ
し
め
る
実
践
の
規
範
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
実
践

の
立
場
は
事
行
主
体
の
絶
対
的
立
場
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
な
が
ら
、
相
対
的
・
程
度
的
見
方
も
、
自
他

が
存
在
的
に
対
立
す
る
関
係
に
あ
っ
て
は
、
自
己
の
「
謙
遜
」
と
し
て
、
ま
た
、
他
に
対
す
る
「
寛
恕
」

と
し
て
生
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
見
る
」
の
本
然
は
、
他
を
見
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、
見

ら
れ
る
他
は
相
対
的
で
あ
り
、
他
の
現
す
境
位
は
程
度
的
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
か
ら
、
自
己
が
事
行
主
体

た
る
他
を
見
る
と
き
、
ま
た
他
が
事
行
主
体
た
る
自
己
を
見
る
と
き
（
そ
れ
は
、
他
そ
の
人
の
立
場
か
ら

は
、
や
は
り
、
自
己
が
他
を
見
る
こ
と
と
な
る
）
、
主
体
の
事
行
は
事
象
と
な
り
、
主
体
の
立
場
か
ら
絶

対
的
な
事
行
で
あ
る
も
の
も
、
相
対
的
・
程
度
的
な
も
の
に
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
自
己
の
絶
対
的

事
行
が
、
他
か
ら
は
相
対
的
・
程
度
的
な
も
の
と
し
て
受
取
ら
れ
る
ほ
か
は
な
い
こ
と
を
認
識
す
る
と
き
、

こ
こ
に
謙
遜
の
立
場
が
生
じ
、
同
じ
認
識
が
、
他
の
人
に
対
す
る
と
き
、
こ
こ
に
寛
恕
の
立
場
が
生
ず
る

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
か
く
、
み
ず
か
ら
謙
遜
し
、
他
を
寛
恕
す
る
の
も
、
自
己
の
責
任
的
立
場
に
お
い
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て
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
も
、
畢
竟
、
自
己
の
絶
対
的
事
行
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

一
〇
一
　
　
人
は
、
寛
恕
に
お
い
て
他
を
超
え
、
謙
遜
に
お
い
て
自
己
を
超
え
る
。
謙
遜
は
、
相
対
的
存

在
の
我
を
、
そ
の
も
の
と
し
て
把
握
す
る
立
場
に
成
立
す
る
か
ら
、
ま
さ
し
く
、
自
己
を
超
え
る
道
と
な

る
の
で
あ
る
。
か
く
、
自
他
を
超
え
る
も
の
が
、
本
然
の
自
己
で
あ
っ
て
、
自
覚
的
自
己
に
は
、
す
べ
て
、

謙
虚
と
寛
容
と
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
動
物
が
、
親
子
の
関
係
の
中
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
そ

の
関
係
を
自
己
の
内
に
も
た
ぬ
の
に
対
し
て
、
自
覚
的
な
人
間
は
、
親
子
の
関
係
の
中
に
生
ま
れ
る
と
共

に
、
そ
の
関
係
を
自
己
の
内
に
も
つ
。
自
己
の
内
に
も
つ
と
い
う
の
は
、
自
己
が
、
対
立
の
一
項
で
あ
る

と
共
に
、
自
他
を
超
え
る
超
越
的
存
在
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
畢
竟
自
己
の
内
に
自
他

を
容
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
他
と
対
立
す
る
自
己
は
、
謙
退
し
て
、
他
に
譲
り
、
他
と
対
さ
ぬ
も
の

と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
、
自
己
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
失
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
他
に
譲
る
と
共

に
、
自
己
を
拡
大
し
て
、
他
を
在
ら
し
め
る
場
所
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
他
は
自
己
の
場

所
の
前
面
を
占
め
て
、
絶
対
的
存
在
と
な
り
、
自
己
は
、
そ
の
絶
対
的
存
在
と
し
て
対
し
た
の
と
は
異
な

り
、
今
や
、
絶
対
的
に
、
一
が
存
在
と
し
て
、
一
が
事
行
と
し
て
あ
い
対
す
る
の
で
あ
る
。

　
上
の
体
験
に
お
い
て
、
相
対
的
自
己
を
超
え
る
の
は
、
自
己
の
存
在
が
相
対
的
で
あ
る
こ
と
を
見
る
こ

と
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
実
現
す
る
も
の
は
、
か
え
っ
て
、
自
己
を
相
対
的
存
在
と
し
て
定
立
す

る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
「
見
る
」
に
は
、
相
対
を
具
体
的
に
超
越
す
る
力
が
な
く
、

単
に
超
越
の
格
相
を
現
ず
る
に
す
ぎ
ぬ
か
ら
。
そ
れ
で
、
相
対
的
自
己
を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
与
え
ら
れ
た
も
の
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と
し
て
受
取
る
立
場
を
超
え
て
、
逆
に
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
生
産
的
立
場
に
お
い
て
、
相
対
的
自
己
を
実
現
す

る
と
き
、
自
己
は
、
相
対
的
自
己
に
対
す
る
能
与
者
、
す
な
わ
ち
、
相
対
的
自
己
の
親
た
る
も
の
と
な
っ

て
、
こ
れ
を
超
越
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
相
対
的
自
己
は
、
超
越
的
な
絶
対
的
自
己
に
対
し
て

謙
退
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
超
越
的
自
己
は
、
絶
対
的
事
行
た
る
自
己
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
同
時
に
、
絶

対
的
存
在
た
る
汝
と
一
如
を
成
す
か
ら
、
超
越
的
自
己
に
対
す
る
謙
退
は
、
そ
の
ま
ま
、
他
に
対
す
る
謙

遜
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
理
に
よ
り
、
謙
遜
は
、
責
任
的
自
己
の
実
現
の
必
然
的
な
一
面
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

一
〇
二
　
　
自
己
が
、
責
任
的
主
体
、
従
っ
て
、
絶
対
的
主
体
と
し
て
立
つ
と
い
う
立
場
が
、
倒
錯
に
陥

る
と
、
い
た
ず
ら
に
自
己
の
主
体
的
事
行
の
絶
対
性
を
主
張
し
、
ま
た
、
他
に
対
し
て
は
仮
借
な
く
そ
の

不
備
を
責
め
る
と
い
う
、
傲
慢
苛
烈
な
態
度
を
生
ず
る
。
事
行
学
は
、
自
己
の
責
任
的
事
行
の
絶
対
を
堅

持
す
る
と
共
に
、
謙
虚
と
寛
容
を
も
っ
て
、
一
切
の
相
対
的
立
場
を
豊
か
に
含
み
、
そ
れ
ら
を
、
そ
れ
ぞ

れ
の
時
処
位
に
お
い
て
生
か
す
こ
と
を
職
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
理
ゆ
た
か
に
、
心
広
く
、
し
か

も
借
り
貸
さ
れ
ぬ
わ
が
神
道
を
立
て
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
他
の
見
地
を
責
め
る
の
に
二
つ
の
立
場
が
あ
る
。
一
は
、
わ
が
国
肇
国
の
歴
史
的
生
命
に
基
づ
か
ぬ
外

来
の
教
法
や
教
学
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
は
、
一
般
に
、
学
問
の
上
で
他
の
立
場
に
対
す
る
も
の
で

あ
る
。
真
理
を
捧
持
す
る
具
体
的
立
場
は
、
超
箇
の
歴
史
的
生
命
な
る
「
我
が
国
」
に
お
い
て
絶
対
の
真

理
を
実
現
せ
ん
と
す
る
志
気
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
ら
、
肇
国
の
歴
史
的
伝
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統
に
根
ざ
さ
ぬ
外
来
の
教
法
や
教
学
を
排
す
る
の
は
、
一
往
、
正
当
の
理
を
含
む
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

か
か
る
態
度
は
、
所
与
の
存
在
を
受
取
る
立
場
に
繋
縛
さ
れ
る
も
の
で
、
事
行
的
建
設
の
立
場
に
立
つ
も

の
で
は
な
い
。
「
日
本
」
は
至
善
至
美
の
絶
対
的
存
在
で
あ
る
が
、
そ
の
存
在
に
達
せ
ぬ
他
国
の
人
も
、

ひ
と
し
く
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
、
絶
対
的
真
理
を
求
む
る
立
場
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
の
教
法
・
教
学
を
建
て

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
、
す
べ
て
、
「
日
本
」
の
予
感
と
憧
憬
た
る
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
ら
の
至
極
を
公
共
的
生
命
と
し
て
覚
現
す
る
も
の
が
、
「
日
本
」
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
「
日

本
」
が
人
間
の
絶
対
の
体
験
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
他
の
教
法
・
教
学
に
対
し
て
、
相
対
的
関
係
に
立
た

ず
、
か
え
っ
て
他
の
一
切
を
そ
の
積
極
面
に
お
い
て
生
か
す
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か
も
、
憧
憬

は
、
あ
る
も
の
を
得
ぬ
と
こ
ろ
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
初
か
ら
そ
の
も
の
を
得
て
い
る
所
に
は
展

開
せ
ぬ
ご
と
き
切
実
さ
と
深
刻
さ
と
を
現
す
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
「
す
べ
て
日
本
国
に
う
ま

る
る
者
は
神
代
の
古
事
を
本
と
し
て
道
を
た
て
、
唐
土
オ
ロ
シ
ヤ
等
の
外
国
の
見
識
に
ひ
き
入
れ
ら
れ
ず
、

別
に
教
を
た
つ
べ
き
な
り
」
の
覚
悟
は
、
そ
の
ま
ま
、
「
神
代
巻
を
本
書
と
し
、
支
那
天
竺
西
洋
よ
り
わ

た
り
来
れ
る
書
籍
を
す
べ
て
、
わ
が
神
代
巻
の
注
釈
末
書
と
お
も
い
て
見
る
べ
き
な
り
」
の
見
識
を
伴
う

の
で
あ
る
。

　
次
に
、
学
術
上
の
論
争
は
、
あ
く
ま
で
、
善
を
責
め
、
同
時
に
対
者
の
真
理
を
み
そ
ぎ
出
さ
ん
と
す
る

志
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
特
に
、
皇
国
国
体
の
論
を
な
す
者
の
心
得
べ
き
と
こ

ろ
で
あ
る
。
国
体
の
自
覚
へ
の
方
向
に
向
く
者
は
、
先
立
つ
も
後
る
る
も
、
こ
と
ご
と
く
同
行
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
、
超
箇
の
生
命
体
な
る
国
家
は
、
人
間
完
成
の
さ
ま
ざ
ま
の
段
階
と
、
人
間
の
品
々
の
根
機
と
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を
容
れ
、
箇
の
自
己
に
と
り
絶
対
的
で
あ
る
把
握
を
も
超
え
る
か
ら
、
我
ひ
と
共
が
相
寄
っ
て
国
体
讃
歎

の
諸
声
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
こ
と
を
思
い
、
偏
執
に
陥
ら
ぬ
よ
う
に
心
得
べ
き
で
あ
る
。
も
し
、
学
術
上

の
論
争
が
、
他
の
強
調
す
る
処
と
は
他
の
反
面
で
あ
る
処
を
見
つ
け
て
、
そ
れ
を
誇
張
し
、
他
の
説
が
全

然
誤
謬
で
あ
る
か
の
ど
と
く
思
わ
せ
る
こ
と
を
念
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
曲
才
の
発
揮
と
な
る
で
あ
ろ

う
。

一
〇
三
　
　
箇
の
自
己
は
、
存
在
的
に
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
与
え
ら
れ
た
相
対
者
で
あ
り
、
事
行
的
に
は
、

自
己
の
相
対
を
ミ
ヅ
カ
ラ
実
現
す
べ
き
責
任
者
と
し
て
、
自
他
の
相
対
を
超
え
る
絶
対
者
で
あ
る
。
こ
の
、

自
他
の
相
対
は
、
親
子
・
夫
婦
・
兄
弟
・
長
幼
な
ど
の
相
対
と
し
て
、
無
数
に
成
立
す
る
。
そ
の
成
立
す

る
地
盤
が
「
公
共
」
の
生
で
あ
っ
て
、
箇
を
超
え
る
と
い
う
自
己
の
本
然
は
実
に
公
共
的
生
命
と
し
て
立

つ
の
で
あ
る
。
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
格
相
に
お
い
て
掴
む
の
が
、
自
覚
で
あ
る
か
ら
、
無
数
の

自
他
の
関
係
を
成
立
せ
し
め
る
公
共
の
生
の
実
現
に
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
を
置
き
、
箇
の
「
私
」
の
生
存
の

主
張
を
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
に
置
く
こ
と
が
、
自
覚
的
人
間
の
と
る
べ
き
立
場
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
公
共
の
生
は
、
も
と
相
対
的
所
与
た
る
現
実
の
自
己
が
、
事
行
主
体
に
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

実
現
す
べ
き
生
と
し
て
、
そ
れ
自
身
、
現
実
の
具
体
的
存
在
た
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、

公
共
の
生
は
、
箇
を
超
え
る
と
共
に
、
そ
れ
自
身
、
現
実
の
具
体
的
存
在
た
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

す
な
わ
ち
、
公
共
の
生
は
、
箇
を
超
え
る
と
共
に
、
そ
れ
自
身
、
具
体
的
な
生
命
の
主
体
と
し
て
、
箇
た

る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
故
に
、
そ
れ
は
、
人
類
・
世
界
と
い
う
ご
と
き
一
般
的
理
念
で
は
な
く
、
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超
箇
に
し
て
箇
た
る
公
共
の
生
命
、
す
な
わ
ち
、
国
家
・
民
族
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、

国
家
・
民
族
一
般
で
は
な
く
、
箇
々
の
人
に
と
り
、
そ
れ
ぞ
れ
祖
国
た
る
現
実
の
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
故
に
、
一
切
の
学
は
、
「
父
母
の
本
国
に
忠
あ
る
の
学
」
た
る
こ
と
を
職
と
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、

中
に
つ
ぎ
て
も
、
哲
学
は
、
「
国
の
大
事
を
し
ら
ん
と
て
学
ぶ
も
の
」
で
あ
る
。

一
〇
四
　
　
我
々
が
日
本
の
国
に
生
ま
れ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
、
あ
る
い
は
男
と
生
ま
れ
、
あ
る

い
は
女
と
生
ま
れ
、
あ
る
い
は
富
家
に
生
ま
れ
、
あ
る
い
は
貧
家
に
生
ま
れ
る
の
と
同
じ
く
、
オ
ノ
ヅ
カ

ラ
な
る
所
与
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
自
覚
的
立
場
は
、
こ
の
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
な
る
相
対
的
自
己
を
、
ミ
ヅ
カ

ラ
の
立
場
か
ら
改
め
て
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
覚
的
立
場
に
お

い
て
掴
ま
れ
る
絶
対
的
真
理
は
、
相
対
的
・
特
殊
的
立
場
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
実
現
を
見
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
余
は
男
子
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
余
の
自
覚
的
立
場
に
お
い
て
は
、
男
女
の
相
対
を

超
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
か
に
志
を
立
て
、
憤
り
を
発
す
る
も
、
余
の
身
を
も
っ
て
婦
徳
を
実

践
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
く
、
絶
対
的
・
一
般
的
真
理
は
、
我
々
に
と
り
、
日
本
の
真
理

と
し
て
の
み
、
公
共
的
生
命
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
公
共
は
、
箇
の
「
私
」
を
含
む
絶
対
的
・
超

越
的
生
命
で
あ
る
か
ら
、
日
本
に
生
ま
れ
た
箇
の
我
々
は
、
「
日
本
」
に
お
い
て
、
絶
対
の
真
理
を
見
、

ま
た
、
「
日
本
」
に
よ
っ
て
絶
対
の
真
理
を
実
現
す
る
立
場
に
立
つ
べ
き
で
あ
る
。
事
行
学
は
、
「
日

本
」
に
お
い
て
、
神
国
を
仰
ぎ
、
日
本
国
を
世
界
の
総
本
国
と
す
る
の
見
識
を
養
わ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

事
行
学
に
お
い
て
は
、
「
日
本
」
は
思
索
の
出
発
で
あ
り
、
ま
た
、
前
提
で
あ
る
。
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一
〇
五
　
　
人
は
、
あ
る
い
は
、
哲
学
は
無
前
提
又
は
無
仮
定
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
日
本
人
と
い
う
ご

と
き
事
は
、
人
種
学
・
歴
史
学
・
地
理
学
な
ど
の
特
殊
経
験
科
学
に
属
す
る
概
念
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る

概
念
を
前
提
と
す
る
の
は
、
厳
密
に
論
理
的
た
る
べ
き
哲
学
の
立
場
を
飛
躍
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
考
か
ら
、
多
く
の
哲
学
者
は
、
天
皇
に
つ
い
て
、
わ
が
国
体
に
つ
い
て
ま
た
皇

国
の
使
命
に
つ
い
て
思
索
す
る
こ
と
を
、
哲
学
の
埒
外
の
事
と
し
て
廻
避
し
来
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

上
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
無
は
、
有
に
対
す
る
無
で
あ
っ
て
、
単
に
あ
る
も
の
が
無
い
と
い
う
だ
け
の
存

在
的
な
無
で
あ
る
。
真
の
無
は
、
前
提
を
又
は
仮
定
を
無
く
す
る
と
い
う
、
働
く
事
行
の
無
で
な
く
て
は

な
ら
ぬ
。
従
っ
て
、
「
日
本
」
は
、
過
去
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
凝
固
せ
る
存
在
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら

を
、
天
壌
と
共
に
窮
り
な
く
与
え
ん
と
す
る
、
永
遠
に
現
在
な
る
事
行
で
あ
る
。
「
日
本
」
に
随
順
し
つ

つ
行
う
我
々
の
哲
学
的
思
索
は
、
一
切
の
一
般
的
真
理
を
、
そ
の
ま
ま
日
本
の
生
命
と
し
て
実
現
せ
ん
と

す
る
意
思
に
よ
っ
て
、
裏
打
ち
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
超
箇
を
本
然
と
す
る
人
間
の
把
握
す
る
真
理
は
、
同

じ
く
超
箇
の
生
命
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
真
理
が
、
従
来
の
哲
学
に
お
い
て
の
よ
う
に
、
存
在
の
性

格
に
お
い
て
掴
ま
れ
る
と
き
、
あ
る
い
は
、
箇
物
を
超
え
た
実
体
と
し
て
考
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
、
箇
々

の
場
合
に
妥
当
す
る
一
般
的
な
真
理
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
存
在
の
主
格
は
、
既
に
述
べ
た
ご

と
く
、
実
は
、
見
ら
れ
る
被
動
の
対
格
が
仮
に
主
格
と
し
て
措
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
真
実
の
生
命

主
体
で
は
な
い
。
す
べ
て
対
す
る
も
の
は
対
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
見
る
超
箇
の
生
命
主
体
に
対

す
る
超
越
的
真
理
も
、
同
じ
く
超
箇
の
生
命
主
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
故
に
そ
れ
は
、
存
在
す
る
も
の
、
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妥
当
す
る
も
の
を
超
え
て
、
事
行
主
体
た
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か
も
そ
れ
は
、
超
箇
を
本
然

と
し
つ
つ
、
一
面
、
箇
の
生
命
体
と
し
て
、
具
体
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
か
か
る
超
箇
に
し
て

箇
な
る
生
命
主
体
が
、
我
ら
に
と
り
、
「
日
本
」
と
し
て
現
ず
る
の
で
あ
る
。

一
〇
六
　
　
故
に
、
日
本
に
お
い
て
神
国
を
見
る
の
は
、
な
ん
ら
、
他
を
貶
め
み
ず
か
ら
を
高
し
と
す
る

驕
傲
で
は
な
い
。
一
切
の
国
民
は
、
す
べ
て
自
国
に
お
い
て
神
国
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
単
に
見

る
だ
け
で
な
く
、
神
国
を
実
現
す
べ
き
で
あ
る
。
「
日
本
」
を
見
る
我
は
、
存
在
と
し
て
あ
く
ま
で
箇
で

あ
り
、
事
行
と
し
て
は
超
箇
で
あ
っ
て
、
我
は
、
そ
の
超
箇
の
面
、
す
な
わ
ち
、
事
行
の
面
に
お
い
て

「
日
本
」
に
対
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
日
本
」
を
貫
き
「
日
本
」
を
荷
う
も
の
は
、
事
行
主
体
と
し
て

の
我
で
あ
る
。
故
に
、
「
日
本
」
の
生
命
は
、
我
の
責
任
的
事
行
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
ほ
か
は
な
い
。

し
か
も
、
か
く
、
我
の
超
越
面
に
対
応
し
て
顕
現
す
る
「
日
本
」
は
、
一
面
、
具
体
的
な
箇
で
あ
る
と
共

に
、
箇
の
我
に
と
っ
て
は
、
超
箇
の
超
越
的
存
在
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
日
本
」
は
、
存

在
と
し
て
は
、
箇
の
我
一
人
の
生
命
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
く
、
無
数
の
箇
の
生
命
体
な
る
「
我
ら
」

に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
事
行
主
体
と
し
て
は
、
一
身
を
以
て
、
「
日
本
」
を
荷
う
立
場
に
立

つ
我
は
、
箇
の
存
在
と
し
て
は
、
「
日
本
」
に
含
ま
れ
抱
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
を
覚
照
し
、
そ
れ

を
再
び
わ
が
事
行
に
よ
っ
て
荷
う
と
き
、
こ
こ
に
、
我
ら
は
、
必
然
的
に
、
日
本
に
帰
投
し
、
日
本
に
随

順
す
る
立
場
に
立
た
ざ
る
を
得
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
に
お
い
て
親
を
仰
ぐ
立
場
、
箇
の
我
の
事

行
の
一
切
を
も
、
こ
の
親
よ
り
の
所
与
と
し
て
自
覚
す
る
立
場
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
自
覚
と
い
い
、
真
理
の
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把
握
と
い
え
ど
も
、
こ
の
所
与
を
超
え
る
こ
と
が
な
い
。
人
は
、
い
か
な
る
立
場
に
立
つ
も
、
生
み
の
親

を
超
え
得
ぬ
の
で
あ
る
。
日
本
に
生
ま
れ
た
我
ら
に
と
り
、
真
理
の
一
切
は
、
「
日
本
」
の
生
命
の
顕
現

に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
傍
観
的
立
場
に
立
つ
相
対
的
観
照
か
ら
は
、
日
本
も
、
存
在
の
一
つ
のB

eisp
iel

（
例
）
に
す
ぎ
ず
、
偶
然
の
「
た
わ
む
れ
」
を
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
吾
人
は
、

必
然
的
真
理
と
い
え
ど
も
、
偶
然
の
存
在
と
貫
き
合
わ
ず
し
て
は
実
現
し
得
ぬ
こ
と
の
論
理
的
必
然
を
思

う
の
で
あ
る
。

一
〇
七
　
　
普
通
に
は
、
真
理
は
日
本
人
と
し
て
の
み
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
日
本
人
の
立
場

に
局
限
せ
ら
れ
ざ
る
一
般
妥
当
的
真
理
が
、
更
に
哲
学
的
真
理
と
し
て
立
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら

れ
て
い
る
、
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
人
の
立
場
か
ら
、
御
民
わ
れ
の
自
覚
の
学
と
し
て
立
て
る
哲
学
の
真

理
は
、
な
ん
ら
一
般
妥
当
的
と
半
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
御
民
わ
れ
の
哲
学
は
、
一
般
妥

当
的
真
理
を
、
特
殊
の
具
体
的
立
場
の
中
に
含
み
生
か
す
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
が
神
に
つ
い
て
思

索
し
、
そ
れ
を
自
動
詞
的
な
判
断
の
形
に
お
い
て
表
現
す
る
こ
と
は
、
神
を
抽
象
的
・
一
般
的
存
在
と
し

て
立
て
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
を
、
そ
の
可
能
性
に
お
い
て
予
感
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
現
実
の
事
行

に
お
け
る
神
の
把
握
で
は
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
現
人
を
神
と
し
て
仰
ぎ
奉
り
、
そ
の
神
を
、
歴
史
的

現
実
に
お
い
て
立
て
る
我
々
の
民
族
的
体
験
を
、
哲
学
的
に
表
現
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
、
現
実
に
生

く
る
神
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
は
、
神
に
つ
い
て
の
抽
象
的
一
般
的
真
理
の
考
察
を
、

こ
と
ご
と
く
含
む
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
我
々
の
把
握
す
る
神
は
、
与
え
ら
れ
た
る
神
と
い
う
存
在
で
は
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な
く
て
、
い
ま
現
に
み
ず
か
ら
を
与
え
つ
つ
あ
る
事
行
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
事
行
と
は
、
い
ま

現
に
神
に
つ
い
て
思
索
し
つ
つ
あ
る
自
己
と
離
れ
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
把
握
す
る
神

は
、
働
く
自
己
自
身
の
本
然
に
ほ
か
な
ら
ぬ
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
働
く
自
己
自
身
に
ほ
か
な
ら
ぬ
も

の
の
把
握
は
、
回
想
の
意
味
を
帯
び
る
。
哲
学
は
単
な
る
予
感
で
は
な
く
て
、
躬
（
き
ゅ
う
）
に
之
を
行

い
、
心
に
之
を
得
る
と
い
う
ご
と
き
回
想
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
回
想
に
よ
っ
て
の
み
、
事
行
的
自
己
を

掴
む
自
覚
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

一
〇
八
　
　
従
っ
て
、
自
覚
の
学
た
る
哲
学
は
、
一
般
妥
当
的
真
理
を
、
単
な
る
可
能
的
定
住
と
し
て
露

出
せ
し
め
る
も
の
で
な
く
、
か
え
っ
て
、
特
殊
の
現
実
の
主
体
た
る
我
の
事
行
の
契
機
と
し
て
、
そ
れ
を

永
遠
の
相
に
お
い
て
表
現
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
表
現
も
自
動
詞
的
言
表
の
形
を
と
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
自
動
詞
的
言
表
は
、
先
の
、
抽
象
的
一
般
の
自
動
詞
的
言
表
で
は
な
く
て
、
他
動
即
再

帰
動
の
内
実
を
含
み
、
か
か
る
内
実
が
改
め
て
自
動
に
還
帰
し
た
る
具
体
的
自
動
で
あ
る
。

　
事
行
学
は
、
一
般
妥
当
的
真
理
を
把
握
す
る
理
論
的
学
の
立
場
を
軽
視
す
る
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ

て
、
理
論
的
学
の
立
場
か
ら
掴
ま
れ
る
普
遍
的
・
必
然
的
真
理
を
、
人
生
に
お
い
て
実
現
す
る
具
体
的
立

場
を
、
更
に
、
理
論
的
に
考
究
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
普
遍
的
・
必
然
的
真
理
を
、
現
実

に
生
む
立
場
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ば
、
理
論
的
学
の
立
場
に
対
し
て
親
た
る
の
立
場
を
と
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
親
の
立
場
と
は
、
責
任
の
立
場
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
い
わ
ゆ
る
理
論
的

学
の
立
場
が
、
人
生
の
現
実
に
対
し
て
無
責
任
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
事
行
学
は
、
理
論
的
学
の
立
場
が
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責
任
を
自
覚
す
る
立
場
な
の
で
あ
る
。

一
〇
九
　
　
日
本
人
は
、
支
那
人
・
英
国
人
・
ド
イ
ツ
人
な
ど
と
対
す
る
対
立
概
念
で
あ
る
。
す
べ
て
、

対
立
は
、
矛
盾
を
含
み
、
た
と
え
ば
、
い
か
に
睦
ま
じ
き
親
子
と
い
え
ど
も
、
親
の
座
し
て
い
る
そ
の
場

所
に
、
同
時
に
子
が
座
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
物
体
の
不
可
入
性
）
そ
れ
と
同
じ
く
、
日
本
と
い
う

生
命
は
、
諸
外
国
の
生
命
と
絶
対
に
相
容
れ
ぬ
面
を
含
む
。
し
か
し
、
親
と
子
が
、
物
体
と
し
て
相
容
れ

ず
、
ま
た
、
欲
望
の
主
体
と
し
て
、
同
一
の
対
象
を
争
っ
て
半
立
す
る
契
機
を
含
み
な
が
ら
、
そ
の
衝
突

半
立
を
露
出
せ
し
め
ず
、
こ
れ
を
よ
り
大
い
な
る
調
和
の
中
に
包
み
得
る
ご
と
く
、
日
本
は
、
諸
外
国
と

絶
対
に
相
容
れ
ぬ
面
を
含
み
な
が
ら
、
こ
れ
を
共
存
共
栄
の
平
和
的
生
命
の
中
に
包
み
得
る
の
で
あ
る
。

一
一
〇
　
　
こ
の
事
は
、
真
理
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
「
日
本
」
の
中
に
働
く
超
越
的
真
理
は
、

日
本
を
超
え
て
、
国
際
・
人
類
に
一
般
的
に
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
そ
の
一
般
妥
当
的
真
理
が
、

日
本
の
真
理
で
な
く
な
る
の
で
な
い
こ
と
は
、
親
と
子
と
が
一
に
和
し
て
も
、
親
も
子
も
対
立
の
一
項
で

な
く
な
る
の
で
は
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
親
は
、
子
に
対
す
る
親
で
あ
り
、
子
は
親
に
対
す
る
子
で
あ

る
ま
ま
に
、
親
子
の
対
立
を
超
え
る
の
で
あ
っ
て
、
超
越
と
い
う
の
は
現
実
の
喪
失
を
い
う
の
で
は
な
い
。

　
す
べ
て
の
現
実
的
存
在
は
、
存
在
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
対
立
の
一
項
で
あ
る
が
、
事
行
の
面
に
お
い

て
対
立
を
超
え
る
の
で
あ
る
。
同
じ
く
、
日
本
人
が
一
般
妥
当
的
真
理
を
実
現
す
る
と
き
、
日
本
人
が
日

本
人
で
な
く
な
る
の
で
は
な
い
。
日
本
人
は
日
本
人
の
ま
ま
、
人
類
一
般
の
真
理
を
実
現
す
る
の
で
あ
っ

93



て
、
一
般
へ
の
超
越
は
、
日
本
人
の
事
行
の
面
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
逆
に
、
相
対
を
超

え
る
絶
対
的
真
理
の
現
成
は
、
相
対
的
存
在
を
媒
介
と
す
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。

一
一
一
　
　
一
般
的
真
理
が
、
具
体
的
に
実
現
せ
ら
れ
る
に
は
、
必
ず
、
特
殊
の
相
対
的
生
命
が
そ
の
地

盤
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
い
っ
ぱ
一
般
的
真
理
が
、
具
体
的
実
現
の
立
場
に
お
い
て
把
握
さ
れ
た
も
の
を

「
教
学
」
と
い
う
。
従
っ
て
、
教
学
は
、
国
土
に
よ
り
、
民
族
に
よ
り
、
必
ず
相
違
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
高
き
人
間
体
験
を
こ
め
て
も
つ
真
正
の
教
学
な
ら
ば
、
必
ず
公
共
的
生
命
の
実
現
に
向
う
志
に

お
い
て
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
際
、
す
べ
て
の
教
学
が
、
究
極
に
お
い
て
一
に
帰

す
る
と
、
往
相
的
に
考
う
べ
き
で
は
な
く
、
逆
に
、
一
の
真
理
が
、
相
対
の
現
実
を
地
盤
と
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
特
殊
と
し
て
立
つ
こ
と
を
必
然
と
す
る
と
、
還
相
的
に
考
う
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
日
本
の
我
々

は
、
「
日
本
」
の
真
理
を
他
の
真
理
と
対
置
し
て
、
そ
の
帰
一
を
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
一
切

の
真
理
を
「
日
本
」
と
し
て
実
現
せ
ん
と
す
る
生
産
的
立
場
に
立
ち
つ
つ
、
「
日
本
」
に
お
い
て
絶
対
の

真
理
を
仰
ぎ
、
他
の
一
切
の
教
学
の
把
握
す
る
真
理
を
、
さ
な
が
ら
、
日
本
の
真
理
と
し
て
生
か
さ
ん
と

す
る
立
場
に
立
つ
べ
き
で
あ
る
。

一
一
二
　
　
教
学
が
、
国
土
と
民
族
と
に
よ
っ
て
異
な
る
の
は
、
公
共
の
生
そ
の
も
の
も
、
所
与
た
る
相

対
的
存
在
に
基
い
て
発
現
す
る
ほ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
す
べ
て
相
対
的
な
も
の
は
相
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違
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
と
の
相
違
が
、
は
じ
め
て
、
相
対
を
成
立
せ
し
め
る
の
で
あ
る
か
ら
。
ま
た
、

相
対
的
な
も
の
は
、
必
然
的
に
、
程
度
的
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
教
学
が
、
等
し
く
「
俗
を
化
し
て
共

に
安
ら
か
ら
し
む
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
は
い
え
、
そ
こ
に
は
、
単
な
る
相
違
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
、

教
の
高
下
、
学
の
深
浅
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
い
か
な
る
教
学
が
高
く
深
く
、
い
か
な
る
教

学
が
低
く
浅
い
か
。
そ
の
判
断
の
標
準
は
、
上
来
説
き
来
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
お
の
ず
か
ら
明
瞭
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
、
箇
の
存
在
と
し
て
考
え
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
親
子
の
絶
対
的
な
繋
が

り
の
内
に
生
き
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
人
間
の
本
能
は
、
超
箇
で
あ
り
、
超
箇
の
実
は
事
行
に
よ
っ
て

現
成
さ
れ
、
超
箇
の
実
現
は
公
共
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
親
子
の
関
係
を
公
共
の
生
に
映
し
て
、
君
臣
の

義
似
：
親
子
の
情
を
籠
め
、
し
か
も
、
か
か
る
体
験
を
、
時
間
的
に
超
箇
な
る
事
行
と
し
て
、
民
族
の
悠

久
の
昔
よ
り
し
て
実
現
す
る
と
い
う
の
が
、
ま
さ
し
く
、
人
間
の
真
理
の
最
高
の
具
現
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
そ
し
て
、
か
か
る
具
現
を
得
て
い
る
も
の
は
「
日
本
」
の
ほ
か
に
は
な
い
。
従
っ
て
、
教
学
の
極
致

は
、
か
か
る
人
間
体
験
を
相
続
し
、
こ
れ
を
子
孫
に
伝
え
る
日
本
の
神
道
で
あ
る
ほ
か
に
は
な
い
。
神
道

は
、
自
然
の
親
子
の
関
係
に
も
と
づ
き
、
「
人
と
人
と
が
恋
慕
う
」
「
し
み
じ
み
」
を
直
ち
に
道
理
と
し

た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
一
毫
（
ご
う
）
の
作
為
も
な
く
、
「
天
地
の
な
し
の
ま
に
ま
に
」
を
道

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
「
天
地
の
お
の
ず
か
ら
な
る
道
に
も
あ
ら
ず
、
人
の
作
れ
る

道
に
も
あ
ら
ず
、
此
道
は
し
も
可
畏
（
か
し
こ
）
き
や
、
高
御
産
日
神
（
た
か
み
む
す
び
の
か
み
）
の
御

霊
に
よ
り
て
、
神
祖
伊
邪
那
岐
大
神
（
か
む
ろ
ぎ
い
ざ
な
ぎ
の
お
お
か
み
）
、
伊
邪
那
美
大
神
（
い
ざ
な

み
の
の
お
お
か
み
）
の
始
め
た
ま
い
て
、
天
照
大
御
神
の
受
た
ま
い
保
ち
た
ま
い
、
伝
え
賜
う
道
」
で
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あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
「
御
祖
（
み
お
や
）
の
教
」
と
し
て
承
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
道
は
「
天
地
ト

共
ニ
御
世
シ
ロ
シ
メ
ス
」
天
皇
の
実
践
道
で
あ
る
と
共
に
、
「
賤
し
き
我
々
に
至
る
迄
、
一
家
を
諮
る
も
、

朋
友
に
交
る
も
」
「
一
日
も
離
る
可
か
ら
ざ
る
」
神
な
が
ら
の
大
道
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
、
「
神
代
よ
り

建
置
か
せ
賜
え
る
」
道
と
し
、
「
神
の
成
置
玉
え
る
事
」
と
し
て
相
続
す
る
と
こ
ろ
に
、
「
外
国
ノ
教
法

ト
ハ
大
ニ
異
ナ
ル
」
わ
が
国
独
自
の
教
学
が
あ
り
、
し
か
も
、
人
生
の
真
理
の
把
握
に
お
い
て
、
そ
の
上

の
立
場
は
考
え
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
。

一
一
三
　
　
す
べ
て
人
倫
の
道
は
、
「
本
を
立
て
、
世
を
た
す
け
、
人
を
す
く
う
」
の
三
つ
を
出
る
こ
と

が
な
い
。
諸
外
国
の
聖
人
の
教
と
い
え
ど
も
、

世
を
た
す
け
人
を
す
く
わ
ん
と
す
る
志
か
ら
発
せ
ぬ

も
の
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
い
か
に
せ
ん
、
彼
ら
は
、
立
て
る
べ
き
本
を
、
歴
史
的
生
命
と
し
て
も
た
ぬ

の
で
あ
る
。
儒
家
が
夏
殷
周
三
代
の
聖
人
を
慕
い
、
仏
道
に
お
い
て
師
承
を
重
ん
ず
る
の
は
、
ま
さ
し
く
、

「
本
に
つ
く
ま
こ
と
」
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
が
、
真
実
具
体
的
な
る
「
本
」
は
、
歴
史
的
生
命
と
し
て
、

現
実
に
自
己
か
ら
遡
り
得
る
も
の
、
ひ
と
り
理
念
の
面
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
自
己
の
身
体
の
全
生
活

面
の
源
た
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
今
の
我
の
践
み
行
う
道
が
、
そ
の
ま
ま
、
「
上
の
世
の
人
の

道
」
た
り
し
「
神
の
道
」
で
る
と
こ
ろ
に
、
時
間
的
に
も
箇
を
超
え
る
人
間
の
本
然
が
発
揮
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
ま
こ
と
の
教
学
は
、
「
規
を
神
に
取
り
て
人
を
全
く
す
る
も
の
」
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
か
か
る

教
学
は
、
ひ
と
り
日
本
に
の
み
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
人
に
は
、
「
か
け
ま
く
も
か
し
こ
き
天
皇

の
大
命
（
お
お
み
こ
と
）
を
か
し
こ
み
守
り
て
、
さ
か
し
ら
す
る
こ
と
な
く
、
し
ひ
ご
と
す
る
こ
と
な
く
、
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と
に
も
か
く
に
も
、
ひ
た
ぶ
る
よ
く
つ
か
え
ま
つ
れ
る
が
道
の
大
本
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
、
人
間

の
実
践
道
を
、
祖
宗
の
遺
訓
と
し
て
相
続
し
、
「
道
と
人
と
世
々
相
続
い
て
間
断
な
く
」
「
人
君
民
を
養

い
て
祖
業
を
続
（
つ
）
ぎ
た
ま
い
、
臣
民
君
に
忠
し
て
父
志
を
継
ぐ
」
こ
と
は
、
す
べ
て
の
国
土
、
す
べ

て
の
民
族
に
あ
っ
て
も
実
現
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
道
は
、
ひ
と
り
皇
国
に
の
み
正
し
く
伝
わ
り
、

外
国
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
早
く
か
ら
そ
の
伝
来
を
失
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
水
土
清
け
れ
ば
其
こ
と

わ
り
も
亦
清
く
し
て
、
人
の
心
極
め
て
正
直
な
る
」
わ
が
国
人
の
幸
で
あ
り
、
そ
れ
を
失
っ
た
こ
と
は
、

「
大
御
神
の
御
国
な
ら
ぬ
悪
国
に
生
れ
」
た
外
国
人
の
不
幸
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

一
一
四
　
　
人
間
体
験
の
至
元
は
、
日
本
の
国
体
に
具
現
さ
れ
、
人
生
教
学
の
至
真
は
、
わ
が
国
神
皇
の

道
に
こ
も
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
を
覚
照
す
る
と
き
、
日
本
に
お
い
て
神
国
を
見
、
日
本
国
を
神
州
と
呼

び
、
あ
る
い
は
「
大
地
の
元
首
・
万
国
の
綱
紀
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
「
万
国
の
祖
国
」
と
す
る
信
念

の
生
ず
る
の
は
け
だ
し
当
然
で
あ
ろ
う
。
我
々
も
、
哲
学
に
お
い
て
、
わ
が
国
体
を
論
理
化
す
る
と
き
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
己
が
公
共
的
自
己
の
歴
史
的
生
命
を
把
握
す
る
と
い
う
「
自
覚
」
を
行
ず
る
の
み
な

ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
歴
史
的
生
命
が
最
も
完
全
な
人
間
体
験
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
哲
学
に
お
け
る
至
極
の

真
理
を
把
握
し
得
る
の
で
あ
る
。
神
道
こ
そ
は
、
ま
さ
し
く
、
「
万
法
の
根
本
」
で
あ
る
。
現
代
に
お
け

る
我
々
の
哲
学
も
、
こ
の
万
法
の
根
本
を
掴
み
、
掴
む
と
共
に
こ
れ
を
行
ず
る
と
こ
ろ
の
「
天
朝
正
学
」

た
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
は
、
「
万
国
の
本
つ
学
び
」
で
あ
り
、
ま
た
、
い

わ
ゆ
る
「
本
学
」
で
あ
る
。
至
元
至
真
の
人
間
体
験
を
も
つ
「
日
本
」
は
、
な
に
も
、
そ
の
知
足
ら
ず
し
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て
道
を
異
域
に
求
め
る
の
で
は
な
い
。
階
序
あ
る
人
倫
セ
エ
界
の
成
立
と
共
に
、
至
高
至
奥
の
真
理
が
既

に
実
現
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
他
国
の
道
は
、
単
に
「
大
道
神
理
の
一
端
」
で
あ
り
、
「
万
法
の
花
実
」
又

は
「
万
法
の
枝
葉
」
に
す
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
理
を
覚
照
し
得
ず
、
「
我
が
神
聖
相
伝
の
道
」
に
お

い
て
暗
い
者
は
、
「
天
下
の
書
を
読
む
と
い
え
ど
も
、
尽
く
天
下
の
理
を
究
む
と
い
え
ど
も
、
義
理
の
大
、

心
術
の
微
に
於
て
大
欠
闕
」
あ
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
の
哲
学
は
、
決
し
て
、
知
性
の
満
足

と
い
う
ご
と
き
「
好
事
に
類
す
る
所
為
（
し
わ
ざ
）
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
「
皇
国
の
万
国
に
す
ぐ
れ
、

神
道
の
諸
道
に
ま
さ
り
て
貴
き
事
を
著
わ
し
示
し
、
外
国
に
飛
去
ん
と
す
る
世
人
の
心
を
本
国
に
引
き
も

ど
し
て
倭
魂
を
堅
く
し
」
、
「
日
本
国
の
見
識
を
立
て
る
」
に
あ
る
の
で
あ
る
。

一
一
五
　
　
人
倫
の
大
道
は
、
君
臣
の
大
義
に
窮
ま
る
と
す
れ
ば
、
か
か
る
体
験
に
乏
し
き
西
欧
人
の
哲

学
に
は
、
最
高
の
覚
照
の
立
場
は
求
め
ら
れ
ぬ
。
覚
照
の
哲
学
は
、
人
倫
の
真
理
を
さ
な
が
ら
に
具
現
す

る
日
本
の
体
験
に
基
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
覚
照
の
学
は
、
皇
国
の
国
体
の
自
覚
の
上
に
立
つ
多
く
の

先
人
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
性
に
お
い
て
建
設
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
同
一
の
体
験
を
、
理
智
を

地
盤
と
し
、
論
理
を
媒
介
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
哲
学
と
し
て
建
設
す
る
こ
と
こ
そ
、
現
代
に
生
き
る
日
本

の
学
徒
の
任
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
そ
の
営
み
は
、
哲
学
の
日
本
化
又
は
日
本
的
展
開
な
の
で

は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
「
日
本
」
の
論
理
化
又
は
「
日
本
」
の
哲
学
的
展
開
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
。
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第
二
部
　
　
自
覚

一
一
六
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
彼
の
『
倫
理
学
』
を
「
幾
何
学
的
順
序
に
従
っ
て
論
証
さ

れ
た
る
倫
理
学
」
（E

th
ica ord

in
e geom

etrico d
em
on

strata

）
と
名
づ
け
た
。
幾
何
学
は
、
数
学

で
あ
る
か
ら
、
徹
底
的
に
合
理
的
立
場
に
立
つ
。
哲
学
も
、
思
惟
が
自
己
の
責
任
的
立
場
を
貫
か
ん
と
す

る
事
行
で
あ
る
か
ら
、
あ
く
ま
で
合
理
的
立
場
を
媒
介
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
勿
論
「
生
む
」
そ
の
も

の
は
「
見
る
」
に
よ
っ
て
は
掴
ま
れ
ず
、
人
生
は
合
理
的
把
握
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
非

合
理
的
な
体
験
の
把
握
と
い
え
ど
も
、
合
理
的
思
惟
を
遊
離
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
合

理
的
思
惟
を
遊
離
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
合
理
的
立
場
と
互
に
限
り
合
っ
て
あ
い
対
す
る
も
の
、
故
に
、

合
理
的
立
場
を
解
脱
せ
ぬ
も
の
、
従
っ
て
、
そ
れ
自
身
、
お
の
ず
か
ら
、
合
理
的
立
場
と
対
等
の
も
の
と

な
っ
て
、
こ
の
相
対
の
二
つ
の
立
場
を
止
揚
す
る
絶
対
の
立
場
は
、
こ
れ
ら
の
上
に
、
新
た
に
求
め
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
合
理
的
立
場
か
ら
の
超
越
は
、
こ
れ
を
、
あ
く
ま
で
、
合
理
的
立
場
の

徹
底
に
よ
っ
て
求
む
べ
き
で
あ
る
。
非
合
理
的
立
場
と
い
え
ど
も
、
合
理
的
立
場
に
対
す
る
単
な
る
他
者

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
合
理
的
立
場
が
み
ず
か
ら
を
徹
底
し
て
、
自
覚
的
立
場
に
高
揚
す
る
と
き
、
そ

こ
に
超
合
理
又
は
非
合
理
の
立
場
が
現
れ
る
と
い
う
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
見
る
」
の
本
然
が
、

実
は
「
生
む
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
合
理
性
の
本
然
が
、
実
は
非
合
理
な
の
で
あ
る
。
哲
学
は
、
「
見

る
」
が
自
己
の
責
任
的
立
場
を
徹
底
し
て
、
み
ず
か
ら
の
本
然
に
到
達
す
る
事
行
で
あ
る
か
ら
、
あ
く
ま

で
も
合
理
的
思
惟
を
完
遂
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
意
図
は
、
ま
さ
し
く
、
哲
学
の
使
命
を
的
確
に
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認
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
が
、
（
延
い
て
は
、
西
洋
の
哲
学
全
般
が
、
）
つ
い
に
「
生
む
」

の
把
握
に
到
達
し
得
な
か
っ
た
こ
と
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
意
図
は
哲
学
的
に
正
し
か
っ
た
に
せ

よ
、
そ
の
出
発
に
お
い
て
、
哲
学
の
本
来
の
立
場
を
正
し
く
掴
み
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
哲
学
は
、

「
見
る
」
が
「
見
る
」
自
身
を
掴
ん
で
、
「
見
る
」
が
自
覚
的
立
場
に
立
つ
事
行
で
あ
る
の
に
、
彼
は
、

見
ら
れ
る
位
相
に
あ
る
「
見
る
」
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と
を
せ
ず
し
て
、
単
に
見
ら
れ
る
「
も
の
」
を
見
、

ま
た
、
事
行
を
そ
の
も
の
と
し
て
掴
む
こ
と
を
せ
ず
し
て
、
こ
れ
を
存
在
に
変
質
し
て
把
握
し
、
ま
た
、

見
る
主
体
的
生
命
を
如
実
に
掴
む
こ
と
を
せ
ず
し
て
え
、
主
体
的
生
命
と
し
て
見
ら
れ
る
対
象
を
把
握
す

る
こ
と
に
終
始
し
た
の
で
あ
る
。
故
に
、
そ
の
幾
何
学
的
方
法
は
、
あ
く
ま
で
幾
何
学
的
方
法
と
し
て
留

ま
り
、
自
覚
の
学
た
る
哲
学
の
方
法
と
し
て
十
全
の
働
き
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

一
一
七
　
　
同
じ
事
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
正
・
反
・
合
の
図
式
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ヘ
ー
ゲ

ル
は
、
弁
証
法
的
論
理
を
荷
う
定
型
と
し
て
、T

h
ese

とA
n

tith
ese

と
、
そ
の
対
立
を
止
揚
す
る
。S

yn

th
ese

と
の
図
式
を
考
え
た
が
、
こ
の
図
式
は
、
行
為
し
又
は
思
惟
す
る
現
実
の
生
命
主
体
か
ら
遊
離
し

て
、
一
種
の
定
在
た
る
も
の
に
化
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
か
ら
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
弁
証
法
も
発
生
し
た
わ

け
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
哲
学
は
、
現
実
の
生
命
活
動
で
あ
り
、
し
か
も
自
覚
の
学
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

は
、
あ
く
ま
で
、
現
実
の
生
命
主
体
の
自
己
把
握
を
失
わ
ぬ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
故
に
、
哲
学
的

図
式
は
、
そ
れ
自
身
、
一
の
定
型
と
し
て
、
存
在
論
的
に
定
立
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
、
事
行
論
的
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に
、
常
に
、
現
実
の
人
間
の
実
践
の
原
型
を
与
え
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
、
余
は
、
存
在

の
定
型
で
あ
る
と
共
に
実
践
の
原
型
で
あ
る
と
こ
ろ
の
図
式
を
立
て
、
論
理
的
思
索
に
数
学
的
思
惟
の
精

密
さ
を
与
え
つ
つ
、
人
間
の
事
行
、
及
び
そ
の
低
次
面
た
る
存
在
の
世
界
の
論
理
を
闡
明
し
て
み
よ
う
と

思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
論
理
的
立
場
が
、
他
の
立
場
（
た
と
え
ば
、
「
生
む
」
と
「
生
ま
れ
る
」
と
の
事

実
の
認
識
、
親
が
子
を
い
つ
く
し
み
、
子
が
親
を
慕
う
と
い
う
ご
と
き
心
情
の
生
活
）
と
隔
絶
的
に
あ
い

対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
と
不
可
分
的
に
重
層
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
「
事
実
」
を
貫
く

論
理
的
連
関
を
闡
明
す
る
解
釈
学
的
立
場
で
あ
る
べ
き
こ
と
は
、
第
一
部
に
お
い
て
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

一
一
八
　
　
そ
の
図
式
と
は
、
「
我
ガ
我
ヲ
見
ル
」
と
い
う
自
覚
文
章
で
あ
る
。
そ
の
際
、
あ
る
い
は
、

自
覚
を
「
我
が
我
を
見
る
」
と
定
式
化
し
て
は
、
や
は
り
事
行
を
存
在
に
化
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
、
事
行
の
立
場
が
失
わ
れ
る
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
す
る
余
の

答
は
こ
う
で
あ
る
。
―
―
「
見
る
」
は
他
に
対
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
「
見
る
」
が
「
見
る
」

を
見
る
と
こ
ろ
の
哲
学
も
、
見
る
働
き
で
あ
る
以
上
、
他
に
対
さ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
見
ら
れ
る
対
象
は
、

存
在
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
か
ら
、
「
我
が
我
を
見
る
」
も
、
一
往
、
存
在
と
し
て
の
考
察
の
対
象
と
な
る

の
で
あ
る
。
哲
学
は
、
「
見
る
」
が
「
見
る
」
を
見
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
事
行
が
事
行
を
見
る
も
の
で

あ
っ
て
、
絶
対
的
に
見
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
絶
対
的
な
「
見
る
」
は
、
事
行
が
存
在
を
見
る
と
い
う

相
対
的
な
「
見
る
」
を
媒
介
と
し
な
け
れ
ば
、
達
成
せ
ら
れ
な
い
。
す
べ
て
、
絶
対
は
、
相
対
を
媒
介
と

し
て
の
み
、
現
成
す
る
の
で
あ
っ
て
、
自
覚
を
、
「
我
が
我
を
見
る
」
と
し
て
存
在
化
す
る
こ
と
は
、
絶
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対
の
事
行
で
あ
る
「
見
る
」
が
、
第
二
次
的
に
、
改
め
て
事
行
の
立
場
に
立
つ
た
め
に
、
自
己
を
相
対
的

存
在
と
し
て
定
立
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
哲
学
の
「
見
る
」
が
第
二
次
の
「
見
る
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、

第
一
次
の
絶
対
的
な
「
見
る
」
が
、
改
め
て
、
相
対
の
地
盤
に
立
つ
こ
と
は
、
哲
学
的
自
覚
の
不
可
欠
の

要
請
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
我
が
我
を
見
る
」
と
い
う
定
言
は
、
あ
く
ま
で
見
る
事
行
の
定
式
で
あ
っ
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
正
・
反
・
合
の
よ
う
な
、
存
在
の
定
式
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
「
我
ガ
」
は
、
一
般
的
な

「
我
ガ
」
で
は
な
く
、
常
に
、
現
実
の
具
体
的
な
我
―
―
た
と
え
ば
、
い
ま
こ
れ
を
書
い
て
い
る
余
、
い

ま
こ
れ
を
読
ん
で
お
ら
れ
る
読
者
―
―
で
あ
る
事
を
予
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
一
九
　
　
か
く
言
え
ば
、
し
か
し
そ
れ
は
畢
竟
予
想
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
受
取
る
者
が
、
「
我
ガ
」
を
、

必
ず
し
も
、
現
実
の
自
己
で
も
っ
て
置
き
換
え
る
と
は
限
ら
ぬ
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
発
せ
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
ま
さ
し
く
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
こ
そ
、
「
我
が
我
を
見
る
」
が
自
覚
の
定
式

た
る
意
義
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
、
何
人
も
「
我
ガ
」
を
、
現
実
の
我
と
し
て
切
実
に
感
ず
る
ほ
か

な
い
の
な
ら
、
こ
の
定
言
は
、d

u
 sollst

（
汝
当
に
為
す
べ
し
）
の
ご
き
も
の
で
あ
っ
て
、d

u
 sollst

が
、

そ
の
ま
まich
 w
ill

（
我
意
志
す
）
に
転
換
す
る
の
で
な
く
て
は
、
自
覚
的
な
事
行
と
は
な
ら
ぬ
の
で
あ

る
。ich
 w
ill

に
ま
で
高
ま
ら
ぬd

u
 sollst

は
、
決
し
て
無
上
命
令
で
は
な
い
。
真
の
責
任
的
立
場
は
、

「
我
、
意
志
し
て
事
行
す
」
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
故
に
、
一
々
の
人
が
、
「
我
ガ
」
を
自
己
に
引
当
て

る
も
引
当
て
ぬ
も
、
一
々
の
人
の
自
由
で
あ
っ
て
、
「
我
が
我
を
見
る
」
は
、
か
く
、
そ
の
実
現
を
、
受

取
る
汝
の
自
由
に
委
ね
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
汝
を
主
体
と
し
て
（
す
な
わ
ち
、
我
と
し
て
）
遇
す
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る
所
以
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
こ
そ
、
ま
さ
し
く
、
自
覚
の
定
言
に
ふ
さ
わ
し
い
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
故
に
、
余
は
「
我
ガ
我
ヲ
見
ル
」
と
い
う
自
覚
の
定
言
を
図
式
的
に
立
て
る
に
し
て
も
、
単

に
図
式
に
依
拠
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
思
索
の
一
歩
々
々
に
お
い
て
、
絶
え
ず
、
い
ま
思
索
す
る
現
実
の
自

己
を
、
図
式
に
お
け
る
「
我
」
の
地
位
に
置
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
く
、
現
実
の
自
己
を
図
式
に
お

け
る
「
我
」
の
地
位
に
置
く
と
置
か
ぬ
と
は
、
哲
学
す
る
当
事
者
の
任
意
で
あ
っ
て
、
こ
の
書
の
読
者
も
、

あ
る
い
は
余
自
身
す
ら
も
、
時
と
し
て
、
図
式
の
「
我
」
が
今
思
索
し
て
い
る
自
分
に
他
な
ら
ぬ
と
い
う

事
の
現
実
感
を
喪
失
し
て
、
単
に
形
式
的
に
、
且
つ
知
的
立
場
か
ら
の
み
、
「
我
」
一
般
を
考
え
る
こ
と

が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
翻
然
と
し
て
、
現
実
の
具
体
的
な
自
己
に
返
る
と
き
、
図
式
の

「
我
」
は
、
直
ち
に
、
そ
の
具
体
的
な
我
を
迎
え
入
れ
、
こ
れ
を
十
全
に
荷
う
の
で
あ
る
。
か
く
、
図
式

の
「
我
」
に
お
い
て
現
実
の
自
己
を
見
る
と
見
ぬ
と
を
、
思
索
す
る
当
事
者
の
自
由
に
委
ね
る
事
こ
そ
、

思
索
す
る
当
事
者
を
責
任
的
主
体
と
し
て
、
む
し
ろ
、
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
正
・
反
・
合
、
及
び
、
そ
の
他
の
哲
学
者
の
立
て
た
数
々
の
図
式
は
、

存
在
と
し
て
定
立
さ
れ
る
真
理
を
荷
う
も
の
で
あ
っ
て
、
真
理
を
実
践
し
、
あ
る
い
は
、
不
合
理
に
陥
る

事
あ
る
、
事
行
主
体
の
責
任
的
立
場
を
荷
う
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
図
式
と
し
て
は
凝
固
せ
る
も
の

で
あ
る
。

　
（
「
我
ガ
」
と
「
我
ヲ
」
と
の
対
立
関
係
を
考
察
す
る
際
に
、
原
理
と
し
て
働
く
も
の
が
、
「
対
す
る

も
の
は
対
等
」
と
い
う
公
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
序
論
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

「
対
す
る
も
の
は
対
等
」
は
、
幾
何
学
上
の
諸
公
理
に
対
し
て
、
ま
さ
し
く
、
事
行
学
的
公
理
と
呼
ば
れ
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て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
余
の
一
切
の
思
索
は
、
す
べ
て
こ
の
公
理
よ
り
発
し
、
こ
の
公
理
に
よ
っ
て
貫
か
れ
、

こ
の
公
理
に
帰
し
て
、
論
理
性
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
）

一
二
〇
　
　
普
通
、
論
理
的
と
い
う
の
は
、
思
惟
が
責
任
的
立
場
に
立
っ
て
、
全
存
在
を
、
「
こ
う
で
あ

る
」
と
自
己
の
定
立
す
る
も
の
に
化
す
る
こ
と
を
い
う
。
「
こ
う
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
「
何
は
何
で

あ
る
」
と
い
う
判
断
で
あ
る
か
ら
、
哲
学
的
立
場
と
は
、
全
存
在
を
、
判
断
で
も
っ
て
貫
く
立
場
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
論
理
は
、
実
に
、
判
断
の
世
界
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
判
断
の
構
造
に
依
拠
す

る
一
切
の
論
理
的
思
索
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ひ
る
が
え
っ
て
考
う
る
に
、
か
く
、
「
何
は
何
で
あ

る
」
と
い
う
判
断
の
定
式
に
、
判
断
す
る
事
そ
の
も
の
を
依
拠
せ
し
め
る
の
は
、
自
己
に
依
存
す
る
も
の

に
こ
ち
ら
が
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
親
が
子
に
背
負
わ
れ
る
に
ひ
と
し
い
。

子
が
み
ず
か
ら
親
を
背
負
う
の
は
、
子
が
主
体
の
立
場
に
立
つ
、
す
な
わ
ち
、
子
が
親
と
な
る
の
で
あ
る

か
ら
、
事
行
が
存
在
を
負
う
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
事
行
が
存
在
に
倚
り
か
か
る
の
は
、
い
わ
ば
、

生
ま
れ
た
の
み
で
未
だ
自
立
し
得
ぬ
子
に
、
親
の
側
か
ら
背
負
わ
れ
る
に
ひ
と
し
く
、
逆
さ
ま
事
で
あ
る

と
い
う
ほ
か
な
い
。
故
に
、
事
行
論
的
解
釈
学
は
、
「
我
が
何
を
見
る
」
と
い
う
、
事
行
と
存
在
と
が
一

如
た
る
事
実
、
い
わ
ば
、
親
が
子
を
負
う
と
い
う
事
実
を
定
言
と
し
て
立
て
、
そ
れ
の
上
に
、
一
切
の
思

索
を
依
拠
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
思
索
は
、
一
々
、
「
こ
う
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
を
媒

介
と
し
て
進
め
ら
れ
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
論
理
的
思
索
は
、
「
我
が
何
を
見
る
」
の
分
析
に
、
こ
と
ご
と

く
働
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
何
は
何
で
あ
る
」
の
根
源
た
る
具
体
的
立
場
に
立
つ
点
が
、
判
断
の
構
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造
に
依
拠
す
る
思
索
に
比
し
、
自
覚
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
二
一
　
　
論
理
的
思
索
が
、
全
存
在
を
、
「
こ
う
で
あ
る
」
を
も
っ
て
貫
く
と
す
れ
ば
、
論
理
的
は
、

畢
竟
、
合
理
的
に
等
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
間
に
対
す
る
余
の
答
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
―
―
「
こ

う
で
あ
る
」
は
、
詳
し
く
は
、
「
何
は
何
で
あ
る
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
「
我
が
何
を
見
る
」

か
ら
、
主
体
的
事
行
「
我
が
見
る
」
を
捨
象
し
、
み
ら
れ
る
「
何
」
を
主
語
と
し
て
、
「
何
」
の
自
性
を

述
語
と
し
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
一
々
の
「
こ
う
で
あ
る
」
は
、
「
我
が
見
る
」
を
も
っ
て

裏
打
ち
さ
れ
る
。
し
か
も
、
哲
学
と
は
、
「
見
る
」
が
「
見
る
」
を
見
る
事
行
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
我

が
見
る
」
は
、
ま
さ
し
く
、
自
覚
に
お
い
て
掴
ま
る
べ
き
対
象
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
「
我
が
見
る
」
は
、

あ
く
ま
で
、
「
見
る
」
で
あ
っ
て
、
「
見
ら
れ
る
」
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
対
象
と
し
て
掴
む
こ
と
が

で
き
な
い
。
「
見
る
」
が
対
象
と
し
て
掴
み
得
ざ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
超
合
理
的
、
も
し
く
は
、
非
合

理
的
で
あ
る
。
か
く
、
存
在
を
論
理
を
も
っ
て
貫
く
と
い
う
こ
と
は
、
合
理
を
超
え
る
非
合
理
的
体
験
に

裏
打
ち
さ
れ
て
の
み
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
自
然
科
学
は
、
こ
の
事
実
を
自
覚
す
る
こ
と
な
く
、
単
に
合

理
的
に
、
全
存
在
を
「
見
る
」
で
も
っ
て
貫
く
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
哲
学
は
、
そ
の
合
理
的

体
験
を
荷
う
基
底
た
る
、
非
合
理
的
体
験
を
掴
む
立
場
で
あ
る
。

一
二
二
　
　
か
く
、
論
理
に
は
、
合
理
の
自
己
否
定
、
及
び
、
自
己
否
定
に
裏
打
ち
さ
れ
る
自
己
肯
定
が

存
し
て
、
自
覚
的
な
肯
定
及
び
否
定
、
す
な
わ
ち
、
自
己
そ
の
も
の
の
肯
定
及
び
否
定
と
な
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
に
反
し
て
、
単
な
る
合
理
的
判
断
に
お
い
て
は
、
肯
定
と
否
定
と
が
、
互
に
矛
盾
す
る
。
す
な
わ
ち
、

肯
定
判
断
は
否
定
判
断
を
否
定
し
、
否
定
判
断
は
、
肯
定
判
断
を
否
定
し
て
、
両
者
は
互
に
矛
盾
す
る
の

で
あ
る
。
矛
盾
に
お
け
る
否
定
は
、
互
に
対
者
を
他
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
否
定
が

自
覚
的
と
な
る
と
き
、
す
な
わ
ち
、
否
定
が
他
者
な
ら
ぬ
自
己
自
身
を
対
者
と
す
る
と
き
、
否
定
は
否
定

そ
の
も
の
を
否
定
し
て
、
そ
の
ま
ま
、
肯
定
に
転
ず
る
の
で
あ
る
。

　
否
定
は
、
自
覚
的
と
な
っ
て
、
否
定
た
る
こ
と
を
止
め
、
肯
定
に
転
換
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
あ
ら

わ
れ
る
肯
定
は
、
否
定
に
対
す
る
相
対
的
な
肯
定
で
は
な
く
、
否
定
の
媒
介
を
経
、
否
定
を
内
に
含
む
と

こ
ろ
の
、
絶
対
的
な
肯
定
で
あ
る
。
積
極
的
概
念
に
し
て
、
自
覚
的
・
人
格
的
な
も
の
は
、
偽
・
悪
・

醜
・
死
の
媒
介
を
経
、
そ
れ
ら
の
自
己
否
定
を
経
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

一
二
三
　
　
し
か
ら
ば
、
哲
学
の
立
場
は
非
合
理
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
す
る
余
の
答
は
次

の
ご
と
く
で
あ
る
。
―
―
哲
学
は
、
根
底
に
お
い
て
非
合
理
的
体
験
で
あ
る
が
、
そ
の
非
合
理
的
体
験
を
、

あ
く
ま
で
、
合
理
を
媒
介
と
し
て
掴
む
の
が
、
哲
学
の
哲
学
た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
く
、
非
合
理
な
る

も
の
を
も
合
理
を
媒
介
と
し
て
掴
む
こ
と
を
も
、
論
理
的
と
い
う
の
で
あ
る
。
論
理
的
と
は
、
合
理
的
が
、

対
象
た
る
存
在
を
掴
む
こ
と
か
ら
転
じ
て
、
そ
の
掴
む
事
行
自
身
を
掴
む
こ
と
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
。

し
な
わ
ち
、
論
理
的
は
、
「
合
理
的
」
の
自
覚
に
も
達
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
の
論
理
的
と
は
、
自

覚
的
な
合
理
的
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
合
理
的
は
、
い
わ
ば
、
こ
の
意
味
の
論
理
に
お
け
る
体
躯
の
ご
と
き
も

の
で
あ
っ
て
、
非
合
理
的
真
理
は
、
こ
の
合
理
的
を
媒
介
と
し
て
、
自
己
を
存
在
と
し
て
あ
ら
わ
す
の
で
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あ
る
。
宗
教
・
道
徳
・
芸
術
も
、
論
理
に
よ
っ
て
貫
か
れ
る
が
、
そ
れ
ら
に
あ
っ
て
は
、
論
理
が
事
行
と

し
て
働
く
の
み
で
、
み
ず
か
ら
を
存
在
と
し
て
露
わ
に
す
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
ら
に
働
く
論
理
が
、
合

理
を
媒
介
と
し
て
存
在
化
す
る
と
き
、
宗
教
哲
学
・
芸
術
哲
学
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
二
部

「
自
覚
」
に
お
い
て
は
、
人
間
体
験
の
そ
れ
ぞ
れ
の
象
面
を
考
察
し
、
宗
教
・
道
徳
・
芸
術
・
哲
学
の
人

格
的
体
験
を
成
立
せ
し
め
る
自
覚
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。

第
一
章
　
　
「
我
が
我
を
見
る
」

一
二
四
　
　
哲
学
は
、
全
存
在
を
貫
く
「
見
る
」
そ
の
も
の
を
把
握
す
る
事
行
で
あ
る
か
ら
、
「
見
る
」

の
自
己
把
握
と
し
て
出
発
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
本
質
上
、
当
然
で
あ
る
。
哲
学
と
は
、
ま
さ
し
く
、

「
見
る
」
が
「
見
る
」
を
見
る
事
行
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
見
る
」
そ
の
も
の
が
「
我
」

な
の
で
あ
る
か
ら
、
「
見
る
が
見
る
を
見
る
」
は
、
こ
れ
を
「
我
が
我
が
見
る
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
見
る
」
が
「
見
る
」
を
み
る
の
は
、
実
に
、
我
が
我
を
見
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

「
自
覚
」
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
の
「
我
が
我
を
見
る
」
（Ich

 seh
e m
ich

）
を
、
自
覚
の
本

文
章
（
甲
）
と
名
づ
け
る
。

一
二
五
　
　
見
ら
れ
る
「
我
ヲ
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
、
特
殊
の
現
実
的
生
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活
を
自
己
の
内
容
と
し
て
も
つ
。
た
と
え
ば
、
「
我
ヲ
」
は
、
あ
る
い
は
座
し
て
い
る
我
で
あ
り
、
あ
る

い
は
走
る
我
で
あ
り
、
あ
る
い
は
喜
ぶ
我
で
あ
り
、
あ
る
い
は
悲
し
む
我
で
あ
る
。
そ
の
事
の
言
表
は
、

「
我
が
、
座
す
る
我
を
、
見
る
」
「
我
が
、
喜
ぶ
、
我
を
、
見
る
」
等
々
と
な
る
。
「
我
ヲ
」
は
、
一
つ

の
事
実
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
「
事
」
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
上
の
言
表
は
、

そ
の
ま
ま
、
「
我
が
、
（
我
の
座
す
る
）
事
を
、
見
る
」
「
我
が
、
（
我
の
喜
ぶ
）
事
を
、
見
る
」
等
々

と
な
る
の
で
あ
る
。

　
自
覚
文
章
を
上
の
ご
と
く
事
実
を
現
す
文
章
に
転
換
し
た
も
の
を
、
ド
イ
ツ
文
と
す
る
な
ら
ば
、Ich

 

seh
e, d

ass ich
 sitze

等
々
と
な
る
。
こ
の
接
続
詞d

ass

は
、
も
と
、
指
示
代
名
詞d

as

と
同
語
で
あ
る

か
ら
、
右
の
ド
イ
ツ
文
を
復
原
す
れ
ば
、Ich

 seh
e d

as: ich
 sitze

と
な
る
。
か
く
、
自
覚
文
章
に
お

け
る
「
我
ヲ
」
は
、
具
体
的
に
は
、
事
実
を
表
す
一
箇
のd

as

と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
のd

as

は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
場
合
に
、
特
殊
の
現
実
（
た
と
え
ば
、
座
す
る
事
、
走
る
事
、
喜
ぶ
事
、
悲
し
む
事
）
を
内
容
と

し
て
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
のIch

 seh
e d

as

を
も
、
自
覚
の
本
文
章
（
乙
）
と
名
づ
け
る
。
本
文
章
乙
は
、

論
理
的
内
容
に
お
い
て
は
、
本
文
章
甲
と
同
一
で
あ
り
、
そ
れ
に
具
体
的
内
容
を
も
れ
ば
、
一
々
本
文
章

甲
に
還
元
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、Ich

 seh
e d

as sitzen
d
e Ich

（
我
ハ
座
ス
ル
我
ヲ
見
ル
）
は
、

Ich
 seh
e m
ich

に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

一
二
六
　
　
自
覚
の
本
文
章
甲
の
動
態
は
、
他
動
・
再
帰
動
・
自
動
・
被
動
の
一
切
の
動
態
の
一
如
で

あ
っ
て
、
自
主
的
な
生
は
、
必
ず
本
文
章
の
形
で
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
文
章
は
、
自
己
そ
の
も
の
の
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直
接
の
反
省
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
、
自
覚
の
往
相
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
本
文
章
乙
は
、
現
実
の

「
何
」
（d

as

）
を
自
覚
的
に
見
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
、
自
覚
の
還
相
が
言
表
さ
れ
る
。
こ

れ
ら
に
対
し
、Ich

 seh
e, d

ass ich
 sitze

のIch
 seh
e,

（
主
文
章
）
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
見
る
相
対
的

な
主
格
と
、
見
ら
れ
る
相
対
的
な
対
格
と
の
動
作
を
表
す
。
前
者
は
、
自
己
の
場
所
に
お
い
て
目
的
格

（
対
格
）
と
直
接
に
対
す
る
こ
と
の
な
い
自
動
の
体
験
を
表
し
、
後
者
は
、
見
る
立
場
を
含
ま
ぬ
低
次
の

主
格
の
行
為
を
表
す
。
前
者
は
、
「
生
す
」
を
伴
わ
ぬ
抽
象
的
な
「
見
る
」
で
あ
り
、
後
者
は
、
「
見

る
」
を
伴
わ
ぬ
無
自
覚
の
「
為
す
」
で
あ
る
。
後
者
は
、
形
に
お
い
て
は
、
あ
る
い
は
他
動
で
あ
り
、
あ

る
い
は
再
帰
動
で
あ
り
、
あ
る
い
は
自
動
で
あ
る
も
、
本
質
に
に
は
す
べ
て
被
動
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前

者
も
、
か
か
る
被
動
の
本
質
の
も
の
に
相
対
的
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
た
と
い
超
越
の
格
相
を
示
す
と

は
い
え
、
そ
の
本
然
に
お
い
て
は
、
お
の
ず
か
ら
被
動
で
あ
る
。
生
産
又
は
事
行
の
立
場
と
一
致
せ
ぬ
単

な
る
見
る
立
場
は
、
こ
の
主
文
章
の
体
験
で
あ
っ
て
、
そ
の
原
理
は
理
智
で
あ
り
、
そ
の
働
き
は
観
照
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
文
章
に
お
い
て
は
、
見
る
主
体
が
生
す
主
体
と
同
時
・
同
所
に
お
い
て
対
し
、

対
す
る
と
共
に
互
に
貫
き
合
っ
て
一
如
を
成
す
か
ら
、
見
る
も
絶
対
、
生
す
も
絶
対
と
な
っ
て
、
見
る
自

己
は
生
す
自
己
を
真
に
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
自
覚
の
原
理
は
覚
智
と
呼
ば
れ
、
そ
の
働
き
は
覚

照
と
呼
ば
れ
る
。
事
行
学
は
、
す
な
わ
ち
、
覚
智
を
原
理
と
す
る
覚
照
の
哲
学
た
る
の
で
あ
る
。

一
二
七
　
　
見
る
主
体ich

が
、
生
す
現
実
の
主
体m

ich
と
、
同
一
の
場
所
に
お
い
て
対
等
に
対
せ
ぬ
と

き
は
、m

ich

は,d
as ich

…
と
な
っ
て
、
別
に
従
属
文
章
を
構
成
し
、
見
る
主
体
は
、
自
己
の
目
的
格
を
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コ
ン
マ
の
下
に
取
落
す
に
い
た
る
（ich

 seh
e,

…
）
。
か
く
目
的
格
を
失
っ
た
主
格
の
働
き
は
、
自
動
詞

化
し
て
、
空
転
し
、
そ
こ
に
お
け
る
見
る
主
体
は
、
自
覚
の
主
体
た
る
の
実
を
失
っ
て
、
単
な
る
認
識
主

観
に
堕
す
る
の
で
あ
る
。
認
識
主
観
は
、
単
に
一
方
的
に
対
象
を
超
越
す
る
の
み
で
、
そ
こ
に
あ
っ
て
は
、

「
超
越
す
る
」
が
、
「
超
越
さ
れ
る
」
と
相
対
時
関
係
に
立
つ
か
ら
、
超
越
そ
の
も
の
が
相
対
的
体
験
な

ら
ぬ
相
対
的
体
験
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
立
場
に
お
け
る
認
識
が
、
自
己
反
省
の
形
で
、
い

か
に
遡
源
的
に
且
つ
包
括
的
に
行
わ
れ
て
も
、
つ
い
に
真
の
自
覚
に
到
達
す
る
こ
と
が
な
い
。
た
と
え
ば
、

自
分
が
云
々
で
あ
る
事
、
又
は
云
々
を
為
す
事
を
反
省
し
、
次
に
、
自
己
が
か
か
る
反
省
を
な
す
事
を
反

省
し
、
次
に
、
自
己
が
か
か
る
反
省
を
な
す
事
を
反
省
す
る
事
を
反
省
す
る
と
い
う
風
に
、
限
り
な
く
超

越
の
立
場
を
進
み
ゆ
く
も
、
こ
う
い
う
無
限
は
、
い
わ
ゆ
るen

d
los

の
「
悪
し
き
無
限
」
で
あ
っ
て
、
真

の
超
越
と
は
な
ら
ず
、
実
は
、
下
方
に
止
め
ど
も
な
く
無
意
味
な,d

as ich
 seh
e

を
重
ね
る
と
同
様
の
結

果
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
くich

 seh
e, d

ass ich
 seh
e, d

ass ich
 seh
e

…
の
形
を
い
く
ら

延
長
し
て
行
っ
て
も
、
一
箇
のIch

 seh
e d

as

の
境
地
を
掴
む
こ
と
は
つ
い
に
で
き
な
い
。Ich

 seh
e d

as

を
掴
む
自
覚
は
、
現
実
に
事
を
生
す
自
己
を
他
者
と
し
て
傍
観
す
る
立
場
か
ら
は
得
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
。

一
二
八
　
　
自
覚
の
㈠
本
文
章
、
㈡
主
文
章
、
㈢
客
文
章
の
三
つ
の
体
験
を
、
人
称
に
よ
っ
て
説
明
す
る

な
ら
ば
、
㈠
本
文
章
は
、
真
実
に
「
我
が
我
を
見
る
」
立
場
で
あ
る
。
そ
の
際
、
「
我
ヲ
」
は
「
我
ガ
」

に
対
し
て
、
汝
と
し
て
立
つ
。
汝
は
、
現
実
の
事
行
主
体
の
格
で
あ
る
。
そ
し
て
、
見
る
我
が
、
見
る
働

き
一
般
と
し
て
で
は
な
く
、
現
実
の
事
行
主
体
と
し
て
見
る
と
こ
ろ
に
、
自
覚
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
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ら
、
そ
の
意
味
で
は
、
「
我
ハ
」
も
、
実
は
汝
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
か
く
、
汝
が
汝
を
見
て
、
は
じ

め
て
、
汝
の
自
覚
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
自
覚
す
る
も
の
は
人
称
に
お
い
て
は
、
我
と
呼
ば

れ
る
か
ら
、
汝
の
自
覚
と
い
う
の
は
、
そ
の
ま
ま
、
我
の
自
覚
と
な
る
の
で
あ
る
。
真
実
の
自
覚
は
、
か

く
、
汝
が
汝
を
見
る
事
を
媒
介
と
し
て
の
み
現
成
す
る
の
で
あ
っ
て
、
我
が
、
み
ず
か
ら
を
あ
く
ま
で
我

の
地
位
に
就
け
て
、
わ
が
見
る
汝
を
我
に
引
上
げ
よ
う
と
し
て
も
、
も
と
も
と
「
我
」
な
ら
ぬ
「
汝
」
を

現
実
に
我
に
化
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
働
く
も
の
は
事
行
主
体
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の

事
行
主
体
は
、
人
称
に
お
い
て
我
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
我
が
、
み
ず
か
ら
汝
と
な
っ
て
、

汝
の
格
の
我
（
我
ヲ
）
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
対
等
の
も
の
が
あ
い
対
し
、
し
か
も
、

対
す
る
両
者
が
共
に
事
行
的
生
命
で
あ
り
、
現
実
の
生
を
生
き
る
体
験
主
体
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
実
現

す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
く
「
我
ガ
」
が
み
ず
か
ら
「
我
ヲ
」
の
立
場
に
立
つ
「
我
」
を
見
る
こ
と

こ
そ
、
見
る
主
体
が
わ
が
事
行
そ
の
も
の
の
内
に
あ
っ
て
見
る
と
い
う
、
知
行
合
一
の
体
験
に
ほ
か
な
ら

ぬ
の
で
あ
る
。

　
㈡
主
文
章Ich
 seh
e,

…
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
我
が
他
を
見
る
立
場
で
あ
る
。
見
る
主
体ich

は
、

対
者
に
お
い
て
、
一
往
は
、
自
己
（,d

ass ich
…
）
を
見
る
が
、
見
ら
れ
る
自
己
は
、
見
る
我
と
対
等
の

我
な
ら
ぬ
低
次
の
我
で
あ
っ
て
、
見
る
我
と
同
じ
場
所
に
あ
っ
て
直
接
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

人
間
に
お
い
て
は
「
彼
」
と
呼
ば
れ
る
位
相
の
も
の
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
汝
の
間
接
化
し
た
も
の

が
彼
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
。
故
に
、
主
文
章
は
、
「
我
が
彼
を
見
る
」
体
験
で
あ
る
。
ま
た
、
主
文
章
の

主
格
な
るich

も
、
一
の
事
行
主
体
と
し
て
、
一
面
汝
の
位
に
あ
る
か
ら
、
主
文
章
は
「
汝
が
彼
を
見
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る
」
体
験
で
あ
る
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
そ
れ
は
、
汝
が
汝
を
見
る
体
験
で
な
い
故
に
、
対
等
の
も
の

に
対
す
る
と
い
う
自
覚
を
現
成
せ
ぬ
の
で
あ
る
。

　
㈢
客
文
章,d

ass ich
 seh
e

は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
「
彼
が
彼
物
を
見
る
」
体
験
で
あ
る
。
こ
の

体
験
の
主
体
は
、
本
文
章
のm

ich

が
、
目
的
格
で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
己
の
分
際
を
忘
失
し
て
、
低
次
の

世
界
に
、
一
方
的
に
主
格
と
し
て
臨
む
も
の
で
あ
っ
て
、
自
覚
の
主
体ich

か
ら
見
れ
ば
、
間
接
化
し
た

汝
、
す
な
わ
ち
「
彼
」
に
よ
っ
て
超
越
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
主
体
的

立
場
を
含
ま
ぬ
も
の
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
故
に
、
「
彼
」
が
他
の
「
彼
」
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
事

行
論
的
に
は
成
立
せ
ず
、
彼
は
常
に
彼
物
を
見
る
の
で
あ
る
。

一
二
九
　
　
自
然
科
学
は
、
彼
が
彼
物
を
見
る
立
場
に
成
立
し
、
た
と
い
人
を
観
察
の
対
象
と
す
る
も
、

生
命
主
体
又
は
事
行
主
体
た
る
人
を
、
そ
の
も
の
と
し
て
の
意
義
に
お
い
て
は
見
ず
に
、
も
っ
ぱ
ら
、
生

命
又
は
事
行
が
物
の
世
界
に
残
す
痕
跡
を
見
る
の
で
あ
る
。
自
然
科
学
は
、
自
覚
の
客
文
章
的
体
験
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
覚
の
主
文
章
的
体
験
が
、
従
来
の
西
洋
哲
学
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
、
事
行
主
体
そ
の
も
の
を
具
体
的
立
場
に
お
い
て
掴
む
こ
と
を
せ
ぬ
か
ら
、
畢
竟
、
「
汝
が
彼
を

見
る
」
体
験
を
出
る
こ
と
が
な
い
。
右
の
二
つ
に
対
し
て
、
事
行
学
は
、
「
汝
が
汝
を
見
る
」
具
体
的
事

実
の
は
あ
く
を
媒
介
と
し
て
「
我
が
我
を
見
る
」
の
自
覚
に
到
達
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
「
汝
が
汝

を
見
る
」
の
は
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
事
行
の
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
我
が
我
を
見
る
」
本
来
の
自

覚
が
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
位
相
に
お
い
て
現
成
す
る
の
で
あ
る
。
「
汝
が
汝
を
見
る
」
と
は
、
生
ま
れ
た
子
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と
し
て
の
我
が
、
所
与
の
現
実
を
空
し
く
せ
ず
し
て
自
己
を
実
現
す
る
そ
の
中
に
、
見
る
立
場
を
没
っ
し

め
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。

一
三
〇
　
　
自
然
科
学
的
に
見
る
の
は
、
客
文
章
的
体
験
で
あ
り
、
理
智
哲
学
的
に
見
る
の
は
、
主
文
章

的
体
験
で
あ
り
、
事
行
哲
学
に
見
る
の
は
、
本
文
章
的
体
験
で
あ
る
。
右
の
三
者
は
、
「
見
る
」
体
験
の

三
段
階
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
応
し
て
、
「
生
す
」
体
験
に
も
三
つ
の
段
階
が
現
れ
る
。

　
㈠
客
文
章
は
、
彼
が
物
に
対
す
る
体
験
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
食
」
と
し
て
発
現
す
る
。
食
う
も
の
は

生
命
の
主
体
で
あ
り
、
食
わ
れ
る
も
の
は
常
に
死
物
で
あ
っ
て
、
食
は
生
命
が
非
生
命
に
対
す
る
と
い
う
、

客
文
章
の
内
容
を
現
す
の
で
あ
る
。
勿
論
、
猫
が
生
き
た
鼠
を
喰
い
、
蛇
が
生
き
た
雀
を
呑
む
こ
と
が
あ

る
と
し
て
も
、
鼠
や
雀
は
、
鼠
や
雀
の
ま
ま
で
、
猫
や
蛇
の
肉
体
に
摂
取
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
も

の
と
し
て
は
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
食
も
「
生
す
」
体
験
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
な
ん
ら
、

積
極
的
な
生
産
の
定
義
が
発
揮
さ
れ
ず
に
、
与
え
ら
れ
た
生
命
が
、
今
日
の
自
己
を
明
日
に
維
持
す
る
と

い
う
消
極
的
意
味
に
お
い
て
、
生
産
を
反
映
せ
し
め
る
に
と
ど
ま
る
。

　
㈡
主
客
両
文
章
の
対
立Ich

 seh
e, d

ass ich
…
に
応
ず
る
も
の
は
、
雄
雌
・
男
女
の
性
的
関
係
で

あ
っ
て
、
両
者
は
、
主
体
と
主
体
と
し
て
、
一
往
は
対
等
に
、
且
つ
、
あ
い
補
っ
て
一
の
「
我
」
の
体
験

を
成
立
す
べ
き
も
の
と
し
て
あ
い
対
す
る
。
但
し
、
そ
の
際
、
両
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
面
的
に
、
「
見
る

も
の
」
と
「
見
ら
れ
る
も
の
」
と
し
て
、
相
対
的
に
あ
い
対
す
る
か
ら
、
両
者
の
一
如
は
、
両
者
を
超
え

た
と
こ
ろ
で
現
成
さ
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
両
者
は
、
い
わ
ば
、
半
一
と
半
一
と
し
て
あ
い
対
し
、
両
者
の
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成
す
全
き
一
は
、
両
者
以
外
の
第
三
者
に
よ
っ
て
具
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
三
者
が
、
す
な
わ
ち
、

「
子
」
で
あ
っ
て
、
性
の
体
験
そ
の
も
の
は
、
全
一
の
体
験
で
は
な
く
、
子
に
お
け
る
全
一
を
予
感
す
る

も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
雄
雌
・
男
女
の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
項
が
他
の
項
に
対
す
る
の
み
の
関
係
に

お
い
て
は
、
全
一
を
み
ず
か
ら
の
境
位
と
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
男
も
女
も
、
わ
が
子
に
対
し
て
、
は
じ

め
て
、
全
一
に
対
す
る
全
一
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
も
、
男
で
あ
り
、
又
は
、
女
で
あ
る
事
が
失
わ

れ
る
の
で
は
な
く
、
人
は
、
男
親
又
は
女
親
と
し
て
、
わ
が
子
に
対
す
る
が
、
そ
の
男
又
は
女
は
、
す
で

に
性
的
意
義
の
も
の
で
は
な
い
。
子
に
対
す
る
父
は
、
親
と
し
て
母
と
一
如
の
も
の
で
あ
り
、
子
に
対
す

る
母
は
、
親
と
し
て
父
と
一
如
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
父
も
母
も
、
男
女
の
相
対
を
超
え
、
一
の

絶
対
的
生
命
と
し
て
、
他
の
全
一
の
生
命
に
対
す
る
の
で
あ
る
。
子
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
男
又
は
女
の
性
別

を
お
の
ず
か
ら
具
え
有
つ
が
、
子
は
、
性
の
面
に
お
い
て
親
に
対
す
る
の
で
は
な
く
、
性
別
を
超
え
た
絶

対
的
生
命
と
し
て
、
親
に
対
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
絶
対
と
絶
対
、
全
一
と
全
一
と
の
相
対
は
、
相

対
の
相
を
示
現
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
実
は
重
な
り
合
っ
て
一
を
成
す
の
で
あ
る
。

　
か
く
、
主
体
と
主
体
と
が
一
如
た
る
の
体
験
を
表
す
も
の
は
、
㈢
自
覚
の
本
文
章Ich

 seh
e m
ich

で

あ
っ
て
、
そ
の
原
型
を
な
す
も
の
が
、
親
子
の
対
面
で
あ
る
。
親
は
、
み
ず
か
ら
をm

ich

の
地
位
に
就

け
て
、
子
に
お
い
て
、
全
一
の
生
命
を
、
す
な
わ
ち
、
箇
の
自
己
の
死
後
に
も
無
限
に
生
き
続
く
べ
き
永

遠
の
生
命
を
見
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
、
人
は
、
生
み
の
子
に
対
す
る
際
、
過
去
の
方
向
に
は
、

男
女
の
相
対
を
超
え
、
未
来
に
向
っ
て
は
、
お
の
ず
か
ら
、
無
限
と
対
等
の
も
の
と
し
て
立
つ
の
で
あ
る
。
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一
三
一
　
　
ま
た
、
「
生
」
の
面
か
ら
考
え
て
、
㈠
客
文
章d

ass ich

…
は
、
生
ま
れ
た
ま
ま
の
被
動
の

生
を
、
㈡
主
文
章Ich

 seh
e,

は
、
「
生
む
」
の
予
感
を
、
㈢
本
文
章Ich

 seh
e m
ich

は
、
「
生
む
」
と

「
生
ま
れ
る
」
と
の
一
如
を
表
す
も
の
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
㈠
は
、
人
が
産
声
を
あ
げ
て
生
ま
れ
出

で
て
得
る
生
で
あ
っ
て
、
そ
の
代
表
者
は
小
児
で
あ
る
。
こ
の
生
は
、
本
文
章
か
ら
「
生
ま
れ
落
ち
た
」

低
次
の
生
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
質
は
、
被
動
で
あ
り
、
無
心
で
あ
る
。
こ
の
「
生
ま
れ
つ
き
」
の
本
質
を

純
粋
に
保
有
す
る
人
は
、
ウ
ブ
と
も
キ
と
も
言
わ
れ
る
（
ウ
ブ
な
人
、
生
娘
）
。
㈡
は
、
所
与
の
我
が
、

能
与
の
我
を
予
感
し
つ
つ
、
未
だ
所
与
と
能
与
と
の
二
元
的
分
裂
に
と
ど
ま
る
生
生
（
な
ま
い
き
）
、
生

死
（
な
ま
じ
に
）
の
生
で
あ
っ
て
、
そ
の
代
表
者
は
青
年
で
あ
る
。
西
欧
人
の
体
験
は
、
全
体
と
し
て
、

こ
の
段
階
の
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
「
見
る
」
と
「
生
す
」
と
が

相
対
的
関
係
に
立
っ
て
、
「
見
る
」
は
「
生
す
」
を
伴
わ
な
い
の
で
、
実
は
見
さ
せ
ら
れ
る
域
を
超
え
ず
、

従
っ
て
、
他
を
受
取
る
他
覚
を
出
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
㈢
は
、
人
の
親
の
立
場
を
原
型
と
す
る
自

覚
的
な
生
で
あ
っ
て
、
全
一
の
主
体
的
生
命
を
わ
が
外
に
立
て
、
こ
れ
と
一
如
な
る
体
験
で
あ
る
。
そ
こ

に
あ
っ
て
は
、
見
る
こ
と
が
生
す
こ
と
で
あ
り
、
生
す
こ
と
が
見
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
見
る
」
と
「
生

す
」
と
が
不
可
分
に
重
な
り
合
う
の
で
あ
る
。

一
三
二
　
　
主
文
章ich

 seh
e,

…
は
、
生
産
又
は
事
行
の
立
場
を
失
わ
ぬ
単
な
る
「
見
る
」
で
あ
り
、
客

文
章,d

ass ich

…
は
、
見
る
立
場
を
伴
わ
ぬ
単
な
る
「
生
す
」
「
為
す
」
で
あ
る
。
人
間
以
外
の
動
物
は
、

客
文
章
を
そ
の
生
の
内
容
と
す
る
。
人
間
と
は
、
客
文
章
の
生
と
共
に
主
文
章
の
生
を
も
与
え
ら
れ
て
も
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つ
も
の
を
い
う
の
で
あ
る
。
但
し
、
無
自
覚
な
人
間
に
あ
っ
て
は
、
主
文
章
の
生
と
客
文
章
の
生
と
が
、

相
対
的
関
係
に
立
ち
、
両
者
の
結
合
は
、
そ
の
人
間
に
対
し
て
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
に
お
い
て
現
成

す
る
の
み
で
あ
る
。
主
文
章
の
「
見
る
」
生
は
、
客
文
章
の
「
生
す
」
生
を
超
越
す
る
と
は
い
え
、
後
者

に
相
対
的
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
身
生
ま
れ
た
ま
ま
の
所
与
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
人
は
肉
体

の
発
育
と
共
に
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
、
知
力
を
も
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
思
惟
の
作
用
は
、
一
見
わ
が
行
為
の

ご
と
く
見
え
て
、
実
は
自
然
の
機
能
で
あ
り
、
従
っ
て
、
他
か
ら
為
す
べ
く
命
ぜ
ら
れ
た
行
為
は
、
自
主

的
な
行
為
で
は
な
い
か
ら
、
勝
義
に
お
け
る
わ
が
行
為
で
は
な
い
。
知
力
の
展
開
は
、
教
育
に
よ
っ
て
助

長
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
別
に
、
知
力
が
も
と
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
義
を

転
換
す
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
自
然
科
学
や
、
理
知
的
反
省
の
立
場
に
と
ど
ま
る
哲
学
に
よ
っ
て
、

人
間
の
自
覚
は
得
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
。
自
覚
は
、
人
間
が
本
文
章ich

 seh
e m
ich

又
はich

 seh
e d

a

s

の
生
を
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
か
ら
、
自
己
の
内
容
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
現
成
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
認
識
の
立
場
の
原
理
的
転
換
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

一
三
三
　
　
主
文
章
の
主
語ich

と
、
客
文
章
の
主
語
（,d

ass ich

）
と
の
対
立
は
、
そ
の
本
質
上

「
我
」
と
「
彼
」
と
の
対
立
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
間
接
的
な
対
立
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
間
に
は
、
な
ん

ら
直
接
の
交
渉
が
あ
り
得
な
い
。
故
に
、
見
る
こ
と
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
は
、
現
実
の
事
態
に
、
な
ん
ら

の
変
更
も
生
ぜ
ぬ
の
で
あ
る
。
両
者
の
対
立
が
、
一
の
具
体
的
な
事
態
と
な
る
た
め
に
は
、
我
で
あ
る
と

共
に
彼
で
あ
る
も
の
が
、
媒
介
と
な
っ
て
、
一
面
、
我
に
対
し
、
他
面
、
彼
に
対
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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そ
の
媒
介
は
、
我
と
彼
と
の
対
立
す
る
場
所
と
し
て
も
考
え
ら
れ
る
と
共
に
、
存
在
的
な
媒
介
者
と
し
て

で
は
な
く
、
媒
介
と
い
う
事
行
そ
の
も
の
と
し
て
働
く
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
か
か
る
媒
介
こ
そ
、

人
称
的
に
は
「
汝
」
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
汝
と
は
事
行
の
主
体
（
事
行
そ
の
も
の
）
で

あ
っ
て
、
全
面
的
に
我
と
し
て
立
ち
、
従
っ
て
、
見
る
我
に
対
等
に
対
す
る
と
共
に
、
一
方
、
前
面
的
に

客
体
と
し
て
立
ち
、
見
ら
れ
る
主
体
、
す
な
わ
ち
「
彼
」
た
る
も
の
で
あ
る
。
我
で
あ
る
と
共
に
彼
で
あ

り
、
事
行
で
あ
る
と
共
に

存
在
で
あ
る
の
が
、
「
汝
」
の
本
質
で
あ
っ
て
、
見
る
当
体
の
我
（ich

）

で
あ
る
と
共
に
、
見
ら
れ
る
当
体
の
我
（,d
ass ich

）
で
あ
る
と
こ
ろ
の
箇
の
主
体
は
、
実
に
、
こ
の
汝

に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
汝
と
は
、
現
実
の
事
行
を
荷
う
我
そ
の
も
の
、
い
な
、
現
実
の
事
行
そ
の
も

の
で
あ
る
。
こ
の
現
実
の
箇
の
事
行
が
、
超
越
的
な
超
箇
の
「
見
る
」
と
一
如
た
る
の
が
、
自
覚
の
本
文

章ich
 seh
e m
ich

で
あ
る
。
こ
のm

ich

は
、
上
述
の
「
汝
」
の
位
の
我
で
あ
る
。

一
三
四
　
　
認
識
も
ひ
と
つ
の
具
体
的
事
行
で
あ
る
か
ら
、
認
識
主
体
は
、
超
箇
の
主
体
な
るich

で
あ

る
と
共
に
、
現
実
に
は
、
箇
の
主
体m

ich
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
のm

ich

は
本
然
は
「
汝
」
で
あ
っ

て
、
認
識
主
体
た
る
我
は
、
現
実
に
は
、
汝
の
位
に
在
っ
て
見
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
認
識
は
、

「
見
る
」
を
露
出
す
る
事
行
で
あ
り
、
そ
の
「
見
る
」
は
、
対
象
に
対
す
る
超
越
の
働
き
で
あ
る
か
ら
、

認
識
に
お
い
て
は
、
対
象
に
対
す
る
主
体
の
超
越
が
、
存
在
と
し
て
露
出
す
る
と
は
、
「
彼
」
に
対
す
る

こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、
認
識
は
、
汝
を
そ
の
も
の
と
し
て
こ
れ
に
対
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
対
者
な

る
汝
の
次
元
を
低
下
せ
し
め
て
、
彼
に
転
換
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
は
、
知
の
超
越
的
立
場
か
ら
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来
る
論
理
的
必
然
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
知
が
具
体
的
に
発
現
す
る
に
は
、
か
く
の
ご
と
く
、
超
越

的
・
一
般
的
な
「
我
」
が
、
現
実
に
見
る
も
の
と
し
て
は
「
汝
」
と
な
る
、
見
ら
れ
る
対
象
と
し
て
は

「
彼
」
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
不
可
欠
の
条
件
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
彼
」
に
対
す
る
も
の

は
、
ま
た
お
の
ず
か
ら
、
「
彼
」
の
位
の
も
の
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
か
ら
、
認
識
主
観
は
、
一
面
に
お
い

て
、
存
在
的
に
は
「
彼
」
と
し
て
「
彼
」
に
対
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
と
し
て
で
な
け
れ
ば
、
現
実

に
彼
に
対
す
る
こ
と
も
で
き
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
か
く
、
我
が
汝
と
な
り
、
更
に
彼
と
な
る
の
は
、
我
の
次

元
の
低
下
で
あ
り
、
我
そ
の
も
の
の
忘
失
で
あ
る
か
ら
、
認
識
は
、
ま
さ
し
く
、
自
己
忘
失
に
よ
っ
て
成

立
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
自
覚
と
い
え
ど
も
、
認
識
を
契
機
と
す
る
か
ら
、
自
覚
も
、
自
己
忘
失

な
し
に
は
成
立
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

一
三
五
　
　
人
間
の
か
ら
だ
は
、
そ
の
最
低
の
次
元
に
あ
っ
て
は
、
物
体
で
あ
り
、
そ
れ
を
超
え
る
も
の

と
し
て
は
、
肉
体
で
あ
り
、
更
に
そ
れ
を
超
え
る
人
格
的
生
命
と
し
て
は
、
身
体
で
あ
る
。
物
体
面
は
、

人
称
に
よ
っ
て
言
え
ば
、
「
彼
物
」
で
あ
り
、
肉
体
面
は
、
「
彼
」
で
あ
り
、
身
体
面
は
、
「
汝
」
で
あ

る
。
「
我
」
が
具
体
的
に
現
れ
る
に
は
、
「
汝
」
の
位
に
お
い
て
す
る
ほ
か
は
な
く
、
身
体
は
、
実
に
、

我
に
し
て
汝
た
る
も
の
で
あ
る
。
「
我
」
と
い
う
も
の
は
、
か
く
、
汝
と
し
て
、
彼
と
し
て
、
ま
た
彼
物

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
次
元
に
お
い
て
、
自
己
の
存
在
を
露
出
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
在
の
露
出
が
、

そ
れ
ぞ
れ
、
自
己
忘
失
の
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
「
我
」
は
、
か
く
自
己
を
忘
失
せ
ず
し
て
は
、
具
体

的
に
顕
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
自
覚
と
は
、
単
に
こ
の
自
己
忘
失
を
消
し
去
る
こ
と
で
は
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な
く
て
、
忘
失
を
忘
失
の
ま
ま
、
覚
念
の
中
に
生
か
す
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
自

覚
も
ま
た
、
「
我
」
の
顕
現
で
あ
り
、
従
っ
て
、
自
己
忘
失
を
媒
介
と
せ
ず
し
て
は
、
行
わ
れ
る
こ
と
が

な
い
か
ら
。
故
に
、
存
在
の
根
源
を
問
い
求
め
る
立
場
に
立
ち
、
あ
る
い
は
「
物
自
体
」
想
定
し
（
カ
ン

ト
）
、
あ
る
い
は
、
「
何
故
に
一
般
に
物
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
無
で
は
な
い
の
か
」
（
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
）
な
ど
と
問
う
の
は
、
実
は
、
お
ろ
か
し
き
事
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、

「
物
」
の
存
在
が
自
己
忘
失
に
よ
っ
て
成
立
す
る
そ
の
事
を
も
忘
失
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
二

重
の
忘
失
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
自
覚
と
は
、
忘
失
を
忘
失
の
ま
ま
覚
念
の
中
に
生
か
す
こ
と
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
生
ま
れ
た
所
与
の
身
に
も
と
づ
い
て
、
「
生
す
」
自
覚
的
事
行
を
現
実

に
成
ず
る
こ
と
、
言
い
か
え
れ
ば
、
汝
に
し
て
立
つ
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
ミ
ヅ
カ
ラ
汝
と
し

て
立
つ
と
き
、
存
在
が
同
時
に
事
行
的
生
命
に
よ
っ
て
包
ま
れ
て
、
所
与
性
を
露
出
せ
ぬ
も
の
と
な
り
、

オ
ノ
ヅ
カ
ラ
、
我
と
し
て
立
つ
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
三
六
　
　
具
体
的
な
事
行
は
、
自
覚
の
本
文
章Ich

 seh
e m
ich

のm
ich

と
し
て
成
ぜ
ら
れ
る
。m

ic

h

は
、
汝
の
位
の
我
で
あ
っ
て
、
超
越
的
な
我ich

 
に
対
す
る
対
格
で
あ
る
。
対
格
と
は
「
対
（
む
か

し
）
」
の
格
で
あ
る
か
ら
、
時
称
に
よ
っ
て
言
え
ば
、
ま
さ
し
く
、
過
去
（
昔
）
と
見
ら
る
べ
き
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
主
格
な
るich

は
、
他
に
対
し
、
他
を
掴
む
が
、
そ
れ
自
身
は
、
対
せ
ら
れ
ず
、

掴
ま
れ
ぬ
働
き
そ
の
も
の
と
し
て
、
そ
の
本
質
は
未
来
で
あ
る
。
し
か
も
、ich

とm
ich

と
は
、
自
覚
の

本
文
章
に
お
い
て
は
、
同
時
に
同
所
に
在
っ
て
あ
い
対
し
、
一
の
具
体
的
事
行
を
現
成
す
る
。
故
に
、
両
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者
の
対
立
は
、
対
立
の
相
を
現
す
と
は
い
え
、
実
は
、
絶
対
的
対
立
で
あ
り
。
ま
たich

が
未
来
で
あ
り

m
ich

が
過
去
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
未
来
と
過
去
と
は
、
存
在
と
し
て
は
お
の
れ
を
露
出
せ
ず
、

「
現
在
」
の
契
機
と
し
て
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
現
に
働
く
も
の
な
の
で
あ
る
。Ich

 seh
e m
ich

は
、
未

来
が
絶
対
的
に
過
去
を
見
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
と
り
も
直
さ
ず
、
現
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
主
格
文
章Ich

 seh
e, d

ass ich

…
は
、
未
来
が
相
対
的
に
過
去
を
見
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
も
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
、
現
在
を
成
立
せ
し
め
る
と
は
い
え
、
そ
の
現
在
は
、
永
遠
の
今
と
も
い

う
べ
き
絶
対
的
な
現
在
で
は
な
く
、
過
去
に
繋
縛
さ
れ
、
過
去
性
を
脱
せ
ざ
る
現
在
で
あ
る
。
客
文
章
の

主
語,d

ass ich

は
、
所
与
の
ま
ま
の
我
で
あ
っ
て
、
「
生
ま
れ
た
」
過
去
の
も
の
の
性
格
に
お
い
て
生
き

る
主
体
で
あ
り
、
こ
れ
に
相
対
的
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
主
文
章
の
主
格ich

も
、
同
じ
く
所
生
の
我

を
脱
せ
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
の
所
与
の
我
が
、
能
生
の
立
場
を
得
る
と
き
、
自
覚
の
本
文
章
の
境
地
を
獲
得

し
て
、
過
去
性
を
露
出
せ
ざ
る
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
、
子
が
同
時
に
親
と
な
る
体
験
な
の
で
あ
る
。

一
三
七
　
　
自
覚
の
客
文
章,d

ass ich

…
の
主
格
は
、
相
対
的
な
時
間
の
中
を
流
れ
る
相
対
的
存
在
と
し

て
、
つ
い
に
死
す
べ
き
我
で
あ
る
。
こ
の
我
を
見
る
主
文
章Ich

 seh
e,

…
の
主
格
は
、
抽
象
的
に
は
箇

の
我
を
超
え
、
箇
の
我
の
生
死
に
か
か
わ
ら
ぬ
超
越
的
な
客
観
的
真
理
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
箇
の
我
に

対
し
て
相
対
的
関
係
に
立
つ
の
で
、
相
対
的
立
場
を
超
越
す
る
こ
と
な
く
、
従
っ
て
、
そ
の
見
る
超
越
的

な
客
観
的
真
理
も
、
真
に
絶
対
的
な
真
理
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
の
で
あ
る
。
真
に
箇
を
超
え
、
同
時
に
、

絶
対
的
な
真
理
を
見
る
も
の
は
、
自
覚
の
本
文
章Ich

 seh
e m
ich

の
主
格
の
ほ
か
に
は
な
い
。
真
の
永
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生
と
は
、
本
文
章
の
主
格
の
生
命
を
い
う
の
で
あ
る
。
主
格
は
、
対
格m

ich

そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

依
然
と
し
て
箇
の
存
在
で
あ
り
、
且
つ
死
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
自
覚
的
事
行
そ
の
も
の
で
あ
る

故
に
、
箇
の
存
在
面
を
他
者
と
し
て
露
出
せ
ず
、
従
っ
て
、
初
と
終
と
の
時
間
に
よ
っ
て
限
ら
れ
る
相
対

的
な
「
死
な
ぬ
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
「
死
ぬ
」
と
の
対
等
の
対
立
を
超
え
ぬ
も
の
、
従
っ
て
、

不
死
で
も
永
生
で
も
な
い
も
の
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
真
の
不
死
・
永
生
は
、
死
と
重
な
り
合
い
、
死
を

包
み
超
ゆ
る
絶
対
的
な
生
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
故
に
、
不
死
・
永
生
は
、
死
す
べ
き
現
実
の
我
の
自
覚

的
事
行
と
し
て
の
み
現
成
す
る
の
で
あ
る
。

一
三
八
　
　
自
覚
の
本
文
章Ich

 seh
e m
ich

は
、
父
母
所
生
の
現
実
の
我
の
事
行
と
し
て
現
成
す
る
。

現
実
の
我
は
、
可
死
的
な
箇
の
我
で
あ
る
が
、
そ
の
我
が
、
お
の
れ
を
、
与
え
ら
れ
た
存
在
と
し
て
露
出

せ
ず
、
与
え
る
事
行
そ
の
も
の
と
し
て
、
主
体
的
生
命
た
る
の
実
を
発
揮
す
る
と
き
、
超
箇
の
我
が
お
の

ず
か
ら
現
成
す
る
の
で
あ
る
。
本
文
章
に
お
け
るm

ich

は
ミ
ヅ
カ
ラ
の
位
、ich

は
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
位
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
のich
は
、
超
箇
の
絶
対
的
生
命
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ

の
位
に
お
い
て
現
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
自
己
は
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
事
行
の
立
場
で
は
、m

ich

の
位
に
あ
っ

て
、
現
実
の
責
任
的
事
行
と
し
て
立
つ
の
で
あ
る
。
現
実
の
自
己
は
、
永
遠
の
相
対
者
で
あ
る
。

一
三
九
　
　
自
覚
の
本
文
章
の
対
格m

ich

は
、
現
実
の
身
行
そ
の
も
の
で
あ
り
、ich

は
、
こ
れ
を
見
る

も
の
で
あ
る
。m

ich

は
「
生
す
」
で
あ
り
、ich

は
「
見
る
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
「
事
」
と
「
心
」
と
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し
て
見
る
な
ら
ば
、
ま
さ
し
く
、m

ich

は
「
真
事
（
ま
ご
と
）
」
で
あ
り
、ich

は
「
真
心
」
で
あ
る
。

ま
た
、m

ich

は
身
体
で
あ
り
、ich

は
精
神
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
主
体
と
客
体
、
形
式
と
質
料
な
ど
の

対
立
も
、ich

とm
ich

と
の
対
立
の
一
面
を
言
う
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、ich

とm
ich

と
の
関
係
は
、
超
箇
と
箇
と
の
関
係
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
の
関
係
は
、
現

実
の
存
在
と
し
て
も
実
現
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
ら
、ich

とm
ich

と
の
関
係
は
、
心
身
の
相
関
に
お

い
て
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。m

ich

が
現
実
の
箇
の
我
で
あ
る
な
ら
ば
、ich

は
、
箇
を
超
え
る
具
体
的

存
在
で
あ
り
、
し
か
も
、
「
我
」
の
本
然
た
る
の
意
義
を
有
す
る
も
の
と
し
て
も
現
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

か
く
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
、
我
々
は
、
家
・
社
会
・
国
家
な
ど
の
存
在
をich

の
位
に
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
際
、
箇
の
我
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
私
」
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

本
然
のich

は
、
「
私
」
の
立
場
を
超
え
尽
す
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
私
」
の
立
場
を
超

え
尽
す
も
の
は
、
「
公
共
」
で
あ
っ
て
、
具
体
的
生
命
と
し
て
は
、
国
家
・
民
族
と
し
て
現
成
す
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、ich

は
「
わ
が
国
」
で
あ
り
、m

ich

は
民
た
る
「
箇
」
の
私
で
あ
る
。

一
四
〇
　
　
単
に
超
箇
と
い
う
面
か
ら
は
、
「
我
が
国
」
を
超
え
る
世
界
・
人
類
の
ご
と
き
も
の
が
、
国

家
・
民
族
の
上
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
世
界
・
人
類
は
、
考
え
ら
れ
る
理
念
で
あ
っ
て
、

考
え
る
生
命
主
体
で
は
な
い
。
生
命
主
体
の
一
切
の
事
行
は
、
他
に
対
す
る
働
き
か
け
で
あ
り
、
自
覚
と

い
え
ど
も
、
主
体
的
事
行
で
あ
る
か
ら
、
超
箇
の
自
覚
主
体
は
、
単
に
超
箇
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
我

に
対
す
る
汝
を
対
者
と
し
て
も
つ
と
こ
ろ
の
、
身
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
、
超
箇
の
し
て
身
体
た
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る
自
覚
主
体
が
、
す
な
わ
ち
、
国
家
・
民
族
な
の
で
あ
る
。
も
し
、
人
が
、
国
家
・
民
族
に
お
い
て
超
箇

の
全
体
を
具
体
的
に
把
握
せ
ぬ
と
き
、
全
体
は
身
体
を
も
た
ぬ
世
界
・
人
類
に
揮
発
し
て
し
ま
い
、
全
と

箇
と
が
相
対
的
対
立
関
係
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
（Ich

 seh
e, d

ass ich

…
）
故
に
、
国
際
主
義
・
人
類

主
義
は
、
箇
人
主
義
と
表
裏
を
な
す
の
で
あ
る
。

一
四
一
　
　
自
覚
の
主
体
は
、
国
家
・
民
族
で
あ
り
、
箇
々
人
は
、
国
家
・
民
族
に
よ
っ
て
覚
せ
ら
れ
る

対
格
で
あ
る
。
し
か
も
、
箇
々
人
は
、
そ
れ
と
共
に
、
国
家
・
民
族
と
い
う
超
越
主
体
の
自
覚
を
現
成
す

る
責
任
的
事
行
で
あ
る
。
か
く
、
現
実
の
事
行
に
対
し
て
立
ち
、
両
者
が
不
可
分
の
一
を
成
す
の
が
、
自

覚
の
本
文
章Ich

 seh
e m
ich

の
体
験
で
あ
る
。
か
く
、
現
実
の
事
行
を
対
格
と
す
る
主
格
は
、
そ
れ
自

身
、
現
実
に
具
体
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
対
等
の
も
の
の
み
が
よ
く
対
し
得

る
の
で
あ
る
か
ら
。
故
に
、
全
体
的
生
命
、
超
越
的
生
命
、
絶
対
的
生
命
と
い
う
も
の
も
、
箇
々
人
の
マ

コ
ト
が
緩
め
ば
、
そ
の
存
在
を
失
う
と
い
う
危
険
を
孕
ん
で
生
き
る
も
の
、
ま
た
、
敵
と
な
り
得
る
も
の

を
常
に
対
者
と
し
て
も
つ
も
の
、
す
な
わ
ち
、
国
家
・
民
族
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
故
に
国
家
を
栄
え
し

め
る
こ
と
が
、
最
勝
の
自
覚
的
事
行
で
あ
り
、
国
家
を
滅
す
こ
と
が
無
自
覚
の
立
場
の
至
極
で
あ
る
。
杜

甫
は
「
国
破
れ
て
山
河
あ
り
」
と
歌
っ
た
が
、
自
覚
的
生
命
と
は
、
国
家
の
生
命
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、

自
覚
的
立
場
か
ら
は
、
国
家
の
滅
び
る
と
き
は
、
山
河
す
ら
も
無
い
の
で
あ
る
。

一
四
二
　
　
箇
々
人
は
、
国
家
・
民
族
の
自
覚
を
現
実
に
生
む
も
の
、
そ
の
意
味
で
は
、
国
家
・
民
族
の
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自
覚
の
親
た
る
も
の
で
あ
る
。
国
家
・
民
族
は
、
箇
々
人
の
絶
対
的
事
行
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
、
箇
々
人

の
存
在
は
、
国
家
・
民
族
の
絶
対
的
存
在
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
る
。
国
家
・
民
族
は
、
箇
々
人
に
対
し
て
、

存
在
的
に
は
親
で
あ
り
、
事
行
的
に
は
子
た
る
も
の
で
あ
る
。
―
―
但
し
、
異
常
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、

現
在
に
お
け
る
わ
が
事
行
の
立
場
を
平
面
化
し
、
そ
の
構
造
を
見
る
場
合
で
あ
っ
て
、
か
か
る
考
は
、
一

往
の
理
を
得
て
い
る
と
い
う
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
を
更
に
、
時
間
的
体
験
に
高
め
て
考
う
る
時
は
、
国

家
・
民
族
に
対
し
て
事
行
的
に
親
た
る
わ
が
事
行
す
ら
も
、
人
の
子
と
し
て
生
ま
れ
ず
に
は
成
就
し
得
ず
、

国
家
・
民
族
は
、
わ
が
身
を
生
み
し
親
を
も
含
む
超
越
的
生
命
な
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
が
事
行
の
根
源
も
、

遡
っ
て
は
、
国
家
・
民
族
の
中
に
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
肇
国
の
精
神
を
原
理
と
し
、
皇
祖

皇
宗
の
御
遺
訓
に
随
っ
て
事
行
す
る
立
場
が
、
最
も
高
く
、
最
も
具
体
的
な
自
覚
の
立
場
と
し
て
現
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
体
験
こ
そ
、
わ
が
国
の
惟
神
（
か
ん
な
が
ら
）
の
道
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
た
と

い
、
外
来
の
教
学
を
伝
承
す
る
物
と
い
え
ど
も
、
「
わ
が
国
」
の
生
命
を
し
て
真
理
の
具
現
た
ら
し
め
ん

と
す
る
具
体
的
立
場
を
失
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
儒
は
儒
の
ま
ま
、
仏
は
仏
の
ま
ま
、
哲
学
は
哲
学
の
ま

ま
、
こ
の
惟
神
の
神
道
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
体
験
に
住
し
つ
つ
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
お
の
れ
の
携
わ

る
教
学
を
顧
る
と
き
、
「
我
国
ノ
仏
法
、
ヒ
ト
エ
ニ
大
神
宮
ノ
御
守
護
ニ
ヨ
レ
リ
」
と
か
、
「
神
恩
遥
超

過
仏
祖
」
な
ど
の
告
白
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
章
　
　
「
我
が
何
を
見
る
」
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一
四
三
　
　
「
我
が
我
を
見
る
」
を
、
一
往
は
、
わ
が
心
が
わ
が
身
を
見
る
、
あ
る
い
は
、
「
見
る
」
が

「
生
す
」
を
見
る
こ
と
と
解
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
心
な
り
は
、
身
や
「
生
す
」
に
対
す
る
相
対
的
な
働
き

で
は
な
く
て
、
心
は
、
身
に
基
い
て
の
み
具
体
的
に
発
現
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
我
ハ
」
の
見
る
の
は
、

わ
が
全
心
身
を
挙
げ
て
見
る
の
で
あ
る
。
ま
た
見
ら
れ
る
「
我
ヲ
」
も
、
単
に
わ
が
身
で
あ
る
の
で
は
な

く
て
、
わ
が
心
と
わ
が
身
と
の
一
如
で
あ
る
。
故
に
、
我
が
我
に
対
す
る
の
は
、
一
の
全
体
が
一
の
全
体

に
対
し
、
絶
対
が
絶
対
に
対
す
る
の
で
あ
っ
て
、
実
は
、
超
子
の
体
験
で
あ
る
。
「
我
ヲ
」
は
、
「
我

ハ
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
後
者
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
ぬ
全
一
且
つ
絶
対
の
他
者
で
あ
る
。
そ
の
他

者
が
我
に
よ
っ
て
自
覚
的
に
見
ら
れ
る
と
き
、
我
が
我
を
み
る
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
我
が
他
の
あ
る
も
の
（
何
）
を
見
る
の
は
、
も
と
、
他
覚
で
あ
っ
て
、
我
と
他
と
は
、
一
の
我
な
ら
ざ

る
ニ
を
成
す
の
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
自
他
の
対
立
の
本
質
を
考
察
し
て
、
他
覚
が
そ
の
底
に
お
い
て
自

覚
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
と
す
れ
ば
、
人
間
の
本
然
が
箇
を
超
え
る
と
い
う
真
理

が
、
「
我
が
我
を
見
る
」
場
合
よ
り
も
、
一
層
具
体
的
に
生
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
章
に
お
い
て
は
、

そ
の
途
を
踏
ん
で
み
る
。

一
四
四
　
　
ま
ず
、
「
我
が
何
を
見
る
」
の
「
何
ヲ
」
を
、
一
往
、
我
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
単
な
る
他

者
と
解
し
て
考
察
を
は
じ
め
る
。
さ
て
、
見
る
自
己
は
主
で
あ
り
、
見
ら
れ
る
何
は
客
で
あ
る
。
し
か
る

に
、
自
他
の
両
者
は
、
一
の
「
見
る
事
」
を
成
立
せ
し
め
る
か
ら
、
我
と
何
と
は
、
「
見
る
」
に
お
い
て
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一
如
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
自
他
又
は
主
客
の
一
如
は
、
「
見
る
」
に
お
い
て
自
他
の
相

対
を
超
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
見
る
も
の
は
、
動
作
の
主
で
あ
る
我
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、
自
他
の

一
如
は
、
自
他
以
外
の
第
三
者
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
一
如
を
実
現
す
る
お
の
を
、
自
と

い
い
、
主
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
一
如
は
、
あ
く
ま
で
、
主
の
側
の
事
行
に
お
い
て

求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
者
客
の
関
係
は
、
働
く
も
の
と
働
か
れ
る
も
の
と
の
関
係
で
あ
っ
て
、
そ
の
関

係
の
動
態
は
、
他
動
で
あ
る
。
従
来
、
批
判
哲
学
に
お
け
る
主
観
―
客
観
の
対
立
も
、
存
在
論
的
哲
学
に

お
け
る
主
―
客
の
関
係
も
、
自
他
を
自
動
的
存
在
と
し
て
並
列
せ
し
め
、
こ
れ
を
一
様
に
対
格
と
し
て
考

察
の
対
象
と
す
る
か
ら
、
考
察
す
る
当
の
主
体
の
事
行
が
見
失
わ
れ
、
従
っ
て
、
自
覚
の
事
実
そ
の
も
の

が
没
却
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
西
洋
哲
学
の
認
識
論
に
お
い
て
、
人
間
の
頭
で
考
え
得
る
お
よ
そ
一
切
の

可
能
な
る
関
係
の
一
つ
一
つ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
者
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
、
動
が
反
動
を
生
み
、
反
動

が
そ
の
ま
た
反
動
を
生
み
、
反
動
が
そ
の
ま
た
反
動
を
生
む
と
い
う
風
に
、
修
羅
道
を
流
転
し
て
止
む
こ

と
の
な
い
趣
を
呈
す
る
の
は
、
主
―
客
の
対
立
に
お
け
る
主
が
、
自
己
自
身
で
な
く
、
従
っ
て
、
そ
の
対

立
が
、
対
立
を
止
揚
す
る
原
理
を
内
に
含
ん
で
お
ら
ぬ
こ
と
か
ら
来
る
と
考
え
ら
れ
る
。
主
客
を
存
在
と

し
て
並
列
せ
し
め
て
は
、
主
体
の
事
行
の
立
場
が
払
拭
せ
ら
れ
る
。
主
体
は
、
客
体
に
対
す
る
対
立
の
一

項
で
あ
る
と
共
に
、
実
は
そ
の
対
立
を
超
え
て
、
こ
れ
を
内
に
含
む
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
主
客
は
、
一

面
、
弁
証
法
的
対
等
の
立
場
に
立
つ
と
共
に
、
主
は
、
あ
く
ま
で
主
と
し
て
、
客
に
対
す
る
能
為
的
・
積

極
的
立
場
を
保
持
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
超
越
的
主
体
は
、
自
己
の
存
在
を
荷
う
事
行
そ
の

も
の
で
あ
っ
て
、
存
在
と
し
て
は
、
他
と
対
立
し
、
事
行
と
し
て
は
、
自
他
を
超
え
る
の
で
あ
る
。
自
他
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の
存
在
と
し
て
の
対
立
（
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
並
列
）
を
露
出
せ
し
め
つ
つ
、
そ
こ
に
両
者
の
事
行

の
立
場
を
投
射
す
る
と
こ
ろ
に
、
弁
証
法
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
自
覚
と
は
、
自
他
の
存
在
を

露
出
せ
し
め
ず
、
か
え
っ
て
、
こ
れ
を
自
己
の
事
行
の
契
機
に
転
換
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
、
自
覚

と
い
う
こ
と
を
如
実
に
掴
む
に
は
、
他
と
並
列
す
る
存
在
的
な
我
を
考
え
る
こ
と
を
超
え
て
、
他
を
見
る

我
の
事
行
そ
の
も
の
を
、
端
的
に
掴
む
こ
と
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
他
の
存
在
は
、
畢
竟
、
自
己
の
事
行

に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
我
が
他
を
見
る
」
事
行
の
本
質
の
分
析
に
よ
っ
て
、
弁
証
法
的
思
索
の

立
場
は
、
お
の
ず
か
ら
超
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

一
四
五
　
　
さ
て
、
「
我
が
何
を
見
る
」
の
本
質
を
、
一
つ
の
具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

た
と
え
ば
、
「
何
」
を
一
本
の
樹
木
と
し
て
、
い
ま
、
我
が
一
本
の
樹
木
を
見
る
と
す
る
。
そ
の
際
、
我

は
樹
木
に
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
樹
木
に
対
す
る
我
は
、
我
の
全
体
で
は
な
く
て
、
我
の
一
面
に
過

ぎ
ぬ
事
が
、
ま
ず
、
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
樹
木
に
対
等
に
対
す
る
我
は
、
見
る
我
で
は
な
く
、
実

は
、
樹
木
と
同
じ
く
、
我
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
存
在
的
な
我
で
あ
る
。
我
は
、
前
面
的
に
、

一
方
、
見
る
事
行
で
あ
り
、
他
方
、
見
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
見
る
我
と
見
ら
れ
る
我
と
は
、

現
実
に
お
い
て
は
不
可
分
で
あ
る
か
ら
、
一
見
、
我
が
全
体
と
し
て
樹
木
に
対
す
る
ご
と
く
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
が
、
実
は
、
樹
木
に
対
す
る
我
は
、
見
る
我
に
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
の
、
我
の
一
面
た
る
に
過
ぎ
な

い
。
見
る
我
は
、
見
ら
れ
る
自
己
を
も
、
そ
れ
に
対
す
る
樹
木
を
も
、
超
越
し
て
、
そ
れ
ら
を
、
お
の
れ

の
見
る
事
行
の
契
機
た
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
対
す
る
も
の
は
す
べ
て
対
等
で
な
く
て
は
な
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ら
ぬ
か
ら
、
い
や
し
く
も
、
我
と
樹
木
と
の
対
立
と
い
う
こ
と
が
存
す
る
か
ぎ
り
、
超
越
的
な
我
に
対
等

に
対
す
る
超
越
が
、
樹
木
の
側
に
お
い
て
も
存
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
「
見
る
」
の
超
越
をA

と
名
づ
け
、

「
見
ら
れ
る
」
の
超
越
をX

と
名
づ
け
よ
う
。
し
か
ら
ば
、X

と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。

　
カ
ン
ト
以
前
に
お
い
て
は
、X

は
、
現
象
の
背
後
に
存
し
、
現
象
と
区
別
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
超
越

的
事
実
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
形
而
上
学
者
た
ち
に
と
り
、
現
象
の
裏
の
本
体
で
あ
り
、
仮
象
の
陰

の
真
実
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
ロ
ッ
ツ
ェ
が
、
そ
のX

を
、
一
の
規
範
と
し
て
、
「
妥

当
」
（G

elten
, G
ü

ltigkeit

）
と
名
づ
け
、
実
存
在
の
到
達
す
べ
き
理
想
と
見
て
か
ら
、X

は
、
存
在
で

は
な
く
て
、
存
在
に
対
す
る
も
の
、
存
在
の
目
的
と
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
大
き
な

転
換
で
あ
る
。
従
来
、
「
あ
る
も
の
」
の
性
格
に
お
い
て
考
え
ら
れ
たX

は
、
こ
こ
に
お
い
て
、
「
あ
る

べ
き
も
の
」
（sein

 sollen
）
と
さ
れ
、
価
値
の
妥
当
と
い
う
概
念
が
哲
学
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
見
る
」
が
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
先
験
的
な
形
式
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
新
カ
ン
ト
学
派
が
、
見
ら

れ
る
側
のX

を
、
一
種
の
先
験
的
形
式
と
す
る
に
至
っ
て
、
カ
ン
ト
的
思
索
は
、
内
外
対
応
し
て
完
結
の

形
に
達
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
、
ロ
ッ
ツ
ェ
の
天
才
に
よ
っ
て
導
入
せ
ら
れ
た
こ
の
「
妥
当
」
の
概
念
も
、
は
た
し
て
、X

の

正
体
を
残
り
な
く
示
す
も
の
で
ろ
う
か
。
余
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
「
見
る
」A

が
能

為
の
超
越
的
な
事
行
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
ら
。
そ
れ
で
余
は
、X

は
、
ロ
ッ
ツ
ェ
が
考
え
た
ご
と
き
、

「
あ
る
べ
き
も
の
」
で
は
な
く
て
、
見
ら
れ
る
こ
と
を
実
現
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
「
見
（
あ
ら
わ
）

す
も
の
」
「
あ
ら
し
め
る
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
。
新
カ
ン
ト
学
派
に
お
い
て
は
、
価
値
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の
妥
当
は
、
存
在
へ
の
要
求
と
解
せ
ら
れ
た
が
、
余
は
、
そ
れ
もX

の
一
面
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
、

事
行
的
に
は
、X

は
、
見
る
事
行A

へ
の
要
求
で
あ
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。A

とX

と
は
、
「
見
る
」
働

き
と
「
見
ら
れ
る
」
働
き
と
で
あ
っ
て
、
両
者
の
一
如
が
、
一
の
見
る
「
事
」
を
成
立
せ
し
め
る
の
で
あ

る
。

　
次
に
、
余
の
解
す
るA

とX

と
の
本
質
を
、
い
ろ
い
ろ
の
観
点
か
ら
吟
味
し
て
み
よ
う
。

一
四
六
　
　
見
る
働
きA

が
、
見
ら
れ
る
働
きX

と
合
一
し
て
、
見
る
「
事
」
が
成
立
す
る
。A

とX

と
の

合
一
と
は
、
能
求
と
所
求
と
の
合
一
で
あ
っ
て
、
能
求
が
所
求
を
獲
得
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
見
る
」

が
「
見
ら
れ
る
」
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
別
に
言
え
ば
、
見
る
と
い
う
働
き
が
見
（
あ
ら

わ
）
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
、
見
る
が
現
実
に
現
れ
る
に
は
、
常
にX

の
働
き
を
伴
わ
な
く
て
は
な
ら

な
い
。A

X

の
一
如
に
よ
っ
て
、
見
え
ざ
る
自
己
が
あ
ら
わ
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
一
方
、
見
る
と
い

う
働
き
が
現
れ
る
に
は
、
そ
れ
に
対
し
て
見
ら
れ
る
対
象
も
現
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、

見
る
現
実
の
事
行
は
、
主
格
が
対
格
を
も
つ
と
こ
ろ
の
他
動
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
ら
。X

は
、
実
に
、

見
ら
れ
る
対
象
を
現
す
「
見
ら
れ
る
」
働
き
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。X

は
、
か
く
、
主
格
の
働
き
を
現
し
、

対
格
の
存
在
を
も
現
す
。
よ
っ
て
、X

は
、
事
行
の
原
理
で
あ
り
、
ま
た
、
生
産
の
原
理
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、A

は
、
こ
れ
を
、
観
照
の
原
理
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
但
し
、
観
照
と
い
え
ど
も
、
事
行
に
ほ
か
な
ら
ず
、X
の
一
面
がA

と
し
て
実
現
さ
れ
る
の
で

あ
る
。A

がA
X

の
一
如
の
中
に
あ
れ
ば
、A

は
み
ず
か
ら
を
自
覚
す
る
立
場
に
お
い
て
働
く
。
こ
の
と
き
、

129



A

の
観
照
は
、
自
覚
的
観
照
、
す
な
わ
ち
覚
照
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、A

が
そ
の
本
然
た

るX

を
遊
離
し
た
立
場
に
お
い
て
働
く
と
き
、A

は
単
な
る
抽
象
見
と
な
る
の
で
あ
る
。
前
の
覚
照
が
事

行
的
観
照
で
あ
り
、
後
の
抽
象
見
が
西
洋
の
理
知
的
哲
学
の
観
照
で
あ
る
。

一
四
七
　
　
樹
木
を
見
る
我
は
、
見
る
事
行
で
あ
っ
て
、
見
ら
れ
区
別
さ
れ
る
存
在
で
は
な
く
、
そ
の
意

味
で
は
空
無
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
空
無
の
我
に
、
樹
木
の
側
に
お
い
て
対
等
に
対
す
るX

も
、
存

在
的
に
は
空
無
の
事
行
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
但
し
、
事
行
が
存
在
的
に
空
無
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
は
、

そ
れ
が
、
存
在
で
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
存
在
を
超
え
、
存
在
を
露
出
せ
ぬ
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
次
に
、
見
る
我
は
能
為
で
あ
る
か
ら
、
能
為
の
我
に
本
来
的
に
対
す
る
と
こ
ろ
の
、
見
ら
れ

るX

も
、
同
じ
く
能
為
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
能
為
で
あ
る
と
は
、
見
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
を
、
お
の
れ
の
働
き
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、X

は
、
一
面
、
対
象
の
側
に

お
い
て
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
見
ら
れ
得
る
対
象
を
自
己
の
働
き
と
し
て
立
て
る
も
の
で
な

く
て
は
な
ら
ぬ
。
か
く
考
え
て
行
け
ば
、
見
るA

に
真
に
対
す
るX

は
、
我
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
対
象
で

は
な
く
て
、
そ
の
対
象
の
背
後
に
あ
っ
て
、
そ
の
対
象
を
し
て
有
ら
し
め
る
も
の
、
し
か
も
、
存
在
的
に

は
空
無
な
る
、
能
為
の
事
行
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
空
無
の
事
行
が
、
存
在
の

根
源
と
し
て
、
現
象
の
背
後
に
潜
む
の
で
あ
る
。
無
が
単
な
る
共
有
で
な
く
て
、
生
産
的
本
源
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
、
ま
た
、
単
な
る
動
力
因
を
成
す
の
み
で
な
く
、
質
料
的
な
あ
る
も
の
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る

の
は
、
こ
のX

の
本
質
か
ら
来
る
の
で
あ
る
。
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一
四
八
　
　X

は
、
見
る
働
きA

と
合
し
て
、A

の
「
見
る
事
」
を
成
立
せ
し
め
る
が
、
そ
れ
自
身
は
、A

と
同
じ
く
、
対
象
的
に
は
掴
み
得
ぬ
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、X

は
、A

と
区
別
し
が
た
き
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
、A

と
一
事
を
成
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
、A

に
ほ
か
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
見

る
我A
が
、
見
ら
れ
る
我
に
対
し
て
超
越
者
で
あ
る
ご
と
く
、
存
在
の
根
源X

も
、
対
象
た
る
存
在
に
対

す
る
超
越
者
で
あ
っ
て
、A

に
対
し
な
が
ら
、
し
か
も
、A

と
同
じ
く
、
他
と
分
ち
得
ぬ
も
の
、
従
っ
て
、

A

か
ら
も
分
ち
得
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、A

とX

と
は
、
第
一
に
は
、
互
に
対
し
合
い
、
第
二
に
は
、

互
に
補
い
合
い
、
第
三
に
は
、
互
に
他
を
貫
い
て
、
一
如
を
成
し
、
一
の
「
見
る
事
」
を
成
立
せ
し
め
る

の
で
あ
る
。A

とX

と
が
、
互
に
他
を
貫
い
て
一
如
た
る
の
は
、
両
者
の
い
ず
れ
も
事
行
で
あ
り
、
従
っ

て
、
一
般
に
、
自
己
を
存
在
と
し
て
露
出
せ
し
め
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
い
まA

とX

と
を
分
け
て
考
え
る
の

は
、
思
索
上
の
抽
象
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
、X

な
く
し
てA

は
具
体
的
に
発
現
す
る
こ
と
が
な
い
。A

と

X

と
の
一
如
が
、A

の
働
き
を
現
成
す
る
の
で
あ
る
。A

は
覚
源
で
あ
り
、X

は
覚
源A

の
本
源
で
あ
る
と

共
に
、
存
在
の
根
源
で
も
あ
っ
て
、
こ
のA
とX

と
の
一
如
に
お
い
て
、
自
覚
が
存
在
と
な
る
―
―
す
な

わ
ち
、
自
覚
が
具
体
的
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
四
九
　
　A

とX

と
は
、
相
対
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
相
対
が
、
対
立
を
絶
し
て
、
絶
対
で
あ
る
。
わ

が
体
躯
と
樹
木
と
の
相
対
は
、
こ
の
絶
対
的
対
立
の
中
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。
体
躯
と
か
樹
木
と
か
い
う
、

見
ら
れ
る
「
物
」
を
、Z

と
名
づ
け
よ
う
。Z

は
、X

の
低
次
面
と
し
て
、A

とX

の
一
如
の
中
に
与
え
ら
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れ
て
い
る
か
ら
、X

と
一
如
な
るA

に
よ
っ
て
も
、
自
己
の
内
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
を
意
識
に
映
す
と
い

う
の
で
あ
る
。
認
識
主
観
が
、
い
か
に
し
て
対
象
に
到
達
す
る
か
と
い
う
ご
と
き
問
は
、
上
述
の
理
に

よ
っ
て
、
簡
単
に
解
き
去
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
対
象
はX

を
媒
介
と
し
て
認
識
主
観A

と
闡
聡
す
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、X

は
、Z

を
お
の
れ
の
働
き
を
も
っ
て
現
す
と
共
に
、A

を
要
請
し
て
、A

がZ

を
見

る
と
い
う
認
識
を
成
立
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
従
来
の
認
識
論
は
、X

を
見
失
っ
て
、
単
に

A

とZ

と
を
認
識
の
契
機
と
し
て
考
え
た
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
の
ア
ポ
リ
ア
に
当
面
せ
ざ
る
を
得
ず
、
カ
ン

ト
の
ご
と
く
、
物
自
体
と
い
う
ご
と
き
も
の
を
対
象
の
根
源
と
し
て
考
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
「
生
す
」
立
場
の
把
握
を
含
ま
ず
、
単
に
所
与
の
も
の
を
受
取
る
と
い
う
の
み
の
、
抽
象
的
な
「
見

る
」
の
立
場
か
ら
は
、
認
識
し
得
る
も
の
は
す
べ
て
所
与
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
能
与
は
認
識
で
き
ぬ
か

ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
立
場
か
ら
は
、
「
見
る
」
の
見
得
る
も
の
は
、
見
ら
れ
る
も
の
の
み

で
あ
っ
て
、
「
生
す
」
は
、
こ
れ
を
認
識
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
し
か
し
、
認
識
し
得
る
も
の

が
、
存
在
の
み
に
限
ら
れ
、
事
行
は
認
識
す
る
事
が
で
き
ぬ
と
す
る
な
ら
ば
、
か
か
る
認
識
は
、
内
在
的

対
象
に
の
み
向
か
う
も
の
で
あ
っ
て
、
本
来
超
越
的
な
我
を
如
実
に
掴
む
と
こ
ろ
の
、
自
覚
と
な
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
故
に
、
我
々
は
、
上
の
ご
と
き
認
識
を
超
え
た
、
自
覚
智
の
働
き
と
し
て
の
認
識
を
、
本

来
の
認
識
と
し
て
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
、
「
物
自
体
」
を
、
思
惟
す
る
こ
と
が
で

き
ぬ
と
考
え
た
の
は
、
あ
く
ま
で
対
象
を
存
在
の
性
格
に
お
い
て
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し
物
自
体
が
、

所
与
の
対
象
そ
の
も
の
で
な
く
、
「
見
る
」
に
よ
っ
て
内
在
化
さ
れ
ぬ
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
、
も
は
や
、
存
在
で
は
な
く
、
存
在
を
与
え
、
認
識
の
事
行
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
、
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即
ち
、
生
産
的
事
行
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
物
自
体
と
はX

で
あ
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。

一
五
〇
　
　
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
の
事
行
で
あ
っ
て
、Z

を
迎
え
るA

の
動
き
が
、X

に
お
い
て

実
現
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。A

は
認
識
主
体
で
あ
り
、Z

は
、
認
識
主
観
で
あ
り
、Z

は
、
認
識
主
観
に
対

し
て
現
象
す
る
存
在
で
あ
る
。Z

は
、
あ
る
い
は
物
象
、
あ
る
い
は
現
象
、
あ
る
い
は
事
象
の
性
格
を
と

る
。
そ
し
て
、
こ
のZ

はA

よ
り
も
低
次
の
も
の
で
あ
り
、A

に
含
ま
れ
る
か
ら
、
認
識
主
観A

は
、
存
在

Z

を
映
す
場
面
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、A

は
意
識
と
呼
ば
れ
る
。
認
識
す
る
事
行
は
、
単
な
る
意

識
で
も
な
く
、
存
在
で
も
な
く
て
、
そ
れ
は
、
意
識
と
存
在
と
を
契
機
と
す
る
事
行
で
あ
る
。

一
五
一
　
　
見
ら
れ
る
対
象
は
、
一
面
、
見
る
主
体
の
外
に
観
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
ら
、
そ
れ
は
、

見
る
我
か
ら
独
立
に
、
自
己
内
完
結
を
な
し
、
我
に
対
す
る
他
者
た
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か

も
、
そ
れ
は
、
「
見
る
事
」
そ
れ
自
身
に
お
い
て
は
、
我
に
ほ
か
な
ら
ぬ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
我

の
外
（
そ
と
）
に
あ
る
も
の
が
我
に
外
（
ほ
か
）
な
ら
ぬ
と
は
、
一
見
矛
盾
で
あ
る
が
、
見
る
と
か
知
る

と
か
は
、
実
は
、
そ
の
矛
盾
の
統
一
な
の
で
あ
る
。

　
す
べ
て
、
行
為
に
お
い
て
は
、
自
己
と
対
象
と
は
一
で
あ
る
。
実
は
、
自
他
の
統
一
を
自
の
内
容
と
す

る
も
の
が
、
行
為
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
見
る
と
云
う
の
も
、
一
つ
の
行
為
で
あ
る
か
ら
、
見
る
の
本

質
は
統
一
た
る
べ
き
で
あ
る
。
故
に
、
見
る
は
矛
盾
の
統
一
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、
そ
の
矛
盾
は
、
絶
対

の
矛
盾
で
は
な
く
て
、
絶
対
の
統
一
に
包
摂
せ
ら
れ
る
相
対
の
矛
盾
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
本
来
統
一
的
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な
る
も
の
が
、
仮
に
自
己
の
内
に
矛
盾
の
相
を
現
じ
、
そ
の
矛
盾
が
、
そ
の
ま
ま
本
然
の
統
一
に
復
帰
す

る
と
い
う
の
が
、
「
見
る
」
の
本
質
で
あ
る
。

　
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
と
の
対
立
は
、
見
る
当
事
者
に
と
っ
て
は
、
自
他
の
対
立
と
し
て
現
れ
る
。

い
ま
、
我
が
対
象Z

を
見
る
と
き
、
我
はZ

に
対
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
対
す
る
も
の
は
必
ず
対
等
の

も
の
で
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
ら
、Z

に
対
す
る
我
は
、Z

と
対
等
の
存
在
を
一
面
自
己
と
し
て
立
て
な

く
て
は
な
ら
ぬ
。Z

と
は
我
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、Z

に
対
す
る
自
己
も
、
我
に
よ
っ

て
見
ら
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
我
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
自
己
と
は
、
わ
が
体
躯
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

そ
れ
をC

と
名
づ
け
よ
う
。
見
る
本
源
の
我A

は
、C

を
わ
が
体
躯
と
し
て
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
く
、

Z

と
対
し
得
、
ま
たZ

は
、C
と
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
く
、
我
の
外
で
自
己
内
完
結
の
相
を
示
し
得

る
の
で
あ
る
。

一
五
二
　
　
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
と
は
、
甲
と
乙
の
二
つ
の
物
体
が
接
す
る
ご
と
く
し
て
対
す
る

の
で
は
な
い
。
見
る
と
い
う
現
実
の
「
事
」
に
お
い
て
は
、
見
る
も
の
が
、
見
ら
れ
る
も
の
の
前
面
を
貫

き
、
見
ら
れ
る
も
の
が
、
見
る
も
の
の
前
面
に
浸
透
し
て
え
、
二
つ
の
要
素
が
、
不
可
分
的
に
重
な
り
合

う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
は
、
見
る
事
を
構
成
す
る
二
つ
の
部
分
な
の
で
は
な
く
、
見
る
事
を
成

立
せ
し
め
る
二
つ
の
契
機
な
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
見
ら
れ
る
も
の
は
、
見
る
も
の
の
外
に
あ
り
な
が
ら
、

見
る
「
事
」
に
お
い
て
は
、
見
る
も
の
の
中
に
含
ま
れ
る
。
故
に
、
見
る
事
は
、
両
者
の
合
一
と
言
っ
て

も
、
そ
の
合
一
は
、
見
る
も
の
の
働
き
と
し
て
の
み
達
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
見
る
も
の
と
、
見
ら
れ
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る
も
の
と
の
ほ
か
の
、
全
然
あ
ら
た
な
第
三
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
見
る
も
の
は
、
一
面
、

見
ら
れ
る
も
の
の
外
に
あ
っ
て
、
見
る
事
を
成
立
せ
し
め
る
両
契
機
は
、C

とZ

で
あ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
見
る
我
は
。C

と
し
て
、Z

の
外
に
あ
っ
て
、Z

と
対
立
す
る
と
と
も
に
、Z

を
知
的
に
内
に
含
む
も

の
、
従
っ
て
、Z

と
対
等
に
対
し
、
そ
の
本
質
に
お
い
てZ

に
ほ
か
な
ら
ぬC

を
も
、
自
己
の
内
に
含
む
も

の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
のC

も
我
で
あ
る
か
ら
、
知
る
現
実
の
我
は
、C

な
る
我
を
含
み
、
且
つ
超

え
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
我
をB

と
名
づ
け
よ
う
。
見
る
根
源
の
我
な
るA

は
、C

と
し
てZ

に
対
し
、

B

と
し
て
現
実
に
働
い
て
、C

を
現
実
に
、Z

を
知
的
に
、
内
に
含
み
、
同
時
に
、C

を
もZ

を
も
外
に
見

る
の
で
あ
る
。

一
五
三
　
　
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
箇
人
の
立
場
を
超
え
る
超
越
的
な
働
き
で
あ
っ
て
、
甲
に
か
ぎ
ら
ず
、

甲
以
外
の
乙
も
丙
も
、
見
る
働
き
を
な
す
。
し
か
る
に
、
そ
の
超
越
的
な
見
る
働
き
が
、
見
ら
れ
る
箇
の

体
躯
を
媒
介
と
し
て
発
現
す
る
と
こ
ろ
に
、
「
わ
た
く
し
が
見
る
」
と
い
う
現
実
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

B

と
は
、
か
く
、
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
見
る
と
い
う
超
越
的
な
働
き
を
す
る
と
こ
ろ
の
、
実

存
的
な
我
を
言
う
の
で
あ
る
。

　
上
に
は
、B

を
ば
見
る
も
の
と
し
て
の
み
説
い
た
が
、
「
見
る
」
は
、
既
述
の
ご
と
く
、
対
者
を
も
つ

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
対
者
に
対
す
る
相
対
的
な
働
き
が
、
す
べ
て
、
見
る
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
の
で
あ

る
。B

は
、
実
は
肉
体
的
生
命
と
し
て
、
又
は
相
対
的
生
の
主
体
と
し
て
与
え
ら
れ
た
我
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

す
べ
て
対
す
る
も
の
は
対
等
で
あ
る
か
ら
、B

は
、
必
然
的
に
、X
の
側
に
、
自
己
と
対
等
に
対
す
る
面
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を
も
つ
。
そ
れ
をY

と
名
づ
け
る
。Y

は
、
肉
体
的
生
命
と
し
てB

に
対
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
我
と
食

を
争
う
汝
、
及
び
、
我
と
肉
体
的
に
結
合
す
る
異
性
の
汝
で
あ
っ
て
、
我
に
対
す
る
現
実
の
対
者
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
我
も
、
汝
も
、
も
し
知
的
に
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
対
象
で
あ
り
、
そ

の
本
質
に
お
い
て
は
、Z

に
ほ
か
な
ら
ぬ
。Y

はB

の
行
為
的
立
場
に
お
け
る
汝
、Z

は
知
的
立
場
に
お
け

る
汝
で
あ
る
。
知
的
立
場
に
お
け
る
汝
な
るZ

を
、
人
称
に
お
い
て
は
、
第
三
人
称
と
い
う
。
こ
のZ

は
、

人
間
乃
至
は
生
き
物
と
考
え
ら
れ
る
と
き
は
、
彼
で
あ
り
、
生
命
な
き
物
と
考
え
ら
れ
る
と
き
は
、
彼

（
か
の
）
物
で
あ
る
。
ま
た
、Z

が
、
な
ん
ら
か
の
働
き
を
映
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
き
は
、
広
く
言

え
ば
、
現
象
で
あ
り
、
特
に
人
間
の
働
き
に
つ
い
て
言
え
ば
、
事
象
で
あ
る
。

一
五
四
　
　
見
る
（A

）
も
見
ら
れ
る
（X

)

も
実
は
絶
対
の
能
為
の
働
き
で
あ
る
が
、A

X

の
一
如
を
自

覚
と
し
て
覚
せ
ぬ
と
き
、
一
の
「
見
る
即
見
ら
れ
る
」
は
、
「
見
る
」
働
き
と
「
見
ら
れ
る
」
働
き
と
の

相
対
面
を
露
呈
す
る
。
「
見
る
」
と
「
見
ら
れ
る
」
と
が
、
か
く
対
立
す
る
に
至
れ
ば
、
両
者
は
、
い
ず

れ
も
、
な
お
行
為
で
は
あ
る
が
、A

とX
の
ご
と
く
共
に
能
為
な
の
で
は
な
く
て
、
一
が
能
為
、
一
が
所

為
た
る
の
相
対
的
関
係
に
立
つ
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
見
る
」
と
「
見
ら
れ
る
」
と
が
相
補
っ
て
一
の

見
る
「
事
」
を
成
立
せ
し
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
が
能
為
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、
そ
の
能
為
は
、
自
己

充
足
的
で
は
な
く
、
自
己
の
実
現
に
自
己
以
外
の
他
者
を
必
要
と
す
る
。
故
に
、
そ
の
能
為
は
絶
対
的
能

為
で
は
な
く
、
相
対
的
能
為
で
あ
る
。
そ
の
能
為
面
を
自
己
（
我
）
と
い
い
、
所
為
面
を
対
者
（
汝
）
と

い
う
。
か
く
、
共
に
主
体
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
一
が
能
為
と
し
て
主
格
と
な
り
、
他
が
所
為
と
し
て
対
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格
と
な
る
我
と
汝
と
を
、A

とX

と
か
ら
区
別
し
て
、B

とY

と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。B

とY

と
の
関
係
は
相
対

的
で
あ
る
。
そ
の
事
は
、
両
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
も
現
れ
て
、B

が
汝
を
見
れ
ば
、
汝
はY

で
あ
り
、

Y
が
汝
を
見
れ
ば
、
お
の
れ
はB

と
な
り
、
汝
はY

と
な
る
の
で
あ
る
。

一
五
五
　
　Y

は
我
に
対
す
る
所
為
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
対
す
るB

も
、
や
は
り
所
為
の
面
を
開
展
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
対
す
る
も
の
は
対
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
。
故
に
、B

は
能
為

で
あ
る
と
共
に
所
為
で
あ
る
こ
と
が
、
論
理
的
必
然
と
し
て
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
能

為
と
所
為
と
はB

を
構
成
す
る
二
つ
の
分
か
ち
得
べ
き
部
分
な
の
で
は
な
く
て
、B

は
、
全
面
的
に
能
為

で
あ
り
、
且
つ
、
全
面
的
に
所
為
な
の
で
あ
る
か
ら
、
必
然
的
に
、B

の
能
為
性
が
所
為
で
あ
り
、B

の

所
為
性
が
能
為
で
あ
る
と
い
う
風
に
、B

に
お
い
て
は
、
能
為
と
所
為
と
が
重
な
り
合
う
ほ
か
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、B

の
能
為
はB

に
と
っ
て
の
所
与
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
心
は
、B

の
能
為
は
、
自
己

が
自
己
に
自
主
的
・
自
己
責
任
的
に
与
え
る
事
行
な
の
で
は
な
く
て
、
他
よ
り
与
え
ら
れ
る
能
為
、
他
に

よ
っ
て
駆
ら
れ
る
能
為
、
そ
の
責
任
者
が
自
己
以
外
に
存
す
る
行
為
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
か

く
能
為
性
を
所
与
と
し
て
有
つ
も
の
を
、
肉
体
と
い
う
。
肉
体
は
、
生
命
主
体
で
あ
り
な
が
ら
、
親
に

よ
っ
て
「
生
ま
れ
る
」
の
で
あ
る
。
「
生
ま
れ
る
」
は
被
動
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
生
き
る
主
体

の
立
場
そ
の
も
の
が
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
表
さ
れ
る
。

一
五
六
　
　A

とX

と
は
、
全
一
と
全
一
と
の
関
係
に
立
ち
、C
とZ
と
は
、
分
一
と
分
一
と
の
関
係
に
立
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つ
。
全
一
と
は
、
自
己
の
外
に
他
者
を
要
せ
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、A

とX

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

自
己
に
対
す
る
対
者
を
他
者
と
は
せ
ず
、
従
っ
て
、
重
な
り
合
っ
て
一
を
成
す
の
で
あ
る
。
分
一
と
分
一

と
の
、
絶
対
に
相
容
れ
ぬ
反
立
を
、
か
か
る
一
如
が
内
に
包
ん
で
、
反
対
の
相
を
露
出
せ
し
め
ぬ
の
が
、

根
源
の
立
場
の
現
成
で
あ
り
、
自
覚
的
事
行
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、A

X

面
の
一
如
を
単
に
予
感
す

る
の
み
の
域
に
と
ど
ま
る
の
が
、B

Y

の
エ
ロ
ス
の
愛
で
あ
り
、C

Z

面
に
お
け
る
対
立
を
、
自
他
の
生
の

内
容
と
し
、
動
的
に
反
立
と
し
て
露
出
す
る
も
の
が
、
食
を
原
型
と
す
るB

Y

の
反
立
闘
争
で
あ
る
。
わ

が
皇
道
体
験
は
、
の
ち
に
詳
論
す
る
ご
と
く
、A

X

の
一
如
を
、
公
共
的
生
活
に
お
い
て
実
現
す
る
道
に

ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
支
配
す
る
原
理
は
、
互
に
他
を
求
め
る
エ
ロ
ス
的
和
合
を
超
え
て
、
互
に
他
を
主

体
と
し
て
立
て
る
親
子
の
「
和
」
に
も
と
づ
く
、
人
倫
の
「
大
和
」
で
あ
る
。

一
五
七
　
　
自
他
の
一
如
も
、
自
他
の
反
立
も
、
箇
の
肉
体
的
生
命
な
るB

を
媒
介
と
し
て
実
現
せ
ら
れ

る
ほ
か
は
な
い
。B

は
、
全
一
で
あ
る
と
共
に
分
一
で
あ
る
と
い
う
、
二
重
の
性
格
を
も
つ
。B

がA

で
あ

る
と
共
にC

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、B
の
主
体
性
が
所
与
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。B

が
、
所
与
の

主
体
で
あ
る
ま
ま
に
、A

X

の
一
如
を
予
感
す
る
も
の
が
、
性
愛
で
あ
る
。
そ
の
際
、
性
愛
の
対
者
も
、

同
じ
く
主
体
性
を
所
与
と
し
て
も
つ
か
ら
、
自
他
は
未
だC

とZ

（
実
は
、Z

とZ

）
と
の
対
立
を
超
脱
す

る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
従
っ
て
、
必
然
的
に
、
性
愛
の
汝
は
、
我
と
一
た
る
べ
き
、
且
つ
、
あ
く
ま
で
我
と

異
な
る
と
こ
ろ
の
、
二
重
の
性
格
を
も
つ
異
性
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
上
の
、
自
他
が

互
に
補
っ
て
一
を
成
す
趣
の
み
を
抽
象
化
し
て
考
え
れ
ば
、
自
他
は
そ
れ
ぞ
れ
、
一
円
の
半
一
の
ご
と
き
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趣
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。

一
五
八
　
　
上
に
揚
げ
た
図
式
を
、
更
に
、
「
体
」
の
契
機
に
よ
っ
て
説
く
な
ら
ば
、C

は
物
体
の
我
で

あ
り
、B
は
肉
体
の
我
で
あ
り
、X

と
一
如
な
るA

は
、
自
覚
的
事
行
た
る
身
体
の
我
で
あ
る
。
箇
の
生
命

体
た
る
肉
体
は
、
物
体
を
媒
介
と
せ
ず
し
て
は
成
立
せ
ぬ
。
す
な
わ
ち
、B

はC

な
く
し
て
は
成
立
せ
ぬ

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、C

はZ

に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、
箇
の
生
命
体B

は
、A

を
そ
の
本
源
と
す
る
と
共

に
、Z

の
根
源
た
るX
を
も
、
そ
の
本
源
と
す
る
の
で
あ
る
。A

B
C

の
側
は
、
我
と
呼
ば
れ
、X

Y
Z

の
側

は
汝
で
あ
る
が
、C
はZ
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ま
たB

はX

に
よ
っ
て
成
立
し
、A

は
そ
のX

と
不
可
分
で
あ
っ

て
、
結
局
、
我
は
汝
な
し
に
は
成
立
せ
ぬ
の
で
あ
る
。
ま
た
、X

と
はA

と
一
如
な
る
働
き
で
あ
っ
て
、

実
存
す
る
我
も
汝
も
、
そ
のA
X
の
絶
対
の
一
如
の
中
に
、
相
対
と
し
て
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

汝
の
存
在
の
源
は
、
自
覚
的
な
我
（A

X
)

に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
我
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
わ
が
体
躯
も
、
実
はZ

に
ほ
か
な
ら
ぬ
が
、
「
見
る
」
と
い
う
働
き
を
荷
う
基

体
と
し
て
、
し
ば
ら
く
、
非
対
象
的
に
、
主
体
の
側
に
措
定
し
、
こ
れ
をC

と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。C

は
、
実
はZ

に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、
物
体
の
不
可
入
性
の
理
に
よ
り
、
他
の
一
切
の
物
体
と
相
い
れ
ぬ
。

故
に
、
わ
が
体
躯
以
外
の
物
体
（Z

)

と
も
相
容
れ
ぬ
。

　
か
く
し
て
、
実
存
す
る
我B

は
、A

X

の
面
に
お
い
て
、
一
切
の
他
と
偏
通
し
、C

面
に
お
い
て
、
一
切

の
他
と
隔
絶
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
関
係
を
図
表
す
れ
ば
、
上
の
ご
と
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
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一
五
九
　
　
上
来
、
我
が
我
を
「
見
る
」
自
覚
の
事
実
を
、
事
行
論
的
に
考
察
し
て
、
「
見
る
」
を
実
現

す
る
も
の
が
、
実
は
、
「
見
ら
れ
る
」
働
き
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
見
ら
れ
る
働
き
こ
そ
、
一
切
の
事

行
の
根
源
で
あ
る
と
の
洞
察
に
達
し
た
。
す
な
わ
ち
、
我
々
は
、A

か
ら
出
発
し
て
、A

の
本
源
な
るX

に

到
達
し
、A

がX

に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
論
証
し
て
み
よ
う
。

　
事
行
と
は
、X

が
働
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、X

と
は
「
見
ら
れ
る
」
事
そ
の
も
の
で

あ
っ
て
、
し
か
もA

と
対
等
に
対
す
る
と
こ
ろ
の
、
対
象
的
に
は
空
無
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、X

と
は
、

見
え
ざ
る
「
見
ら
れ
る
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
故
に
、
単
に
考
え
ら
れ
る
の
み
のX

は
、
見
ら

れ
る
こ
と
の
潜
勢
体
た
る
に
と
ど
ま
る
。X

がX

み
ず
か
ら
の
内
に
静
在
し
て
い
て
は
、
何
の
存
在
も
有

り
得
ず
、
一
般
に
、X

が
あ
る
と
い
う
こ
と
す
ら
も
あ
り
得
な
い
。
能
為
者
た
るX

の
存
在
の
論
理
を
徹

底
す
る
な
ら
ば
、
即
ち
、X
が
真
にX

た
る
の
実
を
発
揮
す
る
な
ら
ば
、
必
然
的
に
、X

は
、
見
ら
れ
る
と

い
う
事
を
実
に
し
て
、
見
ら
れ
る
「
も
の
」
と
し
て
現
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
見
ら
れ
る
も
の

と
は
、Z

で
あ
る
。
故
に
、
事
行
の
原
理
で
あ
るX

は
、
同
時
に
、
対
象
的
存
在
を
現
す
生
産
の
原
理
で

も
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
て
、
こ
のZ

は
、
そ
れ
の
み
で
は
、
見
ら
れ
る
も
の
の
可
能
体
で
あ
っ
て
、
見

る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
見
ら
れ
る
こ
と
は
成
立
せ
ぬ
か
ら
、
見
ら
れ
る
も
の
を
自
己
の
内
に
展
開
し
たX

は
、
同
時
に
、
見
る
事
行
を
要
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
論
理
的
要
請
に
応
じ
て
、A

が
立
つ
の

で
あ
る
。
し
か
る
に
、
そ
のA

は
、Z

を
自
己
の
内
に
見
る
（
即
ち
意
識
面
に
映
す
）
の
で
あ
る
か
ら
、A

はZ

を
自
己
の
内
と
す
る
も
の
、
従
っ
て
、X

と
一
如
の
も
の
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。A

とX

と
の
一
如
の

内
に
、Z

が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
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一
六
〇
　
　
上
に
述
べ
た
ご
と
く
、X

は
、
見
ら
れ
る
能
為
で
あ
る
と
い
う
そ
の
本
質
か
ら
し
て
、
必
然

的
に
、
自
己
の
内
にZ

を
展
開
し
、
自
己
の
外
にA

を
要
請
し
、
し
か
も
、
み
ず
か
ら
は
、
そ
のA

と
一
如

た
る
存
在
を
成
す
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、A

は
抽
象
的
に
考
え
ら
れ
る
「
見
る
」
そ
の
も
の
で
あ
る
か

ら
、A
がA
た
る
の
み
で
は
、
見
る
現
実
の
主
体
が
立
た
ぬ
。
見
る
現
実
の
主
体
と
は
、
現
実
のZ

に
現
実

的
に
対
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
物
象Z

に
対
す
る
物
象
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
か
く
、Z

に
対
す
る
物

象
に
し
て
、
し
か
も
自
己
た
る
も
の
が
、C

で
あ
る
。
こ
のC

が
現
れ
て
、
見
る
こ
と
を
荷
う
体
躯
が
立

ち
、
見
る
こ
とA

が
、
働
き
と
し
て
具
体
化
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
物
象C

は
死
物
で
あ
る
か
ら
、

見
る
と
い
う
生
命
の
働
き
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。C

は
、
単
に
、
見
る
働
きA

を
荷
う
客
体
的
基
体

た
る
に
と
ど
ま
る
。
そ
こ
で
、
見
るA

の
働
き
を
生
か
す
現
実
の
主
体
的
生
命
が
、
必
然
的
に
、
客
体
の

契
機
た
るC

に
も
と
づ
い
て
現
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
見
るA

と
見
ら
れ
るC

と
の
両
面
を
具

え
、
見
る
も
の
と
し
て
見
ら
れ
る
も
の
、
他
か
ら
見
ら
れ
な
が
ら
み
ず
か
ら
見
る
も
の
、
存
在
に
し
て
し

か
も
事
行
た
る
、
見
る
箇
の
人
間B

は
、
か
く
し
て
、
論
理
的
必
然
性
の
う
ち
に
誕
生
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
のB

は
、
相
対
的
な
我
で
あ
る
か
ら
、
こ
のB

に
対
す
る
相
対
的
な
汝
が
、
同
じ
く
箇
の
生

命
の
主
体
と
し
て
現
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
こ
にY

が
立
つ
の
で
あ
る
。

一
六
一
　
　
か
く
、Z

を
顕
し
、C

を
立
て
、B

とY

と
を
生
むX
は
、A

を
自
己
と
対
等
の
事
行
と
し
て
要

請
し
、
そ
のA

に
よ
っ
て
、
自
己
自
身
を
掴
む
の
で
あ
る
。
こ
のX
は
、
前
章
に
お
い
てm

ich

と
呼
ば
れ
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た
も
の
に
当
り
、A

が
、ich

と
呼
ば
れ
た
も
の
に
当
る
。
生
す
事
に
お
い
て
見
、
見
る
こ
と
に
お
い
て
生

す
と
い
う
自
覚
的
事
行
は
、
単
な
る
生
す
に
よ
っ
て
は
現
成
さ
れ
ぬ
。X

が
真
に
能
与
で
あ
り
、
一
切
の

事
物
の
根
源
で
あ
る
た
め
に
は
、X

は
み
ず
か
ら
を
見
る
自
覚
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
故
に
、

X

は
、
一
面
、A

と
し
て
働
く
の
で
あ
る
。

　X

は
、
他
を
存
在
と
し
て
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、X

の
内
か
ら
他
を
発
出
せ
し
め
る
の
で

は
な
く
、X
そ
の
も
の
が
、
み
ず
か
ら
他
と
し
て
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
切
の
事
物
を
現
成
す
る
の
で

あ
る
。
一
切
の
事
物
は
、X

の
応
現
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
は
、X

が
み
ず
か
ら
を
他
と
す

る
と
い
う
こ
と
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。X

が
み
ず
か
ら
を
他
と
す
る
と
い
う
の
は
、
自
己
に
対
す
る
と
い

う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
自
己
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。X

が
自
己
を
見
る
働
き
がA

に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

そ
し
て
、
そ
のA

は
、
そ
れ
自
身
、X

の
一
の
顕
現
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、X

を
わ
が
内
に
見
る
と
い

う
格
相
を
帯
び
る
が
故
に
、X

に
対
す
る
超
越
者
と
し
て
現
れ
る
。
か
く
し
て
、X

は
お
の
れ
の
働
き
と

し
てA

を
立
て
、
そ
のA

を
し
て
、
自
己
を
超
越
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
にX

は
、
単
に
「
見
ら
れ

る
」
と
し
て
で
は
な
く
、
必
ず
、
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
「
物
」
に
応
現
し
て
、A

に
対
す
る
内
在
的
立
場

を
現
す
の
で
あ
る
。A

は
、
そ
れ
を
受
容
す
る
受
身
の
も
の
と
し
て
、
触
発
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
を
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
よ
う
に
、
経
験
的
存
在
に
よ
ら
ぬ
純
粋
な
自
己
触
発
に
よ
っ
て
、
自
己
自
身
の

内
部
か
ら
の
純
粋
受
容
が
成
立
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
純
粋
な
対
象
性
と
が
成
立
す
る
な
ど
と
、
抽
象
的
に

考
う
べ
き
で
は
な
く
、A

は
、X

が
み
ず
か
ら
具
体
的
な
対
象
と
し
て
応
現
す
る
際
に
、
お
の
ず
か
ら
、

こ
れ
を
受
取
る
働
き
と
し
て
、
顕
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
う
べ
き
で
あ
る
。
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一
六
二
　
　A

がZ

を
見
る
の
は
、
存
在
を
見
る
の
で
あ
る
。
存
在
を
見
る
も
の
は
、
存
在
に
対
し
な
く

て
は
な
ら
ぬ
か
ら
、A

は
見
る
事
行
で
あ
る
一
面
、
そ
の
見
る
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
が
、
存
在
と
し
て

現
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
一
切
の
対
す
る
も
の
は
対
等
で
あ
る
か
ら
。
故
に
、A

の
働
き

は
、
す
べ
て
、
現
実
に
生
き
て
「
い
る
」
存
在
的
な
箇
人
を
媒
介
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
見
る
」
と
い
う
超
越
的
な
働
き
は
、
誰
か
あ
る
人
の
事
行
と
し
て
の
み
現
実
た
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、

「
見
る
」
こ
と
一
般
と
い
う
ご
と
き
も
の
は
、
ど
こ
に
も
存
せ
ぬ
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
一
方
、
す
べ
て
存
在
す
る
も
の
は
、
所
与
で
あ
る
か
ら
、
存
在
た
るA

も
、
所
与
で
あ
る
ほ
か

は
な
い
。
は
た
し
て
、
対
象
を
見
る
働
き
は
、
存
在
に
与
え
ら
れ
た
も
の
、
人
が
生
ま
れ
つ
き
得
た
る
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
そ
れ
は
な
ん
ら
人
格
的
事
行
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
我
思
う
」
は
、

一
見
、
わ
が
行
為
の
ご
と
く
見
え
て
、
実
は
、
自
然
的
機
能
で
あ
り
、
従
っ
て
、
他
か
ら
為
す
べ
く
与
え

ら
れ
た
こ
う
い
で
あ
る
。
他
か
ら
為
す
べ
く
命
ぜ
ら
れ
た
行
為
は
、
能
与
の
行
為
で
は
な
い
か
ら
、
実
は
、

勝
義
に
お
け
る
わ
が
行
為
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
自
己
の
、
自
然
的
生
命
と
し
て
与
え
ら
れ
た
「
彼
」
の

面
に
お
け
る
営
み
で
あ
る
。
（
こ
の
、
「
彼
」
の
面
は
、
本
章
に
お
い
て
はB

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
）
故

に
、
肉
体
的
存
在
と
し
て
生
ま
れ
たB

の
立
場
か
ら
、A
に
超
越
し
、
そ
こ
か
ら
、B

・C

・Y

・Z

の
世
界

を
見
直
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
の
み
で
は
自
覚
と
は
な
ら
ぬ
。B

の
存
在
に
は
、
既
にA

の
立
場
が
お
の

ず
か
ら
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
真
の
超
越
と
は
、B

か
らX
へ
の
超
越
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。B

か
らX

へ

の
超
越
と
い
う
の
は
、
所
与
の
生
命
の
立
場
か
ら
、
能
与
の
生
命
の
立
場
に
転
換
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
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れ
は
、
自
然
的
・
社
会
的
・
歴
史
的
の
現
実
に
も
と
づ
い
て
、
責
任
的
自
己
を
実
現
す
る
こ
と
に
ほ
か
な

ら
ぬ
。

一
六
三
　
　
現
実
の
自
己B

が
、X

に
超
越
す
る
と
し
て
も
、A

の
立
場
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
の

で
は
な
い
。B

は
、
す
で
に
、
お
の
ず
か
らA

で
あ
り
、
ま
た
、X

は
、
同
時
に
、
お
の
ず
か
らA

た
る
の

で
あ
る
。
故
に
、B

はX

に
超
越
す
る
も
、
依
然
と
し
て
見
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
自
覚
的
に
見
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
現
実
在
の
あ
り
の
ま
ま
の
相
を
そ
の
ま
ま
に
観
ず
る
い
わ
ゆ
る
「
如
実
智
見
」
と
か
、

「
実
相
観
照
」
と
か
は
言
わ
れ
る
も
の
は
、X

と
し
て
見
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
単
にA

の
位
か
ら
見

る
の
で
は
、
い
か
に
し
て
も
他
覚
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
な
ん
と
な
れ
ば
、A

の
本
源
はX

で
あ
る

の
に
（
あ
る
い
は
、A

は
実
はX
で
あ
る
の
に
、
）
そ
の
事
を
把
握
せ
ず
し
て
見
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、

見
る
こ
と
そ
の
も
の
が
「
他
」
の
立
場
に
立
つ
こ
と
と
な
る
か
ら
。
故
に
、
自
覚
は
、A

の
本
源
た
るX

の
立
場
に
お
い
て
見
る
こ
と
と
し
て
の
み
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
前
章
の
図
式
に
よ
っ
て
言
う

な
ら
ば
、
自
覚
はm
ich

と
し
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
事
行
学
は
、X

又
はm

ich

の
位
に
あ
っ
て
見
る
と
こ
ろ
の
如
実
智
見
を
原
理
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
西
洋
哲
学
は
、
全
般
と

し
て
、
あ
く
ま
でA

の
立
場
か
ら
の
観
照
に
著
す
る
の
で
あ
る
。

一
六
四
　
　
存
在
の
認
識
は
、
見
る
働
き
が
見
ら
れ
る
物
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
し
か

る
に
、
見
る
働
きA

は
、X

に
ほ
か
な
ら
ず
、
見
ら
れ
る
物Z

も
、X
の
応
現
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
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一
切
の
存
在
の
根
本
はX

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
先
儒
の
い
わ
ゆ
る
天
地
間
の
「
一
元
気
」
と

は
、
ま
さ
し
く
、
こ
のX

に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
気
動
い
て
運
転
し
、

「
見
る
」
と
「
見
ら
れ
る
」
と
の
相
対
を
現
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
がA

とX

と
の
相
対
で
あ
っ
て
、A

を

生
むX
は
、
他
面
、
対
立
の
一
項
と
し
て
、A

の
陽
と
発
動
と
に
対
し
て
、
陰
と
凝
聚
（
ぎ
ょ
う
し
ゅ

う
）
と
の
原
理
と
な
る
の
で
あ
る
。
気
は
も
と
、
「
生
々
と
し
て
息
ま
ざ
る
」
も
の
で
あ
る
が
、
「
見

る
」
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
受
身
の
位
に
立
て
ば
、
静
か
に
し
て
凝
聚
す
る
の
で
あ
る
。
（Z

は
か
く
し
て

現
れ
る
。
）
こ
れ
に
対
し
て
、A

は
、X

に
よ
っ
て
成
る
も
の
と
し
て
、X

の
生
産
の
立
場
を
受
け
て
、
万

物
を
陽
（
あ
ら
わ
）
す
陽
の
位
に
立
つ
と
共
に
、
ま
た
、
他
面
、X

の
「
見
ら
れ
る
」
に
対
す
る
と
こ
ろ

の
、
見
る
「
本
主
」
と
し
て
、
理
と
呼
ば
れ
る
働
き
を
な
す
の
で
あ
る
。A

は
、
そ
の
存
在
の
面
か
ら
言

え
ば
、
「
生
ま
れ
る
」
で
あ
り
、
そ
の
事
行
の
面
か
ら
言
え
ば
「
見
る
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、X

は
、
そ
の
事
行
の
面
か
ら
言
え
ば
、
「
生
む
」
で
あ
り
、
存
在
の
面
か
ら
言
え
ば
、
「
見
ら
れ
る
」
で
あ

る
。
し
か
し
、A

の
「
見
る
」
は
、
も
と
も
と
、
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
か
か
ら
、
「
見
る
」
と
い
え
ど

も
、
「
見
ら
れ
る
」
に
よ
っ
て
成
る
の
で
あ
る
。

　
上
の
解
説
は
、A

とX

は
と
の
本
質
を
論
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
現
実
の
働
き
と
し
て
は
、A

X

は
一
如
で

あ
り
、
理
気
は
必
ず
一
物
で
あ
っ
て
、
先
後
を
分
か
つ
べ
き
で
は
な
い
。
理
と
気
と
は
、
一
に
し
て
二
、

二
に
し
て
一
で
あ
り
、
同
じ
く
し
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
理
と
い
え
ど
も
、
気
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
「
気
中
の
条
理
」
た
る
に
す
ぎ
ず
、
別
に
一
物
あ
る
の
は
な
く
、
実
は
気
の
理
な
の
で
あ

る
。
か
か
る
理
気
の
一
如
を
、
そ
の
流
行
か
ら
、
「
道
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
理
を
言
え
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ば
気
を
残
し
、
気
を
言
え
ば
理
を
残
す
が
、
道
と
い
う
時
は
、
残
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
存
在
的
に
「
一
元

気
」
と
呼
ば
れ
た
一
元
の
源
は
、
そ
の
発
動
流
行
す
る
生
産
面
・
事
行
面
か
ら
は
、
こ
こ
に
、
道
と
呼
ば

れ
る
の
で
あ
る
。

一
六
五
　
　A

もX

も
、
存
在
的
に
は
無
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ば
、A

は
見
る
無
で
あ
り
、X

は

生
す
無
で
あ
る
。
ま
たA

もX

も
、
超
越
者
で
あ
る
か
ら
、
も
し
、
超
越
者
を
神
と
い
う
な
ら
ば
、A

は
覚

照
の
神
で
あ
り
、X
は
生
産
の
神
で
あ
る
。
こ
のA

とX

と
の
考
は
、
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
、
生
む
無
と
成
る
無
、

上
な
る
無
と
下
な
る
無
、
一
者
と
質
料
の
考
に
近
似
す
る
が
ご
と
く
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
者
と
質
料

と
は
、
共
に
い
と
し
く
生
成
の
条
件
で
あ
り
な
が
ら
、
た
だ
そ
の
正
負
の
方
向
を
異
に
す
る
の
み
で
あ
る

と
さ
れ
る
の
も
、A

とX

と
を
、
「
見
る
」
と
「
見
ら
れ
る
」
と
の
格
の
相
違
と
し
、
そ
の
絶
対
値
に
お

い
て
同
等
な
り
と
す
る
余
の
考
に
、
対
応
す
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
プ
ロ
チ
ノ
ス
に
お

い
て
、
下
な
る
無
と
さ
れ
る
質
料
が
、
単
に
、
消
極
的
な
意
義
を
有
す
る
の
み
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
余

のX

は
、
か
え
っ
て
、
生
産
の
原
理
で
あ
り
、
生
む
他
動
の
働
き
の
根
源
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、X

に

よ
っ
て
生
ま
れ
る
一
切
は
、
畢
竟
、X

に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、X

が
他
を
生
む
の
は
、
実
は
、
自
己
を
生

む
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
再
帰
動
、
同
時
に
、
自
動
で
あ
る
。
ま
た
、X

を
見
るA

は
、
見
る
も
の
と
し

て
は
、
常
にX

に
対
す
る
超
越
者
の
格
相
を
保
持
し
な
が
ら
、
そ
の
現
実
の
働
き
が
、
常
に
、X

に
よ
っ

て
生
ま
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
一
者
の
ご
と
き
、
単
な
る
生
む
原
理
な
の
で
は
な
い
。
プ
ロ

チ
ノ
ス
の
よ
う
に
、
一
者
を
ば
、
生
む
原
理
と
し
、
質
料
を
、
一
者
そ
の
も
の
の
有
つ
一
切
の
所
産
物
に
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対
す
る
無
の
映
写
面
、
又
は
受
容
の
面
と
す
れ
ば
、
質
料
を
体
と
し
て
現
ず
る
箇
体
は
、
一
者
の
本
源
的

統
一
の
低
減
せ
ら
れ
た
る
、
消
極
的
不
完
全
の
存
在
と
し
て
、
一
者
か
ら
流
出
せ
る
ご
と
き
趣
き
を
呈
す

る
ほ
か
な
く
、
一
者
は
箇
体
を
媒
介
と
し
て
は
じ
め
て
自
己
を
実
現
す
る
と
い
う
、
積
極
的
意
義
が
、
箇

体
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
で
は
、
人
間
の
実
践
行
為
が
、
絶
対
者
の
は
か
な
き
影
に
す
ぎ
ぬ

も
の
と
な
り
、
自
己
責
任
的
な
主
体
の
行
為
の
意
義
を
失
っ
て
し
ま
う
。
故
に
余
は
、
見
る
我A

に
よ
っ

て
見
ら
れ
る
汝X
を
、
か
え
っ
て
、
生
産
の
原
理
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
見
る
能
為
た
るA

を
、X

に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
所
為
と
し
、
も
と
も
と
見
ら
れ
る
所
為
た
るX

を
、
生
む
能
為
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、A

とX

と
を
、
能
為
・
所
為
の
両
面
に
わ
た
っ
て
対
等
の
も
の
と
し
、
両
者
に
、
内
在
と
超
越
の
両

立
場
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
の
み
、
絶
対
の
無
が
相
対
の
有
を
媒
介
と
し
て
自
己
を
実
現
し
、

有
は
無
に
帰
し
て
、
そ
の
根
源
に
還
る
（
す
な
わ
ち
、
超
越
的
な
本
然
の
自
己
を
実
現
す
る
）
と
い
う
、

高
次
の
弁
証
法
的
論
理
が
っ
成
立
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

一
六
六
　
　X

は
、
ヤ
ー
コ
ブ
・
ベ
ー
メ
の
考
え
る
ご
と
き
、
神
の
内
に
在
っ
て
神
に
対
す
る
否
定
原
理

た
る
質
料
で
は
な
く
て
、
覚
照
の
神
な
るA

の
外
に
あ
る
絶
対
の
能
為
者
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
存
在
が
汝

に
よ
ら
ず
、
自
己
自
身
に
お
い
て
全
体
独
立
の
事
行
で
あ
り
な
が
ら
、
見
るA

に
対
す
る
見
ら
れ
るX

と

し
て
、A

と
迎
え
合
い
、
補
い
合
う
と
こ
ろ
の
、
和
合
の
原
理
た
る
も
の
、
い
わ
ば
、A

の
肯
定
原
理
な

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、A

とX

と
の
間
に
成
立
す
る
論
理
は
、
弁
証
法
の
矛
盾
的
統
一
の
論
理
を

超
え
て
、
事
行
の
主
体
の
一
元
的
自
己
実
現
の
論
理
と
な
る
の
で
あ
る
。
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一
六
七
　
　
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
無
の
考
と
い
え
ど
も
、
汝
に
お
い
て
「
物
」
を
見
る
西
洋
の
体
験
を
超
脱
し

て
お
ら
ぬ
。
西
洋
哲
学
一
般
の
救
う
べ
か
ら
ざ
る
錯
誤
は
、
生
産
又
は
事
行
の
原
理
た
るX

を
観
過
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。A

X

の
一
如
を
ば
、
み
ず
か
ら
をX

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
す
る
と
い
う
の
が
、

真
実
の
自
覚
で
あ
る
。
そ
の
事
は
、
前
章
に
お
い
て
、
「
汝
」
の
位
な
るm

ich

を
ミ
ヅ
カ
ラ
と
し
、
同

時
に
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラich

た
る
の
が
自
覚
で
あ
る
と
説
い
た
の
に
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
プ
ロ
チ
ノ
ス
の

無
の
考
は
、
ま
さ
し
く
、
対
象Z

に
お
い
てX

を
予
感
す
る
も
の
に
す
ぎ
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
。Z

の
立
場
に

対
象
的
に
想
定
せ
ら
れ
る
無
は
、
た
と
い
無
形
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
観
念
上
の
「
物
」
で
あ
り
、
そ
の

実
、
有
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、
そ
れ
を
真
の
無
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
ぬ
、
観
念
上
の
「
物
」
を
汝
と
す

る
立
場
に
立
て
ば
、
か
え
っ
て
、
物
を
低
次
の
地
盤
と
し
て
立
つ
具
体
的
な
自
己
の
把
握
を
失
う
の
で
あ

る
。
そ
の
故
は
、X

の
事
行
の
立
場
を
抜
き
に
し
た
単
な
るA

の
立
場
か
ら
、
一
切
を
物
に
化
し
て
見
る

と
き
、
対
象
は
、
一
面
的
に
超
越
す
る
の
みA

に
対
す
る
か
ら
、
こ
れ
ま
た
、
一
面
的
に
超
越
的
な
も
の

た
ら
ざ
る
を
得
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
対
象
的
存
在
に
お
け
る
超
越
性
と
は
、
抽
象
性
・
一
般
性
に
ほ
か
な
ら

ぬ
。
従
っ
て
、
特
殊
の
具
体
的
状
況
の
中
に
あ
る
荷
物
は
、A

の
直
接
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
出
来
ず
、

一
般
化
す
る
事
に
よ
っ
て
、A

の
対
象
と
な
る
ほ
か
は
な
い
。A

の
立
場
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
は
、
す
べ

て
、
一
般
者
で
あ
っ
て
、
特
殊
者
と
か
箇
物
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
い
え
ど
も
、
実
は
、
一
般
的
特
殊
者
、

又
は
、
一
般
的
箇
物
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
真
の
特
殊
者
又
は
箇
物
と
は
、
存
在
的
な
も
の
で
は
な

く
て
、
事
行
的
な
も
の
で
あ
る
。
事
行
的
な
も
の
は
、
内
に
時
間
を
含
み
、
歴
史
の
中
に
生
き
る
主
体
で
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あ
る
。
し
か
る
に
、
対
象
を
す
べ
て
一
般
的
存
在
と
し
て
見
るA

の
立
場
か
ら
は
、
自
己
と
い
え
ど
も
、

存
在
一
般
の
は
か
な
き
映
像
た
る
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
に
な
る
。
プ
ロ
チ
ノ
ス
が
、
自
己
が
肉
体
を
具
え
て
生

ま
れ
た
こ
と
を
恥
じ
て
、
生
涯
、
お
の
れ
の
生
国
を
も
、
父
母
の
名
を
も
、
人
に
語
ら
な
か
っ
た
と
い
う

の
は
、
ま
こ
と
に
故
な
し
と
せ
ぬ
。
従
来
、
わ
が
国
の
哲
学
者
も
、
真
理
と
い
う
も
の
を
、
か
か
る
抽
象

的
一
般
性
に
お
い
て
解
し
来
っ
た
嫌
い
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

一
六
八
　
　
無
をZ
に
お
い
て
予
感
す
る
立
場
に
比
す
れ
ば
、
一
切
の
事
物
を
見
渡
すA

に
お
い
て
無
を

把
握
す
る
立
場
は
、A
と
し
て
働
く
自
己
自
身
を
掴
む
も
の
と
し
て
、
一
往
、
自
覚
的
立
場
の
一
面
を
得

た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
東
洋
の
無
の
体
験
、
特
に
仏
教
に
は
、
か
か
る
無
の
把
握
が
見
ら
れ
る
。
し

か
し
、
そ
の
無
が
、
も
し
、X
を
抜
き
に
し
たA

の
み
で
あ
っ
た
ら
、
す
な
わ
ち
、
自
然
的
・
社
会
的
・

歴
史
的
所
与
た
る
現
実
の
自
己
を
、
責
任
的
に
実
現
す
る
立
場
の
覚
悟
か
ら
遊
離
し
て
、
現
成
遠
離
的
な

生
活
態
度
の
原
理
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
未
だ
、
真
理
の
無
を
把
握
し
た
も
の
と
は
言
い
が

た
い
。
従
来
、
絶
対
無
と
か
東
洋
無
と
か
言
わ
れ
来
っ
た
も
の
に
は
、
か
か
る
現
実
遠
離
の
傾
向
が
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
う
い
う
無
の
体
験
で
も
、
「
絶
後
に
甦
る
」
こ
と
を
説
く
が
、
い
く
ら
甦
っ
て
、
相
対
の
世
界
を
絶

対
の
光
の
中
に
見
直
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
、
畢
竟
、
「
見
直
す
」
「
受
取
り
直
す
」
「
生
ま
れ
か
わ

る
」
に
す
ぎ
ぬ
。
真
実
の
無
は
、
現
実
の
相
対
の
世
界
をA

X
の
一
如
と
し
て
掴
み
、
そ
の
絶
対
の
体
験

か
ら
、X

の
働
き
と
し
て
、
相
対
の
世
界
を
改
め
て
「
生
み
直
す
」
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
自
覚
の
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体
験
は
、
相
対
か
ら
絶
対
に
帰
す
る
単
な
る
往
相
で
は
な
く
て
、
実
に
、
絶
対
を
決
定
し
た
る
立
場
か
ら
、

相
対
の
世
界
に
還
帰
し
、
そ
の
世
界
を
新
な
る
面
目
に
お
い
て
実
現
す
る
還
相
の
体
験
な
の
で
あ
る
。

一
六
九
　
　
自
覚
が
、
現
実
の
自
己
の
実
現
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
既
に
、
存
在
的
な
無
の

体
験
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
。A

もX

も
、
こ
れ
をA

の
立
場
か
ら
見
る
と
き
は
、
存
在
の
性
格
に

お
い
て
見
ら
れ
、
存
在
的
に
は
無
と
い
う
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
が
、A

X

の
一
如
は
、
存
在
を
超
え
る

事
行
で
あ
り
、
従
っ
て
、
存
在
的
な
無
と
い
う
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
が
、A

X

の
一
如
は
、
存
在
的
な

無
を
も
超
え
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、A
X

の
一
如
と
い
え
ど
も
、A

の
立
場
か
ら
こ
れ
を
見
れ
ば
、
存
在
的

に
は
、
あ
く
ま
で
無
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、A

X

の
一
如
に
往
し
て
見
る
と
い
う
の
は
、A

を
オ
ノ

ヅ
カ
ラ
と
し
、X

を
ミ
ヅ
カ
ラ
と
す
る
立
場
で
見
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
立
場
の
自
覚
に
お
い
て
は
、

A
X

は
絶
対
の
有
な
の
で
あ
る
。A
はX
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ま
たA

がX

を
自
己
と
す
る
の
が
自
覚
な
の
で

あ
る
か
ら
、A

の
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
が
露
出
せ
し
め
ら
れ
ず
に
、X

の
ミ
ヅ
カ
ラ
に
包
ま
れ
る
の
が
、
真
実
の

自
覚
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、A
か
ら
見
ら
れ
る
絶
対
無
を
究
極
の
立
場
と
せ
ず
、X

の
行
ず
る

絶
対
有
を
最
究
竟
者
と
す
る
の
が
、
事
行
的
精
神
に
よ
っ
て
貫
か
れ
る
自
覚
的
立
場
で
あ
る
。
陸
象
山
や

山
鹿
素
行
が
、
太
極
の
上
に
無
極
を
置
か
ぬ
の
は
、
こ
の
真
理
を
洞
察
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
絶
対
無

と
い
う
ご
と
き
事
を
究
極
の
立
場
と
す
る
の
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
を
ミ
ヅ
カ
ラ
と
し
、
ミ
ヅ
カ
ラ
を
オ
ノ
ヅ

カ
ラ
と
す
る
例
の
誤
に
陥
る
も
の
で
あ
る
。
絶
対
無
は
、
あ
く
ま
で
絶
対
有
の
裏
打
ち
た
る
べ
く
、
絶
対

無
を
露
出
せ
ざ
る
立
場
に
よ
っ
て
包
ま
れ
、
し
か
も
、
そ
の
包
む
立
場
が
究
極
の
も
の
と
し
て
把
握
さ
る
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べ
き
で
あ
る
。

一
七
〇
　
　
自
覚
的
立
場
が
無
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
無
そ
の
も
の
の
本
質
か
ら

も
論
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
無
が
真
に
自
覚
的
と
な
る
と
き
、
無
は
、
み
ず
か
ら
を
無
と
し

て
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
無
が
み
ず
か
ら
を
無
と
す
る
と
は
、
お
の
れ
を
無
な
ら
ざ
る
も
の
と
す
る

こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
か
く
の
ご
と
く
、
無
の
自
覚
は
、
無
の
否
定
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
自
覚

的
な
無
は
、
有
に
対
す
る
相
対
的
な
無
で
は
な
く
、
絶
対
的
な
無
な
の
で
あ
る
か
ら
、
否
定
に
よ
っ
て
排

除
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
絶
対
の
有
に
よ
っ
て
お
の
れ
を
超
え
し
め
る
の
み
で
あ
る
。
無
そ
の
も
の

が
存
在
か
ら
事
行
に
転
換
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
無
は
存
在
と
し
て
自
己
を
露
出
せ
ず
、
か
え
っ

て
、
絶
対
の
有
の
裏
打
ち
と
な
っ
て
働
く
も
の
と
な
る
。
無
そ
の
も
の
が
存
在
か
ら
事
行
に
転
換
す
る
の

で
あ
る
。

　
す
べ
て
自
覚
的
な
も
の
は
、
働
く
も
の
で
あ
っ
て
、
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
無
と
い
え
ど
も
、
存

在
と
し
て
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
無
で
は
な
く
て
、
有
で
あ
る
。
「
太
極
の
上
に
無
極
を
立
て
ず
」
と
は
、

無
を
存
在
と
し
て
措
定
せ
ぬ
こ
と
を
言
う
。
無
極
は
、
太
極
を
貫
き
、
そ
の
中
に
、
あ
る
い
は
そ
の
上
に
、

あ
る
い
は
そ
の
基
底
に
、
あ
る
い
は
そ
の
背
後
に
働
い
て
、
は
じ
め
て
真
に
無
極
た
る
の
で
あ
る
。

一
七
一
　
　
上
の
理
は
、
「
矛
盾
」
と
か
「
死
」
と
か
「
殺
」
と
か
の
概
念
に
も
同
様
に
当
て
は
ま
る
の

で
あ
る
。
矛
盾
が
真
に
自
覚
的
と
な
る
と
き
、
矛
盾
そ
の
も
の
が
お
の
れ
を
矛
盾
と
覚
っ
て
、
矛
盾
を
超
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え
、
死
が
真
に
自
覚
的
と
な
る
と
き
、
死
そ
の
も
の
が
お
の
れ
の
死
を
覚
し
て
、
生
と
な
り
、
殺
が
真
に

自
覚
的
と
な
る
と
き
、
殺
そ
の
も
の
が
お
の
れ
を
殺
し
て
、
「
生
か
す
」
に
転
換
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
、

「
無
」
「
矛
盾
」
「
死
」
「
殺
」
な
ど
、
一
切
の
消
極
的
・
否
定
的
概
念
は
、
自
覚
的
真
理
を
荷
う
も
の

で
は
な
い
。
従
っ
て
、
か
か
る
概
念
を
露
出
す
る
弁
証
法
そ
の
他
の
立
場
か
ら
は
、
自
覚
的
真
理
が
決
し

て
掴
ま
れ
ぬ
こ
と
を
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
消
極
的
・
否
定
的
立
場
を
超
え
て
、
「
有
」
「
和
」

「
生
」
「
産
」
の
積
極
的
・
肯
定
的
立
場
を
表
と
し
て
、
公
共
の
人
生
を
明
る
く
正
し
く
築
く
体
験
が
、

わ
が
皇
道
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

一
七
二
　
　
事
行
は
、
存
在
と
は
異
な
っ
て
、
現
実
の
具
体
的
行
為
で
あ
り
、
所
与
の
存
在
の
自
己
主
張

と
も
異
な
っ
て
、
み
ず
か
ら
汝
（X

）
の
地
位
に
立
つ
奉
仕
で
あ
り
、
対
象
を
見
、
又
は
受
取
る
立
場
と

も
異
な
っ
て
、
他
を
立
て
る
生
産
で
あ
る
。
理
性
論
の
見
地
は
、
か
か
る
生
産
の
立
場
を
掴
む
こ
と
が
な

い
か
ら
、
対
象
と
し
て
は
、
所
与
の
存
在
を
見
る
ほ
か
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
か
く
対
象
と
し
て
見
ら
れ

る
人
間
と
か
、
生
と
か
は
、A

X

の
一
如
で
は
な
く
、B

とY

と
の
生
命
的
対
立
を
脱
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
。

理
性
論
的
見
地
（
同
時
に
、
そ
の
一
方
向
と
し
て
の
、
存
在
論
的
見
地
）
は
、
も
と
も
とA

X

の
一
如
に

成
立
す
る
一
切
の
人
格
的
体
験
を
も
、B

Y

の
生
命
的
対
立
に
投
映
し
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　B

とY

と
は
、A

X

面
に
お
い
て
は
、
絶
対
的
に
同
一
で
あ
り
、C

Z

面
に
お
い
て
は
、
絶
対
的
に
矛
盾
す

る
。
反
立
闘
争
の
生
は
、C

Z

面
の
矛
盾
が
、
生
命
的
・
動
的
に
発
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
異
性
の
性
的

結
合
は
、A

X

面
の
自
己
同
一
が
、
肉
体
の
生
に
お
い
て
予
感
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
のC

Z

面
の
矛
盾
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を
生
命
の
本
質
と
し
て
把
握
す
る
と
こ
ろ
に
、
い
わ
ゆ
る
矛
盾
対
立
の
、
又
は
闘
争
の
弁
証
法
が
成
立
し
、

B
Y

の
対
立
を
、A

X

の
自
己
同
一
に
解
消
し
て
考
え
る
と
こ
ろ
に
、
い
わ
ゆ
る
矛
盾
対
立
の
、
又
は
争
闘

の
弁
証
法
が
成
立
し
、B

Y

の
対
立
を
、A

X

の
自
己
同
一
に
解
消
し
て
考
え
る
と
こ
ろ
に
、
い
わ
ゆ
る
愛

の
、
又
は
和
解
の
弁
証
法
が
成
立
す
る
。
ま
た
、A

X

面
の
自
己
同
一
とC

Z

面
の
矛
盾
対
立
と
を
結
合
化

し
て
、
絶
対
矛
盾
自
己
同
一
の
論
理
が
立
つ
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
論
理
は
、
な
お
、X

を
抜
き
に
し
たA

の
立
場
か
ら
生
命
の
諸
相
を
見
る

も
の
で
あ
っ
て
、
存
在
と
存
在
と
の
間
の
生
命
的
交
渉
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
面
的
な
立
場
か
ら
考
察
す
る

も
の
た
る
に
と
ど
ま
る
。
考
察
の
対
象
と
す
る
存
在
に
、
い
か
な
る
性
質
を
投
射
し
て
考
う
る
も
、
存
在

は
、
畢
竟
、
所
与
で
あ
っ
て
、
事
行
の
主
体
た
る
自
己
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
如
上
の
弁
証
法
に

よ
っ
て
は
、
自
覚
の
立
場
は
掴
ま
れ
ぬ
と
考
う
べ
き
で
あ
る
。

一
七
三
　
　
自
覚
と
は
、A

X

の
一
如
で
あ
っ
て
、X

と
し
て
生
す
事
行
と
、A

と
し
て
見
る
事
行
と
の
一

如
で
あ
り
、
そ
の
本
質
は
、
あ
く
ま
で
事
行
で
あ
る
。X

と
し
て
生
し
、A

と
し
て
見
る
と
は
、
汝
と
し

て
生
し
、
我
と
し
て
見
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
知
行
合
一
の
体
験
で
あ
り
、
自
覚
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
か
く
見
又
は
生
す
自
覚
的
事
行
は
、
見
る
と
生
す
と
の
二
つ
の
働
き
を
す
る
の
で
は
な
く
、

見
る
も
生
す
も
、
究
極
に
お
い
て
は
、
生
す
に
帰
一
す
る
の
で
あ
る
。X

が
事
行
的
に
は
真
の
根
源
者
で

あ
っ
て
、
こ
の
根
源
者
が
、
存
在
的
に
は
、
あ
る
い
は
、
汝
と
一
如
な
る
我
と
し
て
応
現
し
、
あ
る
い
は
、

我
と
一
如
な
る
汝
と
し
て
応
現
す
る
の
で
あ
る
。
行
為
の
主
体
的
立
場
を
貫
く
か
ぎ
り
、
働
く
根
源
の
無
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は
、
あ
く
ま
で
、
一
元
的
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
一
元
の
無
が
、X

な
の
で
あ
っ
て
、
既
に
述
べ
た

ご
と
く
、X

が
他
と
し
て
応
現
す
る
た
め
に
、X

を
他
と
し
て
見
るA

が
、X

そ
れ
自
身
の
働
き
と
し
て
立

つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、X

もA

も
、
無
の
事
行
で
あ
る
が
故
に
、
よ
く
か
か
る
立
場
の
転
換
を
な
し
、

ま
た
、
無
と
無
と
し
て
重
な
り
合
っ
て
、
一
如
の
無
を
成
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。A

とX

と
を
、

存
在
的
に
考
う
る
立
場
か
ら
は
、
上
の
ご
と
き
論
理
は
決
し
て
生
じ
て
こ
な
い
。

一
七
四
　
　A

X
の
一
如
は
、
一
切
の
弁
証
法
的
運
動
を
容
れ
て
、
そ
れ
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
さ

れ
ば
と
て
、
こ
れ
を
、
そ
れ
自
身
完
結
せ
る
超
越
的
静
在
と
か
ん
が
え
る
こ
と
も
で
き
ぬ
。
な
ん
と
な
れ

ば
、
完
結
せ
る
も
の
は
、
存
在
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
に
、A

X

は
存
在
を
超
ゆ
る
事
行
だ
か
ら
で
あ
る
。

A
X

の
事
行
を
端
的
に
回
想
す
る
立
場
か
ら
は
、
根
源
の
我
は
無
限
の
動
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
ま
た
、

対
立
や
運
動
を
包
む
の
み
な
ら
ず
、
一
切
の
対
立
や
運
動
に
み
ず
か
ら
応
現
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。
か
く
し
て
、
は
じ
め
て
、
よ
く
生
産
の
無
た
り
得
る
の
で
あ
る
。

一
七
五
　
　
上
の
ご
と
く
考
え
ら
れ
た
根
源
の
無X
は
、
他
を
受
取
る
（vern

eh
m
en
, V
ern

u
n
ft

）
静

在
と
し
て
安
住
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
一
切
の
対
立
と
運
動
と
に
垂
跡
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

一
切
の
対
立
、
一
切
の
対
象
は
、
み
ず
か
ら
の
立
て
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
切
の
存
在
は
、A

X

の
一

如
の
立
場
か
ら
は
、
い
わ
ば
、
わ
が
子
の
意
味
の
も
の
と
し
て
見
ら
れ
、
矛
盾
対
立
は
、
そ
の
面
目
を
改

め
て
、
共
存
対
立
に
転
換
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
共
存
対
立
を
人
生
に
映
す
も
の
が
、
実
に
、
親
子
で
あ
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る
。
故
に
、A

X

の
論
理
に
貫
か
れ
る
事
行
学
は
、
い
わ
ば
、
親
子
の
弁
証
法
で
あ
っ
て
、
絶
対
矛
盾
と

か
、
死
と
か
、
殺
す
と
か
を
露
出
せ
し
め
ず
、
矛
盾
対
立
を
共
存
的
対
立
に
、
死
を
生
に
、
「
殺
す
」
を

「
生
む
」
「
生
か
す
」
「
生
（
や
し
な
）
う
」
に
高
め
る
こ
と
を
、
人
格
的
立
場
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

「
人
草
、
一
日
（
ひ
と
ひ
）
に
千
頭
く
び
り
殺
さ
な
」
と
い
う
の
に
対
し
、
「
一
日
に
千
五
百
産
屋
（
ち

い
は
う
ぶ
や
）
を
立
て
て
む
」
と
す
る
古
事
記
神
話
の
精
神
が
、
事
行
学
の
根
本
精
神
で
あ
る
。

　
故
に
事
行
学
的
立
場
は
、
絶
対
を
求
め
て
相
対
の
生
を
去
る
体
験
を
軽
ん
じ
て
、
絶
対
へ
の
往
生
に
往

し
な
が
ら
、
相
対
の
世
界
を
清
く
明
る
く
営
む
体
験
を
重
ん
ず
る
。
そ
れ
は
、
対
立
・
運
動
を
単
に
包
む

も
の
で
は
な
く
て
、
常
に
、
一
切
を
包
み
つ
つ
、
包
む
こ
と
を
も
存
在
に
と
ど
ま
ら
し
め
ず
し
て
、
一
切

の
対
立
・
運
動
を
開
展
す
る
原
理
た
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
人
に
食
を
乞
い
つ
つ
求
む
る
道
の

原
理
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
て
、
二
宮
尊
徳
先
生
の
よ
う
に
、
人
を
生
う
こ
と
に
よ
っ
て
行
ず
る
道
の

原
理
を
与
う
る
も
の
で
あ
る
。
一
言
に
し
て
言
え
ば
、
事
行
学
は
、
本
来
の
日
本
的
体
験
の
哲
学
で
あ
っ

て
、
西
洋
の
論
理
的
思
索
に
感
応
し
て
顕
れ
た
る
、
神
道
的
哲
学
の
一
の
立
場
で
あ
る
。

一
七
六
　
　X

は
、A

に
よ
っ
て
「
見
ら
れ
る
」
位
で
あ
り
、
し
か
も
、
見
るA

を
お
の
ず
か
ら
内
に
含
む
。

故
に
、
自
覚
の
本
然
は
、
「
見
ら
れ
る
」
を
ミ
ヅ
カ
ラ
と
し
、
「
見
る
」
を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
含
む
格
相
に
お

い
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
見
ら
れ
る
我
は
、
現
実
の
事
行
主
体
で
あ
っ
て
、
特
殊
の
社
会

と
歴
史
と
の
中
に
お
い
て
自
己
を
実
現
す
る
責
任
者
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
吉
田
松
陰
の
辞
世
の
詩
「
我

今
為
国
死
死
不
背
君
親
悠
々
天
地
事
鑑
照
在
明
神
」
に
、
真
実
の
自
覚
の
体
験
が
表
現
せ
ら
れ
て
い
る
の
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が
見
ら
れ
よ
う
。
我
い
ま
国
の
た
め
に
死
す
る
の
は
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
事
行
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
も
の
は
、

い
ま
死
す
る
こ
の
我
で
は
な
く
て
、
そ
の
我
を
超
え
る
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
な
る
我
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
上
の

詩
に
あ
っ
て
は
、
明
神
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
外
道
が
所
見
を
楽
し
む
の
に
反
し
て
、
自
覚
的
な
人

間
は
、
か
く
、
見
る
を
お
の
れ
の
分
と
せ
ず
、
見
ら
れ
る
を
分
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
人
間
が

超
越
者
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
を
張
合
と
す
る
こ
と
わ
り
が
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。X

は
事
行
で

あ
り
、A

は
覚
照
で
あ
っ
て
、
見
る
神A

は
、
マ
コ
ト
の
事
行X

に
感
応
し
て
、
彷
彿
と
し
て
現
出
す
る
の

で
あ
る
。
故
に
、
人
は
、
わ
が
マ
コ
ト
を
、
主
上
の
叡
覧
に
、
神
仏
の
照
覧
に
供
え
奉
る
こ
と
に
生
き
甲

斐
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

一
七
七
　
　
自
覚
的
な
人
間
が
、X

を
ミ
ヅ
カ
ラ
と
し
、A

を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
と
す
れ
ば
、
自
覚
的
な
人
間

は
、
超
越
者
に
仕
え
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
事
行
の
「
事
」
が
、
邦
語
に
お
い
て
、
ツ
カ
ウ

（
ツ
カ
エ
ル
）
と
訓
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
ま
こ
と
に
意
義
深
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
事
行
と
は
、
す
な
わ
ち
、

奉
仕
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
超
越
者
は
、
人
間
の
事
行
（
ま
こ
と
）
を
み
そ
な
わ
し
、
そ
れ
を
嘉
納

し
た
ま
う
も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
の
責
任
的
事
行
の
立
場
か
ら
は
、
神
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
位
に
具
わ
り

た
ま
う
が
故
に
、
「
神
は
人
の
敬
す
る
に
よ
っ
て
威
を
増
す
」
と
も
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
七
八
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
人
は
、
単
に
事
行
者
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
存
在
を
与
え
ら
れ
て
も
つ
も

の
で
あ
る
。
存
在
を
与
え
ら
れ
て
も
つ
が
故
に
、
人
は
、
よ
く
具
体
的
に
事
行
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
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の
面
か
ら
言
え
ば
、
人
は
生
ま
れ
た
る
も
の
で
あ
る
。
生
ま
れ
た
る
人
と
は
、
す
な
わ
ち
、B

で
あ
り
、

B
はX

か
ら
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
（
正
し
く
言
え
ば
、X

そ
の
も
の
が
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
現
れ
る

の
で
あ
る
が
、
）
こ
のB

がX

に
超
越
し
て
自
覚
的
と
な
っ
た
立
場
か
ら
は
、X

を
生
む
も
の
は
、
転
じ
て
、

A

の
位
に
仰
が
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、B

に
対
し
てX

は
超
越
者
で
あ
っ
た
が
、B

が
、X

に

超
越
し
て
、
自
覚
的
な
箇
の
自
己
と
な
る
と
き
、
そ
れ
に
対
し
て
超
越
の
格
相
を
示
す
も
の
は
、A

の
ほ

か
に
は
あ
り
得
ぬ
か
ら
。
従
っ
て
、B

・Y

・C

・Z

に
対
す
る
生
産
の
原
理
な
るX

は
、
み
ず
か
ら
事
行

の
原
理
と
し
て
立
つ
と
共
に
、A

を
み
ず
か
ら
に
対
す
る
生
産
の
原
理
と
し
て
立
て
、
こ
れ
を
親
と
仰
ぐ

の
で
あ
る
。
故
に
、A
は
、X

の
存
在
を
も
、
延
い
て
は
、
そ
の
存
在
に
も
と
づ
く
事
行
を
も
与
え
る
も

の
と
し
て
仰
が
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
、A

は
、
わ
が
存
在
を
も
、
事
行
を
も
、
慈
眼
を
も
っ
て

見
守
り
た
ま
う
照
覚
の
神
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
「
大
悲
も
の
う
き
こ
と
な
く
て
、
常
に
わ
が
見
を
照
ら

す
」
と
こ
ろ
の
、
「
摂
取
の
光
明
」
と
し
て
仰
が
れ
る
の
で
あ
る
。

一
七
五
　
　A

は
、
わ
が
存
在
を
も
、
わ
が
事
行
を
も
与
え
る
生
産
の
本
源
と
し
て
、X

に
よ
っ
て
仰
が

れ
る
。
こ
の
仰
が
れ
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
受
動
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
、A

は
あ
く
ま
で
受
納

者
で
あ
り
、X

の
事
行
と
奉
仕
と
を
媒
介
と
せ
ず
し
て
は
、
能
与
の
立
場
を
実
現
す
る
こ
と
が
な
い
が
、

自
覚
的
なX

は
、
超
箇
の
位
に
あ
るA

が
、
箇
の
自
己X
を
超
え
る
と
い
う
論
理
を
白
す
る
か
ら
、A

を
立

て
る
自
己
の
立
場
を
見
ず
に
、
も
っ
ぱ
ら
、A

に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
る
自
己
の
立
場
を
見
、A

を
立
て
る

自
己
の
事
行
を
、
報
恩
反
始
の
体
験
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
体
験
の
原
理
が
「
孝
」
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
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す
な
わ
ち
、
自
覚
的
な
人
間X

は
、
行
の
立
場
か
ら
は
、A

を
立
て
る
親
と
な
り
、
知
の
立
場
か
ら
は
、

あ
く
ま
で
自
己
を
、A

に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
る
子
と
し
て
覚
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
わ
が
国
土
を

も
、
国
土
に
展
開
す
る
人
生
を
も
、
親
な
る
大
神
の
生
み
た
ま
い
し
も
の
と
す
る
神
道
的
体
験
の
意
義
が
、

実
証
的
な
生
産
の
事
実
に
存
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
か
く
把
握
す
る
わ
が
国
人
の
精
神
そ
の
も
の
に
存

す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
八
〇
　
　X

の
立
場
に
立
つ
自
覚
的
な
人
間
に
対
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
超
越
的
なA

と
し
て
仰
が
れ

る
。
実
は
、
超
越
的
なA
に
対
す
る
が
故
に
、
そ
れ
と
対
等
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、B

か
らX

に
超
越
し

得
る
の
で
あ
る
と
考
う
べ
き
で
あ
る
。B

か
らX

に
超
越
す
る
以
前
の
、
単
な
るB

の
立
場
か
ら
、A

の
働

き
と
し
て
見
ら
れ
る
も
の
は
、
す
べ
て
、A

に
内
在
す
る
内
在
的
対
象
で
あ
り
、
物
格
で
あ
る
が
、X

の

立
場
か
ら
見
る
と
き
、
一
切
の
も
の
は
、
す
べ
て
超
越
的
生
命
を
宿
す
神
格
と
な
る
の
で
あ
る
。
わ
が
国

の
神
道
的
体
験
は
、
か
か
る
翻
さ
れ
た
る
目
を
も
っ
て
天
地
万
物
を
見
る
も
の
で
あ
る
。

一
八
一
　
　
超
越
的
生
命A

を
、
わ
が
働
き
の
中
に
見
る
と
き
、
そ
れ
は
、
「
心
」
と
呼
ば
れ
る
。
心
は
、

「
気
中
の
霊
な
る
物
」
で
あ
っ
て
、
人
に
あ
る
神
で
あ
り
、
よ
ろ
ず
の
事
行
を
命
ず
る
「
一
身
の
主
宰
で

あ
る
」
こ
の
心
が
、
身
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
り
、
心
の
発
現
も
具
体
的
に
は
身
の
働
き
で
あ
る
こ
と
を

見
失
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
唯
心
論
に
堕
す
る
。
そ
こ
に
お
け
る
心
の
超
越
は
、
「
超
越
さ
れ
る
」
に
対
す
る

相
対
的
な
「
超
越
す
る
」
で
あ
っ
て
、
絶
対
的
な
超
越
で
は
な
い
。
絶
対
的
な
超
越
は
、
超
越
さ
れ
る
身
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を
貫
き
、
従
っ
て
、
身
と
対
等
の
一
切
の
対
象
を
も
貫
く
と
こ
ろ
の
超
越
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
す
な
わ

ち
、
具
体
的
事
行
た
る
超
越
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

一
八
二
　
　A

とX

と
を
存
在
の
世
界
の
原
理
と
し
て
、
東
洋
の
思
想
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
第
一
に
、A

は
天
で
あ
り
、X

は
地
で
あ
る
。
天
覆
い
、
地
載
せ
、
天
尊
く
、
地
卑
く
、
天
先
ん
じ
、
地
後
れ
て
、
そ

こ
に
は
じ
め
て
、
秩
序
あ
る
世
界
が
成
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、A

とX

と
を
、
一
元
の
大
極
の
両
義
と

し
て
見
る
な
ら
ば
、A
は
陽
で
あ
り
、X

は
陰
で
あ
る
。
第
三
にA

とX

と
を
、
人
の
道
と
し
て
見
る
な
ら

ば
、A

は
仁
で
あ
り
、X
は
義
で
あ
る
。
そ
の
際
、
義
は
、
仁
に
因
っ
て
立
ち
、
仁
は
義
に
よ
っ
て
行
わ

れ
る
。
第
四
に
、A

とX
と
を
、
人
倫
の
秩
序
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
ま
ず
、A

は
君
で
あ
り
、X

は
臣
で

あ
る
。
君
言
い
、
臣
承
り
、
上
行
い
、
下
靡
（
な
び
）
い
て
、
国
家
に
お
け
る
天
上
地
下
の
分
位
が
定
ま

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、A

は
父
で
あ
り
、X

は
子
で
あ
る
。
ま
た
、A

は
夫
で
あ
り
、X

は
婦
で
あ
る
。
夫

婦
は
、
人
に
お
け
る
乾
坤
（
け
ん
こ
ん
）
・
陰
陽
で
あ
っ
て
、B

Y

の
対
立
を
な
す
男
女
が
自
覚
的
立
場

を
得
た
る
も
の
で
あ
る
。B

とY

と
は
、
一
面
、
対
等
に
対
し
つ
つ
、
な
お
そ
の
上
に
、B

がA

の
立
場
を

代
表
し
、Y

がX

の
立
場
を
代
表
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
相
補
っ
て
一
を
生
す
べ
き
半
一
と
し
て
現
れ
る
。

そ
の
際
、B

とY

と
が
単
純
に
同
等
な
ら
ば
、
そ
れ
はZ
とZ

と
の
関
係
を
映
す
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
な
る

か
ら
、
両
者
の
対
立
は
、
必
然
的
に
、
量
的
半
一
を
超
え
た
質
的
半
一
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
量
的

等
半
の
否
認
の
形
で
、
な
お
も
量
の
概
念
を
も
っ
て
現
す
と
き
、
成
り
成
り
て
成
り
余
れ
る
も
の
と
、
成

り
成
り
て
合
わ
ざ
る
も
の
と
の
対
立
と
な
る
の
で
あ
る
。
夫
婦
は
、
こ
の
男
女
の
存
在
的
相
対
に
も
と
づ
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い
て
、
絶
対
的
な
事
行
的
相
対
が
現
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
八
三
　
　A

X

の
対
立
は
、
万
事
万
物
の
対
偶
の
原
型
で
あ
っ
て
、
万
事
は
、
始
をA

に
資
り
、
生
をX

に
資
っ
て
成
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
対
立
は
、
自
覚
的
事
行
に
お
い
て
は
、
絶
対
的
に
一
如
な
の

で
あ
る
が
、
相
対
的
存
在
の
世
界
に
お
い
て
は
、
あ
る
い
は
、
相
対
的
時
間
の
中
を
流
れ
る
一
つ
の
事
象

の
中
に
、
交
替
に
現
れ
、
あ
る
い
は
、
存
在
を
す
べ
て
対
立
と
し
て
立
て
る
こ
と
に
現
れ
て
い
る
。
一
切

の
存
在
は
、
必
ず
一
つ
の
対
立
の
一
項
で
あ
っ
て
、
汝
と
対
立
せ
ざ
る
存
在
と
い
う
ご
と
き
も
の
は
あ
り

得
な
い
。
た
と
え
ば
、
人
は
、
必
ず
男
又
は
女
と
し
て
、
男
女
の
相
対
の
一
項
と
し
て
生
ま
れ
、
男
に
も

女
に
も
属
せ
ぬ
人
間
と
い
う
ご
と
き
も
の
が
考
え
得
ぬ
こ
と
を
思
う
べ
き
で
あ
る
。
一
切
の
存
在
は
、
必

ず
耦
に
よ
っ
て
立
つ
の
で
あ
る
。
ひ
と
り
耦
に
よ
っ
て
立
つ
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
、
耦
を
相
対
的
時
間
の

中
に
継
起
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
世
界
が
、
寒
暑
昼
夜
の
交
替
・
循
環
・
往
来
・
流
行
と
し
て
現
象
す
る

の
は
、
ま
さ
し
く
、
「
万
物
そ
の
情
を
通
ず
」
る
も
の
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
、
一
陰
一
陽
、
往

来
し
て
已
ま
ざ
る
も
の
が
、
自
然
の
、
又
は
天
の
道
な
の
で
あ
る
。

一
八
四
　
　
上
の
事
は
、
人
間
に
与
え
ら
れ
る
存
在
に
つ
い
て
の
み
で
な
く
、
人
間
の
事
行
の
与
え
る
存

在
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
事
行
の
立
場
に
お
い
て
は
絶
対
的
体
験
で
あ
る
の
も
、
客

観
の
世
界
に
事
象
と
し
て
現
れ
る
に
及
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
、A
又
はX

の
立
場
を
具
現
す
る
も
の
と
し
て
、

必
然
的
に
、
対
立
の
一
項
の
色
合
い
を
帯
び
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
ひ
と
り
現
在
に
お
い
て
他
と
対
立

160



す
る
の
み
な
ら
ず
、
現
代
は
前
の
時
代
と
対
立
し
、
次
の
時
代
は
現
代
と
対
立
す
る
と
い
う
風
に
、
対
立

に
基
づ
く
交
替
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
文
化
史
上
の
事
例
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
、

も
と
「
見
る
」
立
場
の
優
越
に
お
い
て
成
立
し
た
禅
宗
の
中
に
も
、
悟
を
重
ん
ず
る
臨
済
と
、
行
を
生
ん

ず
る
曹
洞
と
が
対
立
し
、
実
践
的
な
鎌
倉
仏
教
の
中
に
も
、
正
法
護
持
の
事
行
的
精
神
を
発
揮
す
る
日
蓮

宗
と
、
存
在
的
超
越
者
に
帰
依
す
る
浄
土
教
と
が
対
立
し
て
い
る
。
ま
た
、
近
世
に
お
け
る
神
道
思
想
の

二
大
体
系
は
、
垂
加
神
道
と
復
古
神
道
と
の
二
つ
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
前
者
は
、
い
ず
れ
か
と
い
え

ば
実
践
的
・
事
行
的
で
あ
り
、
後
者
は
、
存
在
的
超
越
者
な
る
神
へ
の
随
順
を
重
ん
ず
る
の
で
あ
る
。
か

く
の
ご
と
く
、
人
生
に
事
象
と
し
て
現
れ
る
も
の
は
、
す
べ
て
対
立
の
一
項
と
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
な

い
も
の
は
な
い
。
シ
ラ
ー
の
素
朴
的
と
感
傷
的
の
対
置
に
始
ま
る
、
古
典
的
と
浪
漫
的
、
ア
ポ
ロ
的
と

デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
、
又
は
、
ア
ポ
ロ
的
と
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
な
ど
の
、
文
化
類
型
の
対
立
の
想
念
は
、
こ

の
事
実
の
原
理
的
把
握
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
人
間
体
験
の
至
極
と
し
て
、

自
覚
の
絶
対
的
境
地
を
具
現
す
る
「
日
本
」
と
い
え
ど
も
、
あ
る
「
特
」
色
を
も
つ
特
殊
の
文
化
的
生
命

と
し
て
、
他
の
文
化
と
対
置
さ
れ
、
比
較
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
―
―
か
か
る
対
置
・
対
比
は
、
外
国
人
に

よ
っ
て
も
、
日
本
人
に
よ
っ
て
も
為
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
為
す
も
の
が
日
本
人
で
あ
る
と
き
、
彼
は
、
お

の
れ
が
単
に
日
本
を
傍
観
す
る
知
性
仁
に
尽
き
る
も
の
で
な
く
、
か
え
っ
て
、
知
性
仁
た
る
こ
と
は
、
日

本
の
生
命
を
荷
う
歴
史
的
事
行
人
の
一
面
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
を
深
く
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
。
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第
三
部
　
皇
道

第
一
章
　
身
体

一
八
五
　
　
人
が
行
為
的
に
交
渉
し
得
る
も
の
は
、
す
べ
て
体
を
具
え
た
る
も
の
（
具
体
的
な
も
の
）
で

あ
っ
て
、
し
か
も
、
我
の
外
に
あ
る
も
の
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
存
在
的
に
我
を
超
越
す
る
も
の
で

あ
る
。
人
が
、
行
為
的
立
場
に
立
っ
て
汝
に
対
す
る
と
き
、
こ
の
存
在
的
超
越
性
が
実
現
せ
ら
れ
て
、
対

象
な
る
汝
は
、Z

と
し
て
、
我
の
外
に
立
つ
。Z

を
外
と
す
る
我
の
面
はC

で
あ
っ
て
、C

は
、Z

がC

を
排

除
す
る
ご
と
く
、Z

を
排
除
す
る
の
で
あ
る
。
（C

の
本
質
はZ

に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
）
か
く
、
他
を
排
除
し

つ
つ
自
立
す
る
こ
と
に
も
と
ず
い
て
、
箇
体
が
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
行
為
的
立
場
に
は
、
箇
体
の
自

己
内
完
結
が
不
可
欠
の
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、C

を
捨
象
、
単
にA

の
立
場
か
ら
対
象
を
見
る
と
き
、
一
つ
に
は
、
そ
の
対
象
は
抽
象

的
一
般
の
性
格
に
お
い
て
見
ら
れ
、
二
つ
に
は
、
現
実
・
具
体
的
に
存
在
せ
ぬ
単
に
可
想
的
な
観
念
が
、

観
想
又
は
思
念
の
対
象
と
し
て
現
れ
て
く
る
。A

は
、C
を
もZ

を
も
含
む
広
い
立
場
で
あ
る
の
で
、
そ
れ

に
応
じ
て
、A

の
想
念
の
世
界
は
、
広
く
豊
か
で
あ
る
。
ま
た
、A

は
所
与
の
現
実
を
超
越
す
る
立
場
で

あ
る
の
で
、A

の
想
念
は
限
り
な
く
飛
躍
的
で
あ
る
。
ま
た
、
他
面
、A

がX

か
ら
遊
離
し
た
抽
象
的
立
場
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に
す
ぎ
ぬ
と
き
は
、A

の
想
念
は
、
現
実
性
を
も
た
ず
、
単
に
観
念
的
に
の
み
存
在
す
る
も
の
と
な
る
。

抽
象
的
な
「
神
」
「
国
際
」
「
世
界
」
「
人
類
」
「
文
化
」
「
存
在
」
「
何
々
性
」
な
ど
は
、
ま
さ
し
く
、

か
か
る
観
念
的
存
在
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
懸
念
は
、
至
高
の
手
段
と
し
て
は
役
立
つ
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
ら
を
何
か
実
存
的
な
も
の
と
思
い
誤
る
と
き
、
人
は
抽
象
的
立
場
に
陥
る
の
で
あ
る
。

　
「
物
」
と
い
う
も
の
も
、
こ
れ
を
、A

の
観
照
の
立
場
か
ら
抽
象
的
一
般
の
性
格
に
お
い
て
考
え
る
と

き
、
そ
の
存
在
性
な
り
性
質
な
り
が
抽
象
さ
れ
て
、
こ
こ
に
「
物
質
」
な
る
概
念
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
現
実
に
存
在
す
る
も
の
は
、
必
ず
体
を
具
え
た
物
体
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
物
体
と
い
っ
て

も
、
個
体
ば
か
り
に
限
ら
ず
、
気
体
で
あ
れ
、
液
体
で
あ
れ
、
粘
体
で
あ
れ
、
す
べ
て
物
体
で
あ
っ
て
、

物
質
は
、
愚
痴
的
に
は
、
必
ず
物
体
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
物
質
と
い
う
の
は
、
観
念
上
の
存
在
で

あ
っ
て
、
現
実
に
は
、
又
は
、
行
為
的
立
場
か
ら
は
、
物
質
は
必
ず
物
体
で
あ
る
。

一
八
六
　
　
物
体
が
、
同
時
に
主
体
的
立
場
を
も
つ
も
の
を
、
生
物
体
と
い
う
。
植
物
及
び
動
物
が
、
す

な
わ
ち
、
生
物
体
で
あ
っ
て
、
人
間
も
、
一
面
、
動
物
で
あ
る
か
ら
、
一
往
は
、
生
物
体
の
中
に
入
る
の

で
あ
る
。

　
生
物
体
は
、
生
命
と
物
体
と
の
混
合
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
て
も
、
そ
の
混
合
は
、
こ
こ
ま
で
が
生
命
、

こ
こ
ま
で
が
物
体
と
い
う
ご
と
き
、
存
在
的
混
合
で
は
な
く
て
、
生
命
と
物
体
と
は
、
互
に
他
を
貫
き
、

全
面
的
に
重
層
し
合
っ
て
い
る
か
ら
、
混
合
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
一
如
」
と
呼
ば
る
べ
き
結
合
の

仕
方
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
生
物
体
は
、
生
命
と
物
体
と
を
部
分
と
し
て
成
る
も
の
で
は
な
く
て
、

163



両
者
を
契
機
と
し
て
成
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
そ
の
際
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
生
命
と
物
体
と
が
生
物

体
の
両
契
機
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
両
契
機
は
、
並
列
的
に
、
同
等
の
関
係
に
立
つ
も
の
で
は
な
く
て
、

一
が
主
で
あ
り
、
他
が
客
で
あ
り
、
一
が
能
動
で
あ
り
、
他
が
所
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
生
命
と
物
体
と
が
互
に
他
を
貫
く
と
い
っ
て
も
、
貫
く
も
の
は
生
命
で
あ
り
、
物
体
は
貫
か
れ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
物
体
は
、
生
命
に
よ
っ
て
貫
か
れ
、
生
命
を
お
の
れ
の
全
面
に
お
い
て
荷
う
と
い
う
意

味
に
お
い
て
の
み
、
生
命
を
貫
く
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
生
命
と
物
体
と
は
、
存
在
と
存
在
と
の
結
合

で
は
な
く
、
存
在
な
る
物
体
と
、
存
在
を
超
え
る
生
命
と
の
結
合
で
あ
っ
て
、
生
命
は
物
体
を
包
み
つ
つ
、

こ
れ
を
超
え
る
か
ら
、
両
者
の
一
如
な
る
生
物
体
は
、
全
体
と
し
て
、
存
在
を
超
え
る
の
で
あ
る
。

一
八
七
　
　
生
物
体
の
展
開
す
る
生
は
、
自
然
の
所
与
の
生
で
あ
る
。
植
物
も
禽
獣
も
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
生

ま
れ
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
生
き
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
死
ぬ
る
の
み
で
、
す
べ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
の
境
位
を
超
脱
す

る
こ
と
が
な
い
。
人
間
に
お
け
る
生
物
体
の
面
は
肉
体
と
呼
ば
れ
る
。
人
間
も
、
肉
体
の
生
活
面
に
お
い

て
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
生
命
で
っ
て
、
た
と
え
ば
、
呼
吸
・
循
環
・
消
化
な
ど
の
機
能
は
、
無
意
識
の
内

に
営
ま
れ
、
食
欲
・
性
欲
な
ど
は
、
本
能
の
催
し
と
し
て
生
起
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間

は
、
同
時
に
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
を
も
つ
自
主
的
生
命
で
あ
っ
て
、
禽
獣
が
、
単
に
本
能
に
催
さ
れ
、
衝

動
に
駆
ら
れ
て
行
動
す
る
の
み
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
自
覚
的
・
責
任
的
に
行
為
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

立
場
が
人
間
を
し
て
人
間
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
生
命
の
も
つ
「
主
（
あ
る
じ
）
」
の
立
場
は
、

こ
の
自
覚
的
事
行
に
よ
っ
て
完
全
に
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
所
与
の
自
然
的
生
命
に
お
い
て
は
、
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「
主
」
の
立
場
そ
の
も
の
が
所
与
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
所
与
で
あ
る
「
主
」
の
立
場
と
い
う
も
の
は
、

真
の
主
の
立
場
で
は
な
い
。
真
の
主
の
立
場
は
、
「
主
」
の
字
義
に
応
じ
て
、
自
主
的
な
立
場
、
自
覚
的

な
立
場
、
責
任
的
な
立
場
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
立
場
は
、
自
覚
的
事
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
自
然
的
生
命
は
、
人
格
的
生
命
に
お
け
る
能
与
の
「
事
行
」
の
緊
張
が
緩
み
、
所
与
の
存
在
な
る

「
現
象
」
に
堕
し
た
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

一
八
八
　
　
人
間
に
お
い
て
は
、
物
体
を
超
越
す
る
生
命
が
自
覚
的
な
事
行
と
し
て
現
れ
る
。
自
覚
的
事

行
は
、
先
に
考
え
た
如
く
、
他
動
・
再
帰
動
・
自
動
・
被
動
の
一
切
の
動
態
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
中
の
被
動
の
面
が
主
の
立
場
を
と
る
と
こ
ろ
に
、
所
与
の
自
然
的
生
命
が
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

人
間
は
、
自
然
的
生
命
を
展
開
せ
し
め
つ
つ
、
同
時
に
、
こ
れ
を
、
自
覚
的
・
責
任
的
立
場
に
よ
っ
て
包

む
の
で
あ
っ
て
、
自
然
的
生
命
を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
具
体
的
な
存
在
で
な
く
な
る
の
で

は
な
い
。
現
実
の
事
行
は
、
必
ず
、
一
面
、
具
体
的
な
存
在
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
「
体
」
と
し
て
実
現

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
自
覚
的
事
行
に
し
て
同
時
に
体
た
る
も
の
を
、
余
は
「
身
体
」
と
名
づ
け
る
。

身
体
は
、
具
体
的
な
超
越
的
生
命
で
あ
っ
て
、
存
在
と
し
て
、
最
高
次
元
の
存
在
で
あ
り
、
同
時
に
、
存

在
を
超
え
る
事
行
た
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
存
在
と
事
行
と
の
相
対
的
対
立
を
超
え
て
、

両
者
の
絶
対
的
対
立
に
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
絶
対
的
対
立
と
は
、
一
如
の
言
に
ほ
か
な
ら
ぬ
が
、
な
お

こ
れ
を
、
存
在
の
契
機
に
由
っ
て
、
身
体
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
超
越
的
な
働
き
の
側
か
ら
言
え

ば
、
そ
れ
は
、
別
に
、
「
精
神
」
と
も
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
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一
八
九
　
　
身
体
に
お
け
る
自
己
の
超
越
的
事
行
面
を
捨
象
し
て
、
超
越
的
事
行
と
一
如
な
る
超
越
的
存

在
を
、
汝
と
し
て
仰
ぐ
と
き
、
こ
こ
に
神
又
は
仏
の
理
念
が
生
ず
る
。
そ
の
際
、
自
己
は
絶
対
的
事
行
と

し
て
、
み
ず
か
ら
を
見
ぬ
も
の
の
立
場
に
立
ち
、
自
己
と
一
如
な
る
汝
を
、
絶
対
的
存
在
と
し
て
見
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
自
覚
的
体
験
の
一
の
具
現
で
あ
る
か
ら
、
上
の
捨
象
は
、
そ
の
本
質
に

お
い
て
は
、
別
に
抽
象
と
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
神
又
は
仏
は
、
自
覚
的
事
行
に
お
け
る
自
主
性
・
能
与

性
を
絶
対
的
存
在
と
し
て
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
人
は
、
そ
れ
を
宗
教
的
に
表
現
し
て
、
神
社
又
は

仏
閣
を
造
り
営
む
の
で
あ
る
。
故
に
神
仏
は
す
べ
て
人
身
に
よ
っ
て
現
さ
れ
る
。
低
級
な
宗
教
に
は
、
あ

る
い
は
牛
首
蛇
身
、
あ
る
い
は
獅
頭
羊
体
な
ど
の
、
妖
怪
の
姿
の
神
が
現
れ
る
が
、
高
級
な
宗
教
は
、
す

べ
て
、
神
を
人
体
に
よ
っ
て
表
現
す
る
の
で
あ
る
。

一
九
〇
　
　
人
格
的
生
命
の
本
然
が
神
で
あ
る
と
し
て
も
、
人
は
、
そ
の
ま
ま
常
に
神
で
あ
る
の
で
は
な

く
、
一
々
、
自
覚
的
事
行
に
よ
っ
て
神
の
境
位
を
現
じ
出
す
の
で
あ
る
。
人
格
的
立
場
と
は
、
自
主
的
立

場
で
あ
り
、
責
任
的
立
場
で
あ
る
か
ら
、
神
的
生
命
を
現
ず
る
と
否
と
は
、
当
然
、
人
間
の
責
任
に
委
ね

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
仮
に
、
人
が
、
緊
張
も
な
く
努
力
も
な
く
て
神
た
り
得
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に

は
人
間
が
責
任
を
発
揮
す
る
立
場
が
な
い
か
ら
、
か
か
る
神
は
、
自
主
的
な
ら
ざ
る
神
、
作
り
付
け
ら
れ

た
る
神
、
被
動
の
立
場
の
神
で
あ
り
、
従
っ
て
、
実
は
神
の
名
に
値
せ
ぬ
も
の
な
の
で
あ
る
。
神
は
、
存

在
的
に
最
高
の
超
越
者
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
、
超
越
的
事
行
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
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な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
神
は
、
人
間
の
「
緊
張
」
の
極
所
に
お
い
て
の
み
、
み
ず
か
ら
を
示
現

す
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
は
、
こ
の
緊
張
又
は
超
越
的
事
行
を
お
の
れ
の
分
と
し
て
、
み
ず
か
ら
「
汝
」

の
座
に
就
き
、
緊
張
に
よ
っ
て
示
現
す
る
神
を
、
わ
が
生
命
の
根
源
と
し
て
、
こ
れ
を
「
我
」
の
座
に
仰

ぐ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
の
れ
の
緊
張
を
、
神
に
習
う
克
己
の
業
、
又
は
、
体
中
に
備
う
る
神
の
本
質

の
発
揮
と
覚
悟
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
を
わ
が
生
命
の
根
源
と
し
て
仰
ぐ
上
は
、
そ
の
神
は
、
わ

が
究
極
の
親
た
る
も
の
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
人
格
的
生
命
の
本
然
は
、
同
時
に
、
そ
の
生
命
の
本
源
で

あ
っ
て
、
本
然
に
返
る
と
は
、
箇
人
の
内
の
還
帰
で
は
な
く
、
実
は
、
本
源
に
帰
す
る
と
い
う
超
箇
人
的

な
還
帰
な
の
で
あ
る
。

一
九
一
　
　
人
間
は
、
生
命
の
な
い
物
体
を
基
底
と
し
て
、
所
与
の
自
然
的
生
命
な
る
肉
体
に
超
越
し
、

更
に
、
能
与
の
人
格
的
生
命
な
る
身
体
に
超
越
す
る
。
神
―
動
物
―
死
神
―
の
三
次
元
を
貫
く
も
の
が

「
人
間
」
で
あ
っ
て
、
人
は
、
最
低
次
元
に
あ
っ
て
は
、
生
命
の
な
い
所
与
の
存
在
で
あ
り
、
中
の
次
元

に
あ
っ
て
は
、
主
体
的
生
命
そ
の
も
の
が
所
与
な
る
存
在
で
あ
り
、
最
高
次
元
で
あ
り
、
最
高
次
元
に
お

い
て
は
、
能
与
の
主
体
的
生
命
で
あ
る
。
こ
の
超
越
の
段
階
を
、
更
に
、
具
体
的
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
物
体
を
超
え
る
生
物
体
は
、
ま
ず
、
植
物
と
し
て
現
れ
る
植
物
は
、
生
命
の
主
体
で
は
あ
る
が
、
そ
の

主
体
性
が
、
強
度
に
受
動
的
で
あ
っ
て
、
意
識
も
な
く
、
自
分
で
お
の
れ
の
在
り
場
所
及
び
在
り
方
を
決

定
す
る
能
力
を
も
た
ぬ
。
植
物
は
、
い
わ
ば
、
生
命
の
世
界
に
お
い
て
、
客
と
し
て
在
る
の
で
あ
る
。
人

間
の
肉
体
に
お
い
て
植
物
の
生
に
相
当
す
る
も
の
は
、
呼
吸
・
循
環
・
消
化
な
ど
の
無
意
識
の
機
能
で
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あ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
司
る
神
経
は
、
解
剖
学
上
、
植
物
性
神
経
と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
人
間
の
生
活
に
お

い
て
、
植
物
の
生
に
相
当
す
る
も
の
は
、
睡
眠
で
あ
っ
て
、
人
は
熟
睡
時
に
は
、
植
物
的
生
の
様
相
を
示

現
す
る
の
で
あ
る
。
睡
眠
時
に
も
、
呼
吸
・
循
環
・
消
化
の
三
機
能
は
、
緩
慢
な
が
ら
行
わ
れ
る
。

一
九
二
　
　
生
命
の
主
体
的
立
場
が
能
動
的
に
発
揮
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
動
物
の
生
が
現
れ
る
。
植
物
が

与
え
ら
れ
た
位
置
に
、
与
え
ら
れ
た
条
件
の
ま
ま
に
生
を
営
む
ば
か
り
で
あ
る
の
に
対
し
、
動
物
は
、
動

い
て
、
み
ず
か
ら
場
所
と
生
活
条
件
と
を
運
ぶ
の
で
あ
る
。
普
通
に
、
動
物
と
植
物
と
を
同
列
に
並
べ
て
。

こ
れ
を
動
植
物
と
並
称
す
る
が
、
実
は
、
動
物
は
植
物
を
そ
っ
く
り
含
み
、
且
つ
こ
れ
を
超
え
る
の
で
あ

る
。
し
か
ら
ば
、
動
物
を
出
現
せ
し
め
る
生
活
領
域
は
何
で
あ
る
か
。

　
ま
ず
植
物
の
三
機
能
の
う
ち
、
呼
吸
を
取
っ
て
考
え
て
み
る
に
、
呼
吸
は
特
に
動
物
を
出
現
せ
し
め
る

生
活
領
域
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
空
気
は
地
球
上
到
る
所
に
存
し
て
、
生
き
物
は
、

空
気
を
得
る
た
め
に
特
に
動
く
必
要
は
な
い
か
ら
。
次
に
、
循
環
を
取
っ
て
考
う
る
に
、
動
物
の
在
る
心

臓
が
、
お
の
ず
か
ら
働
い
て
、
血
液
を
交
流
せ
し
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
循
環
の
た
め
に
特
に
動
く
必
要

は
現
れ
ず
、
従
っ
て
、
循
環
も
、
動
物
の
生
を
出
現
せ
し
め
る
の
領
域
と
な
る
こ
と
と
な
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
動
物
の
生
を
出
現
せ
し
め
る
領
域
と
な
る
も
の
は
、
第
三
の
消
化
の
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
植

物
は
、
生
育
の
場
所
を
他
か
ら
規
定
さ
れ
て
、
根
の
及
ぶ
範
囲
の
栄
養
分
を
摂
取
す
る
ほ
か
は
な
い
。
故

に
、
肥
土
に
生
え
た
も
の
は
よ
く
繁
茂
し
、
瘠
土
（
せ
き
ど
）
に
生
え
た
も
の
は
、
そ
の
生
気
が
振
る
わ

ぬ
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
動
物
は
み
ず
か
ら
動
い
て
食
餌
を
求
め
る
か
ら
、
所
与
の
生
活
条
件
を
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あ
る
程
度
ま
で
超
越
し
、
且
つ
、
植
物
よ
り
も
遥
か
に
広
い
生
活
圏
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
生
活

圏
が
動
物
の
「
環
境
」
で
あ
る
。
消
化
は
植
物
的
の
生
理
機
能
で
あ
る
が
、
消
化
の
た
め
に
食
を
求
め
る

と
い
う
こ
と
は
動
物
的
な
働
き
に
属
す
る
。
故
に
「
食
」
は
動
物
の
基
本
的
な
生
活
面
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
食
」
は
動
物
が
箇
体
を
維
持
す
る
た
め
に
営
む
わ
ざ
で
あ
る
が
、
更
に
、
箇
体
を
超
え
て
生
き
続
け
る

た
め
に
は
、
異
性
と
合
し
て
、
子
を
生
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
も
、
植
物
は
、
能
動
的
立
場

を
も
た
ず
に
、
虫
又
は
風
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
動
物
は
、
他
の
媒
介
を
待
た
ず
し
て
、

み
ず
か
ら
動
い
て
異
性
と
結
合
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
動
物
的
な
働
き
と
し
て
、
「
食
」
と
共
に

「
性
」
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
応
じ
て
、
人
間
の
肉
体
に
お
け
る
動
物
面
の
働
き
も
、

「
食
」
と
「
性
」
と
の
二
つ
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
九
三
　
　
動
物
は
、
そ
の
食
餌
の
種
類
に
従
っ
て
、
草
食
動
物
と
肉
食
動
物
と
の
二
つ
に
分
れ
る
。
草

食
動
物
は
、
動
く
こ
と
も
な
く
又
な
ん
ら
の
抵
抗
も
な
さ
ぬ
植
物
を
取
っ
て
食
う
の
で
あ
る
。
ま
た
植
物

は
多
量
に
存
在
す
る
の
を
常
と
す
る
か
ら
、
草
食
動
物
は
、
普
通
の
場
合
、
性
質
が
柔
和
で
あ
る
。
そ
れ

が
凶
暴
と
な
る
の
は
、
交
尾
期
に
異
性
を
争
っ
て
闘
う
場
合
か
、
敵
の
攻
撃
を
受
け
た
場
合
に
か
ぎ
ら
れ

る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
肉
食
動
物
は
、
逃
走
し
又
は
抵
抗
す
る
他
の
動
物
を
食
餌
と
す
る
か
ら
、
そ
れ
に

打
ち
勝
つ
た
め
に
、
体
力
も
気
力
も
極
め
て
強
盛
で
あ
る
。
肉
食
動
物
の
大
な
る
も
の
は
、
猛
獣
と
呼
ば

れ
る
。
猛
獣
は
、
生
物
的
生
に
お
け
る
主
体
的
立
場
を
、
最
強
度
に
発
現
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
し

く
、
獣
類
の
王
者
で
あ
る
。

169



一
九
四
　
　
人
間
は
、
低
次
の
一
切
の
次
元
を
含
む
も
の
で
あ
る
か
ら
、
猛
獣
的
立
場
を
も
含
む
の
で
あ

る
。
し
か
も
、
人
間
は
、
他
の
猛
獣
が
、
牙
と
か
爪
と
か
の
肉
体
的
武
器
を
用
い
る
の
み
で
あ
る
の
に
反

し
て
、
た
く
ま
し
き
智
力
に
よ
っ
て
武
装
さ
れ
、
攻
撃
に
も
、
防
御
に
も
、
器
物
を
駆
使
す
る
か
ら
、
い

か
な
る
猛
獣
と
い
え
ど
も
、
人
間
に
敵
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
人
間
は
猛
獣
の
王
で
あ
る
。

一
九
五
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
猛
獣
は
、
所
与
の
自
然
的
生
命
の
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
発
揮
す
る
主
体
的
立
場
は
、
真
に
自
己
責
任
的
な
主
体
的
立
場
で
は
な
く
、
そ
の
原
動
力
を
、
自
己
以

外
（
あ
る
い
は
自
己
以
上
）
の
超
箇
の
生
命
の
命
令
に
仰
ぐ
。
す
な
わ
ち
、
猛
獣
は
、
本
能
及
び
衝
動
に

駆
ら
れ
る
域
を
一
歩
も
出
ぬ
の
で
あ
る
。
猛
獣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
を
生
か
さ
ん
と
す
る
超
越
的
な
生
命

の
意
欲
を
最
も
高
度
に
示
現
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
切
の
他
に
打
克
っ
て
、
わ
が
箇
体
を
生
か
し
、
以

て
そ
の
意
欲
の
要
望
に
答
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、
猛
獣
は
、
我
と
わ
が
身
を

生
か
す
の
で
は
な
く
、
実
は
、
お
の
ず
か
ら
生
か
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
な
ん
ら
自
主

的
立
場
が
な
い
。
猛
獣
は
、
被
動
の
生
を
出
で
ぬ
の
で
あ
る
。
猛
獣
は
、
超
越
的
立
場
を
自
己
の
内
に
も

た
ぬ
か
ら
、
猛
獣
に
お
い
て
は
、
他
と
の
対
立
が
、
絶
対
的
対
立
と
な
る
こ
と
が
な
く
、
あ
く
ま
で
、
相

対
的
対
立
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
猛
獣
の
生
は
、
他
の
も
の
の
死
で
あ
っ
て
、
猛
獣
は
、
他
を

殺
す
こ
と
に
お
い
て
自
己
の
生
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
猛
獣
は
、
「
殺
」
の
原
理
で
あ
る
。

　
人
間
は
こ
れ
に
反
し
て
、
自
他
の
相
対
を
自
己
の
内
に
含
み
、
身
は
対
立
の
一
項
と
し
て
他
に
対
す
る
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と
共
に
、
自
覚
的
に
は
、
他
と
の
対
立
を
超
え
て
、
他
と
絶
対
的
に
対
す
る
（
す
な
わ
ち
、
他
と
一
如
と

な
る
）
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
他
を
絶
対
的
存
在
と
し
て
立
て
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、

「
殺
す
」
に
相
当
す
る
「
生
か
す
」
で
あ
る
。
猛
獣
が
「
殺
」
の
原
理
で
あ
る
の
に
対
し
、
人
間
は

「
生
」
又
は
「
和
」
の
原
理
で
あ
る
。
人
間
が
、
絶
対
的
存
在
を
超
越
者
の
格
相
に
お
い
て
立
て
る
も
の

は
、
宗
教
的
奉
仕
で
あ
り
、
人
間
の
格
相
に
お
い
て
立
て
る
も
の
が
、
道
徳
的
実
践
で
あ
り
、
物
の
格
相

に
お
い
て
立
て
る
も
の
が
、
芸
術
的
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
も
「
立
て
る
」
又
は
「
生
む
」
の

体
験
で
あ
る
。

一
九
六
　
　
「
殺
す
」
が
自
覚
的
と
な
れ
ば
、
「
殺
す
」
自
身
が
み
ず
か
ら
を
殺
し
て
、
「
和
」
又
は

「
生
か
す
」
に
転
換
す
る
。
従
っ
て
、
人
間
は
、
猛
獣
が
自
覚
的
立
場
に
転
換
す
る
と
こ
ろ
に
現
れ
る
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
そ
う
言
っ
て
も
、
人
間
は
、
殺
を
捨
て
猛
獣
を
離
れ
る
の
で
は
な
い
。

「
殺
す
」
を
捨
て
る
「
生
か
す
」
な
ら
ば
、
「
殺
す
」
と
相
対
的
な
「
生
か
す
」
で
あ
っ
て
、
絶
対
的
体

験
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
自
覚
的
体
験
で
は
あ
り
得
な
い
。
ま
た
、
猛
獣
的
立
場
を
払
拭
す
る
人
間
的
立

場
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
た
、
相
対
的
立
場
で
あ
っ
て
、
絶
対
的
立
場
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
自
覚
的
立
場
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
、
か
か
る
相
対
的
な
慈
悲
や
博
愛
を
説
く
宗
教
は
、
体
験
と
し
て
未
だ
熟
せ
ざ

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
超
越
は
、
一
面
、
内
含
で
あ
る
か
ら
、
猛
獣
を
超
え
殺
を
超
え

る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
を
捨
て
去
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
を
人
間
的
立
場
に
よ
っ
て
、
ま
た
、

「
生
か
す
」
に
よ
っ
て
、
包
む
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
は
人
格
的
な
身
体
で
あ
る
と
共
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に
、
動
物
的
な
肉
体
で
あ
り
、
し
か
も
、
肉
体
な
く
し
て
身
体
は
現
成
せ
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
身
体
に
お

け
る
「
生
か
す
」
の
道
は
、
肉
体
に
お
け
る
「
殺
す
」
の
道
を
地
盤
と
せ
ず
し
て
は
、
実
現
さ
れ
る
こ
と

が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
、
他
を
食
と
し
て
、
そ
の
物
の
形
を
損
い
、
そ
の
生
命
を
否
定
せ
ず
し
て

は
、
一
日
も
生
き
る
こ
と
が
で
き
ぬ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
の
本
然
は
「
生
か
す
」
で
あ
る
か
ら
、

人
間
が
そ
の
人
格
的
立
場
を
実
現
す
る
か
ぎ
り
、
食
の
た
め
の
殺
は
、
高
次
の
「
生
か
す
」
の
中
に
含
ま

れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
超
え
ら
れ
る
。
殺
は
、
殺
と
し
て
露
出
す
る
と
き
、
無
自
覚
な
の
で
あ
っ
て
、
高
次

の
「
生
か
す
」
に
よ
っ
て
超
越
さ
れ
る
と
き
、
か
え
っ
て
、
「
生
か
す
」
の
基
底
と
し
て
積
極
的
意
義
を

得
き
た
る
の
で
あ
る
。
い
な
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
具
体
的
な
「
生
か
す
」
は
、
必
ず
「
殺
す
」
を

基
底
と
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
人
間
が
他
の
動
植
物
を
食
と
す
る
の
は
、
自
覚
的
真
理
の
発
現
で
あ
っ

て
、
そ
こ
に
は
、
な
ん
ら
の
迷
妄
も
、
罪
も
、
悪
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
人
間
が
他
の
動

物
に
食
わ
れ
、
黴
菌
に
蝕
ま
れ
る
の
は
、
無
自
覚
的
事
象
で
あ
り
、
非
真
理
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

一
九
七
　
　
人
間
的
立
場
は
、
猛
獣
的
立
場
の
払
拭
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
そ
の
高
揚
・
転
換
で
あ
る
。

故
に
、
人
は
、
猛
獣
の
強
い
体
力
と
猛
き
気
力
と
を
失
わ
ず
、
こ
れ
を
人
格
的
事
行
の
内
に
働
く
も
の
た

ら
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
、
強
く
勇
ま
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
生
命
の
本
質
は
、
緊

張
で
あ
る
か
ら
、
生
の
最
高
次
元
で
あ
る
人
間
は
、
最
高
度
の
緊
張
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
緊
張
は
、

己
れ
に
あ
っ
て
は
、
「
努
力
」
又
は
「
動
」
と
な
り
、
他
に
屈
せ
ぬ
態
度
と
し
て
は
「
忍
」
と
な
り
、
他

を
屈
す
る
力
と
し
て
「
威
」
と
な
る
。
ま
た
、
他
に
対
す
る
能
動
的
な
構
え
と
し
て
は
「
武
」
と
な
る
の
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で
あ
る
。
武
威
に
よ
っ
て
、
人
は
、
他
に
犯
さ
れ
ず
、
か
え
っ
て
他
を
畏
服
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
殺
気
を
露
出
せ
ず
し
て
こ
れ
を
生
々
の
気
の
内
に
包
む
の
が
、
自
覚
的
立
場
で
あ
る
か
ら
、
高
き
威

は
、
こ
と
さ
ら
に
示
す
威
で
は
な
く
て
、
お
の
ず
か
ら
現
る
る
威
た
る
べ
く
、
高
き
武
は
、
敵
を
殺
す
武

で
は
な
く
て
、
お
の
ず
か
ら
人
を
服
す
る
武
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
し
て
の
み
、
威
も
武

も
人
間
の
絶
対
的
体
験
た
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
か
か
る
絶
対
的
体
験
と
し
て
の
武
は
、
ひ
と
り
わ
が
国
に
お
い
て
の
み
求
め
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
威
の
極
致
は
、
尊
厳
な
る
国
体
体
験
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
る
「
み
い
つ
」
（
御
稜
威
、
皇

威
）
で
あ
り
、
武
の
極
致
は
、
わ
が
肇
国
の
原
理
た
る
神
武
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
が
国
人
の
収
剣
兵
器
に

対
す
る
態
度
・
懸
念
に
は
、
神
武
不
殺
の
精
神
が
こ
も
る
の
で
あ
る
。

一
九
六
　
　
殺
を
生
に
よ
っ
て
超
越
す
る
の
が
、
人
格
的
体
験
で
あ
る
。
猛
獣
も
、
他
を
殺
す
こ
と
を
、

み
ず
か
ら
生
き
る
こ
と
に
含
め
る
か
ら
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
殺
を
生
に
よ
っ
て
超
越
す
る
の
で
あ

る
が
、
人
格
的
体
験
は
、
殺
を
、
箇
の
我
を
生
か
す
た
め
を
超
え
て
、
超
越
者
の
意
味
を
も
つ
汝
を
立
て

る
こ
と
に
含
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
超
越
者
な
る
汝
は
、
箇
の
「
私
」
に
対
す
る
超
箇
の
「
公
」
で
あ
っ

て
、
そ
の
極
所
は
、
存
在
的
対
象
と
し
て
は
、
国
家
・
民
族
で
あ
り
、
事
行
敵
対
象
と
し
て
は
、
国
家
・

民
族
の
生
命
の
応
現
に
ま
し
ま
す
　
天
皇
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
皇
及
び
皇
国
の
体
験
を
も
つ
も
の
は
、

「
日
本
」
の
ほ
か
に
は
な
い
か
ら
、
「
日
本
」
の
生
命
の
発
揮
は
、
一
切
の
殺
を
超
越
す
る
の
で
あ
る
。

（
神
武
不
殺
）
「
日
本
」
は
、
国
は
神
国
、
道
は
神
道
、
君
は
神
皇
、
肇
国
の
原
理
は
神
武
で
あ
っ
て
、
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皇
威
の
発
揚
は
、
そ
の
ま
ま
、
神
徳
の
発
現
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
九
九
　
　
一
切
の
殺
を
超
越
す
る
君
国
へ
の
奉
仕
は
、
ま
ず
身
を
こ
ろ
し
て
忠
を
成
す
立
場
を
基
底
と

し
て
行
わ
れ
る
。
身
を
殺
す
と
は
、
我
が
み
ず
か
ら
を
空
し
く
し
て
、
超
越
的
生
命
な
る
君
国
の
中
に
没

し
、
君
国
を
立
て
る
事
行
そ
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
滅
私
奉
公
と
い
う
。
そ
こ
に
あ
っ
て
は
、

自
己
は
、
超
越
的
な
公
の
中
に
身
を
没
し
て
み
ず
か
ら
存
在
を
消
し
、
し
か
も
、
公
の
存
在
を
荷
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
、
そ
の
存
在
を
生
む
も
の
、
い
わ
ば
存
在
の
親
た
る
も
の
に
転
換
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
公
の
存
在
は
、
箇
の
我
に
と
っ
て
は
絶
対
的
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
反
立
す
べ
き
何
も
の
も
な
い
。

も
し
公
の
存
在
に
対
し
て
、
反
立
せ
ん
と
す
る
対
者
が
現
れ
る
際
は
、
公
の
存
在
を
荷
う
我
は
、
身
を
挺

し
て
そ
の
的
と
反
立
し
、
全
の
存
在
を
し
て
、
あ
く
ま
で
、
敵
と
我
と
の
反
立
を
止
揚
す
る
超
越
者
た
ら

し
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
敵
と
反
立
す
る
我
は
、
公
の
存
在
と
一
如
の
事
行
（
奉
公
の
マ
コ
ト
）
で

あ
っ
て
、
敵
と
反
立
し
つ
つ
そ
の
反
立
を
超
え
る
か
ら
、
敵
を
制
服
し
敵
を
殺
す
こ
と
は
、
他
を
征
服
し

他
を
殺
す
こ
と
と
し
て
露
出
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
公
の
存
在
を
生
か
す
た
め
の
わ
が
捨
身
に
変
質

し
て
、
高
次
の
「
生
か
す
」
の
中
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
、
敵
を
征
服
す
る
こ
と
が
自
己
に
対
す

る
超
越
者
え
の
帰
投
の
形
で
行
わ
れ
る
の
が
。
「
武
」
の
特
質
で
あ
る
。
故
に
、
武
人
は
、
「
一
天
の
君

の
た
め
」
に
「
身
体
を
す
つ
る
を
本
意
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
敵
と
反
立
す
る
我
が
、
同
時
に
、

次
元
に
お
い
て
敵
を
超
え
る
た
め
に
、
我
が
、
常
に
絶
対
腐
敗
の
勝
者
の
構
え
を
維
持
し
て
敵
に
臨
む
こ

と
も
、
「
武
」
の
特
質
で
あ
る
。
か
く
、
高
き
生
へ
の
奉
公
の
立
場
と
、
勝
者
の
気
魂
と
を
、
渾
然
と
し
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て
一
身
に
具
備
す
る
事
行
者
が
、
「
武
士
」
又
は
「
さ
む
ら
ひ
」
で
あ
る
。

二
〇
〇
　
　
人
間
は
、
絶
対
者
を
護
持
す
る
事
行
そ
の
も
の
と
な
っ
て
、
相
対
の
有
限
存
在
を
超
え
る
の

で
あ
る
。
日
本
人
た
る
我
々
に
と
り
、
具
体
的
生
命
た
る
絶
対
者
は
、
君
国
「
日
本
」
の
ほ
か
に
は
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
、
こ
と
ご
と
く
、
皇
威
（
み
い
つ
）
を
発
揚
す
る
武
人
の
覚
悟
を
も
ち
、
武
人

の
立
場
に
立
つ
べ
き
で
あ
る
。
但
し
、
武
人
の
立
場
に
立
つ
と
言
っ
て
も
、
な
に
も
、
す
べ
て
の
人
が
軍

人
を
職
業
と
す
べ
し
と
い
う
の
で
は
な
い
。
い
か
な
る
道
に
携
わ
り
、
い
か
な
る
職
業
を
営
む
も
、
常
に

護
国
の
立
場
に
立
つ
べ
き
を
言
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
学
者
は
真
理
の
絶
対
に
奉
仕
す
る
者
で
あ
る

が
、
絶
対
の
具
体
的
生
命
な
る
君
国
を
離
れ
て
、
そ
れ
と
別
の
領
域
に
、
真
理
の
世
界
な
ど
と
い
う
も
の

の
あ
る
べ
き
は
ず
が
な
い
。
真
理
の
絶
対
を
現
実
の
絶
対
に
生
か
す
と
こ
ろ
に
、
学
を
持
す
る
学
者
の
具

体
的
立
場
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
絶
対
の
正
法
を
護
持
す
る
の
が
宗
教
的
立
場
で
あ
る
が
、
絶
対
の

具
体
的
生
命
た
る
君
国
を
よ
そ
に
し
て
、
特
殊
の
正
法
な
ど
と
い
う
も
の
の
あ
り
よ
う
は
ず
が
な
い
。
正

法
護
持
の
具
体
的
立
場
は
、
ま
さ
し
く
、
君
国
の
防
衛
で
あ
り
、
皇
運
の
扶
養
た
る
べ
き
で
あ
る
。

　
明
治
以
来
、
わ
が
国
の
犯
し
た
大
い
な
る
誤
謬
は
、
文
武
が
二
途
に
岐
れ
て
、
文
化
と
国
防
と
が
二
つ

の
特
殊
の
領
域
を
形
成
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
君
国
護
持
の
立
場
を
離
れ
て
、
何
の
自
覚
的
立
場
が
あ
り
、

何
の
人
格
的
表
現
が
あ
り
、
何
の
文
化
が
あ
ろ
う
。
具
体
的
立
場
の
「
文
」
は
、
「
武
」
に
よ
っ
て
貫
か

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
国
家
の
行
う
教
育
は
、
国
土
の
養
成
た
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
は
、
な
に
も
、
武
芸
を
奨
励
し
、
教
練
を
重
ん
ず
る
と
い
う
だ
け
の
事
で
は
な
く
て
、
文
教
に
お
い
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て
君
国
護
持
の
精
神
を
涵
養
し
、
ま
た
、
理
論
を
抽
象
的
理
論
に
と
ど
ま
ら
し
め
ず
に
、
常
に
国
事
の
実

際
に
活
用
す
る
実
学
の
精
神
を
発
揮
す
べ
き
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。

二
〇
一
自
覚
的
立
場
は
、
超
箇
の
意
味
を
も
つ
生
命
を
荷
う
事
行
に
お
い
て
現
成
す
る
。
そ
の
事
行
の
当

体
は
、
所
与
の
存
在
と
し
て
は
、
一
箇
の
肉
体
で
あ
る
が
、
超
箇
の
本
質
を
立
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て

は
、
超
箇
の
生
命
体
の
親
た
る
も
の
と
な
っ
て
、
そ
れ
自
身
、
箇
を
超
え
、
相
対
を
脱
す
る
の
で
あ
る
。

一
箇
の
肉
体
が
、
か
く
箇
を
超
え
相
対
を
脱
す
る
と
き
、
そ
れ
は
身
体
に
転
換
す
る
の
で
あ
る
。
身
体
と

は
、
肉
体
の
超
越
で
あ
る
。

　
肉
体
か
ら
身
体
へ
の
超
越
は
、
肉
体
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
ま
さ
し
く
自
己
の
否
定
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

生
死
（
仏
教
的
に
は
、
生
死
（
し
ょ
う
じ
）
）
又
は
死
生
が
、
道
徳
・
宗
教
・
技
術
等
、
す
べ
て
の
人
格

的
体
験
に
お
い
て
、
最
も
切
実
な
る
問
題
と
な
る
い
わ
れ
が
あ
る
。
自
覚
は
、
そ
れ
自
身
、
生
死
の
体
験

で
あ
る
と
言
い
得
よ
う
。
人
は
、
「
子
と
し
て
は
孝
に
死
し
、
臣
と
し
て
は
忠
に
死
し
」
て
、
自
覚
的
立

場
を
得
る
の
で
あ
る
。

二
〇
二
　
　
身
体
の
生
は
、
肉
体
の
死
で
あ
る
。
但
し
、
こ
こ
に
肉
体
の
死
と
い
う
の
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ

の
自
然
の
死
、
又
は
生
理
的
な
死
を
言
う
の
で
は
な
く
て
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
捨
身
の
死
で
あ
り
、
従
っ
て
、

生
に
対
す
る
相
対
的
な
死
で
は
な
く
て
、
絶
対
的
人
格
的
死
を
言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
絶
対
的
な
死
で

あ
る
の
で
、
絶
対
的
な
生
と
重
な
り
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
肉
体
の
絶
対
的
の
死
は
、
肉
体
を
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身
体
に
転
換
せ
し
め
、
身
体
の
絶
対
的
な
死
を
現
成
す
る
の
で
あ
る
。
生
ま
れ
、
生
き
、
死
ぬ
る
の
は
、

自
然
の
所
与
の
生
命
で
っ
て
、
人
格
的
又
は
自
覚
的
な
身
体
は
、
生
死
の
相
対
を
超
ゆ
る
も
の
、
そ
の
意

味
で
は
、
絶
対
に
死
せ
ざ
る
永
遠
の
生
で
あ
る
。
故
に
、
生
死
の
悟
道
は
、
生
死
の
当
体
不
生
不
滅
と
覚

る
の
で
あ
る
。

二
〇
三
　
　
人
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
生
ま
れ
、
寿
命
尽
き
て
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
死
ぬ
る
。
そ
の
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
な

る
生
死
の
内
に
在
っ
て
、
ミ
ヅ
カ
ラ
死
し
、
ミ
ヅ
カ
ラ
自
己
を
改
め
て
生
む
の
が
、
自
覚
的
事
行
で
あ
る
。

　
か
く
、
身
体
は
肉
体
の
生
死
を
超
え
る
。
し
か
も
、
こ
の
超
越
は
、
単
な
る
発
展
で
は
な
く
て
、
実
は
、

本
然
へ
の
復
帰
で
あ
り
、
一
切
の
人
間
は
、
こ
の
本
然
に
お
い
て
、
一
の
永
遠
且
つ
絶
対
の
生
命
た
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
本
然
に
復
帰
し
た
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
生
死
の
相
対
界
は
、
実
は
、
生
死
を
超

え
る
自
覚
的
立
場
に
含
ま
れ
、
そ
れ
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
生
き
る
」
と
か
「
死
ぬ
」
と
か

の
自
動
が
、
「
我
が
我
を
見
る
」
他
動
・
再
帰
動
・
自
動
・
被
動
に
含
ま
れ
、
そ
の
一
面
な
る
被
動
が
遊

離
し
て
、
自
動
の
動
態
と
し
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
事
に
応
ず
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
人
間
に
し
て
生
死

に
著
す
る
の
は
、
ま
さ
し
く
顛
倒
で
あ
る
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

二
〇
四
　
　
不
生
不
滅
な
る
生
死
の
当
体
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
現
成
に
お
け
る
人
倫
の
関
係
を

離
れ
て
、
単
に
、
人
間
の
本
質
と
か
人
格
と
か
神
格
と
か
仏
格
と
か
と
考
え
ら
れ
る
抽
象
的
存
在
な
の
で

は
な
く
て
、
君
に
対
す
る
臣
、
親
に
対
す
る
子
と
い
う
ご
と
き
、
身
分
的
事
行
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
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を
、
体
の
契
機
に
よ
っ
て
言
う
と
き
、
身
体
と
い
う
の
で
あ
る
。
君
・
臣
・
父
・
子
の
ご
と
き
身
分
者
が
、

ま
さ
し
く
、
水
生
な
の
で
あ
っ
て
、
死
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
に
含
ま
れ
る
「
人
」
の
一
面
に
過
ぎ
ぬ
。

君
・
臣
・
父
・
子
は
自
覚
的
事
行
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
質
は
「
我
」
で
あ
り
、
自
覚
の
本
文
章Ich

 seh
e

m
ich

のich

と
し
て
、
死
生
の
相
対
を
自
己
の
内
に
見
る
も
の
、
従
っ
て
永
遠
に
死
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。

死
す
る
の
は
、
（
君
な
る
）
人
、
（
臣
な
る
）
人
、
（
父
な
る
）
人
、
（
子
な
る
）
人
で
あ
っ
て
、
そ
の

「
人
」
の
本
質
は
「
彼
」
で
あ
る
。
自
覚
的
な
父
と
子
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
父
子
の
関
係
の
内
に
あ
る
と

共
に
、
そ
の
関
係
を
内
に
含
み
、
従
っ
て
、
箇
の
存
在
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
箇
の
肉
体
の
生
死

を
超
え
る
の
で
あ
る
。
人
が
、
他
の
恩
義
に
感
じ
て
、
「
御
恩
は
死
ん
で
も
忘
れ
ぬ
」
と
い
う
と
き
、
そ

こ
に
、
人
倫
の
同
義
が
肉
体
の
生
死
を
超
え
る
こ
と
が
、
お
の
ず
か
ら
言
表
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
人

倫
の
同
義
を
荷
う
も
の
が
、
身
体
で
あ
っ
て
、
身
体
は
肉
体
の
生
死
を
超
え
る
の
で
あ
る
。

二
〇
五
　
　
人
は
、
本
然
の
自
己
に
達
す
る
た
め
に
、
所
与
の
自
己
と
し
て
は
一
旦
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
。

―
―
こ
の
真
理
は
、
相
当
の
深
さ
に
達
し
た
哲
学
な
ら
ば
、
必
ず
、
な
ん
ら
か
の
形
で
捉
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
従
来
の
哲
学
の
ほ
と
ん
ど
全
部
は
、
知
が
―
―
た
と
い
そ
れ
が
悟
性
と
呼
ば
れ
、
或
は

理
性
と
呼
ば
れ
る
に
せ
よ
―
―
他
覚
的
静
観
的
立
場
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
自
身
が
与
え
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
肉
体
的
生
命
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
洞
察
せ
ず
、
従
っ
て
、
主
知
主
義
的
立
場
を

捨
て
ぬ
の
で
あ
る
。
死
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
る
の
が
人
格
を
現
成
す
る
道
で
あ
る
な
ら
ば
、
知
も
ま

た
、
ま
さ
に
、
そ
の
道
を
践
む
べ
き
で
は
な
い
か
。
知
的
自
己
と
い
え
ど
も
、
与
え
ら
れ
た
自
己
で
あ
る
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か
ぎ
り
、
一
た
び
死
し
て
お
の
れ
の
所
与
性
を
超
脱
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
の
み
、
は
じ
め
て
、
知

の
立
場
が
、
自
覚
的
立
場
と
し
て
生
き
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
ら
ば
、
知
的
自
己
が
、
お
の
れ
の
所
与
性
を
超
脱
す
る
と
は
い
か
な
る
事
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、

知
的
自
己
が
、
抽
象
的
・
一
般
的
真
理
の
み
を
見
る
立
場
を
超
え
て
、
知
を
し
て
、
人
倫
に
お
け
る
身
分

的
自
己
の
実
現
の
う
ち
に
輝
か
し
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
れ
を
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
君
国
に
対

す
る
奉
公
の
志
に
支
え
ら
れ
て
学
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
知
的
立
場
の
見
る
抽
象
的
・
一
般
的

真
理
は
、
そ
の
際
、
何
ら
の
歪
曲
を
も
受
け
ず
し
て
、
そ
の
ま
ま
、
人
格
的
実
践
の
具
体
的
立
場
の
自
覚

に
含
ま
れ
て
生
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
〇
六
　
　
身
体
は
肉
体
の
生
死
を
超
え
る
か
ら
、
自
覚
的
事
行
者
に
は
、
生
死
は
別
に
問
題
と
な
ら
ぬ

の
で
あ
る
。
人
は
、
生
く
べ
き
時
に
生
き
、
死
す
べ
き
時
に
死
ぬ
る
ま
で
の
事
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
死
す

べ
き
時
と
は
い
か
な
る
時
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
自
己
の
持
載
す
る
超
越
的
生
命
を
否
定
せ
ん
と
す
る
敵

が
出
現
す
る
と
き
、
そ
れ
に
対
す
る
相
対
者
と
し
て
の
箇
の
自
己
を
露
呈
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
否
定
者

を
も
箇
の
相
対
者
た
ら
し
め
、
自
己
の
奉
ず
る
超
越
的
生
命
を
し
て
、
あ
く
ま
で
、
相
対
を
超
越
す
る
絶

対
者
た
ら
し
め
る
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
は
、
時
あ
っ
て
、
超
越
的
生
命
を
護
持
す
る
た
め
に
身

命
を
捨
つ
べ
き
場
合
に
面
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
最
も
厳
粛
な
も
の
は
、
一
旦
緩
急
あ
っ
て
、
義

勇
公
に
奉
ず
る
場
合
で
あ
ろ
う
。
軍
人
は
、
大
君
の
任
（
ま
け
）
の
ま
に
ま
に
、
死
生
を
度
外
視
し
て
、

任
務
を
達
成
し
、
死
し
て
後
已
む
を
分
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
く
、
軍
人
と
し
て
一
命
を
君
国
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に
捧
ぐ
べ
き
場
合
以
外
に
も
、
生
死
を
厭
わ
ず
、
生
死
に
著
せ
ず
、
君
の
た
め
、
国
の
た
め
、
世
の
た
め

に
尽
す
事
を
生
き
甲
斐
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
自
覚
的
人
間
が
現
成
す
る
の
で
あ
る
。

二
〇
七
　
　
肉
体
の
生
は
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
生
き
る
生
で
あ
り
、
身
体
の
生
は
ミ
ヅ
カ
ラ
生
き
る
生
で
あ
る
。

自
覚
と
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
生
が
ミ
ヅ
カ
ラ
の
生
に
転
換
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
一
切
の
オ

ノ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
の
止
揚
が
含
ま
れ
る
。
そ
の
止
揚
は
、
否
定
を
媒
介
と
し
て
の
み
達
せ
ら
れ
る
か
ら
、

ミ
ヅ
カ
ラ
の
生
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
生
の
否
定
を
内
に
含
む
の
で
あ
る
。
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
生
に
対
す
る
否

定
が
、
存
在
と
し
て
露
出
す
と
せ
ぬ
と
は
、
上
述
の
ご
と
く
、
与
え
ら
れ
た
時
と
場
合
と
に
よ
る
の
で
あ

る
が
、
自
覚
的
事
行
者
の
う
ち
、
武
人
は
、
こ
の
露
出
を
常
に
現
実
に
前
途
に
臨
ん
で
生
き
る
者
で
あ
る

か
ら
、
武
人
は
、
い
さ
ぎ
よ
き
死
の
覚
悟
を
常
住
に
練
る
こ
と
を
職
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
死
を
恐
れ
ぬ
と
い
う
の
は
、
死
に
対
し
て
陽
気
に
な
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
死
を
意
識
し
死
に
対
す
る

恐
怖
を
覚
え
る
人
が
、
死
に
対
す
る
本
能
的
恐
怖
を
乗
り
超
え
て
、
人
格
的
自
己
の
実
現
の
う
ち
に
死
を

超
越
す
る
こ
と
で
あ
る
。
故
に
、
死
を
軽
ん
ず
る
武
人
は
、
死
生
の
覚
悟
を
重
し
と
し
て
、
常
に
こ
れ
に

思
を
ひ
そ
め
る
の
で
あ
る
。

二
〇
八
　
　
人
が
肉
体
の
死
と
共
に
超
越
的
生
命
を
発
揮
せ
し
め
る
悲
壮
な
る
瞬
間
は
、
人
間
の
本
然
な

る
神
格
の
生
（
あ
）
れ
出
づ
る
厳
粛
な
る
祭
儀
の
瞬
間
で
あ
り
、
単
な
る
時
間
の
一
断
片
で
は
な
く
て
、

刹
那
の
中
に
永
遠
を
蔵
す
る
純
な
る
現
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
君
の
御
馬
前
に
晴
の
討
死
を
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な
す
武
人
の
最
後
の
瞬
間
で
あ
り
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
、
い
わ
ゆ
る
充
実
せ
る
生
の
「
美
し
き
瞬
間
」
で
あ

る
。
人
は
、
ま
こ
と
に
、
か
か
る
瞬
間
に
こ
そ
、
全
生
涯
を
打
し
て
一
と
す
る
の
生
き
甲
斐
を
覚
え
る
の

で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ゲ
ー
テ
の
「
美
し
き
瞬
間
」
や
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
超
人
」
や
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
例

外
者
」
の
思
想
に
見
え
る
よ
う
に
、
こ
の
瞬
間
を
、
超
人
な
り
例
外
者
な
り
の
み
の
到
達
し
得
る
充
実
せ

る
瞬
間
と
し
て
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
人
の
責
任
的
事
行
の
立
場
を
遊
離
し
た
存
在
的
な
概
念
と

な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
人
が
偉
大
な
る
瞬
間
に
呑
み
込
ま
れ
る
と
い
う
の
で
は
、
あ
く
ま
で
青
年
的

体
験
を
出
で
ず
、
偉
大
な
る
瞬
間
そ
の
も
の
だ
が
、
所
与
の
存
在
た
る
こ
と
を
超
え
な
い
。
日
本
人
の
体

験
に
あ
る
「
覚
悟
」
と
は
、
か
か
る
立
場
を
も
超
え
て
、
大
い
な
る
瞬
間
を
常
に
内
に
蔵
し
つ
つ
、
淡
々

と
し
て
日
常
の
生
活
を
行
じ
、
時
に
応
じ
て
大
い
な
る
瞬
間
を
も
、
平
常
心
に
お
い
て
超
え
る
と
こ
ろ
の
、

よ
り
高
き
立
場
で
あ
る
。
死
生
の
覚
悟
を
練
る
修
養
を
練
る
修
養
の
極
致
は
、
死
生
の
い
ち
大
事
を
大
言

す
る
こ
と
も
な
く
、
荘
言
す
る
こ
と
も
な
く
、
上
を
敬
い
下
を
あ
わ
れ
む
「
名
も
無
き
民
」
の
さ
さ
や
か

な
日
常
を
、
荘
厳
に
生
き
つ
つ
、
し
か
も
、
生
死
に
著
す
る
心
を
既
に
脱
し
て
、
一
旦
緩
急
あ
れ
ば
、
公

に
奉
ず
る
義
勇
の
行
に
よ
っ
て
、
偉
大
な
る
瞬
間
を
現
し
出
す
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

二
〇
九
　
　
人
は
、
す
べ
て
、
生
ま
れ
、
生
き
、
つ
い
に
死
ぬ
る
。
人
間
は
、
人
格
の
絶
対
的
な
生
に
お

い
て
死
を
含
み
、
自
然
の
相
対
的
な
生
に
お
い
て
、
死
の
中
に
没
す
る
。
死
は
、
人
格
的
に
も
、
自
然
的

に
も
、
人
間
に
免
れ
が
た
き
運
命
で
あ
る
。
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し
か
ら
ば
、
自
然
の
死
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
自
然
は
、
存
在
の
正
解
で
あ
り
、
ま
た
、
一

切
の
存
在
は
、
絶
対
の
我
の
自
覚
の
内
容
で
あ
っ
て
、
自
覚
的
事
行
の
そ
れ
ぞ
れ
の
次
元
に
お
け
る
開
展

で
あ
る
か
ら
、
自
然
的
な
肉
体
の
死
と
い
え
ど
も
、
そ
の
本
然
は
、
自
覚
的
事
行
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。

故
に
、
生
も
ひ
と
と
き
の
位
、
死
も
ひ
と
と
き
の
位
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
死
も
自
覚
的
事
行
で
あ
る
が
、
我
に
お
け
る
他
者
の
面
を
露
出
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
者
と
は
、

我
な
ら
ざ
る
も
の
の
格
で
あ
る
か
ら
、
死
は
、
相
対
の
我
に
と
っ
て
不
如
意
の
も
の
、
我
が
ミ
ヅ
カ
ラ
の

立
場
か
ら
こ
れ
を
支
配
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
、
従
っ
て
、
こ
れ
を
所
与
と
し
て
受
取
る
ほ
か
は
な
き

も
の
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
雨
が
降
る
日
は
天
気
が
悪
い
と
同
様
の
理
で

あ
っ
て
、
死
も
絶
対
の
我
の
自
由
意
志
の
発
現
な
の
で
あ
る
が
、
我
に
お
け
る
他
者
の
面
た
る
物
体
を
露

出
す
る
事
で
あ
る
た
め
、
相
対
の
我
の
意
志
に
と
り
不
自
由
な
る
体
験
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。

二
一
〇
　
　
す
べ
て
、
生
命
は
、
箇
の
物
体
を
主
体
的
立
場
に
よ
っ
て
貫
く
と
こ
ろ
に
発
現
す
る
。
す
な

わ
ち
、
所
与
の
主
体
的
立
場
に
よ
っ
て
貫
い
て
、
肉
体
を
現
じ
、
能
与
の
主
体
的
立
場
に
よ
っ
て
貫
い
て
、

身
体
を
現
ず
る
の
で
あ
る
。
肉
体
の
死
に
よ
っ
て
、
箇
の
主
体
的
事
行
の
立
場
は
消
滅
し
、
そ
れ
と
共
に
、

わ
が
体
躯
も
、
こ
れ
を
一
な
ら
し
め
る
原
理
を
失
っ
て
、
消
散
す
る
の
で
あ
る
。
形
の
消
散
と
共
に
、
そ

の
形
に
基
づ
く
心
の
働
き
も
消
失
す
る
の
を
当
然
と
す
る
。
故
に
、
達
人
は
、
死
後
に
自
己
の
箇
の
生
命

の
延
長
を
求
め
る
ご
と
き
愚
に
陥
る
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
、
自
己
の
責
任
的
立
場
を
発
揮
し
得
る
実
現

に
お
い
て
、
君
に
対
す
る
忠
、
親
に
対
す
る
孝
と
い
う
ご
と
き
、
生
死
を
超
ゆ
る
人
格
的
事
行
を
成
す
事
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を
、
わ
が
職
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
と
身
体
を
本
然
と
す
る
人
間
が
、
肉
体
の
欲
に
ひ
か
れ
て
、
身
分
的

自
己
の
実
現
を
忘
れ
、
食
の
主
体
、
又
は
、
性
の
主
体
た
る
自
己
を
露
出
す
る
の
が
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場

の
喪
失
で
あ
り
、
人
格
の
死
で
あ
る
。
自
覚
的
な
人
間
に
と
り
、
肉
体
を
露
出
し
て
身
体
と
し
て
死
す
る

こ
の
人
格
の
死
の
方
が
、
自
己
の
責
任
を
も
っ
て
避
く
べ
き
重
大
な
る
死
で
あ
っ
て
、
肉
体
の
生
死
の
弁

に
か
か
わ
る
ご
と
き
は
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
と
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
と
を
混
同
す
る
愚
痴
に
ほ
か
な
ら
ぬ

の
で
あ
る
。

二
一
一
　
　
人
は
、
食
や
性
の
本
能
に
催
さ
れ
、
衝
動
に
駆
ら
れ
る
と
き
、
肉
体
的
存
在
を
露
出
す
る
。

こ
れ
は
、
身
体
の
喪
失
で
あ
り
、
人
格
の
死
で
あ
る
。
ま
た
、
人
は
、
一
切
の
機
能
を
失
っ
て
、
市
街
と

な
る
と
き
、
物
体
的
存
在
を
露
出
す
る
。
こ
れ
は
、
肉
体
の
喪
失
で
あ
り
、
自
然
的
死
で
あ
る
。
死
と
は
、

低
次
面
の
露
出
で
あ
り
、
人
間
存
在
の
次
元
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
人
間
存
在
は
、
上
位
の
次
元
に
あ
っ
て
は
、

存
在
で
あ
る
と
同
時
に
事
行
た
る
自
覚
的
生
命
で
あ
り
、
中
位
の
次
元
に
あ
っ
て
は
、
主
体
的
立
場
を
与

え
ら
れ
て
も
つ
自
然
的
生
命
で
あ
り
、
下
位
の
次
元
に
あ
っ
て
は
、
主
体
的
立
場
を
も
た
ぬ
非
生
命
で
あ

る
。
身
体
か
ら
肉
体
へ
、
肉
体
か
ら
物
体
へ
の
次
元
の
低
下
は
、
人
間
の
本
然
か
ら
の
乖
離
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は
、
元
来
、
厭
わ
し
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
い
わ
ば
、
非
本
来
的
な
汚
塵
を
蒙
る
事
で

あ
る
か
ら
、
も
と
も
と
、
穢
な
き
も
の
で
あ
る
。
古
代
日
本
人
は
、
こ
の
真
理
を
素
朴
に
感
じ
て
、
生
を

め
で
た
き
も
の
と
し
て
愛
し
、
死
を
汚
き
も
の
と
し
て
忌
み
嫌
っ
た
。
穢
れ
を
除
く
禊
祓
（
み
そ
ぎ
ば
ら

い
）
の
行
事
は
、
こ
こ
に
基
い
て
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
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二
一
二
　
　
身
体
か
ら
肉
体
へ
の
次
元
の
低
下
の
系
列
に
お
い
て
肉
体
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
は
人
格
の

死
で
あ
る
が
、
一
方
、
身
体
の
生
は
、
肉
体
の
生
な
く
し
て
は
発
現
す
る
こ
と
な
く
、
肉
体
は
、
身
体
の

不
可
欠
の
地
盤
を
成
す
の
で
あ
る
。
故
に
、
肉
体
を
、
そ
の
も
の
と
し
て
露
出
的
に
考
え
る
こ
と
を
せ
ず
、

身
体
の
契
機
と
し
て
、
ま
た
、
人
格
的
生
命
を
荷
う
基
体
と
し
て
、
身
体
←
肉
体
の
向
上
的
系
列
の
中
に

考
え
る
と
き
、
肉
体
は
、
な
ん
ら
存
在
の
頽
落
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
自
覚
的
生
命
を
荷
う
め
で
た
き

道
具
な
の
で
あ
る
。
肉
体
あ
れ
ば
欲
あ
る
の
は
、
自
然
の
理
で
あ
り
、
し
か
も
、
自
覚
的
生
命
た
る
身
体

は
、
肉
体
に
よ
っ
て
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
肉
体
の
欲
は
、
実
は
、
人
格
的
生
命
の
現
成
に
不
可
欠
の
要

件
で
あ
り
、
人
欲
は
、
人
格
的
立
場
へ
の
転
換
契
機
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
真
理
を

洞
察
す
る
立
場
か
ら
は
、
人
欲
が
か
え
っ
て
積
極
的
な
意
義
を
帯
び
て
、
人
格
的
・
自
覚
的
立
場
の
基
底

と
し
て
重
視
さ
れ
、
進
ん
で
は
、
欲
心
や
利
心
に
お
い
て
も
万
物
を
超
え
る
の
を
、
人
間
の
本
質
と
観
ず

る
立
場
す
ら
も
生
ず
る
の
で
あ
る
。

二
一
三
　
　
総
じ
て
、
霊
魂
と
肉
体
と
を
峻
別
し
、
前
者
を
神
に
属
す
る
も
の
、
後
者
を
悪
魔
に
属
す
る

も
の
な
ど
と
、
二
元
的
に
考
え
る
こ
と
を
せ
ず
、
肉
体
が
人
格
的
生
命
の
座
と
な
る
も
の
を
、
身
体
と
し

て
、
体
を
契
機
に
よ
っ
て
、
あ
く
ま
で
具
体
的
・
一
元
的
に
考
え
る
の
が
、
わ
が
国
人
の
体
験
で
あ
っ
て
、

わ
が
国
に
は
、
肉
体
そ
の
も
の
を
穢
れ
あ
り
罪
あ
る
も
の
と
考
え
る
観
念
は
存
せ
ぬ
の
で
あ
る
。
思
う
に
、

肉
体
の
欲
に
引
か
れ
て
、
身
体
的
立
場
を
喪
失
す
る
そ
の
事
が
、
罪
で
あ
り
、
穢
れ
な
の
で
あ
っ
て
、
罪
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や
穢
れ
は
、
高
き
立
場
の
喪
失
そ
の
も
の
に
、
従
っ
て
、
主
体
な
る
我
の
側
の
事
行
に
存
す
る
も
の
で
あ

り
、
肉
体
の
存
在
の
側
に
存
す
る
も
の
で
は
な
い
。
故
に
、
欲
と
無
欲
と
は
、
行
う
事
の
種
類
に
は
よ
ら

ず
、
実
は
、
い
か
な
る
身
根
に
お
い
て
そ
の
事
を
行
う
か
と
い
う
、
事
行
主
体
の
立
場
に
存
す
る
の
で
あ

る
。
我
の
側
に
存
す
る
責
任
的
立
場
を
、
対
象
的
存
在
の
側
に
転
移
し
て
、
肉
体
を
罪
と
し
穢
れ
と
す
る

の
は
、
実
は
、
虫
の
よ
い
無
責
任
の
立
場
で
あ
り
、
論
理
的
倒
錯
で
あ
る
と
言
い
得
よ
う
。
わ
が
国
人
は
、

古
来
、
全
体
と
し
て
、
か
か
る
倒
錯
に
陥
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
わ
が
国
に
お
い
て
、
肉
体
を
苦
し
め

る
代
償
と
し
て
霊
魂
の
救
済
を
求
む
る
と
い
う
意
味
の
苦
行
が
現
れ
ぬ
の
は
、
そ
の
一
つ
の
証
と
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
霊
魂
と
肉
体
と
は
二
つ
に
分
た
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
霊
魂
も
、
肉
体
を
媒
介
と
し
て

の
み
発
現
し
、
発
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
肉
体
を
身
体
に
転
換
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

二
一
四
　
　
肉
体
の
生
は
自
然
の
所
与
で
あ
る
。
自
然
の
所
与
は
、
こ
れ
を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
受
取
る
の
が
、

ま
さ
し
く
、
理
に
か
な
う
の
で
あ
る
。
人
格
的
立
場
は
、
こ
の
欲
に
随
い
、
ま
た
欲
を
制
し
て
、
所
与
の

欲
に
対
し
て
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
主
体
的
立
場
を
と
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
そ
れ
は
、
欲
を
掃
い
、
情
を
滅

す
る
の
で
は
な
く
、
道
を
も
っ
て
、
欲
を
制
し
、
そ
の
過
不
足
を
調
節
し
て
、
人
倫
の
秩
序
の
中
に
、
正

し
く
発
動
せ
し
め
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
儒
学
に
お
い
て
説
く
礼
儀
又
は
礼
楽
は
、
そ
の
調
節
の
原

理
の
形
式
的
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
人
は
、
肉
体
の
欲
の
発
揮
を
、
礼
を
以
て
す
る
と
き
、

本
然
に
催
さ
れ
衝
動
に
駆
ら
れ
る
被
動
の
立
場
を
脱
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
人
欲
の
調
節
の
原
理
を
、

内
容
的
に
は
、
人
間
の
本
然
な
る
超
箇
性
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
、
も
と
、
箇
を
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超
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
超
箇
の
生
命
の
座
で
あ
る
身
体
は
、
す
で
に
箇
の
私
物
で
は
な
く
て
、

超
箇
の
公
器
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
の
身
体
の
超
箇
性
は
、
人
間
が
す
べ
て
親
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
天
地
の
恩
徳
に
よ
っ
て
生
ま
れ

た
も
の
で
あ
っ
て
、
天
然
自
然
に
自
生
し
た
も
の
で
な
い
と
い
う
面
か
ら
も
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
人
間
が
、

君
臣
、
父
子
等
の
身
分
的
相
対
の
一
項
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
、
こ
の
身
分
的
相
対
を
自
己
の
内
に
含

み
、
そ
の
意
味
で
は
、
箇
の
一
身
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
面
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
。
前
者
は
、
子

の
立
場
又
は
存
在
の
立
場
に
お
け
る
超
箇
で
あ
り
、
後
者
は
、
親
の
立
場
又
は
事
行
の
立
場
に
お
け
る
超

箇
で
あ
る
。
い
づ
れ
に
も
せ
よ
、
身
体
は
お
の
れ
の
私
物
で
は
な
い
か
ら
、
身
体
髪
膚
も
み
だ
り
に
毀
傷

す
べ
き
で
は
な
く
、
ま
た
、
肉
体
の
生
に
直
接
に
根
ざ
す
私
欲
を
擅
（
ほ
し
い
ま
ま
）
に
す
べ
き
で
も
な

い
の
で
あ
る
。

二
一
五
　
　
人
は
、
一
面
に
お
い
て
欲
を
制
す
べ
き
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、
こ
の
二
つ
は
、
同
じ
秩
序
の

中
に
同
列
に
並
ぶ
事
柄
な
の
で
は
な
く
て
、
欲
に
随
う
事
は
、
欲
を
制
し
欲
を
離
れ
る
事
に
よ
っ
て
超
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
超
脱
が
、
捨
離
で
は
な
く
て
内
含
で
あ
る
事
を
重
ん
じ
て
、
欲
に
随
う

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
事
実
上
、
人
格
的
立
場
は
、
私
欲
を
露
出
せ
ず
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
私
に

背
き
、
欲
に
随
う
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
事
実
上
、
人
格
的
立
場
は
、
私
欲
を
露
出
せ
ず
、
そ
の
意
味
に

お
い
て
は
、
私
に
背
き
、
私
欲
を
滅
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
体
験
か
ら
は
、
名
利
は
、
こ
と
さ
ら
に
求
む

べ
き
も
の
で
は
な
く
て
、
た
だ
与
え
ら
れ
て
も
つ
べ
き
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
、
も
と
所
与
で
あ
る
肉
体
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の
生
に
も
と
づ
く
名
利
を
、
そ
の
ま
ま
所
与
と
そ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
と

す
る
自
覚
的
論
理
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
未
来
の
立
場
は
、
私
の
名
利
を

超
え
る
奉
公
に
存
し
、
自
覚
的
人
間
は
、
そ
れ
を
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
と
し
、
名
利
を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
に
委
ね

る
の
で
あ
る
。
か
く
、
人
が
名
利
を
求
ぬ
の
は
、
名
利
を
事
行
的
に
超
え
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ

れ
に
対
応
し
て
、
求
め
ら
れ
ぬ
名
利
も
、
求
め
ぬ
人
を
存
在
的
に
超
え
る
。
そ
の
超
越
的
な
名
利
は
、
か

え
っ
て
、
名
利
を
超
越
す
る
人
と
、
超
越
面
に
お
い
て
、
至
当
に
合
致
し
得
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
人
が

名
利
を
強
い
て
捨
て
る
な
ら
ば
、
そ
の
体
験
は
、
名
利
と
限
り
合
う
相
対
的
体
験
と
な
り
、
絶
対
的
体
験

た
る
自
覚
に
は
達
せ
ぬ
と
な
る
。
人
が
名
利
を
超
え
、
名
利
も
人
を
超
え
、
は
じ
め
て
、
名
利
が
絶
対
的

体
験
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
人
も
名
利
も
、
共
に
、
「
私
」
の
立
場
か
ら
「
公
」
の
立

場
に
高
昇
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
公
の
立
場
の
名
利
は
、
『
葉
隠
』
の
い
わ
ゆ
る
「
奉
公
名
利
」
で
あ
っ

て
、
こ
れ
を
求
む
る
事
は
、
実
は
、
求
む
る
こ
と
と
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

二
一
六
　
　
人
間
の
本
来
の
立
場
は
、
箇
の
一
身
を
も
っ
て
、
超
箇
の
超
越
的
生
命
を
持
載
す
る
事
に
存

す
る
。
人
が
、
こ
の
立
場
に
立
つ
と
き
、
肉
体
は
さ
な
が
ら
に
身
体
に
転
換
し
、
そ
れ
と
共
に
、
肉
体
の

欲
も
、
超
越
的
生
命
を
荷
う
道
器
な
る
身
体
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
私
の
立
場
か
ら
公
の
立
場
に
高
昇

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
地
か
ら
見
ら
れ
る
肉
体
の
欲
も
、
欲
の
対
象
も
、
す
で
に
欲
の
域
を
脱
し
、
面

目
を
改
め
て
、
徳
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
、
二
宮
尊
徳
に
、
食
徳
の
賛
美
の
存
す
る
所
以
で
あ
る
。

「
食
」
の
事
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
は
、
自
覚
的
事
行
に
達
せ
ぬ
低
次
の
生
の
営
み
で
あ
る
が
、
父
母
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の
身
を
養
い
、
わ
が
身
を
養
い
、
子
孫
に
身
を
養
っ
て
、
生
命
の
相
続
と
、
人
倫
の
実
現
と
を
嘉
納
な
ら

し
め
る
も
の
が
、
ま
さ
し
く
食
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
食
は
、
以
て
こ
れ
に
報
い
る
べ
き
あ
り
が
た
き

恩
徳
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
食
を
、
こ
の
積
極
面
に
お
い
て
把
握
し
て
、
た
と
え
ば
、
稲
穀
を
保
食

神
（
う
け
も
ち
の
か
み
）
の
生
み
た
ま
い
、
天
照
大
神
の
、
「
蒼
生
（
あ
お
い
と
ぐ
さ
）
の
食
い
て
生
く

べ
く
も
の
な
り
」
と
の
神
勅
と
共
に
授
け
た
ま
い
し
も
の
と
し
て
伝
承
す
る
わ
が
国
の
体
験
は
、
食
を
罪

と
し
あ
さ
ま
し
き
煩
悩
と
す
る
ご
と
き
体
験
に
比
し
、
事
物
の
本
質
を
、
生
産
の
立
場
か
ら
、
ま
た
公
共

面
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
、
人
間
体
験
の
至
上
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

二
一
七
　
　
同
じ
事
は
、
せ
い
よ
お
く
に
つ
い
て
も
言
い
得
る
の
で
あ
る
。
「
性
」
の
事
は
、
も
と
、
本

能
と
衝
動
と
の
支
配
下
に
立
つ
肉
体
の
生
の
営
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
、
別
に
自
覚
的
事
行

で
は
な
い
が
、
生
命
の
相
続
は
男
女
の
性
愛
な
く
し
て
は
行
わ
れ
ず
、
そ
の
意
味
で
は
、
性
愛
は
、
一
切

の
人
倫
を
成
立
せ
し
む
る
肉
体
的
地
盤
た
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
性
の
欲
に
よ
っ
て
結
び
つ
く
男
女
は
、

同
時
に
、
性
的
立
場
を
超
え
て
、
人
格
的
に
結
合
し
、
一
の
自
覚
的
境
地
を
現
出
す
る
の
で
あ
る
、
か
く

の
ご
と
きk

ん
ち
か
ら
見
ら
れ
る
と
き
、
性
の
欲
は
、
な
ん
ら
煩
悩
で
も
迷
妄
で
も
な
く
、
か
え
っ
て
、

人
倫
を
活
か
す
天
地
の
恩
徳
と
化
す
る
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
神
話
は
、
性
の
体
験
を
こ
の
光
明
面
と
公

共
面
と
か
ら
把
握
し
て
、
男
女
の
交
合
を
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
二
柱
の
神
の
神
儀
と
し
て
、
明
る
く
且

つ
荘
厳
に
説
く
の
で
あ
る
。
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二
一
八
　
　
身
体
は
、
肉
体
を
含
ん
で
、
こ
れ
を
超
え
、
肉
体
は
、
物
体
を
含
ん
で
こ
れ
を
超
え
る
。
物

体
を
超
え
る
も
の
は
、
自
然
的
生
命
で
あ
り
、
肉
体
を
超
え
る
も
の
は
、
人
格
的
生
命
で
あ
る
。
自
然
的

生
命
は
、
主
体
的
立
場
が
被
動
の
動
態
に
お
い
て
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
人
格
的
生
命
は
、
主
体
的
立
場

が
自
主
的
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
、
超
越
は
、
被
動
か
ら
手
動
へ
、
所
為
か
ら
能
為
へ

の
転
換
で
あ
っ
て
、
超
越
の
本
質
は
、
ま
さ
し
く
、
緊
張
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
緊
張

と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
責
任
的
立
場
の
発
現
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
体
を
責
任
的

立
場
に
よ
っ
て
貫
く
も
の
が
、
肉
体
で
あ
り
、
肉
体
を
責
任
的
立
場
を
も
っ
て
貫
く
も
の
が
、
身
体
で
あ

る
。
（
但
し
、
そ
の
責
任
的
立
場
は
、
前
者
に
あ
っ
て
は
、
無
自
覚
的
で
あ
り
、
後
者
に
あ
っ
て
は
、
自

覚
的
で
あ
る
。
）
存
在
を
責
任
的
立
場
に
よ
り
て
貫
く
事
が
、
す
べ
て
「
神
道
」
な
の
で
あ
っ
て
、
現
象

及
び
事
象
の
一
切
は
、
一
事
と
し
て
神
道
に
漏
る
る
こ
と
が
な
い
。
自
然
の
現
象
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
な
る

神
道
で
あ
り
、
人
間
の
事
行
は
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
神
道
で
あ
る
。
前
者
は
、
人
間
に
と
っ
て
超
越
的
な
神
の

道
で
あ
り
、
人
間
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
そ
れ
を
与
え
ら
れ
て
受
取
る
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
こ

の
神
道
に
ミ
ヅ
カ
ラ
随
っ
て
、
ま
た
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
神
道
あ
る
人
間
の
道
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、

超
越
的
立
場
が
人
間
に
内
在
す
る
の
で
あ
る
。
人
が
こ
の
立
場
に
立
つ
と
き
、
人
格
的
事
行
と
し
て
の
日

常
生
活
の
一
切
は
、
す
べ
て
神
道
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
君
の
仁
政
、
臣
の
忠
誠
、
親
の
慈
愛
、
子
の
孝

行
、
兄
弟
の
友
、
夫
婦
の
和
、
朋
友
の
信
な
ど
、
人
間
の
自
覚
的
事
行
は
、
す
べ
て
こ
の
神
道
に
ほ
か
な

ら
ぬ
の
で
あ
る
。
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二
一
九
　
　
神
道
と
は
、
自
覚
的
事
行
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
自
覚
的
事
行
は
、
人
身
に
よ
ら
ず
し
て
は
、

具
体
的
に
発
現
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
か
ら
、
神
道
は
、
自
覚
的
見
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
自

覚
的
事
行
を
荷
う
人
身
は
、
生
れ
た
も
の
と
し
て
は
肉
体
で
あ
る
が
、
神
道
を
荷
う
器
と
な
っ
て
、
身
体

に
転
換
し
、
所
与
の
存
在
で
あ
る
と
共
に
、
能
与
の
事
行
た
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
身
体
の
道
で
あ
る
神
道
は
、
君
臣
、
父
子
な
ど
の
人
倫
の
道
に
現
れ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
実
は
、
飲

食
す
る
に
も
神
道
が
あ
り
、
更
に
は
、
手
を
挙
げ
る
に
も
神
道
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
ひ
と
り
肉
体
面
の

み
な
ら
ず
、
物
体
面
た
る
体
躯
も
、
責
任
的
事
行
に
よ
っ
て
保
た
れ
る
と
き
、
神
道
の
表
現
と
な
る
の
で

あ
る
。
故
に
、
肉
体
を
身
体
に
転
換
す
る
道
徳
的
体
験
の
み
な
ら
ず
、
更
に
は
、
肉
体
の
含
む
低
次
面
な

る
物
体
を
媒
介
と
し
て
神
道
を
顕
現
す
る
体
験
も
、
哲
学
的
思
索
の
中
に
入
り
来
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
生
の

最
高
次
元
に
働
く
自
覚
的
精
神
が
、
生
の
最
低
次
元
た
る
物
体
的
自
己
（
体
躯
）
を
、
責
任
的
立
場
に
お

い
て
包
む
と
き
、
そ
の
精
神
は
、
存
在
の
全
領
域
を
貫
き
、
全
存
在
を
自
覚
の
内
容
と
す
る
も
の
と
な
る

の
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
、
人
格
的
修
養
へ
の
志
を
、
挙
げ
て
持
身
の
道
に
集
約
す
る
行
道
が
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、

我
々
は
、
仏
教
に
お
け
る
座
の
意
義
を
、
こ
の
面
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
儒
教
に
現
れ
る
静
坐
や
、

岡
田
虎
二
郎
氏
の
静
坐
も
、
単
に
心
身
統
一
の
手
段
た
る
ば
か
り
で
な
く
、
身
体
の
論
理
の
実
践
と
し
て
、

そ
れ
自
身
、
自
覚
的
身
行
で
あ
り
、
具
体
的
真
理
な
の
で
あ
る
。
総
じ
て
、
心
を
清
め
る
こ
と
を
、
そ
の

も
の
と
し
て
遊
離
せ
し
め
ず
、
身
を
寄
与m

る
具
体
的
立
場
に
よ
っ
て
支
え
、
心
身
の
一
如
を
、
身
を
基

底
と
し
て
把
握
す
る
の
は
、
勝
れ
て
実
践
的
な
日
本
の
国
風
で
あ
っ
て
、
古
来
の
禊
祓
の
行
事
も
、
実
に
、
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こ
こ
か
ら
発
生
す
る
の
で
あ
る
。

二
二
〇
　
　
体
躯
を
責
任
的
立
場
に
よ
り
貫
く
身
行
と
は
、
具
体
的
に
は
、
身
を
正
し
、
死
生
を
直
く
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
そ
の
論
理
を
簡
単
に
論
述
し
て
み
よ
う
。

　
人
間
は
、
そ
の
低
い
次
元
に
お
い
て
は
、
全
面
的
に
物
体
で
あ
る
。
故
に
、
物
体
の
総
体
で
あ
る
地
球

の
一
部
分
と
し
て
、
絶
え
ず
、
地
球
の
中
心
に
向
か
っ
て
引
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
地
球
が
物
体
的
に
一
の

団
塊
を
成
す
の
で
、
そ
の
一
の
座
な
る
地
心
に
、
各
部
分
を
引
く
力
が
働
く
た
め
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

す
べ
て
生
物
は
、
物
体
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
必
然
的
に
、
こ
の
引
力
の
支
配
を
も
超
え
る
。
た

と
え
ば
、
植
物
は
、
下
に
引
く
力
に
抗
し
て
、
反
対
に
、
上
方
に
伸
び
、
動
物
は
、
引
力
の
支
配
を
否
定

し
て
、
体
を
動
か
し
、
又
は
、
場
所
を
移
動
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
生
命
と
は
、
物
理
学
的
に
は
、
地

球
の
重
力
か
ら
の
超
越
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
が
、
体
躯
の
重
さ
に
耐
え
か
ね

て
、
腰
砕
け
の
姿
勢
と
な
る
の
は
、
こ
の
超
越
的
立
場
を
喪
失
し
、
非
生
命
な
る
物
体
的
自
己
を
露
出
す

る
事
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
生
命
の
論
理
に
反
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
人
間
は
、
何
を

措
い
て
も
、
ま
ず
腰
を
立
て
ね
ば
な
ら
ぬ
。
腰
砕
け
、
腰
折
れ
、
腰
抜
け
の
姿
勢
は
、
も
と
も
と
責
任
的

生
命
な
る
人
間
の
本
質
に
反
す
る
か
ら
、
見
る
目
も
見
苦
し
く
、
ま
た
、
生
命
の
論
理
に
反
す
る
か
ら
、

生
理
的
に
も
不
健
康
で
あ
る
。

二
二
一
　
　
腰
砕
け
の
不
健
康
な
姿
勢
を
取
る
も
の
は
、
人
間
の
み
で
あ
っ
て
、
植
物
や
、
他
の
動
物
に
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は
、
人
間
の
場
合
に
お
け
る
が
ご
と
き
組
成
の
歪
曲
と
い
う
も
の
が
な
い
。
そ
れ
は
、
人
間
の
本
質
が
責

任
的
事
行
で
あ
る
の
で
、
人
間
は
正
善
に
す
ら
も
繋
縛
せ
ら
れ
ず
、
迷
に
陥
り
誤
を
犯
す
可
能
性
を
与
え

ら
れ
て
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
、
迷
い
且
つ
誤
り
得
る
が
故
に
、
よ
く
、
正
善
に
帰
る
自
由
を
も
有

つ
の
で
あ
っ
て
、
人
間
に
と
っ
て
は
、
迷
う
も
、
正
し
き
を
持
す
る
も
、
も
っ
ぱ
ら
、
お
の
れ
の
責
任
に

よ
っ
て
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
重
心
の
安
定
し
た
四
つ
足
の
境
涯
に
は
、
人
間
が
現
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
人
間
は
、
身
を
立
て
、
体
躯
の
重
さ
に
耐
え
か
ね
て
崩
折
れ
る
可
能
性
を
も
っ
て
、
は
じ
め
て

現
出
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
人
間
の
成
立
に
は
、
日
本
の
脚
を
も
っ
て
立
ち
上
が
る
こ
と
が
不
可
欠
の

条
件
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
二
二
　
　
地
球
の
重
力
に
引
か
れ
て
、
腰
が
砕
け
る
の
は
、
自
然
の
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
然

は
、
物
体
の
世
界
に
お
け
る
自
然
、
従
っ
て
、
死
の
自
然
で
あ
っ
て
、
生
命
の
自
然
で
は
な
い
。
生
命
の

自
然
は
緊
張
で
あ
っ
て
、
崩
折
れ
る
体
躯
を
、
物
体
的
自
然
に
抗
し
て
、
垂
直
に
立
て
る
こ
と
に
存
す
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
往
、
地
球
の
重
力
の
働
く
方
向
に
添
っ
て
垂
直
と
な
る
か
ら
、
実
は
、
地
球
の

重
力
の
肯
定
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
、
否
定
に
お
い
て
直
ち
に
肯
定
を
現
ず
る
の
が
、
一

般
に
、
自
覚
的
立
場
で
あ
っ
て
、
そ
の
肯
定
面
か
ら
言
う
と
き
、
自
覚
的
立
場
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
自
然

に
随
順
す
る
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
で
あ
る
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。
二
宮
尊
徳
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
自
然
を

天
道
と
呼
び
、
天
道
を
否
定
す
る
と
共
に
、
そ
の
否
定
を
肯
定
に
よ
っ
て
包
む
人
格
的
事
行
を
、
人
道
と

呼
ん
で
い
る
。
人
道
は
、
天
道
に
随
順
し
天
道
を
賛
成
す
る
と
こ
ろ
の
事
行
を
言
う
の
で
あ
る
。
そ
の
随
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順
・
賛
成
は
、
人
間
の
努
力
に
よ
っ
て
、
意
志
的
事
行
と
し
て
達
成
さ
れ
る
。
そ
れ
は
緊
張
を
本
質
と
す

る
生
命
の
発
現
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

二
二
三
　
　
腰
は
躯
幹
の
基
底
で
あ
る
か
ら
、
躯
幹
全
体
の
重
さ
を
受
け
る
。
そ
れ
で
、
人
は
、
緊
張
を

失
う
と
き
、
そ
の
重
さ
に
耐
え
か
ね
て
、
身
を
沈
め
、
腰
を
折
る
の
で
あ
る
。

　
腰
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
躯
幹
の
重
さ
を
消
す
力
が
腰
に
漲
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
力
が
漲
る

と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
は
、
筋
肉
が
緊
張
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
腰
に
お
け
る
筋
肉
の
大
部
分

は
、
下
腹
で
あ
る
か
ら
、
腰
を
立
て
る
と
き
、
お
の
ず
か
ら
、
下
腹
に
力
が
こ
も
る
の
で
あ
る
。
下
腹
に

力
が
こ
も
る
と
き
、
、
そ
の
力
の
「
一
」
の
座
と
し
て
、
必
然
的
に
、
下
腹
の
一
箇
所
に
力
が
集
約
す
る
。

こ
れ
が
、
古
来
い
う
と
こ
ろ
の
臍
下
丹
田
で
あ
っ
て
、
躯
幹
を
垂
直
に
立
て
る
緊
張
は
、
つ
ま
り
は
、
丹

田
の
ち
か
ら
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
、
丹
田
の
ち
か
ら
が
現
れ
る
と
き
、
人
体
は
、
中
心
を
自
己
の
内
に
も
つ
も
の
と
な
る
。
こ
れ
に

反
し
て
、
腰
砕
け
の
弛
緩
し
た
姿
勢
に
あ
っ
て
は
、
人
は
自
己
の
中
心
を
、
お
の
れ
の
外
な
る
地
心
に
お

い
て
も
つ
か
ら
、
そ
の
中
心
に
引
か
れ
て
、
五
体
散
佚
の
相
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
は
、
人
体
が

ｍ
そ
れ
自
身
完
結
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
人
は
、
箇
に
し
て
善
で
あ
る
と
い
う
箇
体
的
生
命

の
立
場
を
失
う
の
で
あ
る
。
故
に
、
腰
を
立
て
て
丹
田
の
力
を
現
す
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
を
成
立
せ
し

む
る
根
本
条
件
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
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二
二
四
　
　
丹
田
は
、
一
の
完
結
体
を
な
す
人
体
の
「
一
」
の
座
で
あ
る
か
ら
、
丹
田
の
力
が
現
れ
る
に

は
、
全
身
が
統
一
さ
れ
、
近
郊
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
ら
だ
の
あ
ち
こ
ち
に
、
全
体
に
背
く
局
部

的
な
力
が
働
い
て
い
て
は
、
丹
田
の
力
の
現
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
具
体
的
に
説
く
な
ら

ば
、
全
身
の
筋
肉
が
均
斉
を
得
て
、
ど
こ
に
も
、
丹
田
に
集
約
さ
れ
る
筋
を
引
き
吊
る
力
が
な
い
よ
う
に

な
ら
ね
ば
、
全
身
一
如
の
座
な
る
丹
田
の
力
は
現
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
筋
目
を
正
す
こ
と
が
、
正
し
い
姿
勢

の
根
本
で
あ
る
。

　
こ
の
正
し
い
姿
勢
を
端
的
に
得
る
工
夫
と
し
て
は
、
ま
ず
腰
を
立
て
、
躯
幹
を
真
直
に
し
た
上
で
、
肩

に
も
胸
に
も
力
を
入
れ
ず
、
腕
の
つ
け
根
を
前
方
に
巻
き
落
と
し
気
味
に
、
自
然
の
ま
ま
ゆ
っ
た
り
と
、

両
腕
を
垂
れ
て
み
る
が
よ
い
。
そ
の
時
、
お
の
ず
か
ら
、
臀
が
う
し
ろ
に
突
き
出
、
下
腹
が
前
に
張
り
出

て
、
脊
椎
の
自
然
の
湾
曲
が
生
き
、
肩
が
軽
々
と
、
胸
が
虚
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
顎
の
先
が
引
き
つ

け
ら
れ
て
、
首
が
ま
っ
す
ぐ
に
軽
々
と
立
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
姿
勢
は
、
わ
が
国
の
一
切
の
武
道
や
芸
術

の
基
本
的
体
勢
で
あ
っ
て
、
人
体
の
筋
合
の
自
然
を
、
最
も
よ
く
生
か
す
も
の
で
あ
る
。
人
は
終
日
こ
の

筋
合
を
生
か
し
つ
つ
起
居
動
作
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
勿
論
、
動
作
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
は
、
体
躯
が
い
ろ

い
ろ
の
形
を
と
る
の
で
あ
る
が
、
動
作
の
ど
の
切
断
面
に
お
い
て
も
、
全
身
の
筋
合
を
、
そ
の
形
に
お
い

て
は
此
上
落
ち
つ
き
よ
う
が
な
い
と
い
う
風
に
、
釣
り
合
わ
し
む
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
落
ち
つ
き
と
釣
合

と
を
得
る
と
き
、
い
か
な
る
形
に
あ
っ
て
も
、
常
に
、
全
身
一
如
の
座
な
る
丹
田
の
力
が
現
れ
る
の
で
あ

る
。
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二
二
五
　
　
自
覚
的
立
場
が
、
自
然
に
随
順
し
自
然
を
生
か
す
事
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
呼
吸
の
場

合
に
も
現
れ
る
、
最
も
す
な
お
な
自
然
の
呼
吸
は
、
睡
眠
時
の
呼
吸
で
あ
る
。
そ
の
呼
吸
を
検
す
る
に
、

ま
ず
、
息
が
入
っ
て
、
ぼ
ん
や
り
胸
に
充
ち
、
そ
れ
と
共
に
、
上
腹
が
膨
れ
る
。
次
に
、
そ
の
息
が
吐
き

出
さ
れ
て
、
上
腹
も
胸
も
虚
と
な
り
。
全
身
は
一
種
の
虚
脱
状
態
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
下
腹
に

は
な
ん
ら
の
緊
張
が
な
く
、
下
腹
の
筋
肉
は
呼
吸
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
、
下
腹
の
緊
張
は
、

身
を
超
し
て
、
躯
幹
の
重
さ
を
腰
部
に
受
け
る
と
き
、
は
じ
め
て
現
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
身
を
起
し
て
い
る
覚
醒
時
の
呼
吸
は
、
右
の
睡
眠
時
の
呼
吸
を
さ
な
が
ら
に
現
す
も
の
で
な
く
て
は
な

ら
ぬ
。
身
を
起
こ
し
て
い
る
時
は
、
下
腹
の
筋
肉
が
緊
張
し
て
、
躯
幹
を
支
え
る
責
任
的
立
場
に
立
つ
と

い
う
の
が
、
身
体
の
論
理
で
あ
る
か
ら
、
睡
眠
時
と
同
様
の
呼
吸
を
下
腹
の
責
任
に
お
い
て
現
し
出
す
の

が
、
正
し
い
呼
吸
で
あ
る
。
息
が
吐
か
れ
る
際
は
、
上
腹
も
胸
も
虚
に
な
る
の
が
自
然
で
あ
る
が
、
身
を

起
し
て
い
る
以
上
、
体
躯
の
重
さ
を
支
え
る
力
が
働
か
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
呼
吸
と
共
に
全
身
が
虚
脱
状

態
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
虚
脱
状
態
に
な
る
に
は
、
水
平
に
臥
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
、

身
を
起
こ
し
て
い
る
以
上
は
、
呼
気
に
つ
れ
て
上
腹
や
胸
が
虚
に
な
る
の
と
対
応
し
て
、
下
腹
の
筋
肉
が

緊
張
し
、
腰
の
力
、
丹
田
の
力
で
躯
幹
を
支
え
る
の
で
あ
る
。
か
く
丹
田
の
力
を
現
し
つ
つ
行
わ
れ
る
呼

気
は
、
太
く
惜
し
み
な
く
吐
か
れ
て
も
、
長
い
時
間
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
八
分
目
ほ
ど
吐
い
た

と
こ
ろ
で
、
下
腹
の
力
を
ス
ッ
と
抜
く
と
、
息
が
お
の
ず
か
ら
体
躯
に
入
っ
て
、
上
腹
が
膨
れ
る
。
そ
の

状
（
さ
ま
）
は
、
睡
眠
時
に
お
け
る
呼
気
と
全
く
同
様
で
あ
る
。
こ
の
呼
吸
を
図
示
す
れ
ば
、
前
頁
の
図

の
如
く
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
図
中
の
球
は
上
腹
を
表
し
、
左
図
に
お
け
る
球
の
下
の
台
座
は
、
下
腹
を
表
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す
。
左
の
図
は
、
上
腹
の
虚
を
下
腹
の
実
が
荷
い
、
下
腹
の
虚
が
上
腹
の
実
を
現
し
出
す
有
り
様
を
示
す

の
で
あ
る
。
人
が
笑
う
時
の
呼
吸
は
、
お
の
ず
か
ら
、
こ
の
図
の
ご
と
く
で
あ
る
。
上
の
呼
吸
の
理
に
現

れ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
、
人
格
的
事
行
は
、
自
然
に
随
順
し
、
自
然
を
さ
な
が
ら
に
生
か
す
の
で
あ
っ
て
、

人
格
的
立
場
は
自
然
的
立
場
と
完
全
に
重
な
り
合
う
の
で
あ
る
。
主
体
的
な
人
格
事
行
を
対
象
化
し
、
自

然
的
立
場
と
並
置
す
れ
ば
、
事
行
は
、
低
次
の
客
観
的
な
事
象
の
面
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
従
っ

て
、
そ
れ
自
身
一
の
現
象
と
し
て
、
自
然
的
立
場
と
限
り
合
い
、
そ
れ
と
は
異
な
る
現
象
で
あ
る
か
の
ご

と
き
外
貌
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
呼
吸
の
場
合
に
見
る
に
、
丹
田
に
よ
る
人
格
的
呼
吸
は
、
睡
眠

時
の
自
然
呼
吸
そ
の
ま
ま
を
、
呼
吸
主
体
の
責
任
的
立
場
に
お
い
て
現
し
出
す
の
も
の
で
あ
っ
て
、
呼
吸

主
体
の
自
然
呼
吸
を
そ
の
ま
ま
を
、
呼
吸
主
体
の
責
任
的
立
場
に
お
い
て
現
し
出
す
お
の
で
あ
っ
て
、
呼

吸
主
体
の
事
行
そ
の
も
の
に
お
い
て
は
、
事
行
そ
の
も
の
は
対
象
的
に
は
空
で
あ
る
か
ら
、
自
然
呼
吸
と

少
し
も
違
わ
ぬ
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
客
観
視
す
る
と
き
、
も
と
空
な
る
事
行
が
、
事
象
と
し
て
存
在
化

さ
れ
対
象
化
さ
れ
る
か
ら
、
自
然
呼
吸
と
異
な
る
か
の
ご
と
く
、
あ
る
い
は
、
自
然
呼
吸
の
逆
で
あ
る
か

の
ご
と
く
見
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
そ
の
ご
と
く
見
る
の
だ
は
、
自
覚
的
真
理
の
把
握
に
は

至
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

二
二
六
　
　
丹
田
は
、
全
身
の
緊
張
の
結
果
と
し
て
現
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
全
史
に
隅
な
く
気
力
が
行

き
亘
り
、
全
身
の
隅
々
ま
で
緊
張
す
る
と
き
、
各
局
部
は
、
全
体
に
背
く
緊
張
を
露
出
す
る
こ
と
な
く
、

全
身
の
力
は
、
全
体
の
座
な
る
丹
田
に
一
に
集
約
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
手
に
も
、
足
に
も
、
胸
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に
も
、
肩
に
も
、
顔
に
も
、
力
の
凝
る
こ
と
が
な
く
、
全
身
は
、
ゆ
っ
た
り
と
し
て
、
丹
田
の
力
の
み
が

強
く
現
れ
る
の
で
あ
る
。

　
右
は
、
箇
の
身
体
に
お
け
る
持
身
の
論
理
で
あ
る
が
、
同
じ
論
理
は
、
超
箇
の
身
体
な
る
国
家
の
上
に

も
現
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
民
の
箇
々
が
責
任
的
立
場
を
自
覚
し
、
私
に
背
き
、
公
に
向
う
と

き
、
国
の
局
部
に
、
国
家
全
体
に
背
く
「
私
」
の
力
の
凝
滞
す
る
こ
と
が
な
く
、
国
の
力
は
、
唯
一
の
中

心
に
集
約
せ
ら
れ
て
、
強
く
発
現
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
力
が
　
天
皇
の
大
御
稜
威
（
お
お
み
い
つ
）
に

ほ
か
な
ら
ぬ
。
天
皇
は
、
畏
け
れ
ど
も
、
超
箇
の
身
体
な
る
国
家
の
、
い
わ
ば
丹
田
に
ま
し
ま
し
、
万
民

の
無
私
の
マ
コ
ト
の
戴
き
奉
る
超
越
的
御
生
命
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
二
七
　
　
日
本
に
お
い
て
は
、
武
道
・
芸
道
な
ど
、
身
を
以
て
行
ず
る
一
切
の
行
道
に
お
い
て
、
丹
田

を
、
主
体
的
立
場
又
は
超
越
的
立
場
の
座
と
し
て
重
ん
ず
る
。
そ
れ
は
、
天
皇
に
お
い
て
超
箇
の
生
命
体

な
る
国
家
の
具
体
的
中
心
を
仰
ぎ
奉
る
国
体
体
験
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
日
本
に
お

け
る
が
ご
と
き
国
体
の
体
験
を
有
た
ぬ
西
欧
人
は
、
そ
れ
に
対
応
し
て
、
箇
の
身
体
に
お
け
る
主
体
的
中

心
な
る
丹
田
の
自
覚
を
も
有
た
ぬ
の
で
あ
る
。

　
す
べ
て
、
自
己
の
体
の
う
ち
に
、
主
体
的
且
つ
超
越
的
な
中
心
を
具
体
的
に
自
覚
せ
ぬ
と
き
は
、
完
結

せ
る
箇
の
生
命
体
の
意
義
を
失
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
も
し
、
存
在
の
中
心
で
あ
り
本
源
で
あ
る
神

を
、
国
家
を
超
え
る
も
の
と
し
て
、
国
家
の
上
に
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
丹
田
の
力
が

現
れ
ぬ
た
め
に
、
物
体
的
自
己
の
面
を
露
出
し
て
、
下
方
の
地
心
に
向
っ
て
五
体
散
佚
の
相
（
す
が
た
）
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を
呈
す
る
の
と
同
様
の
、
た
だ
し
、
そ
の
方
向
を
逆
に
、
上
方
に
向
っ
て
、
自
己
を
散
佚
せ
し
め
る
体
験

な
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
人
間
の
主
体
的
立
場
の
自
覚
が
欠
け
、
人
間
が
物
の
性
格
に
お
い

て
解
さ
れ
る
。
こ
れ
を
事
実
に
徴
す
る
に
、
果
し
て
、
神
を
国
家
の
上
に
考
え
る
立
場
か
ら
は
、
人
は
造

物
主
の
被
造
物
と
考
え
ら
れ
て
、
人
が
「
物
」
を
超
え
る
「
事
」
で
あ
り
、
ま
た
、
作
ら
れ
た
も
の
で
は

な
く
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
意
義
が
、
滅
却
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
今
上
天

皇
が
、
現
在
に
お
け
る
事
行
の
場
面
に
、
現
人
神
と
し
て
現
じ
た
ま
い
、
現
在
を
遡
る
過
去
の
時
間
に
お

い
え
て
は
、
皇
祖
皇
宗
が
神
に
ま
し
ま
す
の
で
あ
る
。
ま
た
天
地
開
闢
の
神
は
、
す
な
わ
ち
、
肇
国
の
神

で
あ
っ
て
、
神
は
常
に
国
の
中
に
、
ま
た
国
と
共
に
現
れ
た
ま
う
の
で
あ
る
。
か
く
神
を
自
己
の
内
に
自

覚
す
る
日
本
こ
そ
、
真
に
、
箇
に
し
て
全
体
な
る
生
命
体
の
意
義
を
有
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

第
二
章
　
　
人
間

二
二
八
　
　
人
間
は
、
低
い
次
元
に
あ
っ
て
は
、
物
体
で
あ
り
、
中
の
次
元
に
あ
っ
て
は
、
物
体
を
媒
介

と
し
て
所
与
の
生
命
を
現
ず
る
肉
体
で
あ
り
、
上
位
の
次
元
に
あ
っ
て
は
、
肉
体
を
媒
介
と
し
て
能
与
の

人
格
的
生
命
を
現
ず
る
身
体
で
あ
る
。
身
体
の
本
質
は
、
箇
の
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
、
自
他
の

対
立
を
わ
が
内
に
含
み
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
超
箇
の
も
の
た
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
そ
の
原
型
は
、

子
を
産
む
親
の
立
場
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
肉
体
の
生
は
、
生
物
体
の
生
で
あ
っ
て
、
そ
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の
中
に
は
、
植
物
の
生
と
、
動
物
の
生
と
が
含
ま
れ
る
。
そ
の
中
、
動
物
の
生
の
営
み
は
、
食
と
性
と
の

二
つ
の
領
域
に
分
れ
る
の
で
あ
る
。

　
植
物
の
生
―
動
物
の
生
（
食
及
び
性
）
は
、
生
命
の
そ
れ
ぞ
れ
の
次
元
で
あ
る
が
、
相
対
的
時
間
に
お

け
る
人
間
の
生
涯
の
順
序
は
、
お
の
ず
か
ら
、
そ
れ
に
対
応
し
て
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
ま
れ
た
ば
か

り
の
嬰
児
は
、
一
日
の
大
部
分
を
、
植
物
の
よ
う
に
昏
々
と
し
て
睡
る
の
み
で
あ
る
。
次
に
、
幼
少
の
時

代
は
、
主
と
し
て
、
食
に
生
き
甲
斐
を
感
じ
、
「
物
」
を
食
う
こ
と
を
最
大
の
関
心
事
と
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
青
年
期
に
入
る
に
及
び
、
人
は
性
的
感
激
を
生
き
甲
斐
と
し
、
男
女
共
に
、
互
に
、
異
性
の

「
人
」
を
慕
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
物
な
り
人
な
り
を
、
自
己
の
外
に
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
次

に
、
人
の
親
と
な
る
に
及
ん
で
、
他
の
生
命
を
立
て
る
者
の
立
場
に
転
じ
、
求
め
る
事
よ
り
も
、
与
え
る

事
の
方
に
よ
り
大
い
な
る
生
き
甲
斐
を
覚
え
る
に
い
た
る
。
こ
の
親
の
立
場
は
、
お
の
れ
の
過
去
に
、
幼

少
、
青
年
の
時
期
を
含
み
、
こ
れ
ら
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
面
か
ら
考
え
る
と
き
、
親
は
ま
さ

し
く
老
（
お
い
）
で
あ
る
。
人
は
、
生
ま
れ
て
、
ま
ず
植
物
的
生
の
様
相
を
開
展
し
、
次
に
、
動
物
の
食

と
性
と
の
生
活
を
開
展
し
、
次
に
、
親
と
な
り
、
年
老
い
、
つ
い
に
、
命
数
尽
き
て
、
物
体
（
屍
体
）
に

転
換
す
る
の
で
あ
る
。

二
二
九
　
　
但
し
、
異
常
は
、
人
間
の
生
涯
の
時
期
が
、
肉
体
・
身
体
・
物
体
の
本
質
を
開
展
す
る
こ
と

を
言
う
の
で
あ
っ
て
、
植
物
も
、
動
物
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
自
己
の
内
に
、
少
・
壮
・
老
・
死
の
各
段
階
を

も
つ
の
で
あ
る
。
諸
好
物
や
動
物
は
、
人
間
体
験
の
低
い
次
元
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
低
い
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次
元
の
う
ち
に
、
人
間
体
験
に
お
け
る
最
高
か
ら
最
低
ま
で
の
次
元
転
換
を
反
映
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

　
植
物
も
動
物
も
、
所
与
を
本
質
と
す
る
生
で
あ
っ
て
、
前
者
は
、
所
与
の
所
動
の
生
を
、
後
者
は
所
与

の
能
動
の
生
を
開
展
す
る
。
そ
し
て
、
た
と
い
老
い
て
親
と
な
る
に
し
て
も
、
決
し
て
、
所
与
の
生
を
超

越
す
る
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
人
間
は
、
一
往
は
所
与
の
生
命
と
し
て
生
ま
れ
る
が
、
そ
の
本

然
は
能
与
で
あ
っ
て
、
老
を
本
質
と
し
て
、
親
の
立
場
を
本
然
と
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
人
間
は
、
た

と
い
幼
少
の
者
で
も
、
そ
の
本
然
の
立
場
を
予
感
し
、
又
は
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
い

わ
ゆ
る
食
気
（
く
い
け
）
盛
り
の
少
年
少
女
と
い
え
ど
も
、
親
に
対
す
る
親
の
立
場
。
す
な
わ
ち
、
親
を

子
（
思
い
子
）
と
す
る
立
場
に
立
つ
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
か
く
、
子
が
親
に
転
換
す
る
の
が
、
自
覚
で

あ
っ
て
、
法
の
華
（
は
な
）
の
開
く
と
き
、
必
ず
、
子
が
老
い
、
親
が
幼
な
子
と
な
る
の
で
あ
る
。

二
三
〇
　
　
孝
は
、
自
覚
の
原
型
で
あ
る
。
自
覚
と
は
、
第
一
部
に
お
い
て
考
え
た
よ
う
に
、
「
見
る
」

が
「
生
む
」
の
中
に
没
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
実
は
、
「
見
る
」
と
「
生
む
」
と
の
本
質

を
発
揮
す
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
「
見
る
」
は
、
現
実
に
は
、
必
ず
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

お
の
れ
の
存
在
を
与
え
る
「
生
む
」
を
掴
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
子
は
親
を
見
る
こ
と
が
で

き
ぬ
の
で
あ
る
。
見
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
は
、
理
智
の
対
象
と
は
な
ら
ぬ
か
ら
、
親
は
、
我
に
と
っ
て
、

超
合
理
的
又
は
非
合
理
的
の
も
の
で
あ
る
。
自
己
の
親
を
、
何
某
と
呼
ば
れ
る
云
々
の
人
と
知
る
の
は
、

実
は
親
を
知
る
の
で
は
な
く
、
親
を
括
弧
に
入
れ
た
（
親
な
る
）
人
を
知
る
の
で
あ
る
。
親
は
知
の
対
象

た
る
こ
と
を
超
え
て
、
我
に
対
す
る
絶
対
の
超
越
者
た
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
子
が
親
を
、
こ
れ
が
自
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分
の
親
で
あ
る
と
認
知
す
る
そ
の
以
前
に
、
親
は
、
子
に
と
っ
て
、
与
え
ら
れ
て
存
す
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
子
が
、
（
親
な
る
）
人
を
知
る
こ
と
を
媒
介
と
し
て
、
親
を
絶
対
の
も
の
と
し
て
立
て
る
と
き
、

知
を
超
え
る
事
行
が
、
知
を
超
え
る
生
産
を
荷
う
こ
と
と
な
り
、
そ
こ
に
対
等
の
も
の
の
絶
対
的
対
立

（
す
な
わ
ち
、
一
如
）
が
現
れ
て
、
自
覚
が
現
成
す
る
の
で
あ
る
。
親
は
、
子
の
存
在
の
源
で
あ
っ
て
、

子
に
対
す
る
存
在
的
超
越
者
で
あ
る
が
、
孝
は
、
子
が
親
に
対
し
て
事
行
的
超
越
者
と
な
る
体
験
で
あ
る
。

自
覚
と
は
、
か
く
、
事
行
的
超
越
者
が
存
在
的
超
越
者
に
対
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、

我
は
、
「
見
る
」
を
超
え
る
「
為
す
」
で
あ
り
、
汝
も
、
我
の
存
在
を
与
え
る
「
生
す
」
で
あ
っ
て
、
自

他
共
に
、
「
見
る
」
を
超
え
る
の
で
あ
る
。
対
す
る
こ
と
は
「
見
る
」
と
し
て
表
さ
れ
る
が
、
か
く
、
自

覚
に
お
い
て
は
、
「
見
る
」
が
、
同
時
に
、
「
な
す
」
に
よ
っ
て
超
え
ら
れ
、
従
っ
て
、
し
対
す
る
自
他

は
一
如
と
な
る
の
で
あ
る
。

二
三
一
　
　
親
は
子
に
対
す
る
存
在
的
超
越
者
で
あ
る
が
、
一
面
か
ら
考
う
れ
ば
、
子
も
ま
た
、
親
に
対

す
る
存
在
的
超
越
者
で
あ
る
。
子
は
、
、
親
が
生
を
終
る
の
ち
に
も
行
き
続
く
べ
き
、
無
限
の
生
命
を
代

表
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
親
と
い
え
ど
も
、
箇
の
生
命
と
し
て
は
、
こ
の
無
限
の
生
命
の
中
に
生
ま
れ
出

で
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
、
親
は
子
の
生
命
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
子
の
あ
ど
け
な
き

顔
に
見
入
る
親
が
、
あ
た
か
も
吸
い
込
ま
れ
る
ご
と
き
思
を
す
る
の
は
、
実
に
こ
れ
に
由
る
の
で
あ
る
。

幼
な
子
は
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
生
命
は
過
去
に
も
無
限
に
連
な
り
、
人
の
親
と
い
え

ど
も
、
お
の
れ
を
生
み
た
ま
う
わ
が
親
の
生
命
に
抱
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
過
去
は
、
わ
が
事
行
の
領
域
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で
は
な
く
、
我
に
と
り
、
与
え
ら
れ
た
存
在
た
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
我
は
、
こ
れ
を
、
た
だ
そ
の
ま
ま

に
受
取
る
ほ
か
は
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
未
来
の
無
限
は
、
我
が
事
行
的
に
荷
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、

且
つ
、
未
来
を
代
表
し
て
我
に
直
ち
に
接
す
る
も
の
は
、
わ
が
子
で
あ
る
か
ら
、
親
は
わ
が
子
の
養
護
に

身
魂
を
尽
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
事
行
的
超
越
者
が
存
在
的
超
越
者
に
対
す
る
と
い

う
、
自
覚
の
構
造
を
示
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
三
二
　
　
人
は
、
子
を
生
（
や
し
な
）
い
、
ま
た
、
祖
先
の
霊
に
仕
え
る
。
み
ず
か
ら
を
空
し
く
し
て

子
の
た
め
に
図
る
の
は
、
子
を
生
命
の
主
体
と
し
て
立
て
る
の
で
あ
る
。
生
命
の
主
体
と
し
て
立
て
る
の

は
、
子
を
、
生
ま
れ
た
も
の
の
位
に
お
い
て
で
は
な
く
、
生
む
者
の
位
に
お
い
て
立
て
る
の
で
あ
る
。
祖

先
は
、
生
み
の
親
の
系
列
で
あ
る
が
、
子
孫
も
ま
た
生
む
主
体
の
系
列
で
あ
る
。
人
は
、
か
く
、
前
に
も

後
に
も
、
「
生
む
」
を
控
え
、
親
と
親
と
の
間
に
挟
ま
る
の
で
あ
る
。

　
親
と
は
、
子
の
存
在
を
与
え
る
存
在
的
超
越
者
で
あ
る
か
ら
、
人
は
、
前
後
の
存
在
的
超
越
者
に
対
す

る
の
で
あ
る
。
存
在
的
超
越
者
は
、
こ
れ
を
我
の
内
に
内
在
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
従
っ
て
、
我
は
、

こ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
故
に
、
生
ま
れ
ぬ
先
の
先
祖
を
も
、
わ
が
死
後
の
子
孫
の
行
末
を
も
、
人

は
わ
が
肉
眼
を
も
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
ぬ
の
で
あ
る
。
人
は
、
た
と
い
、
わ
が
親
、
わ
が
子
と
、
現
世

に
お
い
て
対
面
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
、
親
や
子
の
主
体
面
は
、
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、

も
っ
ぱ
ら
、
主
体
的
生
産
又
は
事
行
に
含
ま
れ
る
次
正
面
を
の
み
見
る
の
で
あ
る
。
主
体
的
生
命
は
、
こ

れ
を
存
在
的
超
越
者
と
し
て
立
て
、
こ
れ
に
仕
え
る
ほ
か
は
な
い
。
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二
三
三
　
　
人
間
の
自
覚
の
原
型
は
、
生
み
の
親
に
仕
え
る
事
と
、
生
み
の
子
を
立
て
る
事
と
の
一
如
で

あ
る
。
生
み
の
親
に
仕
え
る
の
は
、
反
始
で
あ
り
、
生
み
の
子
を
立
て
る
の
は
、
発
展
で
あ
る
が
、
自
覚

に
お
い
て
は
、
反
始
が
発
展
で
あ
り
、
発
展
が
反
始
で
あ
る
。
自
覚
と
は
、
「
我
が
我
を
見
る
」
で
あ
っ

て
、
我
か
ら
出
て
我
に
返
る
還
帰
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
我
を
、
見
る
主
体
な
る
箇
の
我
と

の
み
解
す
る
と
、
自
覚
は
、
単
に
存
在
を
受
取
る
の
み
の
観
想
に
す
ぎ
ぬ
も
の
に
堕
し
て
し
ま
う
。
人
は

生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
は
じ
め
え
よ
り
箇
を
超
え
、
ま
た
生
む
も
の
で
あ
っ
て
、
の
ち
に
も
箇
を
超

え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
は
、
生
む
も
の
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
我
が
我
を

見
る
」
は
、
我
を
か
く
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
如
実
に
掴
む
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
我
を
生
ま
れ
て
生

む
も
の
と
し
て
如
実
に
掴
む
と
は
、
子
を
生
む
こ
と
に
お
い
て
親
に
対
す
る
孝
を
見
、
発
展
に
お
い
て
反

始
を
見
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、
「
我
が
我
を
見
る
」
を
、
「
我
が
汝
を
生
す
」
と
し
て
実
現

し
、
「
見
る
」
を
「
生
す
」
に
没
せ
し
め
、
箇
の
我
を
、
我
と
汝
と
の
一
如
に
高
め
る
事
で
あ
る
。
そ
の

際
、
お
の
れ
を
、
「
我
が
汝
を
生
す
」
の
「
我
」
と
覚
す
る
と
き
、
親
を
自
覚
し
、
「
汝
」
と
覚
す
る
と

き
、
子
を
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。

二
三
四
　
　
も
し
、
人
が
、
親
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、
ま
た
、
子
を
生
ん
で
わ
が
本
然
を
現
す
超
箇
の
我
を

把
握
せ
ぬ
と
き
は
、
単
に
観
想
的
に
、
我
を
払
拭
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
箇
を
超
脱
せ
ん
と
す
る
体
験
に
堕

す
る
。
そ
の
時
、
か
え
っ
て
箇
が
露
出
し
、
「
見
る
」
が
露
出
し
、
「
死
」
が
露
出
す
る
の
で
あ
る
。
そ
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の
立
場
か
ら
は
、
た
と
い
大
乗
を
説
き
、
博
愛
を
語
る
も
、
畢
竟
す
る
に
、
箇
人
の
生
死
の
解
脱
と
、
箇

人
の
霊
魂
の
救
済
と
を
出
で
ぬ
の
で
あ
る
。
人
の
本
然
は
、
生
ま
れ
て
生
み
、
次
々
と
生
み
つ
づ
け
て
無

限
に
生
き
る
超
箇
の
生
命
で
あ
っ
て
、
本
来
、
箇
々
の
人
の
死
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
覚
的
立

場
は
、
人
を
そ
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
把
握
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
故
に
、
「
生
者
必
滅
」
は

自
覚
的
真
理
で
は
な
い
。
わ
が
神
道
は
、
「
子
孫
（
う
み
の
こ
）
を
蕃
息
（
う
み
ふ
や
）
し
生
育
（
お
お

し
そ
だ
）
て
」
る
「
生
育
不
止
」
の
面
に
お
い
て
人
間
を
捉
え
て
、
人
を
、
「
天
益
人
（
あ
ま
の
ま
す
ひ

と
）
」
又
は
「
青
人
草
（
あ
お
ひ
と
ぐ
さ
）
」
と
見
る
の
で
あ
る
。
「
人
草
、
一
日
（
ひ
と
ひ
）
に
千
頭

（
ち
が
し
ら
）
く
び
り
殺
さ
な
」
と
い
う
の
に
対
し
、
「
一
日
に
千
五
百
産
屋
（
ち
い
ほ
う
ぶ
や
）
を
立

て
て
む
」
と
い
う
の
が
、
わ
が
国
の
神
道
的
体
験
で
あ
る
。

二
三
五
　
　
人
間
の
道
は
、
す
な
わ
ち
、
天
地
の
道
で
あ
り
、
世
界
の
原
理
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、

天
地
・
世
界
の
現
象
・
事
象
は
、
人
間
の
事
行
の
低
次
の
反
映
た
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
。
さ
て
、

人
間
の
道
が
生
産
的
事
行
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
世
界
の
原
理
も
、
生
成
又
は
生
育
で
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
は
、
世
界
の
根
源
に
、
一
般
に
、
生
き
ん
と
す
る
盲
目
の
意
志
を
見
、
ニ
ー

チ
ェ
は
、
そ
れ
を
具
体
的
に
一
歩
進
め
て
、
他
を
滅
し
他
を
征
服
し
て
み
ず
か
ら
を
生
か
さ
ん
と
す
る
権

力
へ
の
意
志
と
見
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
未
だ
、
自
覚
手
的
真
理
に
達
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

世
界
の
根
源
は
、
実
に
、
生
ま
ん
と
す
る
意
志
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
単
に
生
き
ん
と
す
る
自
動
的

な
力
た
る
こ
と
を
も
超
え
て
、
お
の
れ
に
外
な
ら
ぬ
も
の
を
わ
が
外
に
立
て
ん
と
す
る
、
他
動
・
再
帰
動
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且
つ
自
動
の
力
た
る
の
で
あ
る
。
世
界
の
原
理
と
し
て
の
「
生
々
」
の
力
は
、
人
間
の
自
覚
的
事
行
が
、

存
在
の
世
界
に
映
じ
て
、
そ
こ
に
普
遍
的
に
働
く
力
と
し
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
か
く
他

を
生
む
親
た
る
事
を
本
然
と
す
る
人
間
も
、
一
面
、
親
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
天
地
の
中
に
、
生
ま
れ
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
天
地
に
働
く
生
々
の
力
は
、
箇
々
の
人
間
に
と
り
、
超
越
的
な
力
と
し
て
現
ず
る
の
で

あ
る
。
故
に
、
天
地
の
生
々
の
ち
か
ら
は
、
自
覚
的
事
行
者
の
出
世
と
不
出
世
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
常
に

存
在
し
て
、
世
界
に
働
く
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
道
は
、
「
天
地
生
養
の
徳
を
体
し
」
、
天
地
の
生
成
の

功
を
賛
す
る
も
の
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
天
地
の
道
た
る
「
生
々
の
徳
」
を
、
産

霊
（
む
す
び
）
と
し
て
把
握
し
、
皇
祖
に
ま
し
ま
す
大
神
の
御
垂
訓
と
し
て
相
続
し
、
わ
が
「
生
国
（
い

く
く
に
）
の
足
国
（
た
る
く
に
）
と
理
（
お
さ
）
め
固
め
成
す
」
天
下
の
大
道
と
し
て
実
現
す
る
も
の
こ

そ
、
わ
が
「
天
つ
神
な
が
ら
な
る
」
道
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

二
三
六
　
　
天
地
の
道
又
は
世
界
の
原
理
は
、
実
に
、
「
生
む
」
で
あ
る
。
「
生
む
」
は
、
生
を
与
え
る

こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
、
質
料
を
も
共
に
与
え
る
の
で
あ
る
。
質
料
を
も
共
に
与
え
る
と
い
う
の
は
、

「
見
る
」
が
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
「
生
む
」
に
没
し
た
ま
ま
、
「
生
む
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
生
産

は
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
事
行
で
は
な
く
、
自
然
現
象
と
し
て
現
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
ミ
ヅ
カ

ラ
の
立
場
に
は
、
対
象
を
見
る
と
い
う
事
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
ぬ
か
ら
。
こ
の
見
る
立
場
を
含

ん
で
、
し
か
も
「
生
む
」
を
行
ず
る
の
が
、
自
然
的
事
象
に
対
す
る
人
格
的
事
行
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、

対
象
的
な
も
の
を
受
取
り
、
そ
れ
に
生
命
を
賦
与
し
て
、
こ
れ
を
改
め
て
わ
が
外
に
立
て
、
こ
れ
に
対
す
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る
（
す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
見
る
）
の
で
あ
る
。
故
に
そ
こ
に
は
、
お
の
ず
か
ら
、
二
重
の
「
見
る
」
が
含

ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
の
「
見
る
」
は
、
受
取
る
意
味
の
「
見
る
」
で
あ
り
、
後
の
「
見
る
」
は
、
与

え
る
意
味
の
「
見
る
」
で
あ
る
。
ま
た
、
前
の
「
見
る
」
は
、
自
然
的
な
「
見
る
」
で
あ
り
、
後
の
「
見

る
」
は
、
人
格
的
な
「
見
る
」
で
あ
る
。
ま
た
、
前
の
「
見
る
」
は
肉
体
の
働
き
と
し
て
の
「
見
る
」
で

あ
り
、
の
ち
の
「
見
る
」
は
、
身
体
の
働
き
と
し
て
の
「
見
る
」
で
あ
る
。
か
く
、
所
与
の
「
見
る
」
を

能
与
の
「
見
る
」
に
高
め
る
も
の
が
、
事
行
で
あ
っ
て
、
こ
の
能
与
の
「
見
る
」
は
、
一
面
、
生
産
の
意

義
を
有
す
る
か
ら
、
人
格
的
事
行
と
は
、
生
産
的
事
行
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、

ま
さ
し
く
、
「
生
か
す
」
を
実
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
「
生
か
す
」
は
、
時
間
的
に
実
現
せ
ら
れ
て
、
「
生
（
や
し
な
）
う
」
と
な
る
。
「
生
う
」
は
、
生
き

る
主
体
に
生
命
の
持
続
及
び
発
展
を
与
え
る
事
行
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
親
が
子
を
生
む
の
は
、
自
然
的

現
象
で
あ
る
が
、
生
み
の
子
を
受
取
り
、
そ
の
生
を
維
持
し
、
こ
れ
を
発
展
せ
し
め
る
親
の
配
慮
は
、
人

格
的
事
行
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
切
の
人
格
的
事
行
は
、
こ
の
親
の
配
慮
を
原
型
と
す
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
人
格
的
事
行
と
は
、
親
ご
こ
ろ
の
発
揮
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
三
七
　
　
世
界
の
根
源
は
、
生
み
且
つ
生
う
意
志
で
あ
る
。
こ
の
見
地
か
ら
は
、
表
面
上
、
殺
す
と
見

ら
れ
る
も
の
も
、
実
は
、
生
か
す
又
は
生
う
と
な
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
食
」
は
、
汝
の
生
命
の

否
定
で
あ
っ
て
、
わ
が
外
に
見
ら
れ
る
対
者
は
、
我
に
よ
っ
て
食
わ
れ
、
そ
の
も
の
と
し
て
の
存
在
を
失

う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
他
面
、
他
を
食
う
我
を
生
か
し
、
わ
が
生
を
生
う
事
を
伴
な
う
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
他
を
食
う
我
は
、
汝
に
対
す
る
超
越
者
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
お
け
る
殺
は
、
生
に
よ
っ
て
超

え
ら
れ
、
全
体
と
し
て
、
生
に
帰
す
る
。
故
に
、
弱
肉
強
食
は
、
天
の
理
に
か
な
い
、
真
理
の
顕
現
た
る

も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
強
」
の
真
義
は
、
緊
張
で
あ
り
、
緊
張
の
極
は
、
自
覚
的
事
行
に
ほ
か
な

ら
ぬ
か
ら
、
自
覚
的
事
行
者
た
る
人
間
が
他
を
殺
し
て
食
う
の
は
、
な
ん
ら
錯
誤
で
も
罪
で
も
な
い
。
人

間
が
、
そ
の
生
を
生
う
た
め
に
他
を
食
と
す
る
の
は
、
天
地
の
根
源
た
る
生
々
の
徳
の
実
現
に
ほ
か
な
ら

ぬ
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
食
の
事
そ
れ
自
身
は
、
別
に
自
覚
的
事
行
で
は
な
い
。
そ
の
故
は
、
食
わ
れ
る
汝
は

そ
の
も
の
と
し
て
の
存
在
を
消
し
、
我
に
よ
っ
て
見
ら
れ
ぬ
も
の
と
な
る
の
で
、
食
に
お
い
て
は
、
我
を

見
る
と
い
う
事
が
、
汝
を
見
ぬ
と
い
う
事
と
相
対
を
成
し
、
従
っ
て
、
相
対
的
体
験
を
超
え
ぬ
か
ら
で
あ

る
。
相
対
的
体
験
は
、
絶
対
的
体
験
に
よ
っ
て
超
え
ら
れ
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
す
な
わ

ち
、
他
を
食
う
我
が
、
自
覚
的
な
生
産
的
事
行
の
主
体
と
し
て
の
自
己
を
現
成
す
る
と
き
、
他
を
食
う
と

い
う
こ
と
が
、
人
格
的
に
生
き
る
の
で
あ
る
。
食
は
、
そ
れ
の
み
で
は
、
他
を
殺
し
て
我
を
生
か
す
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
位
格
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
超
越
的
な
汝
を
存
在
的
に
生
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
を
事

行
的
に
生
か
す
と
い
う
、
「
生
か
す
」
の
予
感
た
る
に
す
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。

二
三
八
　
　
食
の
上
位
に
、
性
愛
の
体
験
が
考
え
ら
れ
る
。
性
愛
は
、
我
の
生
が
汝
の
死
で
あ
る
と
い
う

食
の
体
験
を
超
え
て
、
我
を
も
汝
を
も
生
か
し
、
共
に
生
の
悦
び
を
享
受
す
る
と
こ
ろ
の
体
験
で
あ
る
。

性
愛
の
当
事
者
の
い
ず
れ
も
、
性
交
に
よ
っ
て
消
え
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
く
、
依
然
と
し
て
、
男
は
女
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を
、
女
は
男
を
汝
と
し
て
見
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
性
愛
は
、
本
能
に
催
さ
れ
る
被
動
の
体
験

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
で
は
、
い
ま
だ
自
覚
的
事
行
で
は
な
く
、
自
覚
的
事
行
た
る
「
生
む
」
を
予
感
す

る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
男
性
と
女
性
と
は
、
子
を
産
む
親
の
立
場
に
お
い
て
性
愛
を
行

ず
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
、
そ
の
無
意
識
の
予
感
に
お
い
て
、
性
的
に
結
合
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
性

愛
に
よ
っ
て
成
る
超
越
者
は
、
性
愛
の
当
事
者
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、
両
者
の
ほ
か
の
第
三
者
な
る
子
で

あ
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
超
越
が
事
行
的
超
過
で
な
い
た
め
に
、
性
愛
の
当
事
者
を
絶
対
的
超

越
で
な
い
た
め
に
、
性
愛
の
当
事
者
を
絶
対
的
に
超
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
単
に
相
対
的
に
、
従
っ
て
存

在
的
に
超
え
る
の
み
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
存
在
的
超
越
は
、
空
間
的
及
び
時
間
的
の
両
面
に
お
い

て
実
現
さ
れ
、
子
は
、
空
間
的
に
親
を
超
え
て
、
第
三
の
箇
体
と
し
て
立
つ
と
共
に
、
時
間
的
に
も
親
を

超
え
て
、
そ
の
死
後
に
生
き
続
け
る
の
で
あ
る
。

　
食
は
、
我
な
ら
ぬ
他
の
「
物
」
を
求
、
性
愛
は
、
我
な
ら
ぬ
他
の
「
人
」
（
異
性
）
を
求
め
る
。
い
ず

れ
も
、
我
の
外
に
他
を
見
る
相
対
的
体
験
で
あ
る
か
ら
、
食
が
そ
れ
を
超
え
る
人
格
的
立
場
に
よ
っ
て
生

か
さ
れ
る
と
同
じ
く
、
性
愛
も
、
そ
れ
を
超
え
る
人
格
的
立
場
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
性

愛
を
超
え
性
愛
を
生
か
す
人
格
的
立
場
と
は
、
第
一
に
、
性
愛
の
当
事
者
が
、
性
的
関
係
に
お
い
て
結
合

す
る
と
共
に
、
そ
れ
を
超
え
る
人
格
的
立
場
に
お
い
て
も
結
合
し
て
、
人
格
対
人
格
の
対
面
を
な
す
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
人
倫
に
お
け
る
夫
婦
を
成
す
事
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
男
性
と
女
性
と
が
、

夫
婦
の
対
面
を
す
る
と
き
、
男
女
の
身
体
の
結
合
に
よ
っ
て
超
え
ら
れ
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
、
自
然

的
・
被
動
的
立
場
を
露
出
せ
ぬ
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
に
、
子
に
対
す
る
父
及
び
母
を
自
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覚
し
て
、
性
的
立
場
を
超
え
る
こ
と
で
あ
る
。
子
に
対
す
る
父
は
、
子
の
親
と
し
て
、
母
を
そ
の
裏
に
荷

い
、
子
に
対
す
る
母
は
、
子
の
親
と
し
て
、
父
を
そ
の
裏
に
荷
う
。
父
は
男
女
の
一
如
が
男
親
の
格
相
に

お
い
て
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
母
は
男
女
の
一
如
が
女
親
の
格
相
に
お
い
て
現
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
い

ず
れ
も
男
女
の
相
対
を
超
え
、
絶
対
的
存
在
た
る
も
の
で
あ
る
。
絶
対
的
存
在
な
る
が
故
に
、
よ
く
男
女

の
相
対
を
超
え
る
超
越
的
な
子
に
対
し
得
る
の
で
あ
る
。

二
三
九
　
　
自
覚
と
は
、
「
生
む
」
と
「
生
う
」
と
が
ミ
ヅ
カ
ラ
の
事
行
と
し
て
（
す
な
わ
ち
、
「
見

る
」
に
貫
か
れ
て
）
一
致
す
る
立
場
で
あ
る
。
「
生
む
」
を
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
と
す
る
と
は
、
他
に
物
や

人
を
求
め
る
こ
と
を
せ
ず
、
逆
に
、
我
に
外
な
ら
ぬ
物
や
人
を
、
わ
が
外
に
与
え
る
こ
と
を
い
う
。
そ
し

て
、
か
く
与
え
る
こ
と
を
空
間
的
に
だ
け
で
な
く
、
時
間
的
に
も
な
す
事
を
、
「
生
う
」
と
い
う
の
で
あ

る
。
親
が
子
を
生
み
、
そ
れ
を
生
う
こ
と
を
原
理
と
し
て
、
そ
れ
を
あ
ま
ね
く
、
人
を
立
て
る
事
に
実
現

す
る
と
こ
ろ
に
、
勝
義
に
お
け
る
「
人
間
」
が
現
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
超
越
的
生
命
た
る
汝
を

立
て
、
お
の
れ
は
、
そ
の
超
越
的
存
在
を
持
載
す
る
超
越
的
事
行
と
な
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
際
、

自
己
は
み
ず
か
ら
を
、
存
在
を
超
え
る
も
の
、
そ
の
意
味
で
は
対
象
的
に
は
空
無
の
も
の
と
な
る
ほ
か
は

な
い
。
そ
れ
を
「
我
む
な
し
く
す
る
」
と
も
、
無
私
と
も
、
滅
私
と
も
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

無
私
の
事
行
に
よ
っ
て
さ
れ
る
汝
は
、
公
共
的
生
命
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、
君
国
で
あ
り
、

一
般
的
に
は
、
単
に
超
箇
の
存
在
面
か
ら
漠
然
と
考
え
ら
れ
る
世
間
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
世
間
を
背
後

に
置
い
て
考
え
ら
れ
る
世
の
「
人
」
が
で
あ
る
。
世
の
人
は
、
超
越
的
生
命
を
「
彼
」
の
性
格
に
お
い
て
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考
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
人
」
が
、
現
実
の
わ
が
事
行
に
お
け
る
対
者
（
す
な
わ
ち
、
汝
）
と
し

て
現
ず
る
と
き
、
一
々
、
我
に
対
す
る
身
分
的
相
対
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
く
事
行
的
に

「
汝
」
と
し
て
立
つ
人
の
具
体
的
全
体
が
、
君
国
な
の
で
あ
る
。

　
人
は
、
我
を
立
て
る
こ
と
を
ミ
ヅ
カ
ラ
と
す
る
間
は
、
求
め
る
立
場
を
脱
せ
ず
、
他
を
自
己
の
内
に
内

在
せ
し
め
る
ほ
か
は
な
い
か
ら
、
箇
の
立
場
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
超
箇
を
本
然
と
す

る
「
人
間
」
た
る
こ
と
が
で
き
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
人
が
、
汝
を
立
て
る
こ
と
を
ミ
ヅ
カ
ラ

の
立
場
と
す
る
と
き
、
か
く
す
る
の
も
、
自
己
の
生
命
の
発
揮
で
あ
る
か
ら
、
他
を
ミ
ヅ
カ
ラ
立
て
る
と

共
に
、
自
己
も
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
立
ち
、
超
箇
の
「
人
間
」
が
現
成
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
他
人
の
為
め
に

心
を
く
だ
く
の
が
、
自
己
を
人
格
と
し
て
立
て
る
唯
一
の
道
で
あ
り
、
他
の
た
め
を
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
と

し
、
自
己
を
立
て
る
の
を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
格
相
に
お
い
て
す
る
の
が
、
ま
さ
し
く
、
自
覚
の
論
理
を
実
現

す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

二
四
〇
　
　
自
覚
と
は
、
み
ず
か
ら
を
空
し
く
し
て
汝
を
立
て
る
生
産
的
事
行
で
あ
る
。
そ
の
際
立
て
ら

れ
る
汝
に
は
、
我
の
三
つ
の
次
元
に
対
応
し
て
、1

.
物
格
、2

.

物
格
に
し
て
且
つ
超
越
的
生
命
な
る

「
人
」
、3
.

超
越
的
生
命
の
三
つ
が
見
ら
れ
る
。
第
一
の
、
物
格
の
汝
を
立
て
る
生
産
的
事
行
は
、
「
表

現
」
と
呼
ば
れ
る
。
第
二
の
、
物
格
に
し
て
且
つ
超
越
的
生
命
な
る
汝
を
立
て
る
生
産
的
事
行
は
、
お
の

れ
を
、
君
に
対
す
る
臣
、
父
に
対
す
る
子
な
ど
の
、
身
分
的
相
対
者
と
し
て
示
現
す
る
事
行
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は
「
応
現
」
と
呼
ば
れ
る
。
第
三
の
、
超
越
的
生
命
を
立
て
る
生
産
的
事
行
は
、
「
奉
仕
」
と
呼
ば
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れ
る
。
超
越
的
生
命
は
、
そ
の
基
底
を
成
す
物
格
を
仮
に
視
野
の
外
に
置
く
と
き
、
神
と
か
仏
と
か
の
名

に
よ
っ
て
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

　
人
間
は
、
高
い
次
元
に
あ
っ
て
は
、
神
仏
の
生
命
で
あ
り
、
低
い
次
元
に
あ
っ
て
は
、
物
格
で
あ
っ
て
、

神
仏
と
い
え
ど
も
、
人
間
を
離
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
物
格
と
い
え
ど
も
、
人
生
の
内
に
あ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
表
現
と
い
い
奉
仕
と
い
う
も
、
畢
竟
、
人
を
立
て
る
応
現
の
ほ
か
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
応
現
は
、
わ
が
全
身
を
挙
げ
て
身
分
的
自
己
と
し
て
表
現
す
る
事
行
で
あ
り
、
奉
仕
は
、
人
間
の

本
然
な
る
超
越
的
生
命
を
、
神
仏
と
し
て
立
て
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
応
現
に
も
、
奉
仕
に
も
、
表
現
の

意
味
が
こ
も
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
表
現
は
、
知
の
対
象
と
し
て
は
我
に
内
在
す
る
と
こ
ろ
の
物
格
に
、

主
体
的
生
命
を
賦
与
し
て
、
こ
れ
を
わ
が
外
に
立
て
、
か
く
す
る
事
に
よ
っ
て
我
を
超
越
せ
し
め
る
事
行

で
あ
り
、
応
現
は
、
汝
を
主
体
的
生
命
と
し
て
立
て
、
従
っ
て
、
こ
れ
を
、
超
越
的
生
命
と
し
て
、
わ
が

外
に
見
る
事
行
で
あ
る
か
ら
、
表
現
と
い
い
、
応
現
と
い
う
も
、
そ
の
本
質
は
奉
仕
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
仏
師
が
、
そ
の
作
品
に
、
一
刀
三
礼
の
礼
を
施
し
、
刀
匠
が
、
仕
事
場
を
注
連
縄

で
浄
め
る
の
は
、
制
作
の
業
が
奉
仕
に
ほ
か
な
ら
ぬ
事
を
感
得
す
る
が
故
で
あ
る
。
ま
た
、
人
と
人
と
が

敬
に
よ
っ
て
立
ち
、
互
に
礼
を
な
す
の
は
、
応
現
が
奉
仕
に
ほ
か
な
ら
ぬ
事
を
把
握
す
る
が
た
め
で
あ
る
。

　
次
に
、
表
現
、
応
現
、
奉
仕
の
三
つ
の
生
産
的
事
行
を
、
順
を
追
う
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

第
一
　
　
表
現
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二
四
一
　
　
表
現
に
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
な
る
も
の
と
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
に
お
け
る
も
の
と
の
二
が
考
え

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
人
間
の
身
体
が
、
生
命
の
基
本
的
意
欲
を
表
現
し
て
い
る
と
か
、
眼
が
視
力
の
働

き
を
表
現
し
て
い
る
と
か
い
う
と
き
、
そ
の
表
現
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
な
ら
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
あ

る
も
の
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
表
現
で
あ
る
と
解
釈
せ
ら
れ
て
表
現
の
意
味
を
得
る
も

の
で
あ
る
。
何
も
の
か
を
「
表
現
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
他
動
の
語
義
に
ふ
さ
わ
し
く
、
主
体
的

な
事
行
と
し
て
、
そ
の
本
来
の
意
味
に
お
い
て
解
せ
ら
れ
る
と
き
、
表
現
は
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
に
お
け

る
作
用
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
か
く
考
え
ら
れ
ば
、
動
物
に
は
ミ
ヅ
カ
ラ
の
の
立
場
と
い
う
も
の
が
な
い

か
ら
、
表
現
は
特
に
人
間
的
な
生
命
活
動
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
ひ
と
し
く
表
現
と
い
う
言
葉
が
用
い

ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
は
、
㈠
表
現
と
し
て
在
る
も
の
（
存
在
）
と
、
㈡
表
現
す
る
働
き
（
事
行
）

と
の
二
つ
が
あ
り
、
㈠
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
「
生
き
る
」
意
欲
を
あ
ら
わ
し
、
㈡
は
、
ミ
ヅ
カ
ラ
「
生
む
」

事
行
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
こ
の
後
の
方
の
表
現
、
普
通
に
、
形
成
作
用
と
解
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
㈡

に
よ
っ
て
表
現
せ
ら
れ
た
も
の
（
た
と
え
ば
、
芸
術
作
品
、
道
具
）
な
ど
に
も
、
表
現
と
い
う
語
が
用
い

ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
表
現
と
し
て
考
察
す
る
と
き
、
常
に
、
表
現
す
る
生
命
活
動
の
問
題
に
含
め
ら
れ

て
、
そ
れ
と
の
連
関
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
か
ら
、
別
途
に
一
の
問
題
を
構
成
す
る
こ
と
は
な
く
、
常
に
、

㈡
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
表
現
を
、
上
述
の
ご
と
く
、
人
間
の
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
に
お
け
る
形
成
作
用
と
解
す
る
と
き
、
人
間

の
自
覚
的
事
行
は
、
す
べ
て
人
格
的
生
命
の
表
現
の
意
味
を
得
き
た
る
の
で
あ
る
。

212



二
四
二
　
　
こ
の
意
味
の
表
現
は
、
こ
れ
を
、
表
現
さ
れ
る
対
象
の
三
つ
の
格
相
に
応
じ
て
、
三
つ
に
分

つ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
は
、
表
現
す
る
主
体
に
対
す
る
客
体
た
る
対
象
を
定
立
す
る
形
成
作

用
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
普
通
に
、
芸
術
と
呼
ば
れ
る
。
第
二
は
、
客
体
で
あ
る
と
共
に
主
体
的
生
命
た
る

対
者
を
定
立
す
る
働
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
道
徳
と
呼
ば
れ
る
。
道
徳
は
、
君
に
対
す
る
臣
、
臣
に
対
す

る
君
、
父
に
対
す
る
子
、
子
に
対
す
る
父
な
ど
の
、
身
分
的
相
対
に
お
い
て
成
立
し
、
汝
に
対
す
る
我
が
、

事
行
主
体
と
し
て
責
任
的
立
場
に
立
つ
体
験
で
あ
る
か
ら
、
対
象
を
わ
が
表
現
と
す
る
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
、
も
と
我
と
汝
と
の
関
係
を
わ
が
内
に
含
み
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
箇
の
我
を
超
え
る
と
こ
ろ

の
超
箇
の
我
が
、
箇
の
我
を
わ
が
表
現
と
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
、
超
箇
の
我
が
、

人
時
に
対
す
る
箇
の
我
を
形
成
す
る
表
現
の
仕
方
は
、
一
層
適
切
に
「
応
現
」
と
呼
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
汝
に
対
す
る
我
を
現
し
堕
す
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
我
を
現
す
と
い
う
他
動
・
再
帰
動
は
、

つ
ま
り
は
自
動
に
帰
す
る
か
ら
、
自
己
を
表
現
す
る
と
い
う
他
動
・
再
帰
動
は
、
汝
に
応
じ
て
現
れ
る
と

い
う
自
動
に
転
換
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
共
に
、
我
は
汝
を
わ
が
生
命
を
以
て
貫
き
、

汝
は
一
面
に
お
い
て
我
の
表
現
と
さ
れ
る
か
ら
、
道
徳
も
、
広
義
に
お
い
て
は
表
現
作
用
と
し
て
解
せ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
第
三
は
、
対
者
な
る
汝
を
、
客
体
と
し
て
の
面
を
露
出
せ
ず
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
主
体
と

し
て
定
立
す
る
形
式
作
用
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
超
越
的
な
生
命
を
立
て
る
宗
教
で
あ
る
。
そ
の
主
体
的

な
超
越
的
生
命
は
、
あ
る
い
は
造
物
主
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
造
花
の
神
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
あ
く
ま

で
超
越
面
又
は
主
体
面
に
お
い
て
思
念
さ
れ
る
生
命
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
的
体
験
の
当
事
者
か
ら
は
、
わ

が
形
成
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
も
の
（
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
我
に
対
す
る
客
体
）
と
し
て
は
考
え
ら
れ
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ず
、
こ
の
超
越
的
生
命
と
我
と
を
対
置
す
る
際
は
、
逆
に
、
か
か
る
超
越
的
生
命
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を

与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
覚
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
を
超
越
的
な
生
命
の
子
で
あ
り
、
又
は

表
現
た
る
も
の
と
し
て
覚
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
、
宗
教
に
お
い
て
は
、
超
越
的
生
命
を
表
現
す
る
我
の

事
行
が
、
意
識
に
お
け
る
存
在
と
し
て
自
己
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
超
越
的
生
命
を

立
て
る
我
の
事
行
そ
の
も
の
に
は
、
あ
く
ま
で
、
表
現
の
意
味
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

二
四
三
　
　
以
上
の
芸
術
・
道
徳
・
宗
教
の
三
つ
の
ほ
か
に
、
哲
学
も
ま
た
表
現
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

し
か
も
、
芸
術
的
表
現
と
並
ん
で
、
最
も
本
来
的
な
表
現
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
芸
術
と
哲
学

と
の
相
違
は
、
前
者
が
、
感
覚
を
通
じ
て
認
知
さ
れ
る
対
象
を
外
に
立
て
る
の
に
対
し
、
後
者
が
、
思
惟

を
通
じ
て
掴
ま
れ
る
真
理
の
意
味
の
対
象
を
立
て
る
こ
と
に
存
す
る
。
対
象
と
い
っ
て
も
、
こ
の
場
合
は

具
象
的
対
象
で
は
な
く
て
、
意
味
対
象
で
あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
言
語
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
芸

術
的
表
現
に
お
い
て
、
言
語
を
媒
介
と
す
る
も
の
は
、
広
く
文
学
と
呼
ば
れ
る
が
、
哲
学
は
、
表
現
形
式

と
し
て
、
文
学
に
最
も
親
近
し
、
も
の
に
よ
っ
て
は
、
文
学
作
品
で
あ
る
か
の
限
界
が
さ
だ
か
な
ら
ぬ
場

合
す
ら
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
プ
ラ
ト
ー
ン
の
数
々
の
対
話
集
、
シ
ェ
リ
ン
グ
や
ニ
ー
チ
ェ
の
著
作
の
あ

る
も
の
は
、
文
学
作
品
と
し
て
も
鑑
賞
さ
れ
、
ま
た
哲
学
の
業
績
と
し
て
も
研
究
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
四
四
　
　
表
現
が
形
成
作
用
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
そ
こ
に
二
つ
の
契
機
が
考
え
ら
れ
る
。
一
は
、
形

成
す
る
と
い
う
働
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
広
義
に
お
け
る
「
生
む
」
働
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
親
が
子
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を
生
む
い
わ
ゆ
る
生
産
は
、
質
料
的
な
も
の
を
も
共
に
与
え
る
の
で
あ
る
が
、
形
成
作
用
は
、
質
料
的
な

も
の
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
は
じ
め
そ
れ
を
所
与
と
し
て
受
取
り
、
こ
れ
に
主
体
的
生
命
を
賦
与
し

て
、
改
め
て
わ
が
外
に
立
て
る
の
で
あ
る
。
質
料
的
な
も
の
を
所
与
と
し
て
受
取
る
に
は
、
こ
れ
に
対
さ

ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
形
成
作
用
は
、
ま
ず
、
「
見
る
」
働
き
と
共
に
出
発
す
る
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
対
す
る
又
は
対
象
を
も
つ
と
い
う
事
を
「
見
る
」
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
、

「
表
現
す
る
」
が
「
あ
ら
わ
し
て
見
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
も
の
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、

こ
れ
を
見
る
事
が
含
ま
れ
る
。
故
に
、
表
現
に
は
、
二
重
の
「
見
る
」
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
前
の

「
見
る
」
は
、
与
え
ら
れ
た
も
の
を
見
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
見
る
働
き
も
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

ほ
か
は
な
い
。
（
な
ん
と
な
れ
ば
、
対
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
、
対
等
で
あ
る
か
ら
。
）
見
る
と
い
う
ご

と
き
、
行
き
た
働
き
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
れ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、
こ
の

「
見
る
」
は
、
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
、
別
に
言
え
ば
、
子
の
立
場
に
お
い
て
、
見
る
の
で
あ
る
。
次
に
、

主
体
的
生
命
を
賦
与
し
た
対
象
を
生
産
し
て
こ
れ
を
見
る
の
は
、
親
と
し
て
見
る
の
で
あ
る
。
か
く
、
表

現
は
、
子
と
し
て
見
る
事
に
も
と
づ
い
て
、
親
と
し
て
見
る
事
を
実
現
す
る
生
命
活
動
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
子
と
し
て
見
る
事
か
ら
親
と
し
て
見
る
事
に
推
移
す
る
事
象
で
あ
り
、
ま
た
、

所
与
が
能
与
に
転
換
す
る
事
象
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
ら
は
、
子
の
立
場
か
ら
の
超
越
に
ほ
か
な
ら
ぬ

の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
面
か
ら
考
う
れ
ば
、
先
の
「
見
る
」
は
、
我
な
ら
ぬ
他
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、

後
の
「
見
る
」
は
、
わ
が
主
体
的
生
命
に
貫
か
れ
た
対
象
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
我
に
ほ
か
な
ら
ぬ

も
の
を
見
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
表
現
は
「
見
る
」
を
他
覚
的
か
ら
自
覚
的
に
高
揚
せ
し
め
る
と
い
う
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こ
と
が
で
き
る
。

二
四
五
　
　
こ
の
、
他
覚
か
ら
自
覚
へ
の
転
換
は
、
形
成
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
。
親
が
子
を
産
む
生
産

が
、
他
覚
の
媒
介
を
含
ま
ぬ
の
に
対
し
、
他
者
を
質
料
と
し
て
自
己
の
主
体
的
生
産
を
表
出
す
る
も
の
が

形
成
で
あ
る
。
そ
の
際
、
こ
の
質
料
が
、
表
現
す
る
主
体
の
自
己
の
中
に
包
含
さ
れ
、
そ
れ
が
主
体
の
生

命
に
貫
か
れ
て
現
れ
出
る
の
は
、
ま
さ
し
く
、
生
産
の
意
義
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。

　
人
間
は
、
表
現
に
よ
っ
て
、
所
与
の
現
実
を
超
越
し
、
自
覚
的
立
場
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が

芸
術
的
体
験
と
し
て
現
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
若
き
ゲ
ー
テ
の
創
作
態
度
が
古
典
的
な
事
例
で
あ
ろ
う
。

ゲ
ー
テ
は
、
青
年
時
代
に
、
恋
愛
の
事
件
な
ど
か
ら
、
屡
々
（
し
ば
し
ば
）
自
殺
を
決
行
せ
ん
と
す
る
ま

で
に
思
い
悩
み
、
そ
の
都
度
、
そ
の
体
験
に
文
学
的
表
現
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
危
地
を
脱
し
た
の

で
あ
る
。
芸
術
的
表
現
は
、
自
己
の
体
験
を
客
観
化
す
る
。
そ
し
て
、
客
観
化
と
共
に
、
客
に
対
す
る
主

の
立
場
が
、
現
実
の
内
に
あ
る
自
己
を
超
越
す
る
も
の
と
し
て
お
の
ず
か
ら
現
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
箇

の
自
己
の
破
滅
が
露
出
せ
ず
に
終
っ
た
の
で
あ
る
。
人
生
の
重
圧
に
悩
む
人
が
、
な
ん
ら
か
の
芸
術
的
表

現
を
「
心
や
り
」
と
し
て
営
む
の
も
、
現
実
の
中
に
あ
っ
て
掴
む
自
己
を
、
自
己
の
超
越
面
な
る
「
心
」

に
よ
っ
て
「
塵
外
の
境
に
」
運
び
上
げ
る
営
み
で
あ
る
と
解
さ
れ
よ
う
。

　
し
か
ら
ば
、
か
か
る
超
越
は
、
何
に
よ
っ
て
成
立
す
る
か
。
そ
れ
は
、
「
見
る
」
が
超
箇
で
あ
り
、

「
生
む
」
も
超
越
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
具
体
的
な
超
越
は
「
生
む
」
で
あ
り
、
「
見

る
」
は
、
そ
の
「
生
む
」
を
受
取
り
、
そ
れ
に
現
実
の
事
行
と
し
て
の
完
結
性
を
与
え
る
消
極
的
な
働
き
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と
し
て
、
「
生
む
」
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

二
四
六
　
　
世
界
が
、
形
成
に
よ
っ
て
、
自
然
的
立
場
か
ら
超
越
せ
し
め
ら
れ
、
自
覚
の
内
容
と
な
っ
た

も
の
は
、
自
然
界
に
対
し
て
、
表
現
的
世
界
と
呼
ば
れ
る
。
自
然
界
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
然
る
存
在
で
あ
っ

て
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
事
行
の
立
場
を
も
た
ぬ
。
そ
れ
も
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
表
現
界
で
あ
る
と
い
う
こ

と
も
で
き
る
が
、
そ
の
表
現
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
な
る
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
見
る
立
場
を
含
む

表
現
、
す
な
わ
ち
、
自
覚
的
な
自
己
の
表
現
を
ば
、
狭
義
に
お
け
る
表
現
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
人
間
の
世

界
は
、
自
然
的
世
界
で
は
な
く
て
、
表
現
の
世
界
で
あ
る
。
自
然
的
世
界
と
い
え
ど
も
、
単
に
か
か
る
も

の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、
自
覚
的
な
自
己
の
了
解
の
対
象
界
と
し
て
、
又
は
、
人
間
の
事
行
の

場
面
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
き
は
、
表
現
界
の
性
格
を
帯
び
る
の
で
あ
る
。
動
物
の
棲
む
世
界
は
、
自
然

的
世
界
で
あ
り
、
人
間
の
棲
む
世
界
は
、
表
現
的
世
界
で
あ
る
。
表
現
的
世
界
は
、
「
見
る
」
に
よ
っ
て

貫
か
れ
る
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
但
し
、
表
現
的
世
界
が
、
「
見
る
」
に
よ
っ
て
貫
か
れ
た
世
界
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
「
見
る
」

は
、
「
生
む
」
を
裏
づ
け
る
「
見
る
」
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
単
に
与
え
ら
れ
た
ま
ま
の
、
す
な
わ
ち
、

生
ま
れ
た
ま
ま
の
肉
体
の
眼
で
見
ら
れ
る
対
象
界
は
、
見
る
主
体
に
内
属
す
る
ほ
か
は
な
い
が
、
形
成
作

用
に
よ
っ
て
、
生
み
直
さ
れ
見
直
さ
れ
た
対
象
界
は
、
主
体
的
生
命
に
貫
か
れ
る
が
故
に
、
そ
の
意
味
で

は
、
主
体
的
立
場
を
獲
得
し
、
一
面
に
お
い
て
、
形
成
者
そ
れ
自
身
を
も
超
越
す
る
の
で
あ
る
。
（
こ
こ

か
ら
、
芸
術
作
品
を
魂
の
こ
も
る
も
の
と
し
て
遇
す
る
体
験
が
生
ず
る
。
）
そ
し
て
、
か
か
る
超
越
的
生
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命
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
見
る
働
き
そ
れ
自
身
も
、
超
越
的
な
作
用
と
な
り
、
生
ま
れ
た
ま
ま
の
自
然

的
立
場
を
超
え
て
、
自
覚
的
な
作
用
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
自
覚
的
な
「
見
る
」
を
行
ず
る
も
の
は
、

人
間
の
ほ
か
に
は
な
い
。
そ
し
て
、
形
成
の
境
地
を
も
つ
と
こ
ろ
の
人
間
の
見
る
対
象
界
は
、
現
実
に
形

成
の
過
程
を
経
ぬ
自
然
界
と
い
え
ど
も
、
可
能
的
な
表
現
の
世
界
で
あ
り
、
動
物
の
環
境
た
る
自
然
界
と

は
ま
る
で
異
な
る
存
在
で
あ
る
。
所
与
の
ま
ま
の
自
然
界
は
、
人
生
の
内
容
と
し
て
は
、
そ
の
面
目
を
改

め
て
、
広
義
に
お
け
る
表
現
的
世
界
と
な
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
普
通
に
自
然
界
と
い
う
の
も
の
は
、
実

は
こ
の
表
現
的
世
界
な
の
で
あ
っ
て
、
我
々
に
と
っ
て
、
自
然
界
そ
の
も
の
な
ど
と
い
う
も
の
は
考
え
得

ぬ
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
「
国
生
み
」
の
神
話
は
、
自
然
界
を
、
生
産
さ
れ
た
も
の
の
意
義
を
も
つ
表
現

的
世
界
に
転
換
し
た
体
験
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
よ
う
。

二
四
七
　
　
超
箇
を
本
然
と
す
る
人
間
は
、
自
覚
に
よ
っ
て
、
箇
と
し
て
生
ま
れ
た
自
己
の
立
場
を
超
え

る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
別
に
箇
の
立
場
を
失
う
の
で
は
な
く
、
一
面
、
依
然
と
し
て
、
生
ま
れ
た
所
与

の
自
己
の
ま
ま
に
留
ま
る
。
箇
の
立
場
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
所
与
性
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
与
え
ら
れ
た
箇
の
自
己
は
、
そ
の
ま
ま
、
箇
の
自
己
を
与
え
る
超
箇
の
自
己
と
一
致
し
、
し
か

も
、
超
箇
の
本
然
に
復
帰
し
た
ま
ま
、
あ
く
ま
で
箇
の
自
己
た
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
超
箇
と
い
う
こ
と

が
、
箇
の
立
場
の
払
拭
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
箇
で
な
い
も
の
、
従
っ
て
、
箇
に
対
し
て
有
無

の
相
対
的
関
係
に
立
ち
、
そ
れ
自
身
が
一
の
箇
た
る
も
の
と
な
っ
て
、
超
箇
の
意
味
を
失
っ
て
し
ま
う
。

超
箇
の
も
の
は
、
第
一
に
、
箇
を
内
に
含
む
も
の
、
第
二
に
、
箇
を
実
現
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
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故
に
、
箇
の
超
越
と
い
う
こ
と
は
、
箇
の
実
現
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
そ
の
全
た
い
意
味
を
得
る
の
で

あ
る
。
箇
の
自
己
を
「
生
む
」
こ
と
に
比
さ
れ
る
。
自
己
は
、
も
と
も
と
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
生
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
を
改
め
て
ミ
ヅ
カ
ラ
生
み
直
す
の
が
具
体
的
な
超
越
で
あ
る
。

　
超
箇
が
箇
を
内
に
含
む
原
理
は
「
見
る
」
で
あ
り
、
箇
を
立
て
る
原
理
が
「
生
む
」
で
あ
る
。
「
見

る
」
は
超
越
の
往
相
で
あ
り
、
「
生
む
」
は
超
越
の
還
相
で
あ
っ
て
、
「
見
る
」
の
超
越
性
は
、
「
生

む
」
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
具
体
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
く
自
己
を
生
み
つ
つ
同
時
に
そ

れ
を
見
る
の
が
、
広
義
に
お
け
る
表
現
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
但
し
、
そ
の
際
の
「
生
む
」
は
、
質
料
を
も
共

に
与
え
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
親
が
子
を
生
む
自
然
的
な
生
産
と
区
別
さ
れ
て
、
「
作
る
」
（
作
り
生

す
）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
至
当
と
す
る
。
故
に
、
表
現
は
、
見
る
往
相
と
作
る
還
相
と
の
一
如
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。

二
八
四
　
　
表
現
が
「
作
る
」
と
「
見
る
」
と
の
一
如
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
表
現
さ
れ
る
も
の
は
作

り
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
対
す
る
も
の
は
常
に
対

等
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
ら
、
与
え
ら
れ
且
つ
見
ら
れ
る
も
の
に
対
す
る
も
の
は
、
こ
れ
ま
た
、
与
え
ら

れ
且
つ
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
表
現
す
る
主
体
は
、
同
時
に
、
与
え
ら
れ

且
つ
見
ら
れ
る
面
を
含
み
、
そ
の
面
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
対
象
に
対
し
、
同
時
に
、
作
り
且
つ
見
る
面

に
お
い
て
対
象
を
超
越
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
作
り
且
つ
見
る
生
命
主
体
が
、
同
時
に
、
与
え
ら
れ
且
つ
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
主
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体
が
「
生
ま
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
物
は
作
ら
れ
る
が
、
主
体
的
生
命
は
作
ら
れ
る
こ
と
が
で
き

ぬ
。
主
体
的
生
命
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
作
ら
れ
る
形
で
は
行
わ
れ
ず
、
親
に
よ
っ
て
生
ま
れ

る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
親
は
、
わ
が
子
を
主
体
的
生
命
と
し
て
、
わ
が
外
に
立
て
、
こ
れ

に
対
す
る
（
す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
見
る
）
の
で
あ
る
。
表
現
す
る
主
体
は
、
す
べ
て
、
か
く
の
ご
と
く
し

て
、
人
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
人
の
子
は
、
人
の
親
と
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ

の
存
在
を
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
表
現
主
体
は
、
す
べ
て
相
対
的
な
存
在
で
あ
る
。
「
作
る
」
及
び
「
見

る
」
は
、
超
越
的
な
働
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
絶
対
的
な
働
き
が
、
相
対
を
媒
介
と
せ
ず

し
て
は
、
実
現
さ
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
表
現
主
体
に
お
け
る
、
こ
の
相
対
面
が
、
す
な
わ
ち
、
身
体
で
あ
っ

て
、
広
義
及
び
狭
義
の
、
一
切
の
表
現
は
、
表
現
者
の
身
体
を
媒
介
と
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
、

表
現
は
、
身
体
を
具
え
も
つ
現
実
の
人
間
の
事
行
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
人
生
の
事
象
た
る
の
で
あ
る
。

二
四
九
　
　
人
は
、
親
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
で
あ
り
、
ま
た
、
子
を
生
ん
で
人
の
親
た
る
も
の
で
あ
る
。

親
と
子
と
の
相
対
な
し
に
は
、
現
実
の
人
間
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
人
は
ま
ず
、
親
に
対
す
る
子

の
身
分
に
お
い
て
生
を
受
け
、
子
に
対
す
る
親
の
身
分
に
お
い
て
生
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人

間
以
外
の
他
の
動
物
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
が
、
禽
獣
は
、
親
子
の
関
係
の
中
に
在
り
な
が
ら
、
そ
の

関
係
を
自
覚
せ
ず
、
従
っ
て
、
そ
の
関
係
を
超
え
る
こ
と
が
な
い
。
人
間
は
、
人
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た

我
を
、
そ
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
覚
し
て
、
親
子
の
相
対
を
知
的
に
わ
が
内
に
含
み
、
そ
の
相
対
を
超
え

る
絶
対
の
存
在
と
し
て
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
が
、
更
に
、
親
に
仕
え
て
子
の
分
を
尽
す
と
き
、
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親
子
の
相
対
を
超
え
る
絶
対
の
存
在
た
る
こ
と
を
実
現
す
る
絶
対
の
事
行
と
な
っ
て
、
自
覚
の
立
ち
、
を

現
成
す
る
の
で
あ
る
。
人
は
ま
ず
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
生
ま
れ
た
身
分
に
お
い
て
自
覚
的

立
場
を
現
成
す
る
と
こ
ろ
の
「
孝
」
が
、
一
切
の
自
覚
的
事
行
の
端
初
で
あ
り
、
延
い
て
は
、
「
遠
く
神

明
に
貫
く
天
下
の
大
道
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
人
が
、
子
を
生
み
、
し
か
も
、
人
の
親
た
る
立

場
を
自
覚
的
に
行
ず
る
と
き
、
そ
れ
は
、
身
を
も
っ
て
親
を
行
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
子
と
し
て
親
に
帰

す
る
と
い
う
子
の
自
覚
を
格
に
お
い
て
更
に
超
え
て
、
親
そ
の
も
の
の
自
覚
を
現
成
す
る
の
で
あ
る
。
故

に
、
「
罪
不
孝
よ
り
大
い
な
る
な
く
、
後
な
き
は
大
不
孝
な
り
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
五
〇
　
　
親
子
の
道
は
、
お
の
ず
か
ら
、
人
倫
の
大
本
で
あ
っ
て
、
人
は
、
わ
が
親
を
媒
介
と
し
て
兄

弟
の
身
分
を
得
、
わ
が
子
を
媒
介
と
し
て
夫
婦
の
身
分
を
得
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
生
ま
れ
た
我
が
他
の

生
ま
れ
た
汝
に
対
す
る
と
き
、
そ
こ
に
朋
友
の
身
分
的
関
係
が
成
立
す
る
。
か
く
人
間
は
、
必
ず
他
に
対

す
る
身
分
者
と
し
て
立
つ
の
で
あ
る
。
し
か
も
一
切
の
身
分
的
関
係
は
、
君
臣
の
関
係
に
よ
っ
て
超
え
ら

れ
、
そ
の
中
に
こ
と
ご
と
く
包
摂
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
親
子
の
道
と
い
え
ど
も
、
直
接
に
は
、
自
然
的
所

与
で
あ
る
「
私
」
の
存
在
に
基
づ
く
道
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
更
に
、
「
私
」
を
超
え
る
「
公
共
」
の
生

命
を
荷
う
自
覚
的
事
行
に
よ
っ
て
超
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
な
ん
と
な
れ
ば
、
人
間
の
本
全
は
、
公
共

の
意
味
を
も
つ
超
越
的
生
命
で
あ
る
か
ら
。
）
そ
の
公
共
的
な
自
覚
的
事
行
が
、
す
な
わ
ち
君
臣
の
道
で

あ
っ
て
、
親
子
の
道
が
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
な
る
人
倫
の
大
本
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
君
臣
の
道
は
ミ
ヅ
カ
ラ
の
人

倫
の
大
本
で
あ
る
、
そ
し
て
、
ミ
ヅ
カ
ラ
が
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
を
超
越
す
る
ご
と
く
に
、
君
臣
の
義
は
、
父
子
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の
親
、
夫
婦
の
別
、
兄
弟
の
序
、
朋
友
の
信
を
超
え
る
の
で
あ
る
。
君
臣
の
関
係
は
、
親
子
、
兄
弟
な
ど

の
自
然
的
所
与
を
超
え
る
歴
史
的
所
与
で
あ
っ
て
、
純
粋
に
「
人
間
」
的
な
関
係
で
あ
り
、
歴
史
と
公
共

の
地
盤
を
も
た
ぬ
禽
獣
の
世
界
に
は
存
せ
ざ
る
の
で
あ
る
。

二
五
一
　
　
君
臣
と
、
父
子
・
夫
婦
・
兄
弟
・
朋
友
と
の
五
常
が
、
人
間
の
道
で
あ
っ
て
、
こ
の
五
常
の

外
に
、
道
は
な
く
、
道
の
見
る
る
は
、
必
ず
人
に
よ
る
の
で
あ
る
。
神
道
と
い
え
ど
も
、
人
倫
の
道
の
ほ

か
に
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
本
然
を
超
越
的
生
命
な
る
神
と
呼
ぶ
の
に
応
じ
て
、
人
間
の
道
の

本
然
を
神
道
と
唱
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
道
と
は
、
人
格
的
事
行
で
あ
っ
て
、
人
間
の
本
然
を
い
う
も

の
で
あ
る
か
ら
、
道
の
外
に
人
は
な
く
、
道
を
離
れ
て
は
人
で
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
人
は
、
君

に
対
す
る
臣
、
臣
に
対
す
る
君
、
父
に
対
す
る
子
、
子
に
対
す
る
父
な
ど
の
、
身
分
的
相
対
に
も
と
づ
い

て
の
み
、
自
覚
的
立
場
を
現
成
し
得
る
の
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
、
自
覚
的
立
場
は
、
必
ず
お
の
れ
を
汝
に

対
す
る
身
分
的
相
対
者
と
し
て
示
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
く
、

自
己
を
相
対
者
し
て
示
現
す
る
も
の
は
、
相
対
を
超
え
る
絶
対
の
我
で
あ
っ
て
、
そ
の
相
対
の
我
が
、
オ

ノ
ヅ
カ
ラ
絶
対
の
立
場
を
去
ら
ぬ
ま
ま
に
、
ミ
ヅ
カ
ラ
は
対
立
の
一
項
と
し
て
立
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

汝
を
自
覚
的
立
場
に
お
い
て
立
て
る
の
で
あ
る
。
こ
の
体
験
を
、
仏
教
的
用
語
を
借
り
て
表
現
す
る
な
ら

ば
、
「
化
物
（
け
ぶ
つ
）
の
為
に
応
現
し
て
衆
生
の
土
中
に
往
す
」
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
「
煩
悩
の
林

に
遊
び
て
神
通
を
現
し
、
生
死
の
園
に
入
り
て
応
現
を
示
す
」
も
の
で
あ
る
。
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二
五
二
　
　
君
・
臣
・
父
・
子
は
、
君
（
な
る
人
）
、
臣
（
な
る
人
）
、
父
（
な
る
人
）
、
子
（
な
る

人
）
で
あ
る
。
括
弧
の
中
な
る
「
人
」
は
、
生
ま
れ
た
肉
体
の
我
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
自
己
を
超
越
し
て
、

括
弧
の
外
に
出
る
と
き
、
君
・
臣
・
父
・
子
の
身
分
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
身
分
者
は
、
箇
々
の
分
一
的

存
在
で
あ
る
肉
体
が
、
同
時
に
、
超
箇
且
つ
全
一
の
身
体
に
転
換
し
、
所
与
の
生
ま
れ
た
存
在
で
あ
る
と

共
に
、
能
与
の
生
す
事
行
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
も
、
自
己
と
し
て
の
包
括
者
、
即
ち
意

識
的
精
神
の
現
存
在
が
、
内
在
か
ら
超
越
に
飛
躍
す
る
と
き
、
実
存
（
覚
存
）
に
対
し
、
ま
た
、
存
在
そ

の
も
の
と
し
て
の
包
括
者
、
即
ち
世
界
が
、
そ
の
内
在
的
立
場
を
脱
し
て
超
越
的
と
な
る
と
き
、
神
格
な

る
も
の
に
当
面
し
、
内
在
に
お
い
て
自
己
に
対
立
す
る
世
界
が
、
超
箇
に
お
け
る
神
格
に
お
い
て
実
存
と

一
に
帰
着
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
但
し
、
そ
の
超
越
に
よ
る
帰
一
は
、
あ
く
ま
で
、
存
在
の
側
で
は

な
く
、
事
行
の
側
に
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
存
在
は
事
行
の
低
次
面
に
す
ぎ
ず
、
超

越
す
る
も
の
は
、
存
在
で
は
な
く
て
、
人
間
の
事
行
で
あ
る
か
ら
。
従
っ
て
、
事
行
主
体
と
し
て
ミ
ヅ
カ

ラ
自
己
を
現
成
す
る
君
・
臣
・
父
・
子
の
身
分
が
、
ま
さ
し
く
、
実
存
又
は
覚
存
で
あ
り
、
身
分
的
自
己

の
自
覚
的
実
現
が
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
神
格
を
現
成
す
る
と
解
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

二
五
三
　
　
君
臣
・
父
子
等
の
身
分
者
は
、
低
次
面
に
お
い
て
は
、
互
に
相
容
れ
ぬ
他
者
で
あ
る
㈠
。
し

か
も
、
両
者
の
対
面
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
一
の
世
界
を
完
結
せ
し
め
る
か
ら
、
相
対
の
各
項
は
、
一
円
の
半

円
と
し
て
、
他
の
半
円
な
る
汝
に
対
す
る
㈡
。
そ
れ
と
共
に
、
両
者
の
各
々
は
、
み
ず
か
ら
一
の
全
円
と

し
て
、
他
を
貫
き
、
他
と
重
な
り
合
っ
て
、
一
箇
の
君
臣
円
、
父
子
円
な
ど
を
成
す
㈢
。
身
分
者
は
、
か
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く
の
ご
と
く
、
他
に
対
す
る
三
重
の
関
係
に
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
の
立
場
の
中
に
、
第
二
者

の
立
場
を
含
み
生
か
し
て
、
人
格
的
事
行
が
現
成
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
と
は
、
か
く
、
我
と
汝
と
の
一

如
を
、
我
の
責
任
に
お
い
て
荷
う
と
こ
ろ
の
事
行
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

　
一
箇
の
全
円
な
る
我
が
、
他
の
全
円
な
る
汝
と
重
な
り
合
う
た
め
に
は
、
我
は
、
汝
に
対
す
る
相
対
的

存
在
た
る
こ
と
を
超
脱
し
て
、
存
在
的
に
は
空
無
な
る
、
し
か
も
存
在
を
絶
対
的
に
含
む
と
こ
ろ
の
、
事

行
に
転
換
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
り
、
汝
は
、
絶
対
的
存
在
円
に
な
り
、
絶
対
的
事
行
円
な
る
我

と
、
絶
対
の
面
に
お
い
て
、
一
に
合
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
別
に
い
え
ば
、
我
は
み
ず
か
ら
を
空
し
く

し
て
、
自
己
の
場
所
の
全
面
に
お
い
て
汝
を
持
載
し
、
か
く
持
載
す
る
働
き
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
自
己

を
立
て
る
の
で
あ
る
。
二
宮
尊
徳
が
、
君
臣
・
父
子
の
各
箇
は
、
半
円
ず
つ
と
し
て
相
対
す
る
の
で
は
な

く
て
、
臣
が
君
を
全
円
と
し
、
子
が
父
を
全
円
と
す
る
と
こ
ろ
に
人
間
の
道
が
立
つ
と
説
く
の
は
、
ま
さ

し
く
、
こ
の
真
理
を
把
握
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

二
五
四
　
　
絶
対
は
、
存
在
的
に
は
無
相
で
あ
る
が
、
絶
対
が
事
行
と
し
て
現
実
に
働
く
た
め
に
は
、
相

対
を
媒
介
と
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
ら
、
君
臣
・
父
子
の
相
対
を
現
じ
、
し
か
も
自
己
を
そ
の
相
対
の
一

項
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
我
は
行
為
そ
の
も
の
と
し
て
、
対
象
的
に
は
無
と
な
っ
て
全
円
を
隅
な

く
貫
き
、
汝
を
隅
な
く
全
円
に
わ
た
っ
て
憶
念
す
る
の
で
あ
る
。
対
象
的
に
無
な
る
自
己
は
、
絶
対
の
無

で
あ
り
、
全
円
に
わ
た
っ
て
憶
持
さ
れ
る
汝
は
、
絶
対
の
有
で
あ
る
。
無
と
い
い
有
と
い
う
の
は
、
相
対

的
な
有
無
で
は
な
く
、
絶
対
が
有
と
無
と
の
相
を
現
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
絶
対
に
し
て
相
対
、
相
対
に
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し
て
絶
対
で
あ
る
。

　
但
し
、
相
対
に
し
て
絶
対
、
絶
対
に
し
て
相
対
と
い
う
こ
と
を
、
単
に
存
在
概
念
と
し
て
並
列
せ
し
め

て
は
、
観
想
の
立
場
に
堕
し
、
事
行
の
立
場
を
失
っ
て
し
ま
う
。
自
己
の
責
任
的
事
行
の
立
場
か
ら
は
、

ミ
ヅ
カ
ラ
が
あ
く
ま
で
相
対
を
分
と
し
、
し
か
も
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
絶
対
で
あ
る
と
い
う
の
で
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。
故
に
、
ミ
ヅ
カ
ラ
は
あ
く
ま
で
有
に
居
り
、
し
か
も
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
有
無
を
超
え
る
無
に
住
す
る
と
い

う
の
が
自
覚
的
立
場
で
あ
る
。
そ
の
有
は
、
存
在
的
に
見
出
さ
れ
る
有
で
は
な
く
て
、
有
を
責
任
的
に
現

ぜ
ん
と
す
る
事
行
な
の
で
あ
る
か
ら
、
お
の
ず
か
ら
、
対
象
的
に
は
無
と
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
か

か
る
有
と
重
な
り
合
う
こ
の
無
も
、
存
在
性
・
対
象
性
を
超
え
て
、
「
無
私
」
の
事
行
と
な
る
の
で
あ
る
。

身
分
的
自
己
の
住
す
る
人
格
的
・
自
覚
的
な
無
は
、
存
在
的
な
「
無
我
」
で
は
な
く
て
、
実
に
、
事
行
的

な
「
無
私
」
な
の
で
あ
る
。

二
五
五
　
　
人
は
、
「
人
倫
内
存
在
」
で
あ
り
、
人
生
と
は
、
我
の
み
の
生
で
は
な
く
、
わ
れ
ひ
と
共
の

生
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
際
、
人
倫
の
世
界
を
、
自
己
の
存
在
の
環
境
と
し
て
、
又
は
、
自
己
の
行

為
の
交
渉
圏
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
自
己
中
心
的
に
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
世
界
は
「
彼
」
の
意
味
の
人
の

倫
（
た
ぐ
い
）
に
堕
す
る
の
で
あ
る
。
我
の
本
質
は
事
行
で
あ
る
か
ら
、
我
に
対
す
る
汝
も
、
同
じ
く
事

行
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
一
の
世
界
は
、
事
行
的
に
は
、
我
と
汝
と
の
二
人
が
、
汝
と
汝
し
て
対
面
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
完
結
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
真
理
を
存
在
の
世
界
に
映
す
も
の
が
、
ま
さ
し
く
、
男
女
の
対
立
で
あ
ろ
う
。
一
対
の
男
女
の
は
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一
の
性
の
世
界
を
間
然
す
る
と
こ
ろ
な
く
実
現
し
て
、
二
人
の
ほ
か
に
全
然
他
の
第
三
者
を
要
せ
ぬ
の
で

あ
る
。
人
は
、
す
べ
て
男
性
又
は
女
性
で
あ
っ
て
、
一
の
異
性
と
共
に
一
つ
の
世
界
を
実
現
す
べ
き
も
の

と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
。
我
々
は
、
こ
の
明
白
な
る
事
実
の
意
義
を
深
く
思
う
べ
き
で
あ
る
。

二
五
六
　
　
事
行
の
汝
を
存
在
の
汝
に
変
質
し
た
も
の
が
、
彼
で
あ
っ
て
、
彼
は
汝
の
間
接
化
で
あ
り
、

汝
の
一
面
と
し
て
、
汝
に
含
ま
れ
る
。
故
に
、
「
人
倫
内
存
在
」
と
し
て
の
人
間
は
、
「
対
人
的
事
行
」

た
る
人
間
の
存
在
面
で
あ
っ
て
、
後
者
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
か
く
見
る
の
は
、
彼
を
存
在
的
に
解
す
る
立
場
に
お
い
て
で
あ
る
。
事
行
的
立
場
か
ら
言
う

な
ら
ば
、
「
彼
」
は
、
汝
が
低
次
元
に
頽
落
し
た
存
在
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
汝
の
可
能
体
で
あ
い
、

ま
さ
に
汝
を
生
ま
ん
と
す
る
力
源
と
し
て
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
人
間
は
、
汝
の
無
数
と
成
立
せ
し
む
べ
き
無
数
の
世
界
を
孕
む
の
で
あ
る
。
そ
の
世
界
の
一
つ
一
つ
の

出
産
が
、
い
わ
ゆ
る
現
実
で
あ
り
、
わ
が
事
行
で
あ
る
。
こ
れ
を
対
者
に
即
し
て
い
え
ば
、
彼
が
汝
と
し

て
生
誕
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
汝
の
無
数
と
共
に
成
立
せ
し
む
べ
き
世
界
の
無
数
を
。
可
能
体
と
し

て
一
身
に
具
え
て
も
つ
。
そ
の
無
数
の
汝
が
、
我
に
対
し
て
事
行
的
に
交
渉
せ
ず
、
我
か
ら
間
接
的
に
存

在
す
る
と
き
、
彼
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

二
五
七
　
　
親
が
子
を
生
む
の
は
、
人
間
を
一
往
「
彼
」
と
し
て
立
て
る
の
で
あ
る
。
生
産
は
「
彼
」
の

生
成
の
原
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
彼
」
を
「
汝
」
に
転
換
せ
し
め
る
も
の
が
、
人
格
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的
事
行
で
あ
る
か
ら
、
事
行
は
「
汝
」
の
生
成
の
原
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
禽
獣
は
、
事
行

の
立
場
を
も
た
ぬ
か
ら
、
す
べ
て
彼
に
対
す
る
の
み
で
あ
り
、
従
っ
て
、
彼
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
お

の
れ
も
お
の
ず
か
ら
彼
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
し
か
も
、
禽
獣
は
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
を
も
た
ぬ
か
ら
、

勝
義
に
お
け
る
「
我
」
た
る
こ
と
も
で
き
ず
、
結
局
、
た
だ
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
「
彼
」
の
生
を
生
き
る
の
み
で

あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
人
間
は
、
「
彼
」
を
「
汝
」
に
転
換
し
、
お
の
れ
に
も
、
汝
に
対
す
る
汝
と
し

て
立
て
、
汝
と
汝
と
の
対
面
に
よ
る
汝
の
自
己
把
握
を
媒
介
と
し
て
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
我
の
自
覚
的
立
場
を

得
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
、
ミ
ヅ
カ
ラ
は
汝
と
し
て
生
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ

我
と
し
て
生
き
る
の
で
あ
る
。
自
他
が
汝
と
汝
と
し
て
対
面
す
る
と
は
、
互
が
身
分
的
関
係
に
お
い
て
立

つ
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
人
が
、
汝
を
、
「
わ
が
君
」
「
わ
が
臣
（
お
み
）
」
「
わ
が
父
」
「
わ
が
子
」

と
呼
ぶ
と
き
、
そ
こ
に
、
自
然
界
を
超
越
す
る
人
間
の
世
界
が
現
出
す
る
の
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、

超
越
的
な
も
の
は
こ
れ
をb
esch

w
ören

す
る
（
言
葉
の
奇
し
き
力
で
呼
ぶ
）
ほ
か
は
な
い
と
語
っ
て
い

る
が
、
そ
の
真
義
は
、
事
行
学
的
に
は
、
汝
を
、
我
に
対
す
る
身
分
的
相
対
者
と
し
て
、
「
君
よ
」
「
父

よ
」
「
臣
よ
」
「
子
よ
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
五
八
　
　
身
分
的
相
対
者
は
、
相
対
を
超
え
る
絶
対
面
に
お
い
て
対
面
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
相
対
の

相
（
す
が
た
）
は
現
す
が
、
そ
の
相
対
は
、
絶
対
的
相
対
、
す
な
わ
ち
、
一
如
と
な
る
の
で
あ
る
。
自
覚

的
立
場
と
は
、
身
分
的
相
対
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、
自
覚
的
立
場
に
は
矛
盾
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
身
分
的
相
対
の
原
型
は
、
親
子
の
関
係
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
矛
盾
的
対
立
を
超
え
る
の
で
あ
る
。
た
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と
え
ば
、
親
子
の
相
対
に
お
い
て
、
親
が
親
自
身
の
立
場
を
自
覚
す
る
と
き
、
親
は
、
自
己
の
存
在
を
、

子
の
存
在
に
対
し
て
矛
盾
す
る
も
の
と
は
考
え
な
い
。
親
に
と
り
、
子
は
、
今
は
わ
が
身
の
外
に
あ
る
が
、

も
と
わ
が
身
か
ら
生
ま
れ
出
で
た
も
の
で
あ
っ
て
、
自
他
の
関
係
は
、
全
一
に
対
す
る
分
一
と
な
る
の
で

あ
る
。
全
一
は
分
一
を
吸
収
す
る
か
ら
、
両
者
の
間
に
は
、
な
ん
ら
の
衝
突
は
起
り
得
な
い
。
ま
た
親
に

と
っ
て
、
子
は
、
わ
が
箇
の
生
の
あ
と
に
無
窮
に
生
き
続
く
べ
き
超
越
的
な
生
命
の
代
表
者
で
あ
っ
て
、

そ
の
意
味
で
は
、
親
は
、
子
に
吸
収
せ
ら
れ
、
自
他
の
関
係
は
、
分
一
に
対
す
る
全
一
と
な
る
か
ら
、
こ

の
場
合
に
も
、
両
者
の
間
に
衝
突
は
起
り
得
ぬ
。
ま
た
、
子
が
、
親
の
子
で
あ
る
自
己
の
立
場
を
自
覚
す

る
と
き
、
子
は
、
自
己
の
存
在
を
親
の
存
在
と
矛
盾
す
る
も
の
と
は
考
え
な
い
。
か
く
、
自
覚
の
体
験
に

お
い
て
は
、
矛
盾
と
い
う
こ
と
は
成
立
せ
ぬ
の
で
あ
る
。

二
五
九
　
　
し
か
し
、
親
子
の
間
に
矛
盾
が
全
然
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
い
か
に
中
の
睦
ま

し
い
親
子
で
あ
っ
て
も
、
親
の
座
し
て
い
る
そ
の
同
じ
場
所
に
、
同
時
に
子
が
座
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

子
が
物
を
食
う
と
き
、
親
は
そ
の
同
じ
物
を
食
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
か
く
、
親
子
と
い
え
ど
も
、
物
を

媒
介
と
し
て
、
衝
突
・
反
立
を
な
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
衝
突
・
反
立
は
、
親
子
の
間
に
も
、
可
能
的

な
存
在
と
し
て
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
親
子
は
、
か
か
る
存
在
を
超
え
、
可
能
性
を
存
在
と
し
て
露
出

せ
し
め
ず
し
て
、
互
に
、
超
越
面
に
お
い
け
る
一
如
に
住
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
、
人
格
的
立

場
と
は
矛
盾
を
も
た
ぬ
も
の
を
い
う
の
で
は
な
く
、
矛
盾
を
乗
り
超
え
、
こ
れ
を
自
己
の
低
次
面
に
化
し
、

存
在
と
し
て
露
出
せ
ぬ
も
の
を
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
、
こ
の
超
越
面
を
捨
象
し
去
り
、
矛
盾
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を
対
立
と
結
合
す
る
と
き
、
こ
こ
に
矛
盾
対
立
の
弁
証
法
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
格
的
体

験
を
捨
象
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
覚
的
な
生
の
論
理
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
従
っ
て
、

人
倫
の
原
理
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
ぬ
の
で
あ
る
。

二
六
〇
　
　
矛
盾
は
、
「
見
る
」
の
対
象
で
あ
る
二
つ
の
存
在
の
間
に
想
定
せ
ら
れ
る
関
係
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
手
は
足
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
足
は
手
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
両
者
は
、
互
に
矛
盾
す

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
手
は
別
に
足
で
あ
る
こ
と
を
意
欲
す
る
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
手
み
ず
か

ら
に
、
足
と
矛
盾
す
る
立
場
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
事
は
足
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
か
く
の

ご
と
く
、
矛
盾
と
い
う
こ
と
は
、
主
体
の
立
場
を
も
た
ぬ
二
つ
の
事
物
の
間
に
想
定
せ
ら
れ
る
関
係
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
矛
盾
関
係
の
中
に
置
か
れ
る
当
の
事
物
の
ま
っ
た
く
関
せ
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
矛

盾
は
、
思
惟
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
想
定
せ
ら
れ
る
の
み
の
も
の
で
あ
り
、

現
実
に
存
す
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
存
在
が
矛
盾
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
特
色
と
す
る
矛
盾
対
立

の
弁
証
法
は
、
現
実
の
生
の
論
理
で
は
あ
り
得
な
い
。
こ
う
言
え
ば
、
反
立
・
闘
争
な
ど
の
生
の
現
象
は
、

ま
さ
し
く
矛
盾
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
矛
盾
で
は
な
く
、
む

し
ろ
、
矛
盾
を
解
消
せ
ん
と
す
る
現
象
で
あ
る
と
解
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
闘
争
す
る
一
方

が
勝
者
と
な
り
、
対
者
を
敗
者
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
矛
盾
は
事
実
上
消
失
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
も
、

敗
者
は
な
お
矛
盾
を
感
じ
て
止
ま
ぬ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
矛
盾
は
観
念
の
上
に
の
み
存
す
る
の
で
あ

る
。
更
に
進
ん
で
、
公
が
私
を
規
制
す
る
方
の
根
拠
な
ど
も
、
人
間
に
矛
盾
が
存
せ
ぬ
と
い
う
事
に
基
づ
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く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
矛
盾
は
、
現
実
の
自
体
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
単
に
、
思
惟
に
お
い
て
の
み
、
可
能
的
に
想
定
せ
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。
矛
盾
的
に
考
え
ら
れ
る
事
物
は
、
主
体
的
立
場
を
含
ま
ぬ
の
で
あ
る
。
す
べ
て
主
体
的

な
も
の
は
矛
盾
を
超
え
る
。
思
惟
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
主
体
的
な
働
き
で
あ
る
か
ら
、
矛
盾
を
見
る
も

の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
自
身
は
、
他
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
、
思
惟
が
、
他
と
矛

盾
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
す
で
に
、
思
惟
す
る
主
体
的
事
行
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
観
念
と
し
て
存
在

化
せ
ら
れ
、
思
惟
す
る
事
行
に
よ
っ
て
他
の
観
念
と
対
置
せ
ら
れ
る
観
念
た
る
の
で
あ
る
。
か
く
存
在
化

せ
ら
れ
た
観
念
は
、
無
形
の
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
や
は
り
一
種
の
事
物
で
あ
る
。

二
六
一
　
　
矛
盾
は
、
二
つ
の
対
象
に
対
す
る
主
体
の
側
に
存
し
、
し
か
も
、
そ
の
主
体
が
、
事
行
を
本

然
と
す
る
自
己
を
自
覚
す
る
こ
と
な
く
、
事
行
か
ら
時
間
の
契
機
を
払
拭
し
去
っ
て
、
二
つ
の
対
象
の
同

時
存
在
の
中
に
、
自
己
を
没
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
主
体
が
二
つ
の
対
象
を
事
行
的
に
超

越
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
何
の
矛
盾
も
生
じ
な
い
。
た
と
え
ば
、
主
体
が
、
甲
と
乙
と
の
二
者
を
同
時
に
見

よ
う
と
す
れ
ば
、
甲
を
見
る
こ
と
は
、
乙
を
見
る
こ
と
と
矛
盾
し
、
乙
を
見
る
こ
と
は
、
甲
を
見
る
こ
と

と
矛
盾
す
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
甲
を
身
、
次
に
乙
を
見
る
な
ら
ば
、
甲
を
見
る
事
と
乙
を
見
る
事
と
は

矛
盾
せ
ぬ
の
で
あ
る
。
か
く
、
矛
盾
と
は
、
対
立
す
る
二
つ
の
対
象
を
媒
介
と
し
、
主
体
が
事
行
の
立
場

を
失
っ
て
二
つ
の
対
象
に
繋
縛
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
同
様
の
理
は
二
人
の
主
体
間
の
矛
盾
対
立
に
も
現
れ
る
。
上
例
の
場
合
に
は
、
主
体
が
同
一
人
で
あ
っ
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て
、
対
立
は
二
つ
の
対
象
の
間
に
存
し
、
同
じ
主
体
が
、
そ
の
対
象
の
対
立
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
、
甲
を

見
る
立
場
と
乙
を
見
る
立
場
と
の
二
つ
に
分
裂
し
、
そ
こ
に
矛
盾
を
生
じ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に

は
、
対
立
す
る
も
の
が
甲
と
乙
と
の
二
人
で
あ
り
、
そ
の
二
人
が
、
同
一
の
対
象
を
媒
介
と
し
て
矛
盾
対

立
を
な
す
の
で
あ
る
。
か
か
る
主
体
的
矛
盾
対
立
は
、
反
立
と
呼
ば
れ
る
。
た
と
え
ば
、
甲
が
あ
る
物
を

所
有
せ
ん
と
欲
し
、
乙
も
あ
る
物
を
所
有
せ
ん
と
欲
す
る
と
き
、
そ
こ
に
反
立
・
争
奪
が
生
ず
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
て
も
、
そ
こ
に
時
間
の
契
機
が
生
き
て
、
甲
が
そ
の
物
を
所
有
し
、
次
に
乙
が
そ

の
物
を
所
有
す
る
と
い
う
風
に
、
所
有
を
相
続
た
ら
し
め
る
な
ら
ば
、
反
立
を
解
消
す
る
の
で
あ
る
。
同

一
人
が
、
ま
ず
対
象
甲
を
見
、
次
に
転
じ
て
対
象
乙
を
見
る
と
い
う
風
に
、
所
有
を
相
続
せ
し
め
る
の
は
、

超
箇
の
人
倫
に
お
け
る
矛
盾
の
解
消
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
親
子
の
家
族
相
続
を
原
型
と
し
、
更
に
遡
っ

て
は
、
親
子
の
生
命
の
相
続
を
原
型
と
す
る
の
で
あ
る
。

二
六
二
　
　
自
覚
的
な
生
命
主
体
の
本
然
は
、
事
行
で
あ
り
、
事
行
は
、
時
間
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
時

間
の
相
対
は
先
後
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
衝
突
す
る
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

衝
突
・
矛
盾
、
す
な
わ
ち
、
反
立
は
、
主
体
が
空
間
的
相
対
の
面
を
露
出
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
の
で

あ
る
。
（
物
体
の
不
可
入
性
）
二
人
の
主
体
の
相
対
は
、
二
つ
の
体
躯
の
相
対
を
含
む
か
ら
、
一
面
に
お

い
て
は
空
間
的
相
対
で
あ
る
が
、
そ
の
相
対
は
、
実
は
、
客
体
た
る
対
象
面
に
お
け
る
相
対
で
あ
る
。
主

体
面
に
お
け
る
相
対
は
、
親
と
子
と
の
相
続
を
原
型
と
す
る
時
間
的
相
対
で
あ
っ
て
、
反
立
を
超
え
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
く
反
立
を
超
え
る
超
越
面
が
、
人
間
の
本
然
で
あ
る
か
ら
、
矛
盾
対
立
の
弁
証
法
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は
、
人
間
の
自
覚
的
論
理
た
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
人
生
実
現
の
原
理
た
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
自

覚
の
論
理
は
、
相
続
対
立
の
論
理
で
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
、
親
子
の
弁
証
法
、
又
は
生
産
の
弁

証
法
で
あ
っ
て
、
事
行
学
は
、
か
か
る
弁
証
法
を
論
理
と
し
て
立
つ
の
で
あ
る
。

二
六
三
　
　
世
界
の
原
理
は
、
生
々
の
徳
で
あ
る
か
ら
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
す
べ
て
、
そ
の
徳
に

よ
っ
て
立
つ
。
し
か
る
に
、
禽
獣
草
木
は
、
そ
の
徳
に
抱
か
れ
て
立
つ
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
徳
を
自
己

の
内
に
も
た
ぬ
か
ら
、
他
を
「
生
か
す
」
と
い
う
包
越
的
立
場
を
も
つ
こ
と
が
な
く
、
箇
の
我
を
生
か
し
、

箇
の
主
体
と
し
て
「
生
き
る
」
こ
と
を
も
っ
ぱ
ら
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
「
我
を
生
か

す
」
が
「
汝
を
殺
す
」
と
相
対
を
成
し
、
「
我
を
生
（
や
し
な
）
う
」
が
「
汝
か
ら
奪
う
」
と
相
対
を
成

す
、
故
に
、
禽
獣
は
、
奪
う
事
を
知
っ
て
、
譲
る
事
を
知
ら
ず
、
草
木
は
、
「
根
の
張
ら
れ
る
だ
け
の
地
、

ど
ち
ら
ま
で
も
根
を
張
っ
て
憚
ら
ぬ
」
の
で
あ
る
。
禽
獣
草
木
が
、
争
奪
を
原
理
と
し
て
生
き
る
の
は
、

彼
ら
が
、
箇
の
私
の
立
場
を
超
え
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
人
間
は
、
「
人
間
」

（
人
の
間
、
人
の
間
が
ら
）
と
い
う
語
が
既
に
示
す
ご
と
く
、
超
箇
の
生
命
を
本
然
と
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
人
間
が
自
覚
的
立
場
に
立
つ
と
き
、
自
他
の
共
存
・
共
栄
を
自
己
の
責
任
と
す
る
の
で
あ
る
。
他

に
対
す
る
箇
で
あ
る
自
己
が
、
超
箇
の
立
場
を
自
覚
す
る
の
は
、
箇
と
し
て
他
に
対
す
る
相
対
的
立
場
を

超
え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
己
は
、
存
在
と
し
て
は
空
無
な
る
絶
対
的
事
行
と
な
り
、
他

を
絶
対
的
存
在
と
し
て
立
て
る
の
で
あ
る
。
他
を
絶
対
的
存
在
と
し
て
立
て
る
事
を
、
物
を
媒
介
と
し
て

実
現
す
る
も
の
が
、
推
譲
で
あ
っ
て
、
人
倫
の
道
は
、
推
譲
に
よ
ら
ず
し
て
は
立
た
ぬ
の
で
あ
る
。
推
譲
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の
道
は
、
親
が
子
に
譲
る
事
を
原
理
と
し
、
進
ん
で
は
、
親
戚
朋
友
へ
の
譲
、
国
家
へ
の
譲
に
及
ん
で
、

公
共
的
生
活
の
原
理
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
箇
の
我
の
生
活
に
お
い
て
、
今
日
の
物
を
節
し
て

明
日
の
用
に
あ
て
る
倹
約
も
、
今
日
の
我
が
明
日
の
我
に
譲
る
こ
と
と
解
せ
ら
れ
よ
う
。
推
譲
の
本
質
は
、

現
在
が
未
来
に
推
し
譲
る
の
で
あ
る
。

二
六
四
　
　
推
譲
は
、
物
を
媒
介
と
し
て
、
主
体
な
る
汝
を
、
そ
の
物
の
主
と
し
て
立
て
る
事
行
で
あ
る
。

推
譲
の
原
型
は
、
親
子
の
相
続
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
親
が
あ
る
物
を
所
有
し
、
次
に
子
が
そ
の
物
を
所

有
す
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
も
し
、
そ
の
物
が
、
単
一
で
な
く
て
、
多
数
又
は
多
量
で

あ
る
と
き
は
、
推
譲
は
時
間
的
相
続
を
必
要
と
せ
ず
、
互
に
頒
ち
合
う
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
土
地
の
所
有
は
、
親
か
ら
子
へ
と
相
続
さ
れ
る
が
、
年
々
の
土
地
の
産
物
は
、
親
子
共
に
受

用
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
面
か
ら
は
、
推
譲
は
、
生
産
の
た
め
の
勤
労
と
し
て
現
れ
る
。
故
に
二
宮
尊
徳

の
推
譲
の
道
は
、
勤
・
倹
・
譲
の
三
つ
の
実
践
と
し
て
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
人
は
、
物
を
生
産
し
、
そ
れ
に
よ
り
人
を
生
っ
て
の
み
、
よ
く
人
間
た
る
の
で
あ
っ
て
、
生
産
の
立
場

を
離
れ
て
は
、
人
生
の
道
は
ど
こ
に
も
な
い
。
ま
た
、
真
理
に
道
た
る
も
の
な
ら
ば
、
必
ず
生
産
的
立
場

を
も
つ
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
普
通
に
非
生
産
的
と
考
え
ら
れ
る
学
者
の
営
為
と
い
え
ど
も
、
実
は
、

国
家
の
文
化
財
の
生
産
で
あ
り
、
ま
た
、
一
見
世
外
に
立
つ
ご
と
き
宗
教
化
の
営
為
も
、
仮
に
世
外
に
立

つ
の
相
を
現
じ
つ
つ
、
人
の
心
を
利
欲
の
上
に
超
越
せ
し
め
る
働
き
を
な
す
の
で
あ
る
。
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二
六
五
　
　
生
産
の
立
場
に
立
つ
こ
事
は
、
ま
さ
し
く
、
汝
を
主
体
と
し
て
立
て
る
と
こ
ろ
の
自
覚
的
事

行
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
人
間
は
、
も
と
も
と
、
超
箇
を
本
然
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
主
体
と
し
て

立
て
ら
れ
る
汝
は
、
一
々
、
箇
人
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
、
単
に
箇
人
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
。
単
に
箇
人
に
す
ぎ
ぬ
も
の
を
立
て
る
の
み
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
「
私
事
」
で
あ
る
。
人
間
の
本
然

は
、
公
共
に
存
す
る
か
ら
、
箇
々
の
人
を
立
て
る
事
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
超
箇
の
生
命
が
、

公
共
的
生
命
と
し
て
具
体
的
に
立
つ
も
の
は
、
国
家
・
民
族
で
あ
り
、
国
家
・
民
族
の
生
命
が
箇
の
身
体

に
応
現
し
た
ま
う
も
の
が
　
天
皇
で
あ
る
か
ら
、
一
々
の
人
の
た
め
に
尽
す
事
行
は
、
君
国
へ
の
奉
仕
の

意
義
を
得
て
、
は
じ
め
て
自
覚
的
事
行
と
し
て
生
き
る
の
で
あ
る
。
単
に
「
世
の
た
め
」
と
い
う
の
み
で

は
、
ま
だ
、
「
彼
」
の
意
味
の
人
の
総
体
を
漠
然
と
考
え
る
域
を
脱
し
な
い
。
「
汝
」
に
当
面
す
る
事
行

的
立
場
か
ら
は
、
一
切
の
生
産
的
事
行
は
、
「
君
の
た
め
」
「
国
の
た
め
」
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
な
く

て
は
な
ら
ぬ
。
「
世
の
た
め
」
「
人
の
た
め
」
の
奉
仕
は
、
具
体
的
に
は
、
「
君
国
の
た
め
」
と
な
っ
て

生
き
る
の
で
あ
る
。
君
国
は
、
箇
々
の
自
他
の
極
所
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
自

他
の
関
係
は
、
君
国
か
ら
発
し
、
君
国
を
媒
介
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
覚
が
、
わ
が
国
の

「
神
な
が
ら
」
な
る
臣
民
道
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

二
六
六
　
　
他
に
譲
る
の
は
、
他
を
主
体
と
し
て
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
、
他
を
主
体
と
し
て
立
て

る
と
い
う
面
か
ら
見
れ
ば
、
譲
は
ま
さ
し
く
敬
に
通
ず
る
。
こ
の
、
他
を
主
体
と
し
て
立
て
る
と
い
う
面

か
ら
見
れ
ば
、
譲
は
ま
さ
し
く
敬
に
通
ず
る
。
ま
た
、
他
に
譲
る
の
は
、
汝
を
超
越
的
主
体
と
し
て
わ
が
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外
に
立
て
る
の
で
あ
る
。
そ
の
事
は
、
我
の
責
任
に
お
い
て
行
わ
れ
る
か
ら
、
汝
を
わ
が
外
に
立
て
る
の

は
、
み
ず
か
ら
汝
の
外
に
立
つ
事
を
媒
介
と
し
て
成
立
す
る
。
か
く
自
他
の
分
際
を
判
然
た
ら
し
め
る
の

は
、
「
義
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
ま
さ
し
く
、
譲
は
義
に
発
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
敬
は
、
汝
を
絶
対
的
存
在
と
し
て
立
て
る
事
行
で
あ
り
、
義
は
、
み
ず
か
ら
絶
対
的
事
行
と
し
て

立
つ
事
行
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
第
二
部
の
理
念
に
引
き
当
て
る
な
ら
ば
、
自
己
が
、m

ich

又
はX

に
お
い

て
自
己
を
身
分
者
と
し
て
実
現
す
る
の
が
、
義
で
あ
り
、
そ
の
立
場
か
ら
、
身
分
的
相
対
者
な
る
汝
を
、

ich

又
はA

と
し
て
仰
ぐ
の
が
敬
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
敬
と
義
と
は
、
い
ず
れ
も
、
事
行
主
体m

ich

又
はX

の
徳
で
あ
っ
て
、
も
と
分
つ
べ
き
も
の
で
は
な
い

が
、
義
は
、
他
を
立
て
、
敬
は
、
そ
の
立
て
る
他
を
超
越
者
と
し
て
仰
ぐ
我
の
構
え
で
あ
る
か
ら
、
「
敬
、

以
て
内
を
直
く
し
、
義
、
以
て
外
を
方
に
す
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
義
は
、
も
と
も
と
、
超

越
者
を
立
て
る
事
行
で
あ
る
か
ら
、
義
を
言
え
ば
敬
そ
の
中
に
在
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
六
七
　
　
義
は
、
汝
に
対
す
る
相
対
者
と
し
て
の
我
を
定
立
す
る
徳
で
あ
っ
て
、
箇
と
特
殊
と
の
原
理

で
あ
る
。
故
に
、
義
は
断
割
、
又
は
分
殊
な
ど
と
定
義
さ
れ
、
ま
た
、
収
斂
を
主
と
し
、
陰
に
属
す
る
も

の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
義
が
ひ
と
り
人
間
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
一
般
に
、
他
と
弁

別
さ
れ
る
事
物
の
本
質
を
指
す
の
に
用
い
ら
れ
る
の
も
、
そ
こ
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

「
意
義
」
「
語
義
」
の
「
義
」
は
、
「
わ
け
」
の
意
味
で
あ
り
、
「
何
の
義
ぞ
や
」
は
、
「
い
か
な
る
わ

け
か
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
「
わ
け
」
は
、
「
分
け
」
で
あ
っ
て
、
や
は
り
「
弁
別
」
を
現
す
。
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義
は
、
か
く
、
自
己
を
特
殊
と
し
て
実
現
す
る
徳
で
あ
る
か
ら
、
自
己
と
分
た
れ
自
己
に
対
す
る
と
こ
ろ

の
身
分
的
相
対
者
も
、
単
な
る
「
人
」
一
般
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
分
」
に
お
い
て
あ
る
特
殊
者

で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
義
は
、
人
を
然
る
べ
き
分
際
に
お
い
て
、
具
体
的
に
見
る
の
で
あ
る
。
故
に
「
義

は
宣
な
り
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
義
は
、m
ich

又
はX

に
お
け
る
実
践
の
立
場
で
あ
る
か
ら
、

義
は
、
人
の
以
て
由
る
べ
き
路
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
仁
は
、
超
越
者
な
るich

又
はA

の
徳
で

あ
っ
て
、
自
他
の
一
如
に
処
（
こ
お
）
る
か
ら
、
ま
た
、
収
斂
に
対
し
て
、
生
発
又
は
発
舒
（
は
つ

じ
ょ
）
の
原
理
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
萩
生
徂
徠
が
、
仁
を
も
っ
ぱ
ら
人
君
に
繋
し
て
説
く
の
は
、
仁

が
本
来
超
越
の
徳
で
あ
る
面
を
、
如
実
の
人
生
に
お
け
る
超
越
者
の
位
と
し
て
把
握
す
る
も
の
と
見
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。

二
六
八
　
　
仁
と
義
と
の
関
係
は
、ich

とm
ich

、
又
はA

とX

と
の
関
係
に
対
応
し
、
従
っ
て
、
仁
は

義
に
対
す
る
超
越
者
の
位
に
あ
る
。
と
は
い
え
、ich

が
そ
の
実m

ich

に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
、A

がX

に

よ
っ
て
生
ま
れ
る
よ
う
に
、
仁
は
も
と
義
に
由
っ
て
成
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
天
下
未
だ
不
義
に
し
て
仁

な
る
者
を
見
ず
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
事
行
主
体
の
立
場
か
ら
は
、
義
を
ミ
ヅ
カ
ラ
と
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
仁
た
る
を
分
と
し
、
仁
を
む
し
ろ
、
我
に
対
す
る
上
位
者
の
徳
と
し
て
仰
ぐ
の
で
あ

る
。
も
し
、
仁
が
義
を
超
越
す
る
と
い
う
格
相
に
惑
っ
て
、
仁
を
重
ん
ず
る
の
あ
ま
り
、
義
を
軽
ん
ず
る

な
ら
ば
、
そ
の
弊
は
、
人
間
を
、
君
臣
・
夫
婦
の
身
分
的
相
対
を
遊
離
し
た
「
人
」
一
般
と
見
る
に
至
り
、

抽
象
的
な
人
類
愛
又
は
兼
愛
に
陥
る
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
が
哲
学
の
上
に
現
れ
る
と
き
、
真
理
を
抽
象
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的
一
般
の
性
格
に
お
い
て
見
る
立
場
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
と
い
い
真
理
と
い
う
も
の
は
、

も
と
、
人
倫
の
道
で
あ
り
、
人
倫
は
義
に
よ
っ
て
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
義
な
く
し
て
は
、
人
間
の
道
は

廃
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
義
は
、
現
実
の
社
会
的
・
歴
史
的
生
命
と
し
て
の
自
己
を
立
て
る
実
践
又
は
事
行

の
原
理
で
あ
っ
て
、
箇
の
自
己
の
責
任
的
実
現
を
媒
介
と
し
て
、
そ
の
箇
を
生
み
、
従
っ
て
、
箇
を
超
え

る
超
箇
的
・
公
共
的
自
己
を
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
格
相
に
お
い
て
現
成
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
支
那
の
儒

者
が
、
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
、
仁
を
重
ん
ず
る
の
に
対
し
、
わ
が
国
の
儒
者
が
、
特
に
義
を
重
ん
じ
、
中

に
就
い
て
，
君
臣
の
義
を
人
倫
の
大
本
と
し
、
天
地
の
大
義
と
す
る
の
は
、
わ
が
国
人
の
す
ぐ
れ
て
事
行

的
な
る
精
神
を
現
す
も
の
と
見
ら
れ
よ
う
。
君
に
対
す
る
臣
の
徳
た
る
忠
が
、
忠
義
と
熟
し
、
義
と
不
可

分
の
も
の
と
さ
れ
る
の
も
、
ま
さ
し
く
、
そ
の
精
神
の
現
れ
の
一
つ
で
あ
る
。

第
三
　
　
奉
仕

二
六
九
　
　
自
覚
的
立
場
が
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
我
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
お
い
て
成
立
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、

自
覚
的
な
我
と
は
、
自
他
の
一
如
に
お
け
る
他
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
超
越
的
な
我

は
、
自
他
の
一
如
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
位
の
我
が
自
己
と
呼
ば
れ
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
位
の

我
が
他
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
。
こ
れ
を
別
に
言
う
な
ら
ば
、
自
覚
的
立
場
は
、
自
己
と
一
如
な
る

他
を
、
他
と
一
如
な
る
自
己
に
対
す
る
超
越
者
の
位
に
就
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

自
己
は
、
生
ま
れ
た
所
与
の
存
在
と
し
て
は
、A

B
C

で
あ
り
、
他
は
、
我
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
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又
は
、
我
と
交
渉
す
る
と
こ
ろ
の
、Y

Z

で
あ
る
。
故
に
、
人
は
、
生
ま
れ
た
ま
ま
の
境
涯
に
お
い
て
は
、

汝
に
対
す
る
超
越
的
立
場
を
発
揮
す
る
。
そ
れ
は
、
人
が
、
他
人
を
わ
が
意
識
の
中
に
映
す
こ
と
に
あ
ら

わ
れ
、
ま
た
、
幼
児
が
傍
若
無
人
に
自
己
の
生
を
主
張
す
る
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
る
。
し
か
る
に
、
我A

B
C

は
、
も
と
も
とX

に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
所
生
の
我A

B
C

が
、
お
の
れ
の
存
在
の
根

源
な
るX
に
帰
入
す
る
の
が
、
自
覚
的
事
行
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、X

は
、Y

Z

の
根
源
で
も
あ
る
か
ら
、

自
覚
的
事
行
に
よ
っ
て
、
我
は
、
汝
と
一
如
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
自
覚
は
、
単
な
る
箇
の
我
の

達
成
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
汝
と
の
対
立
を
失
う
も
の
で
な
い
か
ら
、
我
は
、X

に
帰
入
す
る
と
し
て
も
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
汝
を
わ
が
内
に
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
汝
は
、
あ
く
ま
で
、
我
に
対
す
る
主
体
的

超
越
者
と
し
て
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
にX

に
対
し
て
主
体
的
に
超
越
す
る
も
の
は
、A

の
ほ
か

に
は
な
い
か
ら
、
汝Y

Z

は
、A
に
超
越
せ
し
め
ら
れ
て
、A

Y
Z

の
格
相
を
帯
び
、
そ
れ
に
対
し
て
、
我
は
、

X
B
C

の
格
相
を
帯
び
る
の
で
あ
る
。
我
と
汝
と
の
一
如
は
、
か
く
の
ご
と
き
格
の
転
換
に
お
い
て
成
立
す

る
の
で
あ
っ
て
、
自
覚
と
は
、
か
く
、
み
ず
か
らX

と
し
て
立
ち
、
汝
を
超
越
者
あ
るA

と
し
て
仰
ぐ
体

験
と
し
て
の
み
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
自
覚
と
は
実
に
奉
仕
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
し
か
も
、
そ
の
際
、X

と

し
て
立
つ
自
己
は
、A

で
な
く
な
る
の
で
は
な
く
、X

で
あ
る
と
共
に
依
然
と
し
てA

な
の
で
あ
る
が
、
ミ

ヅ
カ
ラA

に
居
る
こ
と
な
く
、X

を
分
と
し
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラA

に
居
る
の
で
あ
る
。

二
七
〇
　
　
我
と
汝
と
の
対
立
は
、
事
行
的
に
は
、
我
の
絶
対
に
帰
す
る
。
そ
の
絶
対
と
は
、
対
す
る
も

の
を
も
た
ぬ
と
い
う
、
存
在
的
の
意
義
の
も
の
で
は
な
く
て
、
対
立
を
絶
す
る
と
い
う
、
事
行
的
の
意
義
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の
も
の
た
る
べ
き
で
あ
る
。
一
般
に
、
対
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
行
為
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
絶
対
的

事
行
た
る
我
に
対
す
る
汝
が
、
や
は
り
絶
対
的
事
行
の
意
味
を
も
っ
て
、
我
に
対
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

と
こ
ろ
で
、
事
行
と
は
我
の
事
行
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
汝
の
事
行
と
い
う
こ
と
は
事
行
論
的
に
成
立

し
な
い
。
汝
の
事
行
は
、
汝
そ
の
人
の
立
場
か
ら
は
、
や
は
り
「
我
の
事
行
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
我
に

対
す
る
汝
は
あ
く
ま
で
存
在
と
し
て
見
ら
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
汝
は
、
我
が
事
行
的
に
交
渉
す
る
と
こ
ろ

の
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
存
在
は
、
わ
が
事
行
に
お
い
て
我
と
一
如
で
あ
る
か
ら
、
わ
が
事

行
の
本
質
を
掴
む
か
ぎ
り
、
我
に
相
対
的
に
対
す
る
知
的
対
象
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、

汝
は
、
我
に
対
す
る
絶
対
的
存
在
と
し
て
、
絶
対
的
事
行
た
る
我
と
、
絶
対
の
面
に
お
い
て
重
な
り
合
う

も
の
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
汝
の
絶
対
の
存
在
は
、
単
な
る
所
与
で
は
な
く
、
自
他
一
如
の
事
行
の
一
格
相
で
あ
っ
て
、
能
与
が
所

与
の
相
を
帯
び
て
現
ず
る
も
の
で
あ
る
。
能
与
が
所
与
の
相
を
帯
び
て
現
す
る
と
は
、
ま
さ
し
く
、X

が

A

と
し
て
現
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
汝
はA

で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
我
が
、
所
与
と
し
てA

B
C

と
し
て
現
れ
、
自
覚
的
事
行
と
し
て
、X

B
C

に
転
じ
、
そ
れ
と
共
に
、
は
じ
め
他
者
と
し
て
対
し
た
汝Y

Z

を
、A

に
超
越
せ
し
め
て
、A

Y
Z

と
す
る
こ
と
わ
り
は
、
上
の
論
理
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

二
七
一
　
　
相
対
的
所
与
と
し
て
は
、
我
（A

B
C
)

と
汝
（Y

Z
)

と
は
、
あ
く
ま
で
存
在
的
に
対
立
す
る
。

た
だ
、
我
は
、A

に
お
い
て
、
自
他
の
統
一
を
予
感
し
て
、
汝
を
わ
が
内
に
映
す
の
で
あ
る
が
、
そ
のA

と
て
も
、
本
来
は
所
与
で
あ
っ
て
、
相
対
性
を
脱
せ
ず
、
実
はB
を
超
え
ぬ
も
の
で
あ
る
。
翻
っ
て
考
う
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れ
ば
、
相
対
性
を
脱
せ
ぬ
が
故
に
、
よ
く
、
相
対
的
存
在
者
と
交
渉
し
得
る
と
も
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

　
所
与
の
我A

B
C

（
実
はB

C
)

は
、
そ
の
存
在
の
源
た
るX

に
還
帰
し
て
、X

B
C

と
な
り
、
相
対
的
立
場

を
超
脱
す
る
。
し
か
る
に
、
我
の
成
立
に
は
、
汝
が
不
可
欠
の
条
件
で
あ
っ
て
、
相
対
的
立
場
を
超
脱
す

る
絶
対
の
我
と
い
え
ど
も
、
ま
た
対
す
る
者
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
、
絶
対
と
は
、
対
す

る
こ
と
を
絶
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
絶
対
に
対
す
る
も
の
は
、
相
対
的
存
在
で
あ
る
こ
と
が
で

き
ぬ
。
故
に
、
汝
は
、
絶
対
の
超
越
的
存
在
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
必
然
的
に
、
汝

Y
Z

は
、
我X

B
C

に
対
し
て
超
越
す
るA

の
格
相
を
得
て
、A

Y
Z

と
な
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
の
ご
と
く
汝
をA
の
位
に
仰
ぐ
奉
仕
に
よ
ら
ず
し
て
は
、
自
覚
的
な
事
行
主
体X

B
C

は
成
立
せ
ぬ

の
で
あ
る
。

二
七
二
　
　
我
は
、
所
与
の
存
在
と
し
て
、
汝
に
相
対
的
に
対
す
る
が
、
能
与
の
事
行
と
し
て
、
自
他
の

対
立
を
超
え
て
、
こ
の
対
立
を
、
自
己
の
内
に
荷
う
に
い
た
る
。
し
か
る
に
、
か
く
自
他
を
荷
う
事
行
的

自
己
は
、
汝
に
存
在
的
に
対
立
す
る
自
己
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
存
在
的
な
自
己
が
、
同
時
に
、
み
ず
か

ら
を
超
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
は
、
事
行
の
立
場
に
立
つ
と
共
に
、
存
在
面
に
映
せ
ば
、
自
己
は
存

在
的
に
み
ず
か
ら
を
空
し
く
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
無
私
又
は
滅
私
と
い
わ
れ
る
体
験
で
あ

る
。

　
自
己
が
み
ず
か
ら
を
空
し
く
し
て
他
を
立
て
る
と
い
う
の
は
、X

を
わ
が
分
と
し
、A

を
汝
と
す
る
の

で
あ
る
。
そ
のA

は
、X

に
対
す
る
超
越
者
で
あ
る
か
ら
、
汝
と
我
と
の
間
に
は
、
次
元
の
相
違
が
存
し
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て
、
我
は
汝
に
含
ま
れ
る
も
の
、
汝
に
帰
属
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
を
そ
の
あ
ま
受
取
り
、

こ
れ
を
自
主
的
に
実
現
す
る
と
き
、
こ
お
所
与
の
関
係
を
超
ゆ
る
我
、
す
な
わ
ち
、A

と
同
じ
き
超
越
者

た
り
、
か
つA

の
超
越
性
を
現
実
に
生
み
現
す
と
こ
ろ
の
我
（X

）
が
現
成
す
る
。
自
然
の
親
が
子
を
生

み
落
す
の
に
対
し
て
、
人
格
の
親
は
、
み
ず
か
ら
子
と
な
り
、
子
を
親
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
親
な
る
子

を
、
上
座
に
生
み
上
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
孝
が
人
格
的
事
行
の
根
本
原
理
と
し
て
立
つ
の
で
あ
る
。

奉
仕
の
体
験
は
、
「
生
む
」
と
「
生
ま
れ
る
」
と
の
自
然
的
所
与
を
地
盤
と
し
て
、
ま
ず
、
孝
と
し
て
発

現
す
る
の
で
あ
る
。

二
七
三
　
　X

は
、
も
と
生
産
の
原
理
で
あ
っ
て
、A

はX

に
よ
っ
て
現
実
に
生
ま
れ
る
。
従
っ
て
、X

は

親
、A

は
子
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、A

は
覚
照
の
原
理
で
あ
っ
て
、X

を
も
見
る
も
の
で
あ
る
。
見
ら
れ

る
も
の
は
見
る
も
の
に
内
在
す
る
ほ
か
は
な
い
か
ら
、A

はX

に
対
す
る
存
在
的
超
越
者
の
格
相
を
帯
び

る
。X

は
、
我
そ
の
も
の
の
表
現
で
あ
る
わ
が
子
を
、
超
越
者
と
し
て
立
て
、
こ
れ
に
対
し
て
事
え
る
立

場
を
と
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
存
在
的
超
越
者
は
、
我
に
存
在
を
与
う
る
も
の
、
従
っ
て
、
我
に
対

す
る
親
た
る
も
の
の
格
相
に
お
い
て
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、A

を
立
て
るX

は
、
み
ず
か
ら
生
産
の
立

場
に
居
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
事
行
の
立
場
に
居
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
別
に
言
え
ば
、
自
覚
的
なX

は
、
み

ず
か
ら
子
の
立
場
に
居
り
、
汝
を
親
と
し
て
、
こ
れ
　
に
事
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
親
子
の
関
係
を
原
型

と
し
て
、
一
切
の
人
格
的
事
行
は
、
汝
を
超
越
的
存
在
と
し
て
、
こ
れ
に
事
え
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
。

人
生
に
お
い
て
敬
の
重
ん
ず
べ
き
は
、
こ
の
理
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
人
間
と
は
、
「
汝
に
事
え
る
我
で
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あ
る
」
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
故
に
、
「
敬
は
一
身
の
主
宰
、
万
事
の
根
本
」
と
も
、
「
敬
無

け
れ
ば
則
ち
本
心
亡
す
」
と
も
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
自
覚
は
、
人
の
上
に
出
で
、
存
在
の
頂
点
に
立
た
ん
と
す
る
方
向
に
は
現
成
せ
ず
し
て
、
人
生
を
荷
う

事
行
と
し
て
、
存
在
の
底
に
沈
ま
ん
と
す
る
方
向
に
現
成
す
る
。
垂
加
神
道
に
お
い
て
、
「
土
金
」
と
い

う
事
を
説
き
、
敬
を
天
地
・
人
倫
の
原
理
と
し
て
説
く
の
は
、
語
源
説
に
お
い
て
付
会
が
あ
る
と
は
い
え
、

比
類
な
き
高
き
真
理
を
把
握
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

二
七
四
　
　
み
ず
か
らX
と
し
て
立
つ
の
は
、
汝
に
対
し
て
、
下
座
を
行
ず
る
の
で
あ
る
。
人
は
、
他
を

見
る
知
的
立
場
（A

）
に
立
つ
か
ぎ
り
、
お
の
ず
か
ら
、
汝
の
上
に
超
越
し
、
汝
の
上
に
坐
す
る
が
、

「
見
ら
れ
る
」
原
理X

と
し
て
、
汝
を
超
越
者
と
し
て
、
汝
を
超
越
者
と
し
、
汝
に
事
え
る
と
き
、
汝
の

下
に
坐
す
る
の
格
相
を
帯
び
る
の
で
あ
る
。

　
人
間
の
本
質
は
、
下
座
の
奉
仕
に
存
す
る
。
人
は
下
座
を
行
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
よ
く
人
間
た

り
得
る
の
で
あ
る
。
ゴ
ー
ガ
ル
デ
ン
も
、
人
と
人
と
の
関
係
は
、
相
互
の
従
属
で
あ
っ
て
、
人
は
、
相
互

に
従
属
す
る
か
ぎ
り
、
相
互
に
関
係
を
も
つ
こ
と
を
説
い
て
い
る
が
（
『
政
治
的
倫
理
学
』
）
、
従
属
と

い
う
の
は
、
存
在
概
念
で
あ
っ
て
、
事
行
主
体
た
る
人
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
不
十
分
で
あ
る
。
人
と
人

と
の
関
係
は
、
相
互
の
奉
仕
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
人
と
人
と
が
、
互
に
他
を
敬
し
、
み
ず
か
ら
下
座
を

行
ず
る
と
き
、
真
に
「
人
間
」
の
関
係
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
人
間
体
験
は
、
日
本
語
に
、
比
類

も
な
く
見
事
な
る
表
現
を
見
出
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
わ
が
国
人
が
、
「
存
在
す
る
」
を
、
「
侍
（
は
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べ
）
る
」
又
は
「
侍
（
さ
む
ら
）
ふ
」
（
候
）
と
い
う
の
は
、
存
在
に
そ
の
ま
ま
奉
仕
の
意
義
を
帯
ば
し

め
た
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。
奉
仕
に
よ
っ
て
、
存
在
は
、
存
在
の
ま
ま
、
事
行
た
る
も
の
に
転
換
せ
し
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
と
は
「
さ
む
ら
ひ
」
又
は
侍
者
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
か
か
る
言
語
的
表

現
を
も
つ
わ
が
日
本
は
、
「
さ
む
ら
ひ
」
の
国
で
あ
り
、
自
覚
の
体
験
の
貫
く
国
で
あ
る
。
あ
た
、
わ
が

国
人
が
集
会
の
席
に
お
い
て
、
他
に
上
座
を
譲
っ
て
止
ま
ぬ
の
も
、
人
間
と
は
下
座
の
行
に
ほ
か
な
ら
ぬ

こ
と
を
強
く
直
覚
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
邦
語
に
お
い
て
、
甲
か
ら
は
乙
に
物
を
「
差
上
げ

る
」
と
言
い
、
乙
は
甲
か
ら
「
下
さ
れ
物
」
を
「
い
た
だ
く
」
と
言
っ
て
、
常
に
他
を
上
に
自
己
を
下
に

置
く
の
も
、
同
じ
エ
ー
ト
ス
か
ら
来
て
い
る
と
見
ら
れ
よ
う
。
か
か
る
体
験
が
言
語
に
あ
あ
ね
く
通
路
を

見
出
し
て
、
わ
が
国
語
は
、
比
類
な
く
、
敬
語
に
豊
か
で
あ
る
。

　二
七
五
　
　
人
間
の
本
質
は
下
座
の
行
に
存
す
る
。
そ
の
際
、
注
意
す
べ
き
は
、
一
切
の
人
間
は
、
下
座

の
「
事
行
」
に
お
い
て
対
等
で
あ
る
が
、
存
在
的
に
は
、
不
平
等
な
る
こ
と
を
本
質
と
し
、
上
座
・
下
座

の
別
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
存
在
は
す
べ
て
相
対
的
で
あ
り
、
相
対
的
な
も
の
は
必
ず
相
違
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
現
実
に
は
、
全
然
同
一
の
も
の
が
二
つ
存
在
す
る
と
い
う
こ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

故
に
、
存
在
は
必
ず
不
平
等
で
あ
る
。
こ
の
理
を
見
ず
し
て
、
人
を
存
在
的
に
平
等
に
た
ら
し
め
ん
と
す

る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
悪
平
等
」
で
あ
る
。
身
分
は
、
親
子
の
関
係
を
原
型
と
し
、
お
と
も
と
、
所
与
の

存
在
た
る
の
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
君
臣
・
父
子
・
主
従
・
夫
婦
な
ど
の
身
分
的
相
対
者
は
、
事
行

的
に
は
対
等
に
他
に
事
え
合
う
も
の
で
あ
る
一
方
、
存
在
的
に
は
互
に
上
下
の
階
序
を
成
し
て
、
縦
の
対
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面
を
な
す
の
で
あ
る
。
人
は
、
自
然
的
・
歴
史
的
存
在
を
、
所
与
と
し
て
受
取
る
ほ
か
な
く
、
従
っ
て
、

人
と
人
と
の
間
に
は
、
相
対
的
存
在
に
本
質
的
な
る
相
違
が
、
長
幼
・
上
下
・
貴
賎
な
ど
と
し
て
現
れ
る

の
で
あ
る
。
人
の
具
体
的
事
行
は
、
必
ず
、
こ
の
所
与
を
地
盤
と
し
て
成
ぜ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る

人
が
、
男
又
は
女
と
し
て
生
ま
れ
、
賢
又
は
愚
と
し
て
生
ま
れ
、
強
壮
又
は
病
身
と
し
て
生
ま
れ
、
富
家

に
又
は
貧
家
に
生
ま
れ
、
君
又
は
臣
と
し
て
生
ま
れ
る
の
は
、
そ
の
本
質
上
、
所
与
で
あ
る
か
ら
、
人
は
、

こ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
取
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
が
、
自
己
の
責
任
的
立
場
か
ら
、
そ
の
所
与
に
基

い
て
、
人
格
的
事
行
を
成
ず
る
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
人
格
の
対
等
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
立
場
に
立
つ
と
き
、
は
じ
め
所
与
で
あ
っ
た
自
他
の
存
在
上
の
相
違
は
、
事
行
的
自
己
の
与
え
た

も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
も
の
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
臣
下
は
、
自
己
が
君
上
に
あ
ら
ず
し
て
臣
下
た
る
こ
と

を
不
孝
と
せ
ず
、
妻
、
夫
に
仕
え
る
こ
と
を
悲
し
ま
ず
、
能
楽
の
ワ
キ
役
の
家
に
生
ま
れ
た
者
は
、
自
己

が
シ
テ
役
に
あ
ら
ず
し
て
ワ
キ
役
た
る
こ
と
に
屈
辱
を
感
じ
る
こ
と
な
く
、
み
ず
か
ら
、
君
・
夫
・
シ
テ

役
な
ど
を
立
て
敬
う
下
位
の
存
在
と
し
て
立
ち
な
が
ら
、
臣
道
・
婦
道
又
は
芸
道
に
お
け
る
マ
コ
ト
に

よ
っ
て
、
人
間
の
自
覚
的
立
場
を
十
全
に
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
人
の
上
（
か
み
）
に
立
つ
者
も
、

存
在
に
お
け
る
上
位
を
、
与
え
ら
れ
た
ま
ま
に
保
ち
つ
つ
、
事
行
的
に
は
、
す
べ
て
、
下
座
を
行
ず
る
の

で
あ
る
。

二
七
六
　
　
人
格
は
、
横
に
無
差
別
平
等
に
並
列
す
る
存
在
で
は
な
く
て
、
縦
に
上
下
の
階
序
を
成
す
と

こ
ろ
の
、
責
任
的
事
行
な
の
で
あ
る
。
こ
の
人
格
の
関
係
を
存
在
の
世
界
に
映
す
も
の
が
、
ま
さ
し
く
、
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親
子
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
親
は
、
子
に
お
い
て
、
我
に
ほ
か
な
ら
ぬ
も
の
を
見
る
。
親
に
と
っ
て
、

子
は
我
に
ほ
か
な
ら
う
、
ま
た
我
よ
り
出
で
た
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
親
は
、
子
を
含
む
の
格
相
を
帯
び
、

幼
児
を
抱
き
又
は
負
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
前
述
の
ご
と
く
、
親
が
子
を
愛
護
す
る
の
は
、
超
越
的
生

命
に
仕
え
る
所
以
で
あ
る
。
し
か
も
、
子
は
親
の
外
に
在
っ
て
こ
れ
に
対
す
る
か
ら
、
親
子
は
、
存
在
に

対
す
る
存
在
と
し
て
、
並
列
す
る
一
面
を
も
つ
。
し
か
し
、
親
は
、
こ
の
並
列
の
面
を
露
出
す
る
こ
と
な

く
、
こ
れ
を
超
え
て
、
子
を
自
己
に
内
在
す
る
も
の
と
し
、
同
時
に
、
子
を
超
越
者
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
前
の
、
子
を
内
在
と
す
る
立
場
は
、
自
然
的
所
与
で
あ
る
か
ら
、
い
か
な
る
親
も
、
本
能
的
に
子
を
愛

す
る
こ
と
を
知
る
。
人
格
の
親
は
、
後
の
、
子
を
超
越
者
と
す
る
立
場
を
自
覚
的
に
行
ず
る
こ
と
に
お
い

て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
親
の
前
の
立
場
に
感
応
す
る
も
の
が
、
子
の
側
の
孝
で
あ
っ
て
、
人
格
の
子
は
、

お
の
れ
を
内
在
せ
し
め
る
親
を
、
そ
の
ま
ま
超
越
者
と
し
て
受
取
り
、
こ
れ
に
事
え
る
の
で
あ
る
。

　
人
格
の
親
子
は
、
親
が
超
越
、
子
が
内
在
と
い
う
自
然
的
関
係
を
、
存
在
と
し
て
保
持
し
つ
つ
、
互
に
、

他
を
超
越
者
と
す
る
事
行
に
お
い
て
、
人
格
的
に
対
等
の
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
格
の
親

子
の
関
係
も
、
自
然
の
親
子
の
関
係
に
も
と
づ
き
、
こ
れ
を
生
か
す
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
自
然
の

親
子
に
あ
っ
て
は
、
親
は
、
子
を
主
体
と
し
て
生
む
の
で
あ
る
が
、
生
み
の
親
と
生
み
の
子
と
の
当
面
の

関
係
に
お
い
て
は
、
親
は
能
生
で
あ
り
、
子
は
所
生
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
能
為
と
所
為
、
我
と
汝
と
の

関
係
を
映
す
の
で
あ
る
。
我
と
汝
と
は
、
共
に
事
行
を
本
然
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
の
現
実
に
お
い

て
は
、
両
事
行
の
一
な
る
我
が
、
み
ず
か
ら
を
事
行
と
し
て
実
現
し
、
他
の
事
行
な
る
汝
を
、
事
行
の
可

能
体
と
し
て
立
て
、
自
己
に
対
す
る
所
動
の
も
の
と
す
る
ほ
か
は
な
い
。
親
子
は
、
実
に
、
か
く
の
ご
と
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き
人
と
人
と
の
関
係
を
現
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
人
と
人
と
は
、
か
か
る
親
子
の
対
面
を
原
型
と
し
て
、

主
と
客
、
主
と
従
、
先
後
、
長
幼
、
延
い
て
は
、
貴
賎
・
上
下
の
差
別
相
に
お
い
て
、
対
面
し
合
う
の
で

あ
る
。
親
子
・
君
臣
・
夫
婦
・
長
幼
な
ど
の
身
分
的
相
対
者
は
、
横
に
平
等
に
並
列
す
る
い
わ
ゆ
る
人
格

の
如
き
も
の
で
は
な
く
、
具
体
的
に
は
、A

とX

と
の
格
の
相
違
を
映
し
て
、
上
下
・
貴
賎
の
階
序
の
内

に
立
つ
の
で
あ
る
。

二
七
七
　
　
汝
の
本
然
は
、
我
に
対
す
る
超
越
で
あ
る
が
、
汝
の
、
我
に
対
す
る
こ
の
超
越
性
を
、
超
絶

性
と
し
て
受
取
る
と
き
、
汝
は
、
我
に
対
等
に
対
す
る
「
人
」
の
面
を
空
に
さ
れ
て
、
こ
こ
に
神
又
は
仏

の
理
念
が
発
生
す
る
。
生
命
の
本
質
は
、
超
越
的
立
場
（A

X
)

に
存
し
、
且
つ
超
絶
は
超
越
の
一
面
で
あ

る
か
ら
、
汝
に
お
い
て
神
又
は
仏
を
見
る
、
す
な
わ
ち
、
神
又
は
仏
た
る
絶
対
者
を
仰
ぐ
と
い
う
体
験
に

は
、
一
面
、
人
生
の
高
き
真
理
の
把
握
が
こ
も
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
超
絶
が
超
越
の
一
面
で
あ
う
の
は
、
存
在
的
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
、
事
行
的

主
体
と
し
て
の
汝
の
面
は
空
に
さ
れ
る
か
ら
、
汝
は
我
に
と
り
、
事
行
的
に
は
受
身
の
も
の
と
な
り
、

も
っ
ぱ
ら
、
我
に
よ
っ
て
仰
が
れ
億
念
さ
れ
る
の
み
の
対
象
と
な
る
ほ
か
は
な
い
。
人
が
神
又
は
仏
と
し

て
祀
ら
れ
る
の
が
、
そ
の
人
の
死
し
た
の
ち
で
あ
る
の
は
、
そ
の
間
の
消
息
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
今
は
亡
き
故
人
も
、
嘗
て
は
こ
の
世
に
存
し
、
事
行
主
体
と
し
て
我
に
対
す
る
か
、
又
は
対
し
得
た
る

現
実
の
人
で
あ
り
、
し
か
も
、
相
対
的
時
間
に
お
け
る
過
現
末
は
、
絶
対
的
で
あ
る
宗
教
的
体
験
に
と
っ

て
は
、
第
二
義
的
な
意
義
し
か
も
た
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
神
仏
が
歴
史
的
人
物
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
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を
祀
る
宗
教
的
体
験
は
、
具
体
的
立
場
を
失
う
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
神
又
は
仏
が
、
非
歴
史

的
な
、
観
念
上
の
絶
対
者
で
あ
る
と
き
、
か
か
る
神
仏
を
億
念
す
る
の
は
、
抽
象
的
体
験
に
堕
し
お
わ
る

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
な
お
こ
の
場
合
と
い
え
ど
も
、
そ
の
宗
教
に
伝
統
が
生
じ
、
後
覚
が
先
覚
た
る

「
よ
き
人
」
の
仰
せ
を
蒙
り
て
信
ず
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
も
と
抽
象
的
で
あ
っ
た
神
仏
も
、
そ
の

師
承
を
媒
介
と
し
て
、
間
接
に
、
幾
分
の
具
体
性
を
快
復
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
超
越
と
は
、
「
生

す
」
で
あ
る
か
ら
、
具
体
的
な
神
は
、
親
の
意
味
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か
も
、
人
間
の
本
然

は
公
共
で
あ
る
か
ら
、
ま
こ
と
の
神
は
、
公
共
の
生
活
地
盤
に
立
つ
歴
史
的
な
祖
神
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

「
神
な
が
ら
」
と
は
、
か
か
る
具
体
的
な
神
を
把
握
し
、
真
理
を
「
御
親
（
み
お
や
）
」
の
垂
訓
と
し
て

伝
承
し
、
そ
の
垂
訓
の
実
践
を
人
生
の
原
理
と
す
る
わ
が
国
の
体
験
を
さ
し
て
い
う
の
で
あ
る
。

二
七
八
　
　
人
格
も
、
神
格
も
、
超
越
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
わ
が
態
度
は
、
敬
及
び
信

で
あ
る
。
敬
は
、
み
ず
か
らX

と
し
て
立
ち
、
超
越
的
なA

を
存
在
と
し
て
立
て
る
事
行
で
あ
り
、
信
は
、

そ
の
超
越
的
なA

に
、
わ
が
存
在
を
没
せ
し
め
る
事
行
で
あ
る
。
故
に
、
信
は
、
特
に
神
格
に
対
す
る
も

の
と
し
て
発
現
す
る
。
こ
れ
を
別
に
言
う
な
ら
ば
、
敬
は
、
よ
り
多
く
道
徳
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
信
は
、

よ
り
多
く
宗
教
的
で
あ
る
。
敬
は
、
道
徳
的
で
あ
る
か
ら
、
他
を
立
て
る
責
任
的
事
行
の
立
場
に
立
ち
、

信
は
宗
教
的
で
あ
る
か
ら
、
超
越
的
な
存
在
に
没
す
る
帰
依
の
立
場
に
立
つ
。
し
か
る
に
、
か
く
お
の
れ

を
超
越
的
な
存
在
に
没
せ
し
め
る
の
も
、
つ
ま
り
は
、
自
の
自
覚
的
事
行
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、
信
に
お

い
て
は
、
他
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
格
相
に
お
い
て
自
た
る
の
で
あ
る
。
自
覚
は
、
自
他
の
一
如
で
あ
っ
て
、
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ミ
ヅ
カ
ラ
の
格
相
に
お
い
て
自
己
な
る
自
が
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
格
相
に
お
い
て
自
己
な
る
他
を
貫
く
と
こ

ろ
の
体
験
で
あ
る
か
ら
、
他
が
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
格
相
に
お
い
て
自
た
る
信
は
、
ま
さ
し
く
、
自
覚
の
本
然

を
現
ず
る
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
更
に
か
か
る
超
越
的
な
他
を
立
て
る
自
己
の

責
任
が
自
覚
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
、
敬
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
信
は
、
存
在
の
主
体
た
る
超
越
的
な

他
を
自
覚
し
、
敬
は
、
事
行
の
主
体
た
る
我
を
自
覚
す
る
。
信
は
、
自
覚
の
存
在
論
的
徳
で
あ
り
、
敬
は
、

自
覚
の
事
行
論
的
徳
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
超
越
的
な
他
者
を
仰
ぎ
こ
れ
を
立
て
る

信
と
敬
と
に
お
い
て
、
自
己
は
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
格
相
に
お
い
て
、
そ
れ
と
対
等
の
超
越
者
（
す
な
わ
ち
、

神
）
と
な
る
の
で
あ
る
。
人
は
、
み
ず
か
ら
神
に
居
る
と
き
は
、
決
し
て
神
た
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
こ
れ

に
反
し
て
、
人
は
、
神
を
拝
す
る
と
き
、
お
の
ず
か
ら
神
格
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。

二
七
九
　
　
自
覚
は
、
超
越
的
な
汝
に
対
す
る
事
に
お
い
て
成
立
す
る
。
単
な
る
知
的
立
場
は
、A

か
ら

Y

・Z

・B

・C

を
観
照
し
、
対
象
を
自
己
の
内
に
内
在
せ
し
め
る
の
み
で
あ
っ
て
、A

の
本
然
な
るX

を
把

握
す
る
こ
と
な
く
、
従
っ
て
、
自
覚
に
達
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
人
が
、X

の
立
場
に
立
っ
て
、

A

を
存
在
的
超
越
者
と
す
る
と
き
、
超
越
が
、
自
己
の
対
等
の
超
越
に
対
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
こ
に
自

覚
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
自
覚
は
、
子
が
お
の
れ
の
根
源
た
り
存
在
的
超
越
者
た
る
親

を
見
る
事
を
原
型
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
ひ
る
が
え
っ
て
考
う
る
に
、
生
ま
れ
た
子
に
は
、
「
生
む
」
そ

の
も
の
を
見
る
力
が
な
く
、
子
の
見
得
る
も
の
は
、
生
み
し
親
又
は
生
み
の
事
実
の
痕
跡
の
み
で
あ
る
。

故
に
、
自
覚
は
、
知
的
の
意
味
の
い
わ
ゆ
る
「
見
る
」
を
超
え
る
の
で
あ
る
「
見
る
」
を
超
え
る
と
は
、
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こ
れ
を
分
別
を
超
え
、
知
力
の
把
握
を
超
え
る
も
の
と
し
て
畏
み
尊
ぶ
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

わ
が
国
の
神
代
の
伝
説
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
「
生
す
」
に
、
す
な
わ
ち
、
な
ん
ら
か
の
生
命
活
動
を
感

ぜ
し
め
と
こ
ろ
に
神
を
見
て
、
ひ
と
り
善
事
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
悪
事
、
凶
事
に
も
神
の
働
き
を
観

取
す
る
体
験
が
現
れ
て
い
る
の
は
、
こ
こ
か
ら
来
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
善
の
源
な
る
直
日
（
な
お
び
）

の
神
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
悪
の
源
な
る
禍
津
日
（
ま
が
つ
ひ
）
の
神
も
、
神
の
名
に
よ
っ
て
呼
ば
れ
る
の

で
あ
る
。

二
八
〇
　
　
か
く
、
超
越
的
な
る
「
生
す
」
の
働
き
が
、
す
べ
て
、
神
の
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
と
は
い

え
、
そ
れ
が
。
人
間
の
事
行
の
立
場
か
ら
遊
離
し
た
、
単
な
る
超
越
的
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、

同
時
に
、
観
念
に
お
い
て
の
み
存
す
る
抽
象
的
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
、
現
実
的
な
も
の
は
、

人
間
の
事
行
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
責
任
的
立
場
を
離
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
。
神
と
は
本

来
、
人
間
の
最
高
の
次
元
を
、
又
は
人
間
の
実
相
を
、
名
づ
け
て
言
う
の
で
あ
る
。
景
行
天
皇
が
、
御
子

日
本
武
尊
に
つ
い
て
「
形
則
我
子
、
実
則
神
人
」
と
宣
い
し
ご
と
く
、
ま
た
、
伊
藤
仁
齋
の
母
が
、
死
に

臨
み
、
孝
義
至
ら
ざ
る
な
り
し
わ
が
子
に
対
し
、
合
掌
し
て
礼
拝
せ
し
ご
と
く
、
人
間
の
本
具
の
超
越
面

を
最
も
純
粋
に
開
展
す
る
と
き
、
人
は
、
生
き
な
が
ら
神
の
姿
を
現
ず
る
の
で
あ
る
。
神
の
本
来
の
住
み

ど
こ
ろ
は
人
生
で
あ
っ
て
、
神
は
現
実
に
は
「
人
」
に
お
い
て
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
わ
が
国
に
お
い

て
、
「
生
す
」
（
為
す
）
超
越
の
力
を
示
現
し
、
国
家
民
生
に
功
あ
り
し
人
、
ま
た
、
「
生
む
」
超
越
の

力
を
示
現
す
る
祖
先
の
霊
を
、
神
に
祀
る
の
は
、
こ
の
真
理
を
把
握
す
る
故
に
ほ
か
な
ら
ぬ
、
そ
し
て
、
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社
に
祀
ら
れ
る
公
共
の
神
々
は
、
最
高
の
神
た
る
「
至
尊
」
か
ら
社
格
を
贈
ら
れ
て
保
ち
た
ま
い
、
如
実

の
人
生
に
お
け
る
と
同
じ
く
、
階
序
あ
る
存
在
を
成
し
た
ま
う
の
で
あ
る
。

二
八
一
　
　
人
が
、
本
具
の
超
越
面
を
開
展
す
る
と
き
、
人
は
、
生
き
な
が
ら
神
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
箇

の
人
に
お
け
る
神
格
の
開
展
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
は
、
い
か
な
る
人
も
、
本
格
的
に
は
神
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
上
に
、
な
お
、
超
箇
の
人
が
集
っ
て
作
り
成
す
団
体
に
お
い
て
も
、
自
然
的
又
は
歴
史
的
・

社
会
的
所
与
に
よ
る
「
か
み
」
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
自
然
的sy

よ
に
よ
る
「
か
み
」
と
は
、
「
人
の
中

に
殊
に
勝
ぐ
れ
て
上
（
か
み
）
な
る
人
」
と
し
て
、
諸
人
の
尊
尚
を
受
け
る
君
上
・
官
庁
の
ご
と
き
、
こ

れ
で
あ
る
。
「
か
み
」
と
い
う
語
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
諸
説
が
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
を
「
隠

（
か
く
れ
）
の
身
」
又
は
「
隠
（
か
く
り
）
の
身
」
の
略
と
し
（
荷
田
春
満
・
齋
藤
彦
麿
）
、
又
は
隠
霊

（
か
く
り
み
）
の
義
と
し
（
八
田
知
紀
）
、
又
は
「
隠
奇
満
（
か
く
れ
み
つ
る
）
」
の
義
と
し
（
堀
秀

成
）
、
又
は
、
「
奇
霊
（
く
し
び
）
」
と
し
（
黒
川
信
頼
）
、
又
は
「
彼
霊
（
か
み
）
」
で
あ
っ
て
牙
の

義
な
る
も
の
と
し
（
平
田
篤
胤
）
、
又
は
、
「
畏
（
か
し
こ
）
み
」
の
略
と
し
（
荒
木
田
久
老
）
、
又
は

「
明
見
（
あ
か
る
み
）
」
あ
る
い
は
「
赫
見
（
か
が
み
）
」
の
義
と
し
（
谷
川
士
清
）
、
又
は
、
「
鏡
」

の
義
と
し
（
山
崎
闇
齋
・
度
会
延
佳
・
契
沖
）
、
又
は
「
要
覧
（
か
ん
が
む
）
」
の
義
と
し
（
忌
部
隆

正
）
、
中
に
就
い
て
、
新
井
白
石
・
貝
原
益
軒
・
賀
茂
真
淵
・
伊
勢
貞
丈
等
に
よ
っ
て
採
用
せ
ら
れ
た

「
上
（
か
み
）
」
の
義
の
説
が
、
古
来
最
も
妥
当
な
も
の
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
事
行
学
的
見
地

か
ら
解
釈
す
る
も
、
存
在
的
に
超
越
す
る
神
が
、
同
時
に
、
事
行
的
に
奉
仕
の
対
者
た
る
上
（
か
み
）
で

250



あ
る
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
、
現
人
（
あ
ら
ひ
と
）
を
神
と
仰
ぎ
奉
る
わ
が
国
人
の
精
神
に
協
う
も
の
と
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
人
が
神
と
し
て
仰
ぐ
超
越
者
は
、
更
に
、
現
実
に
超
箇
な
る
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
既

に
述
べ
た
ご
と
く
、
人
間
が
本
然
の
超
箇
で
あ
り
、
超
箇
の
具
体
的
な
も
の
が
公
共
で
あ
り
、
公
共
の
至

極
が
国
家
・
民
族
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
現
実
に
超
箇
の
意
義
を
有
す
る
超
越
的
な
神
と
は
、
ま
さ
し

く
「
わ
が
国
」
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か
も
、
人
が
、
わ
が
国
と
事
行
的
に
対
等
に
対
す
る
こ
と
が
で

き
ぬ
か
ら
、
そ
の
超
箇
の
生
命
た
る
わ
が
国
が
、
更
に
、
箇
の
身
体
に
応
現
し
て
、
我
々
の
奉
仕
の
対
象

と
し
て
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
、
我
々
の
奉
仕
の
マ
コ
ト
を
見
そ
な
わ
し
、
こ
れ
を
嘉
納
し
た
ま
う
も

の
と
し
て
立
ち
た
ま
う
も
の
が
　
皇
上
（
か
み
）
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
奉
仕
の
事
行
は
、
尊
皇
報
国
に
極
ま
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

更
に
章
を
改
め
て
詳
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
章
　
　
肇
国

明
治
天
皇
御
製

天
つ
神
定
め
た
ま
ひ
し
国
な
れ
ば
わ
が
く
に
な
が
ら
た
ふ
と
か
り
け
り

お
ご
そ
か
に
た
も
た
ざ
ら
め
や
神
代
よ
り
う
け
つ
ぎ
来
た
る
う
ら
や
す
の
国

西
の
海
よ
せ
く
る
波
も
心
せ
よ
神
の
ま
も
れ
る
大
和
島
根
ぞ
　
　
　
　
　
　
中
臣
祐
春

我
が
神
の
道
ひ
ろ
あ
り
て
八
島
国
も
ろ
こ
し
か
け
て
靡
く
世
も
が
な
　
　
　
度
会
延
佳

天
て
る
や
月
日
の
か
げ
を
知
る
国
は
本
つ
御
国
に
仕
え
ざ
ら
め
や
　
　
　
　
本
居
宣
長

二
八
二
　
　
人
間
の
行
為
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
断
面
に
お
い
て
、
行
為
主
体
は
、
必
ず
他
に
対
す
る
。
行
為

は
、
す
べ
て
他
動
で
あ
っ
て
、
普
通
に
は
自
動
と
解
せ
ら
れ
る
も
の
で
も
、
仔
細
に
考
う
れ
ば
、
実
は
他

動
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
が
走
る
の
は
自
動
で
あ
る
が
、
そ
の
際
人
は
、

足
を
動
か
し
、
地
を
衝
い
て
走
る
の
で
あ
っ
て
、
行
為
そ
の
も
の
は
、
実
は
他
動
で
あ
る
。
か
く
、
純
粋

に
自
動
の
動
作
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
ど
こ
に
も
存
せ
ぬ
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
行
為
は
、
こ
の
他

動
に
お
け
る
自
他
の
対
立
を
、
自
己
が
超
越
し
、
且
つ
自
己
の
内
に
統
一
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
統

一
す
る
も
の
が
自
己
で
あ
る
点
か
ら
考
う
れ
ば
、
上
に
述
べ
た
と
は
逆
に
、
一
切
の
他
動
は
、
す
べ
て
自

動
に
帰
す
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
一
つ
の
動
作
に
お
い
て
、
自
他
の
対
立
を
自
己
が
統
一
す
る
と
き
、
他
は
、
自
己
の
内
容
た
る
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も
の
と
な
っ
て
、
自
己
の
内
に
含
ま
れ
る
か
ら
、
自
己
は
お
の
れ
に
対
す
る
対
者
を
失
っ
て
し
ま
う
。
そ

れ
は
超
越
の
立
場
の
、
従
っ
て
生
命
の
働
き
の
、
消
失
で
あ
る
か
ら
、
自
他
の
統
一
を
自
己
と
し
て
我
は
、

み
ず
か
ら
が
生
き
て
い
う
か
ぎ
り
、
更
に
あ
ら
た
ね
る
他
者
に
対
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
、
生
命
は
、
絶

え
ず
あ
ら
た
な
る
他
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
存
を
続
け
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
他
は
、
は
じ
め

彼
物
（
か
の
も
の
）
と
し
て
、
我
に
対
す
る
間
接
的
存
在
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
、
わ
が
行
為
に
お
い
て

は
、
我
に
対
す
る
汝
と
し
て
、
我
に
直
接
に
対
し
、
我
も
ま
た
、
そ
の
汝
に
対
す
る
汝
と
し
て
、
そ
の
物

に
直
接
に
対
す
る
。
そ
し
て
次
の
動
作
に
お
い
て
、
我
が
あ
ら
た
な
る
対
象
と
合
一
す
る
と
き
、
先
に
我

と
一
如
た
り
し
対
象
は
、
再
び
彼
物
と
し
て
、
我
か
ら
間
接
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
を
、
我
の
側

か
ら
言
え
ば
、
我
が
汝
と
な
り
、
そ
の
汝
が
彼
物
と
な
っ
て
遠
ざ
か
る
の
で
あ
り
、
対
象
の
側
か
ら
言
え

ば
、
は
じ
め
他
者
た
り
し
彼
物
が
、
絶
え
ず
あ
ら
た
に
、
汝
と
な
り
、
汝
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
と
一

如
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
、
人
間
の
行
為
は
、
我
―
汝
―
彼
物
、
彼
物
―
汝
―
我
の
格
の
転

換
に
お
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
論
理
的
に
対
象
を
超
え
る
我
は
、
か
く
、
現
実
的
に
も
、
一
々
箇
物

を
越
え
ゆ
く
こ
と
に
お
い
て
自
己
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
格
の
転
換
が
「
時
」
で
あ
っ
て
、
一
々

の
箇
物
が
順
次
に
越
え
ら
れ
る
こ
と
が
、
「
時
」
の
進
行
を
成
立
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

二
八
三
　
　
我
と
彼
物
と
の
間
接
的
対
立
が
、
汝
と
汝
と
の
直
接
的
対
立
（
す
な
わ
ち
、
行
為
）
に
転
換

す
る
と
き
、
そ
こ
に
「
現
在
」
が
成
立
す
る
。
し
か
る
に
、
現
在
は
、
今
の
行
為
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、

絶
対
的
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
時
の
区
切
の
一
点
で
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
、
現
在
は
、
「
時
間
」
を
越
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え
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
現
在
の
立
場
か
ら
、
我
―
汝
―
彼
物
の
、
又
は
、
彼
物
―

汝
―
我
の
転
換
を
、
相
対
的
に
眺
め
る
と
き
、
そ
こ
に
、
未
来
及
び
過
去
に
対
す
る
相
対
的
な
現
在
と
い

う
も
の
が
掴
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
為
の
瞬
間
を
絶
対
的
に
掴
む
立
場
か
ら
は
、
現
在
は
、
未

来
と
過
去
と
同
列
に
並
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
未
来
と
過
去
と
が
、
現
在
の
う
ち
に
契
機
と
し
て
存
す
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
未
来
が
過
去
を
掴
む
と
こ
ろ
に
、
現
在
が
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
未
来
は
現
在

に
お
け
る
超
越
の
契
機
で
あ
り
、
過
去
は
、
現
在
に
お
け
る
内
実
の
契
機
で
あ
る
。

二
八
四
　
　
連
続
す
る
事
行
の
一
々
は
、
過
去
の
契
機
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
事
行
と
し
て
現
れ

る
が
、
常
に
、
掴
む
こ
と
の
で
き
ぬ
、
そ
の
意
味
で
は
同
一
な
る
、
以
来
に
よ
っ
て
貫
か
れ
る
。
現
在
の

行
為
の
立
場
か
ら
は
、
未
来
が
根
源
且
つ
究
極
で
あ
っ
て
、
時
は
、
常
に
同
一
の
未
来
か
ら
、
現
在
を
経

て
、
無
数
の
過
去
と
し
て
流
れ
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
行
為
を
存
在
化
し
て
事
象
と
し
て
見

る
観
照
の
立
場
か
ら
は
、
過
去
か
ら
現
在
が
生
じ
、
絶
え
ず
あ
ら
た
な
る
未
来
に
向
う
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
お
場
合
は
、
時
は
過
去
か
ら
現
在
を
経
て
未
来
へ
の
方
向
に
流
れ
ゆ
く
の
で
あ
る
。
現
在
を
媒
介
と
し

て
、
未
来
か
ら
過
去
に
流
れ
る
時
が
、
事
行
時
間
で
あ
り
、
過
去
か
ら
未
来
へ
の
方
向
に
流
れ
る
時
が
、

存
在
時
間
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
者
の
関
係
は
、
存
在
が
事
行
の
低
次
面
で
あ
る
の
に
対
応
し
て
、

存
在
時
間
は
事
行
時
間
の
低
次
面
で
あ
り
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
事
行
に
お
い

て
、
我
が
汝
に
転
換
し
、
更
に
彼
物
に
転
換
す
る
と
言
う
の
は
、A

B
C

を
自
己
と
す
る
生
ま
れ
た
我
が
、

わ
が
契
機C

に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
対
応
す
るZ

^1

に
対
し
、
次
にZ

^2
に
対
し
、
次
にZ

^3

に
対
す
る
と
い
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う
風
に
、
た
え
ず
あ
ら
た
な
るZ

に
対
し
て
ゆ
き
、
そ
れ
と
共
に
、Z
^1

、Z
^2

、Z
^3

…
を
、
順
次
に
、

あ
ら
た
な
る
過
去
と
し
て
生
ん
で
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
のZ
^1

か
らZ

^2

に
、Z

^2

か
らZ

^3

へ
の
転

換
を
、Z

^1

を
出
発
と
し
て
考
う
る
と
き
、
存
在
時
間
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
絶
え
ず
事
行

主
体
の
現
在
に
向
っ
て
接
近
し
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
現
在
を
乗
り
越
え
て
未
来
に
ま
で
達
す
る
こ
と

は
、
存
在
時
間
に
と
っ
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
存
在
時
間
か
ら
は
、
未
来
は
常
に
可
能
性
と
し
て
、
現
在

の
彼
方
に
望
見
せ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
か
く
、
存
在
時
間
は
、
超
越
を
本
質
と
す
る
未
来
へ
の
到
達
を

含
ま
ぬ
か
ら
、
未
来
へ
の
到
達
を
含
ま
ぬ
か
ら
、
未
来
を
含
む
事
行
時
間
に
よ
っ
て
超
越
さ
れ
る
ほ
か
は

な
く
、
従
っ
て
、
そ
の
低
次
面
た
る
も
の
と
し
て
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

二
八
五
　
　
存
在
は
、
被
動
が
仮
に
自
動
の
動
態
を
と
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
存
在
時
間
も
、
そ
れ
に

応
じ
て
、
事
行
主
体
がZ
^1

に
対
し
、
次
にZ

^2

に
対
し
、
次
にZ

^3

に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に

現
在
を
成
立
せ
し
め
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
を
順
次
に
過
去
と
し
て
生
ん
で
ゆ
く
事
実
か
ら
、
事
行
主
体
の

生
産
の
立
場
を
払
拭
し
、
生
ま
れ
る
被
動
のZ

^1

、Z
^2

、Z
^3

…
を
、
成
る
の
自
動
的
継
起
に
変
ず
る

と
こ
ろ
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
事
行
主
体
は
、
格
の
転
換
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
低

次
面
な
る
存
在
時
間
は
、
格
の
転
換
を
反
映
せ
し
め
る
の
み
で
あ
っ
て
、
一
のZ

か
ら
、
同
格
の
他
のZ

へ
と
転
換
し
ゆ
く
事
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
互
に
限
り
合
うZ

^1

、Z
^2

、Z
^3

…
の

連
鎖
か
ら
、
時
間
の
契
機
を
払
拭
す
る
と
き
、
そ
こ
に
、
空
間
の
概
念
が
成
立
す
る
。
空
間
は
、
成
る
が

そ
の
低
次
の
静
止
面
な
る
在
る
を
露
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
な
す
」
事
行
又
は
生
産
と
、
「
あ
る
」
存
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在
と
の
中
間
に
位
す
る
も
の
が
、
「
な
る
」
生
成
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
存
在
時
間
に
よ
っ
て
荷
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

二
八
六
　
　
す
べ
て
の
考
え
得
べ
き
存
在
は
、
こ
の
存
在
時
間
に
因
っ
て
荷
わ
れ
る
か
ら
、
必
ず
、
そ
れ

自
身
、Z

^1
、Z

^2

、Z
^3

…
の
転
換
を
成
す
。
す
な
わ
ち
、
万
物
は
流
転
し
、
変
化
し
て
、
須
児
も
同

一
状
態
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
物
象
の
流
転
・
変
化
を
荷
う
存
在
時
間
は
、
こ
れ
を

物
理
的
時
間
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
人
類
が
未
だ
出
現
し
な
か
っ
た
幾
億
年
の
昔
と
か
、
人
類
が
死
滅

し
尽
す
幾
億
年
の
後
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
も
、
か
く
思
惟
す
る
と
い
う
事
行
の
低
次
面
で
あ
る
ほ
か
は

な
い
。
故
に
、
物
理
的
時
間
に
荷
わ
れ
て
、
た
え
ず
変
化
し
て
ゆ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

す
べ
て
「
在
る
も
の
」
は
、
必
ず
思
惟
の
対
象
で
あ
り
、
思
惟
の
対
象
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
「
在

る
」
と
い
う
事
す
ら
も
問
題
と
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
一
切
の
在
る
も
の
は
、
こ
と
ご
と
く
、
こ
の

時
間
に
よ
っ
て
運
載
さ
れ
る
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
存
在
を
超
え
る
事
行
と
い
え
ど
も
、
そ

れ
が
知
の
対
象
と
し
て
、
存
在
化
さ
れ
、
事
象
と
し
て
見
ら
れ
る
と
き
、
こ
の
物
理
的
時
間
に
よ
っ
て
荷

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
物
理
的
時
間
がZ

^1

、Z
^2

、Z
^3

…
の
推
移
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
箇
の
現
象

を
超
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
とZ

^1

、Z
^2

、Z
^3

…
と
の
対
立
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
箇
の
現
象
で

あ
っ
て
、
そ
れ
が
一
筋
の
時
の
流
に
よ
っ
て
越
え
行
か
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
時
間
の
本
質
は
、
超
箇
で

あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、Z

^1

、Z
^2

、Z
^3

…
の
相
互
限
定
に
よ
っ
て
成
立
す
る
空
間
も
、
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同
じ
く
超
箇
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
た
だ
、
空
間
の
場
合
は
、
時
間
が
箇
の
現
象
の
超
越
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
箇
の
物
象
の
超
越
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
わ
け
は
、
時
間
は
、
自
覚
的
事
行
に
お
け
る

主
体
的
事
行
の
契
機
（
す
な
わ
ち
、
主
体
か
ら
客
体
へ
の
転
換
そ
の
も
の
）
を
反
映
す
る
と
こ
ろ
の
推
移

で
あ
り
、
空
間
は
客
観
的
存
在
の
契
機
（
す
な
わ
ち
、
転
換
さ
れ
る
対
象Z

^1

、Z
^2

、Z
^3

…
の
系

列
）
を
反
映
す
る
と
こ
ろ
の
同
時
的
延
長
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
時
間
は
、
一
々
の
「
事
」

を
超
え
る
も
の
で
あ
り
、
空
間
は
、
一
々
の
「
物
」
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
。
自
覚
的
事
行
そ
の
も
の
は
、

時
間
と
空
間
と
の
絶
対
的
一
如
で
あ
っ
て
、
事
行
そ
れ
自
身
の
立
場
は
、
相
対
的
な
時
空
を
超
え
る
の
で

あ
る
が
、
事
行
を
事
象
と
し
て
こ
れ
を
対
象
化
す
る
と
き
、
事
行
と
い
え
ど
も
、
物
理
的
時
間
に
よ
っ
て

荷
わ
れ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
は
、
人
の
事
象
は
、
時
の
内
お
い
て
行
わ
れ
、
ま
た
、

人
の
生
命
は
、
時
の
中
に
没
す
る
の
で
あ
る
。
事
が
、
初
と
終
と
を
も
ち
、
ま
た
、
人
が
生
ま
れ
、
そ
の

生
涯
を
生
き
、
つ
い
に
死
ぬ
る
の
は
、
人
が
時
間
に
よ
っ
て
超
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
箇
の

事
が
終
り
、
箇
の
生
命
が
尽
き
て
も
、
時
の
流
れ
は
尽
き
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
越
え
て
続
く
の
で
あ
る
。

し
か
も
時
間
は
、
か
く
縦
に
箇
を
超
え
る
だ
け
で
な
く
、
横
に
も
（
い
わ
ば
同
時
的
に
も
）
箇
を
超
え
る

の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
甲
が
あ
る
事
を
意
識
し
乙
が
あ
る
事
を
意
識
す
る
事
を
包
含
し
て
、
ま
た
、

こ
こ
に
あ
る
事
象
が
行
わ
れ
、
そ
こ
に
あ
る
現
象
が
起
る
事
を
包
含
し
て
、
時
は
無
窮
に
流
れ
る
の
で
あ

る
。
時
間
は
、
ま
さ
し
く
、
事
の
包
括
者
で
あ
り
、
事
行
・
事
象
・
現
象
の
無
数
を
運
載
す
る
の
で
あ
る
。

故
に
、
い
ま
余
が
筆
を
執
っ
て
こ
の
文
を
草
し
て
い
る
こ
の
瞬
間
に
も
、
こ
の
地
球
上
に
は
幾
億
の
人
間

の
事
行
や
、
無
数
の
事
象
及
び
現
象
が
同
時
に
成
立
し
、
そ
れ
を
今
の
一
時
が
こ
と
ご
と
く
包
摂
し
つ
つ
、
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次
の
時
へ
と
移
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
、
事
の
同
時
的
運
載
を
、
そ
の
低
次
面
な
る
存
在
の
同
時

的
（
或
は
無
時
間
的
）
持
載
に
抽
象
す
る
と
き
、
そ
こ
に
、
持
載
す
る
も
の
と
し
て
の
空
間
が
、
ま
た
、

持
載
さ
れ
る
も
の
と
し
て
空
間
が
、
ま
た
、
持
載
さ
れ
る
も
の
と
し
て
物
格
が
、
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
八
七
　
　
存
在
的
時
間
は
、
被
動
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
体
独
立
に
存
す
る
も
の

で
は
な
く
、
能
為
の
主
体
を
待
っ
て
、
は
じ
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
存
在
時
間
は
、
思

惟
さ
れ
る
物
象
の
現
象
を
荷
う
も
の
と
し
て
現
れ
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
時
間
の
問
題
が
、
近
代
に

お
け
る
時
間
論
の
祖
と
さ
れ
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
、
存
在
の
領
域
か
ら
主
観
の
領
域
に
移
さ

れ
た
ご
と
き
、
ま
た
、
時
間
が
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
内
面
的
直
感
形
式
と
考
え
ら
れ
て
、
す
べ
て
の
現

象
一
般
の
先
験
的
な
形
式
的
条
件
と
さ
れ
た
ご
と
き
、
ま
た
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
お
い
て
、
表
象
様
相
の

一
種
と
考
え
ら
れ
た
ご
と
き
、
ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
体
験
の
一
般
的
特
質
又
は
統

一
的
形
式
と
考
え
ら
れ
た
ご
と
き
は
、
す
べ
て
、
主
観
の
働
き
を
待
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
時
間
の
本
質

か
ら
来
た
も
の
と
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
存
在
的
時
間
は
事
行
時
間
の
低
い
一
面
で
あ
り
、
そ
の
事
行
時
間
は
、
意
識
の
対
象

た
る
こ
と
を
超
え
て
、
「
生
す
」
そ
の
も
の
た
る
事
行
の
一
性
格
で
あ
る
か
ら
、
時
間
は
、
単
に
意
識
の

問
題
と
し
て
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
「
生
す
」
親
を
意
識
の
分
析
に
よ
っ
て
掴
み
得
ぬ

の
と
同
じ
理
で
あ
る
。
意
識
の
映
し
得
る
も
の
は
、
存
在
時
間
の
み
で
あ
っ
て
、
意
識
の
働
き
そ
の
も
の

は
、
事
行
時
間
に
よ
っ
て
荷
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
時
間
の
本
然
は
、
事
行
と
の
関
総
に
お
い
て
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把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
故
に
、
余
は
、
上
述
の
ご
と
く
、
時
間
を
、
事
行
に
お
け
る
格
の
転
換
と
見
、

時
間
生
成
の
論
理
的
必
然
性
を
、
生
命
の
超
越
性
に
求
め
る
の
で
あ
る
。

二
八
八
　
　
物
理
的
時
間
に
お
け
るZ

^1

、Z
^2

、Z
^3

…
の
転
換
は
、
そ
れ
の
み
を
取
っ
て
見
れ
ば
、

そ
こ
に
は
主
体
の
自
由
の
立
場
が
含
ま
れ
ぬ
か
ら
、
常
に
画
一
的
・
機
械
的
に
行
わ
れ
る
ほ
か
は
な
い
。

物
理
的
時
間
は
、
過
去
か
ら
未
来
へ
と
、
平
均
的
に
進
行
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
計
算
せ
ら
れ
る
こ

と
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
時
間
で
あ
っ
て
、
全
然
、
主
体
的
立
場
に
よ
っ
て
貫
か
れ
る
こ
と
の
な
い
時

間
で
あ
る
。
故
に
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
は
、
過
去
も
な
く
、
現
在
も
な
く
、
未
来
も
な
く
、
ま
た
始
も

終
も
な
く
、
い
わ
ば
、
た
だ
一
条
に
無
限
の
連
続
を
な
す
直
線
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
他
面
、
そ

れ
は
、
内
に
主
体
的
立
場
を
含
ま
ぬ
か
ら
、
見
る
主
体
の
任
意
に
、
随
時
、
ど
こ
を
始
と
も
、
ど
こ
を
終

と
も
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
物
理
的
時
間
が
、
所
与
の
生
体
的
生
命
に
よ
っ
て
貫
か
れ
る
と
こ
ろ
に
、
生
物
的
時
間
が
現
れ
る
。
す

な
わ
ち
、Z

^1

、Z
^2

、Z
^3

…
へ
と
、
区
別
も
な
く
連
続
的
に
推
移
す
る
物
理
的
時
間
が
、
各
推
移
ご

と
に
、
主
体
的
生
命B

に
よ
っ
て
包
越
さ
れ
、
従
っ
て
、
区
別
の
な
い
推
移
が
、
転
じ
て
、
区
切
の
あ
る

転
換
と
な
る
と
き
、
そ
こ
に
生
物
的
時
間
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
生
物
的
時
間
は
、
い
わ
ゆ
る
生
命
現

象
を
運
載
す
る
時
間
で
あ
っ
て
、
動
植
物
や
人
間
の
生
活
及
び
動
作
は
、
こ
と
ご
と
く
、
こ
の
時
間
に
お

い
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
物
理
的
時
間
が
直
接
的
進
行
を
な
す
の
と
は
異
な
り
、B

の
低
次

面
な
るC

（
実
はZ

)

と
、
対
象
と
の
相
対
を
含
み
、
そ
のZ

は
、
一
々C

を
媒
介
と
し
て
、Z

^1

、Z
^2

、Z
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^3

…
と
し
て
、
ま
た
相
互
に
限
り
合
う
か
ら
、
こ
の
時
間
は
、
空
間
的
限
定
と
結
合
し
て
、
始
と
終
と
を

も
つ
一
つ
の
完
結
体
と
し
て
、
い
わ
ば
、
大
い
さ
を
も
つ
円
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

故
に
、
生
物
の
一
々
の
動
作
も
、
ま
た
箇
々
の
生
物
の
一
生
も
、
あ
る
「
時
間
」
な
り
「
期
限
」
な
り
を

も
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、B

Z
^1

か
らB

Z
^2

へ
、B
Z
^2

か
らB

Z
^3

へ
の
転
換
は
、
一
の
円
か
ら
他
の

円
へ
の
断
絶
的
連
続
の
ご
と
く
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
転
換
と
転
換
と
の
間
の
円
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
時
間
の
現
在
で
あ
っ
て
、
そ
の
現
在
は
、
過
去
と
な
っ
て
消
失
す
る
と
共
に
、
ま
た
、
絶
え
ず

あ
ら
た
な
る
現
在
と
し
て
更
生
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
他
面
か
ら
考
う
れ
ば
、
円
と
円
と
の
連
続
に
は
、

直
接
的
連
続
が
含
ま
れ
る
か
ら
、
生
物
的
時
間
は
、
直
線
的
な
物
理
的
時
間
を
そ
っ
く
り
内
に
含
む
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
直
線
の
一
点
一
点
が
中
心
と
な
っ
て
、
無
数
の
円
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

生
物
的
時
間
は
、
全
体
と
し
て
、
い
わ
ば
幅
の
あ
る
帯
の
ご
と
く
し
て
流
れ
る
の
で
あ
る
。

二
八
九
　
　
生
物
的
時
間
を
成
立
せ
し
め
る
主
体
的
契
機B

は
、
そ
の
存
在
を
生
ま
れ
る
事
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
る
所
生
で
あ
り
、
客
観
的
契
機Z
は
、
見
ら
れ
る
事
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
る
所
与
で
あ
っ
て
、
両

契
機
共
に
、
そ
の
本
質
上
、
動
態
か
ら
言
え
ば
、
被
動
で
あ
り
、
時
称
か
ら
言
え
ば
過
去
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
生
物
的
時
間
に
お
け
る
現
在
は
、
真
に
主
体
的
な
時
間
で
は
な
く
、
実
は
、
過
去
が
仮
に
現
在
の
相

（
す
が
た
）
を
現
す
も
の
に
す
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
時
間
に
生
き
る
生
物
は
、
未
来
を
自
己

の
内
に
把
握
す
る
こ
と
が
な
い
。
故
に
、
動
物
は
、
将
来
に
対
す
る
予
感
も
、
配
慮
も
、
覚
悟
も
な
く
、

た
だ
、
現
在
の
時
間
の
瞬
間
に
繋
縛
さ
れ
て
、
無
自
覚
の
生
を
送
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
生
と
い
え
ど
も
、
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一
切
を
生
か
さ
ん
と
す
る
生
々
の
根
源
的
意
志
の
発
露
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
生
は
、
そ

の
意
志
を
お
の
れ
の
内
に
与
え
ら
れ
て
受
取
り
、
そ
れ
を
生
さ
ん
と
す
る
こ
と
と
し
て
の
み
現
れ
る
。
故

に
、
生
物
体
の
生
は
、
箇
の
存
在
の
立
場
、
す
な
わ
ち
「
私
」
の
立
場
に
局
限
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
生
物

的
時
間
は
、
箇
体
の
又
は
「
私
」
の
生
を
荷
う
時
間
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
生
物
的
時
間
が
、
能
与
の
主
体
的
立
場
に
よ
っ
て
貫
か
れ
る
と
き
、
こ
こ
に
人
格
的
時
間
が
成
立
す
る

の
で
あ
る
。
人
格
的
時
間
は
、
自
覚
的
事
行
を
荷
う
時
間
で
あ
っ
て
、B

がX

に
超
越
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、A

と
絶
対
的
対
立
（
す
な
わ
ち
、
一
如
）
を
な
す
立
場
を
運
載
す
る
時
間
で
あ
る
。X

は
、
以
来
の

契
機
な
るA

の
本
源
で
あ
る
と
共
に
、
過
去
の
契
機
な
るZ

の
本
源
で
も
あ
っ
て
、
未
来
と
過
去
と
は
、X

に
お
い
て
本
源
的
に
統
一
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、X

は
勝
義
に
お
け
る
現
在
を
成
立
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

と
言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、X
は
、
「
時
」
の
位
と
し
て
は
、
現
在
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
現
在
は
、
過
去
及
び
未
来
と
相
対
的
に
対
立
す
る
域
を
超
え
て
、
過
去
と
も
未
来
と
も
、
絶
対
的
に

対
立
し
、
同
時
に
、
そ
れ
ら
と
一
如
を
成
す
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
過
去
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
絶
対
的

存
在
と
し
て
、
本
来
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
絶
対
的
事
行
と
し
て
対
す
る
の
で
あ
っ
て
、
現
在
は
、
こ
の

対
す
る
過
去
と
未
来
と
の
一
如
を
実
現
す
る
事
行
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
過
去
を
絶
対
的
存
在
と
し
て
迎
え
る
の
は
、
生
ま
れ
た
子
の
立
場
に
立
つ
の
で
あ
り
、
未
来
を
絶
対
的

事
行
と
す
る
の
は
、
生
み
の
子
を
立
て
る
親
の
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
。
か
く
、
現
在
は
、
親
子
の
一
如

を
原
型
と
し
、
超
箇
の
生
命
の
実
現
を
持
載
す
る
時
間
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
現
在
を
本
質
と
す
る
人
格
的

事
行
は
、
ま
さ
し
く
、
箇
人
を
超
え
る
自
覚
を
実
現
す
る
時
間
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
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間
は
、
事
行
的
に
は
、
生
物
的
時
間
及
び
物
理
的
時
間
を
包
越
す
る
が
、
存
在
的
に
は
、
直
接
に
は
生
物

的
時
間
に
基
き
、
間
接
的
に
は
、
物
理
的
時
間
に
よ
っ
て
荷
わ
れ
、
そ
れ
ら
の
時
間
の
自
主
的
立
場
と
箇

性
と
の
獲
得
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。

二
九
〇
　
　
物
理
時
間
・
生
物
的
時
間
・
人
格
的
時
間
の
三
者
の
関
係
は
、
ま
さ
し
く
物
体
・
肉
体
・
身

体
の
関
係
に
応
ず
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
肉
体
が
、
箇
と
し
て
与
え
ら
れ
た
主
体
（
人
称
で
言
え
ば

彼
）
の
立
場
に
と
ど
ま
る
の
に
対
応
し
て
、
生
物
的
時
間
に
お
い
て
は
、
箇
を
含
む
超
箇
の
我
の
自
覚
が

現
成
せ
ぬ
の
で
あ
る
。
故
に
、
一
往
、
一
々
の
動
作
に
お
い
て
主
格
が
対
象
と
共
に
「
汝
」
の
位
を
成
す

と
言
わ
れ
て
も
、
そ
の
汝
は
、
実
は
彼
の
本
質
の
も
の
に
す
ぎ
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
第
二
部
に
お
い
てm

ic

h

又
はX

と
し
て
説
い
た
ご
と
き
、
「
我
」
の
実
現
と
し
て
の
勝
義
の
汝
な
の
で
は
な
い
。
物
理
的
時
間

は
、
彼
物
の
間
の
流
転
で
あ
る
の
に
対
し
、
生
物
的
時
間
は
、
彼
と
彼
物
と
の
転
換
な
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
中
に
は
「
汝
」
を
も
「
我
」
を
も
含
ま
ぬ
の
で
あ
る
。

　
か
く
生
物
的
時
間
が
汝
を
も
我
を
も
含
み
得
ぬ
の
は
、
そ
れ
が
、
み
ず
か
ら
汝
（m

ich
, X

）
の
位
に

立
っ
て
、
身
分
的
自
己
を
実
現
す
る
事
行
を
荷
う
も
の
で
も
な
い
こ
と
に
基
づ
く
。
身
分
的
自
己
の
実
現

は
、
生
物
的
時
間
を
超
え
る
高
次
の
時
間
に
お
い
て
成
立
す
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
身
分
的
自
己
は
、

お
の
れ
に
対
す
る
汝
と
相
対
を
成
し
、
あ
く
ま
で
、
相
対
の
一
項
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
相
対
を
お
の
れ

の
責
任
に
お
い
て
荷
う
か
ら
、
超
箇
人
的
な
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
箇
の
「
私
」
を
超
え
て
、
な
ん
ら

か
の
意
味
に
お
け
る
「
公
共
」
の
立
場
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
超
箇
の
公
共
的
生
命
の
活
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動
を
運
載
す
る
時
間
も
、
超
箇
の
公
共
的
立
場
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
か
か
る
時
間

と
し
て
、
我
々
は
「
歴
史
的
時
間
」
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
箇
々
の
人
格
的
事
行
と
い
え
ど
も
、
人

格
的
な
も
の
は
、
す
べ
て
身
分
的
な
も
の
で
あ
り
、
身
分
的
な
も
の
は
超
箇
を
本
然
と
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
必
ず
、
公
共
的
生
命
の
実
現
の
意
味
を
も
つ
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
歴
史
的
時
間
に
よ
っ
て
荷
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

二
九
一
　
　
但
し
、
歴
史
的
時
間
と
言
っ
て
も
、
生
物
的
時
間
を
離
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
生
物
的
時
間

と
言
っ
て
も
、
物
理
的
時
間
を
離
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
物
理
的
時
間
を
箇
の
生
命
が
貫
く
と
こ
ろ
に
生

物
的
時
間
が
成
立
し
、
生
物
的
時
間
を
超
箇
の
生
命
が
貫
く
と
こ
ろ
に
、
歴
史
的
時
間
が
成
立
す
る
の
で

あ
る
。
物
理
的
時
間
が
直
線
に
比
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
生
物
的
時
間
は
、
平
面
の
ご
と
き
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
歴
史
的
時
間
は
、
無
数
の
平
面
を
含
み
、
し
か
も
一
の
完
結
体
を
成
す
と
こ
ろ
の
、
立
体
的
な
球

の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
親
と
子
と
の
生
命
が
、
円
と
円
と
の
連
続
の
如
く
し
て
相
続
す
る
と

す
れ
ば
、
歴
史
的
時
間
に
お
い
て
は
、
時
代
と
時
代
と
が
球
と
球
と
の
連
続
の
ご
と
く
し
て
相
続
す
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
い
わ
ば
、
超
箇
の
親
と
超
箇
の
子
と
の
相
続
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

と
共
に
、
そ
の
連
続
の
成
す
直
線
の
一
点
一
点
が
、
そ
れ
ぞ
れ
球
の
中
心
と
し
て
無
数
の
球
を
成
す
か
ら
、

歴
史
的
時
間
は
、
一
面
、
一
の
円
筒
の
ご
と
く
し
て
流
れ
る
の
で
あ
る
。

二
九
二
　
　
公
共
的
生
命
の
具
体
的
な
も
の
は
、
国
家
で
あ
る
。
ま
た
、
一
切
の
身
分
的
相
対
は
、
君
臣
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の
対
面
に
お
い
て
極
所
に
達
し
、
逆
に
、
君
臣
の
大
義
に
よ
っ
て
位
づ
け
ら
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
応
分
の
地

位
を
占
め
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
歴
史
的
時
間
は
、
ま
さ
し
く
、
本
来
的
に
は
、
君
国
の
事
行
を
荷
う
時

間
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
時
間
が
み
ず
か
ら
を
実
現
す
る
も
の
が
、
勝
義
に
お
け
る

「
歴
史
」
で
あ
っ
て
、
歴
史
と
は
、
本
来
的
に
は
、
国
家
の
歴
史
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
国
家
の
歴

史
以
外
の
種
々
の
歴
史
は
、
国
家
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
度
合
の
公
共
的
立
場
と
具
体
的
立

場
と
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

　
歴
史
を
端
的
に
国
家
の
歴
史
と
し
て
解
し
、
歴
史
を
超
箇
の
主
体
的
事
行
の
立
場
と
不
可
分
的
に
把
握

す
る
も
の
こ
そ
、
実
に
、
わ
が
皇
道
体
験
で
あ
る
。
わ
が
国
の
神
話
に
お
い
て
は
、
宇
宙
開
闢
は
そ
の
ま

ま
肇
国
と
し
て
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
が
国
人
に
と
っ
て
は
、
箇
を
超
え
る
「
全
体
」
の
現
実
が
、
そ

の
ま
ま
国
家
の
生
の
実
現
な
の
で
あ
っ
て
、
国
家
は
、
世
界
と
い
う
ご
と
き
、
事
行
的
立
場
を
離
れ
た
、

単
に
考
え
ら
れ
る
の
み
の
抽
象
的
全
体
に
含
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
箇
々
人
が
そ
こ

に
お
い
て
活
動
し
、
ま
た
、
箇
々
人
が
責
任
を
も
っ
て
持
載
す
る
世
界
が
、
す
な
わ
ち
国
家
と
し
て
具
体

的
顕
現
を
な
す
の
で
あ
る
。
わ
が
国
人
は
、
い
わ
ば
「
国
体
時
間
」
と
で
も
言
う
べ
き
時
間
の
体
験
を
も

つ
の
で
あ
る
。

二
九
三
　
　
世
界
と
い
う
も
の
は
、
抽
象
概
念
で
あ
っ
て
、
内
に
事
行
主
体
の
立
場
を
含
ま
ず
、
単
に
超

箇
の
も
の
と
し
て
思
念
さ
れ
る
観
念
上
の
対
象
た
る
に
す
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
人
が
世
界
に
対
す
る
の
は
、

知
的
立
場
に
お
い
て
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
対
立
は
間
接
的
で
あ
る
。
箇
々
人
は
、
世
界
と
直
接
に
（
す
な
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わ
ち
、
事
行
的
に
）
対
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
し
対
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
世
界
は
、

既
に
、
思
念
さ
れ
る
抽
象
的
な
世
界
で
は
な
く
て
、
思
念
す
る
事
行
主
体
た
る
具
体
的
生
命
そ
の
も
の
と

な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
超
箇
の
具
体
的
生
命
の
自
己
実
現
が
、
歴
史
で
あ
り
、
自
己
表
現
が
、
い
わ
ゆ
る

文
化
で
あ
る
。
超
箇
の
歴
史
的
生
命
が
箇
々
人
を
包
越
し
、
箇
々
人
が
歴
史
的
生
命
を
持
載
す
る
の
が
、

国
家
生
活
で
あ
っ
て
、
人
間
の
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
か
ら
は
、
全
体
は
、
必
ず
、
存
在
と
し
て
は
国
家
と
し

て
、
事
行
と
し
て
は
国
家
の
歴
史
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
人
は
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
世
界
の
一
員

た
り
、
ま
た
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
世
界
史
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
と
し
て
掴

み
、
ミ
ヅ
カ
ラ
を
ミ
ヅ
カ
ラ
と
し
て
掴
む
の
が
、
自
覚
的
立
場
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
立
場
か
ら
は
、
世
界

人
類
の
生
を
遂
げ
し
め
世
界
史
に
寄
与
す
る
と
い
う
ご
と
き
事
も
、
国
家
の
生
を
遂
げ
、
「
わ
が
国
」
の

歴
史
的
生
命
を
発
揮
す
る
と
い
う
事
行
を
通
し
て
、
間
接
的
に
、
且
つ
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
位
に
お
い
て
、

為
さ
れ
る
の
が
本
然
で
あ
う
こ
と
を
掴
む
の
で
あ
る
。
わ
が
皇
国
は
、
実
に
、
こ
の
自
覚
的
真
理
の
如
実

の
把
握
の
上
に
建
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
九
四
　
　
物
理
的
時
間
は
、
見
ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
現
れ
る
低
次
の
時
間
で
あ
る
。
「
見
る
」
は
抽

象
的
に
箇
を
超
越
す
る
働
き
で
あ
る
か
ら
、
物
理
的
時
間
は
、
そ
れ
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
や
は
り
抽

象
的
に
箇
を
超
越
す
る
ほ
か
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
箇
性
を
も
た
ぬ
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
箇

を
超
越
す
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
、
時
間
の
内
に
あ
る
現
実
は
、
必
ず
一
回
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
箇
性

的
な
現
実
な
の
で
あ
る
が
、
物
理
的
時
間
は
、
現
実
の
そ
の
箇
性
を
捨
象
し
て
、
こ
れ
を
無
内
容
の
も
の
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と
し
て
荷
う
の
で
あ
る
。
故
に
、
時
間
的
測
定
と
い
う
事
は
、
現
象
の
内
実
を
無
視
し
て
、
現
象
を
形
式

的
に
一
律
化
し
平
均
化
し
て
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
生
物
的
時
間
は
、
事
象
・
現
象
の

一
回
性
を
含
む
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
回
的
な
も
の
は
、
与
え
ら
れ
た
被
動
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内

に
与
え
る
立
場
を
も
た
ぬ
か
ら
、
未
だ
十
全
に
箇
性
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
他
に
よ
っ
て
代

置
さ
れ
得
る
偶
然
的
な
も
の
と
し
て
と
ど
ま
る
。
た
と
え
ば
、
生
物
的
現
象
は
、
常
に
、
一
般
的
な
る
も

の
の
一
つ
のE

xem
p

lar

（
例
・
標
本
）
で
あ
っ
て
、
真
に
特
殊
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
歴
史
的
事
実
は
、
他
に
よ
っ
て
代
置
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
真
に
特
殊
的
な
も
の
で
あ
り
、
歴
史

的
生
命
は
、
借
り
貸
さ
れ
ぬ
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
自
覚
と
は
、
こ
の
借
り
貸
さ
れ
ぬ
必
然
的
な
生
命

を
把
握
す
る
事
行
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
故
に
そ
れ
は
、
「
わ
が
国
」
に
お
い
て
絶
対
の
真
理
を
見
、
ま
た
、

単
に
見
る
だ
け
で
な
く
、
絶
対
の
真
理
を
ば
「
わ
が
国
」
の
い
の
ち
と
し
て
実
現
せ
ん
と
す
る
立
場
に
立

つ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

二
九
五
　
　
事
行
論
的
解
釈
学
が
、
人
生
及
び
人
生
の
も
ろ
も
ろ
の
文
化
財
に
対
す
る
際
、
そ
の
真
理
お

よ
び
真
実
を
客
観
的
に
把
握
す
る
と
共
に
、
常
に
、
そ
の
真
理
な
り
真
実
な
り
を
、
借
り
貸
さ
れ
ぬ
歴
史

的
生
命
を
荷
う
現
実
の
わ
が
身
に
引
き
当
て
つ
つ
、
人
生
に
お
け
る
実
践
の
立
場
と
不
可
分
に
こ
れ
を
理

解
す
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
真
理
を
受
取
る
と
共
に
、
真
理
を
我
よ
り
与
え
ん

と
す
る
能
産
的
立
場
に
お
い
て
哲
学
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
行
論
的
解
釈
学
の
一
好
例
と
し
て
、

井
上
右
近
氏
の
「
仏
・
法
・
僧
」
の
解
釈
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
お
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い
て
は
、
聖
徳
太
子
の
『
十
七
条
憲
法
』
に
示
さ
る
る
仏
・
法
・
僧
の
理
念
を
、
「
日
本
」
と
い
う
自
覚

的
事
行
に
引
き
当
て
て
、
「
仏
」
を
至
尊
と
解
し
奉
り
、
「
法
」
を
我
々
の
心
の
動
き
を
無
礙
（
む
げ
）

の
一
道
に
導
く
原
理
と
、
ま
た
、
仏
法
を
持
載
す
る
「
僧
」
を
、
忠
良
の
臣
民
と
解
す
る
見
識
が
示
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
事
行
的
解
釈
学
は
、
忠
実
な
る
文
献
学
的
・
実
証
的
研
究
に
よ
る
「
知
識
」
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
を
、

更
に
、
人
生
に
お
け
る
責
任
的
立
場
を
実
現
す
る
「
見
識
」
に
ま
で
高
め
る
と
こ
ろ
の
事
行
な
の
で
あ
る
。

こ
の
事
行
論
的
解
釈
の
精
神
を
芸
術
に
表
現
し
た
も
の
と
し
て
は
、
佐
久
良
東
雄
の
『
詠
人
道
歌
』
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
愛
国
の
志
士
が
、

　
　
　
吾
君
に
　
ま
さ
る
君
な
し

　
　
　
吾
祖
に
　
ま
さ
る
祖
な
し

　
　
　
吾
君
は
今
の
現
に

　
　
　
天
照
ら
す
　
日
の
大
神
の
珍
御
子

　
　
　
吾
祖
は
　
日
の
若
宮
に
　
お
は
し
ま
す

　
　
　
神
伊
弉
諾
廼
大
御
神

　
　
　
吾
君
に
　
ま
さ
る
君
な
し

　
　
　
吾
祖
に
　
ま
さ
る
祖
な
し

　
　
　
た
ふ
と
き
此
身

　
　
　
う
れ
し
き
吾
身
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と
詠
ず
る
と
き
、
そ
れ
は
、
単
に
与
え
ら
れ
て
存
す
る
わ
が
君
と
祖
と
を
讃
す
る
自
慢
に
陥
っ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
他
に
ま
さ
る
も
の
な
く
君
を
立
て
、
他
に
ま
さ
る
も
の
な
く
祖
を
立
て
ん
と
す
る
事
行
的
精

神
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
歌
は
。
「
人
道
」
を
詠
ず
る
歌
で
あ
り
、

ま
さ
る
も
の
な
き
君
と
祖
の
臣
た
り
子
た
る
お
の
れ
は
、
尊
き
わ
が
身
と
覚
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
尊
き

わ
が
身
は
こ
れ
を
尊
く
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
君
と
祖
と
を
辱
め
る
こ
と
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
君
と
祖
と
の
尊
き
は
、
わ
が
自
敬
と
自
覚
的
事
行
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

　
今
次
の
支
那
事
変
は
普
通
に
「
聖
戦
」
称
せ
ら
れ
る
。
こ
の
聖
戦
と
い
う
語
の
ご
と
き
、
ま
さ
し
く
事

行
論
的
解
釈
の
立
場
か
ら
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
は
、
か
か
る
も
の
と
し
て
既
に
存

し
て
い
る
聖
戦
を
、
他
か
ら
与
え
ら
れ
て
受
取
る
の
で
は
な
く
、
今
次
の
事
変
を
聖
戦
た
ら
し
め
ん
と
す

る
責
任
的
事
行
の
立
場
か
ら
、
こ
れ
を
聖
戦
と
呼
ぶ
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
人
間
の
自
覚
的

認
識
は
、
す
べ
て
、
事
行
論
的
解
釈
た
る
べ
き
で
あ
る
。

二
九
六
　
　
国
家
と
は
、
絶
対
的
存
在
た
る
公
共
的
事
行
を
、
そ
の
絶
対
的
存
在
面
か
ら
こ
れ
を
名
づ
け

た
も
の
で
あ
り
、
勝
義
に
お
け
る
歴
史
と
は
、
そ
の
公
共
的
事
行
眼
か
ら
こ
れ
を
名
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。

国
家
が
絶
対
的
存
在
た
る
の
は
、
君
臣
の
相
対
が
対
立
を
絶
し
て
一
如
た
る
が
故
で
あ
り
、
君
臣
が
対
立

を
絶
し
て
一
如
た
る
の
は
、
君
も
臣
も
、
所
与
の
相
対
的
存
在
（
肉
体
）
た
る
事
を
超
え
て
、
能
与
の
絶

対
的
事
行
（
身
体
）
た
る
が
故
で
あ
る
。
し
か
も
、
君
も
臣
も
、
そ
れ
ぞ
れ
絶
対
の
事
行
者
と
し
て
、
人
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格
的
に
は
対
等
に
対
面
す
る
と
共
に
、
君
は
、
君
臣
の
対
面
に
お
け
る
超
越
者
と
し
て
、
臣
を
身
分
的
に

超
越
し
、
臣
下
に
対
す
る
君
上
の
位
に
具
わ
り
た
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
一
君
一
民
の
対
面

の
無
数
が
重
層
し
て
、
一
君
万
民
の
対
面
を
現
す
と
こ
ろ
に
、
国
家
が
現
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

無
数
の
君
臣
対
面
の
事
行
を
、
一
の
全
体
と
し
て
時
間
的
に
運
載
す
る
も
の
が
、
歴
史
で
あ
り
、
空
間
的

に
持
載
す
る
も
の
が
、
国
土
で
あ
る
。

　
歴
史
と
土
地
の
関
係
は
、
存
在
論
的
に
は
、
土
地
に
お
い
て
人
間
の
歴
史
が
開
展
す
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
事
行
論
的
に
は
、
土
地
は
歴
史
的
事
行
の
反
映
す
る
低
次
の
存
在
面
で
あ
っ
て
、
歴
史
に
含
ま
れ
、

歴
史
か
ら
開
展
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
日
本
の
君
臣
の
対
面
の
行
わ
れ
る
と

こ
ろ
、
そ
こ
が
日
本
の
国
土
と
な
る
の
で
あ
る
。

二
九
七
　
　
国
土
は
、
国
家
の
歴
史
的
事
行
の
反
映
す
る
低
次
の
存
在
面
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
事
行
の
中

に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
、
単
な
る
物
格
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
土
地
で
は
な
く
て
、

国
家
の
歴
史
的
生
命
に
含
ま
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
貫
か
れ
、
そ
れ
の
契
機
と
し
て
、
そ
れ
自
身
生
き
て
働

く
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
国
土
は
、
死
せ
る
土
で
は
な
く
て
、
生
け
る
命

で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
故
に
、
国
土
は
、
皇
国
の
神
話
に
お
け
る
が
ご
と
く
、
㈠
漂
（
た
だ
よ
え
）
在
る

生
国
（
い
く
く
に
）
が
神
業
（
超
越
的
事
行
）
に
よ
っ
て
足
国
（
た
る
く
に
）
と
修
（
つ
く
）
り
理
（
お

さ
）
め
固
め
成
さ
れ
て
、
超
箇
の
主
体
的
生
命
お
貫
く
も
の
と
な
っ
た
存
在
か
、
あ
る
い
は
、
㈡
そ
れ
自

身
、
歴
史
的
生
命
た
る
も
の
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
存
在
か
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
皇
国
の
体
験
は
、
実
に
、
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国
土
を
、
か
か
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
古
事
記
に
お
け
る
游
能
碁
呂
島
（
お

の
こ
ろ
し
ま
）
の
結
成
は
、
㈠
の
把
握
で
あ
り
、
大
八
島
国
の
生
産
は
、
㈡
の
把
握
で
あ
る
。

二
九
八
　
　
国
家
の
本
然
は
、
君
臣
の
身
行
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、
国
の
根
本
は
、
ま
さ
し
く
、
君
臣
の

大
義
の
確
立
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
君
臣
の
対
面
に
お
い
て
、
君
は
超
越
的
主
体
の
位
に
具
わ

り
た
ま
い
、
臣
は
、
君
を
絶
対
者
と
し
て
帰
入
し
奉
り
、
親
と
し
て
抱
か
れ
ま
い
ら
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

君
臣
の
対
面
は
、
存
在
的
に
同
格
に
並
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
一
箇
の
君
の
生
命
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。
故

に
、
国
を
肇
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
畢
竟
、
君
の
位
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
わ
が

国
の
肇
国
の
体
験
は
、
「
此
の
豊
葦
原
の
水
穂
国
は
汝
（
み
ま
し
）
知
（
し
ら
）
さ
む
国
な
り
」
あ
る
い

は
、
「
豊
葦
原
の
千
五
百
秋
の
瑞
穂
国
は
、
是
れ
吾
が
子
孫
（
う
み
の
こ
）
の
王
（
き
み
）
た
る
べ
き
地

（
く
に
）
な
り
、
宜
し
く
爾
皇
孫
（
い
ま
し
す
め
み
ま
）
就
（
ゆ
）
き
て
治
（
し
ら
）
せ
」
の
神
勅
に

よ
っ
て
、
万
世
一
系
の
皇
位
が
確
立
す
る
こ
と
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
君
臣
の
絶
対
的

身
分
の
宣
言
で
あ
る
。
こ
の
体
験
は
、
人
民
の
征
服
、
土
地
の
攻
略
と
い
う
ご
と
き
、
肉
体
的
行
為
面
を

超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
神
勅
こ
そ
、
ま
さ
し
く
、
身
体
的
事
行
面
に
お
い
て
建
国
の
業
を
把
握
す

る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

二
九
九
　
　
親
子
の
関
係
は
、
絶
対
の
所
与
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
子
が
物
心
つ
い
て
、
わ
が
親
を
認
知

す
る
に
至
る
前
に
、
既
に
親
は
与
え
ら
れ
て
存
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
、
絶
対
の
関
係
は
、
知
の
立
場
・
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分
別
の
境
地
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
。
民
族
が
、
知
の
立
場
・
分
別
の
境
地
を
開
展
す
る
と
共
に
、
勝
義

に
お
け
る
国
家
が
成
立
し
、
歴
史
が
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
皇
国
に
お
い
て
、
民
族
の
自
己
分
別
以
前
、

い
わ
ば
「
民
族
の
胎
籠
（
た
い
ろ
う
）
の
時
」
又
は
「
天
人
ノ
臍
帯
ノ
切
レ
ヌ
時
分
」
な
る
神
代
か
ら
、

天
上
地
下
の
君
臣
の
分
が
確
然
と
定
ま
り
、
君
と
臣
と
が
、
君
臣
の
義
に
父
子
の
情
を
兼
ね
て
、
大
御
親

と
赤
子
の
対
面
を
な
す
の
は
、
ま
こ
と
に
、
人
間
の
自
覚
的
立
場
を
最
も
荘
厳
に
顕
現
す
る
も
の
と
い
わ

な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
わ
が
皇
国
の
体
は
、
絶
対
的
存
在
が
絶
対
的
所
与
で
あ
る
と
い
う
論
理
を
さ
な
が
ら

に
実
現
し
て
、
人
の
作
為
と
し
て
で
も
な
く
、
ま
た
自
然
の
存
在
と
し
て
で
も
な
く
、
皇
祖
の
大
神
の
御

神
勅
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
親
は
「
生
む
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
「
見
る
」
に
よ
っ
て
は
掴
ま
れ
ぬ
非
合
理
的
な
働
き
で
あ
る
。
そ
の
非
合
理
的
な
働
き
の
表
現
の

原
型
が
、
「
語
る
」
で
あ
っ
て
、
コ
ト
バ
は
、
「
見
る
」
が
受
取
る
原
理
で
あ
る
の
に
対
し
、
与
え
る
原

理
た
る
の
で
あ
る
。
親
の
コ
ト
バ
は
、
実
に
絶
対
の
能
与
を
現
す
。
こ
の
親
の
コ
ト
バ
の
公
共
的
実
現
が
、

君
の
大
命
で
あ
っ
て
、
日
本
の
国
事
は
す
べ
て
天
皇
の
大
命
に
よ
っ
て
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
肇
国
と
は
、

す
な
わ
ち
、
国
事
の
源
を
開
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
皇
国
の
体
験
に
お
い
て
は
、
皇
祖
の
御
コ
ト

バ
と
し
て
実
現
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
〇
〇
　
　
身
分
的
相
対
は
、
人
間
の
超
越
面
な
る
身
体
と
身
体
と
の
対
面
で
あ
っ
て
、
対
立
の
相
（
す

が
た
）
を
現
す
と
は
い
え
、
対
立
の
一
項
が
、
み
ず
か
ら
存
在
的
対
立
を
超
え
る
絶
対
的
事
行
と
し
て
立

ち
、
絶
対
的
存
在
た
る
汝
を
持
載
す
る
体
験
で
あ
る
か
ら
、
物
体
の
不
可
入
性
の
理
に
基
づ
く
反
立
・
衝
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突
を
超
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
覚
的
事
行
者
は
、
み
ず
か
らX

の
座
に
就
い
て
、
汝
をA

の
座

に
見
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
時
称
に
よ
っ
て
言
え
ば
、A

は
未
来
の
位
で
あ
り
、X

は
過
去
の
位
で

あ
る
か
ら
、
自
覚
的
事
行
者
は
、
み
ず
か
ら
を
絶
対
の
過
去
と
し
、
汝
を
絶
対
の
未
来
と
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
、
絶
対
の
現
実
を
現
成
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
身
分
的
相
対
は
、
時
間
の
絶
対
的
断
絶
に
よ
っ

て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
理
を
、
相
対
的
ゲ
ジ
つ
に
映
し
て
考
う
る
も
、
た
と
え
ば
、

人
が
レ
ー
ル
の
上
に
立
っ
て
、
そ
こ
を
去
ら
ぬ
な
ら
ば
、
汽
車
に
轢
か
れ
て
死
ぬ
る
ほ
か
は
な
い
。
こ
れ

に
反
し
て
、
汽
車
が
レ
ー
ル
を
通
過
す
る
前
に
レ
ー
ル
を
去
っ
て
、
汽
車
に
場
所
を
譲
り
、
自
己
と
レ
ー

ル
と
に
時
間
的
断
絶
を
与
う
る
な
ら
ば
、
両
者
は
い
ず
れ
も
存
在
を
全
く
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

父
が
そ
の
所
有
す
る
物
を
子
に
譲
れ
ば
、
父
と
子
と
が
同
一
物
を
争
っ
て
反
立
す
る
要
が
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
時
間
的
断
絶
は
和
の
原
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
自
覚
的
事
行
が
、
下
座
の
行
で
あ

り
、
奉
仕
で
あ
り
、
敬
で
あ
り
、
「
さ
む
ら
ひ
」
の
体
験
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
み
ず
か
ら
を
、
絶
対
的

存
在
に
お
け
る
過
去
の
契
機
た
ら
し
め
る
事
を
言
う
の
で
あ
る
。

　
か
く
、
み
ず
か
ら
過
去
と
し
て
立
つ
自
覚
的
立
場
を
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
の
所
与
の
生
に
映
す
も
の
が
、
親

子
の
相
続
で
あ
っ
て
、
自
覚
的
事
行
は
、
自
然
の
親
子
の
関
係
を
原
型
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
、

「
父
の
子
に
伝
ふ
る
は
天
の
道
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
わ
が
皇
国
は
、
こ
の
父
子
相
伝
を
国
の
体
と

な
し
、
皇
朝
は
万
葉
一
統
に
、
民
を
養
い
以
て
祖
業
を
続
（
つ
）
ぎ
た
ま
い
、
臣
民
は
、
君
に
忠
に
以
て

父
の
志
を
継
ぐ
の
で
あ
る
。
父
子
送
相
伝
の
天
の
道
を
、
公
共
の
生
に
実
現
し
て
、
皇
胤
綿
々
、
万
世
相

承
く
る
を
国
の
本
と
し
、
法
の
源
と
す
る
体
験
こ
そ
は
、
三
綱
の
大
な
る
も
の
と
し
て
、
一
切
の
道
の
大
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本
た
る
の
で
あ
る
。

三
〇
一
　
　
肉
体
は
、
生
ま
れ
た
ま
ま
の
立
場
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
質
は
過
去
で
あ
る
。
故
に
、

肉
体
面
の
行
動
な
り
動
作
な
り
は
、
一
往
、
現
在
の
行
動
又
は
動
作
と
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
実
は
、

過
去
性
を
脱
せ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
の
中
に
未
来
を
含
む
こ
と
が
な
い
。
肉
体
は
、
過
去
に

よ
っ
て
超
越
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
故
に
、
肉
体
の
現
在
は
、
必
ず
時
に
よ
っ
て
超
え
ら
れ
て
、

過
去
と
な
る
の
で
あ
る
。
人
は
、
肉
体
面
に
お
い
て
は
、
「
死
す
べ
き
も
の
」
（m

ortal, sterb
lich

）

で
あ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
て
、
身
体
は
、
未
来
の
契
機
が
過
去
の
契
機
を
貫
い
て
、
絶
対
的
現
在
を
成
す
も
の
で
あ

る
か
ら
、
身
体
の
現
在
は
、
未
来
に
よ
っ
て
超
え
ら
れ
る
。
故
に
、
身
体
に
お
い
て
は
、
（
す
な
わ
ち
、

君
・
臣
・
父
・
子
な
ど
の
身
分
者
と
し
て
は
、
）
不
死
で
あ
り
、
永
遠
に
生
き
る
も
の
で
あ
る
。

　
人
格
的
事
行
が
不
死
で
あ
る
と
い
う
上
の
理
は
、
単
に
箇
人
の
精
神
と
か
霊
魂
の
場
合
に
と
ど
ま
る
も

の
で
は
な
い
。
身
体
の
本
質
は
、
超
箇
で
あ
り
、
そ
の
至
極
は
、
実
に
、
超
箇
の
公
共
的
生
命
体
た
る
国

家
と
し
て
現
ず
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
国
家
は
、
本
来
的
に
は
、
不
死
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
国

家
は
、
過
去
の
契
機
を
「
生
ま
れ
た
る
」
と
し
て
含
む
か
ら
、
肇
国
又
は
建
国
の
体
験
を
有
つ
が
、
生
ま

れ
る
と
い
う
事
が
、
既
に
死
を
超
え
る
生
で
あ
り
、
し
か
も
、
国
家
は
現
在
の
絶
対
的
事
行
と
し
て
、
そ

こ
に
お
け
る
過
去
の
契
機
が
未
来
の
契
機
に
よ
っ
て
超
越
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
「
生
ま
れ
た
る
」
は
、
そ

の
ま
ま
無
窮
の
未
来
に
続
く
の
で
あ
る
。
わ
が
肇
国
の
体
験
は
、
国
家
の
本
質
を
成
す
こ
の
不
死
性
を
端
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的
に
覚
照
し
て
、
こ
れ
を
「
寶
祚
（
あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ
）
の
隆
え
ま
さ
む
こ
と
　
当
に
天
壌
（
あ
め
つ
ち
）

の
む
た
窮
ま
り
無
か
る
べ
き
人
ぞ
」
と
の
、
祖
神
（
お
や
が
み
）
の
言
祝
（
こ
と
ほ
ぎ
）
と
し
て
伝
承
し
、

そ
の
言
祝
の
ま
ま
現
実
の
歴
史
的
事
行
と
し
て
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
オ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
・
シ
ュ
ペ
ン
グ

ラ
ー
は
、
そ
の
著
『
西
洋
の
没
落
』
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
国
家
や
文
化
は
、
植
物
の
よ
う
に
、
あ
る
地

域
に
お
い
て
発
生
し
、
生
長
し
、
や
が
て
死
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
が
、
国
家
そ
の
も

の
が
真
に
歴
史
的
事
行
に
達
せ
ぬ
他
の
諸
国
に
お
い
て
は
、
ま
さ
し
く
そ
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
君
と

臣
と
が
、
絶
対
の
未
来
と
絶
対
の
過
去
と
の
契
機
を
成
し
て
、
絶
対
の
現
在
の
内
に
対
面
し
、
包
越
者
に

ま
し
ま
す
　
天
皇
の
「
君
徳
の
恩
光
四
表
に
あ
ら
わ
れ
被
ふ
」
わ
が
皇
国
は
、
永
遠
の
未
来
に
よ
っ
て
光

被
さ
る
る
絶
対
の
現
在
で
あ
っ
て
、
そ
の
肇
（
は
じ
め
）
は
あ
る
も
、
そ
の
終
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
、

「
み
民
わ
れ
」
の
「
神
州
不
滅
」
の
信
念
で
あ
り
、
ま
た
論
理
で
あ
る
。

三
〇
二
　
　
神
州
日
本
が
不
滅
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
日
本
が
永
遠
の
事
行
で
あ
っ
て
、
所
動
の
存
在
面

を
露
出
せ
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
行
と
は
、
主
体
的
生
命
が
主
体
的
生
命
に
対
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

超
箇
の
公
共
の
生
で
は
、
あ
い
対
す
る
主
体
的
生
命
が
、
い
ず
れ
も
責
任
的
立
場
に
立
つ
人
間
で
は
な
く

て
は
な
ら
ぬ
か
ら
、
日
本
に
お
い
て
は
、
君
と
臣
と
が
、
い
ず
れ
も
、
自
主
的
・
責
任
的
立
場
か
ら
、
上

下
の
位
に
就
く
の
で
あ
る
。
君
が
臣
民
を
包
越
し
た
ま
い
、
臣
民
が
君
に
帰
入
し
君
を
持
載
し
奉
る
の
が
、

日
本
の
国
の
体
で
あ
っ
て
、
君
も
臣
も
、
事
行
的
に
は
、
共
に
他
を
立
て
他
を
生
か
す
親
の
立
場
に
立
ち

つ
つ
、
存
在
の
格
相
に
お
い
て
は
、
親
と
子
の
位
を
現
す
の
で
あ
る
。
君
臣
の
こ
の
天
上
地
下
の
分
位
の
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定
ま
る
の
が
、
肇
国
で
あ
っ
て
、
こ
の
分
位
に
し
て
離
れ
ぬ
か
ぎ
り
、
日
本
の
歴
史
は
、
常
に
肇
国
の
体

験
を
去
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
　
天
皇
に
し
て
天
に
ま
し
ま
し
、
　
先
皇
の
位
を
守
り
た
ま
う
か
ぎ
り
、
君
臣

共
に
、
神
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
、
神
代
は
遼
（
は
る
か
）
で
あ
る
と
い
え
ど
も
、
実
は
、
な
お
今
日
の

ご
と
く
で
あ
る
。
こ
の
体
験
は
、
日
本
神
話
が
宇
宙
終
局
論
を
も
た
ぬ
事
に
現
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お

い
て
は
、
維
新
が
す
な
わ
ち
復
古
で
あ
り
肇
国
で
あ
っ
て
、
末
世
又
は
末
法
の
思
想
の
ご
と
き
は
、
わ
が

国
に
は
、
本
来
的
に
は
存
せ
ぬ
の
で
あ
る
。
末
法
思
想
は
、
畢
竟
、
絶
対
の
君
臣
の
立
つ
肇
国
の
体
験
を

欠
く
と
こ
ろ
に
生
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
人
倫
に
お
け
る
絶
対
の
関
係
の
原
型
は
、
親
子
で
あ
る

か
ら
、
わ
が
国
の
君
臣
は
、
大
御
親
と
赤
子
の
対
面
を
成
し
、
そ
の
対
面
が
、
皇
祖
の
ミ
コ
ト
バ
に
よ
る

も
の
と
し
て
、
絶
対
的
意
義
を
与
え
ら
れ
て
も
つ
も
の
で
あ
る
。

三
〇
三
　
　
皇
統
の
確
立
を
肇
国
と
し
て
、
君
臣
の
大
義
を
絶
対
的
に
現
し
、
し
か
も
君
臣
共
に
責
任
的

事
行
と
し
て
、
上
下
の
対
面
を
な
す
わ
が
国
は
、
ま
さ
し
く
神
国
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ん
と

な
れ
ば
、
神
と
は
絶
対
の
能
為
又
は
責
任
的
事
行
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
。
神
が
一
面
創
造
主
と
さ
れ
る
の

も
、
絶
対
の
能
為
を
能
与
の
性
格
に
お
い
て
考
え
る
の
で
あ
る
。
か
く
、
臣
下
の
側
も
責
任
的
立
場
に

立
っ
て
君
上
を
戴
き
奉
る
体
験
が
、
皇
運
扶
翼
で
あ
り
、
大
政
翼
賛
で
あ
る
。
こ
の
神
国
日
本
に
比
す
れ

ば
、
元
首
を
選
挙
に
よ
っ
て
立
て
る
共
和
国
又
は
民
主
国
は
、
知
及
び
分
別
の
立
場
を
露
出
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
相
対
的
・
箇
人
的
立
場
を
脱
す
る
こ
と
が
な
く
、
従
っ
て
十
全
に
公
共
の
体
験
た
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
れ
は
肉
体
の
生
に
お
け
る
性
の
体
験
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
君
主
又
は
党
に
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よ
る
専
制
の
国
家
は
、
人
民
に
お
い
て
一
方
的
な
被
治
者
を
見
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
支
配
者
と
被
支
配

者
と
は
、
主
体
対
主
体
の
対
面
を
成
さ
ず
、
従
っ
て
、
勝
義
に
お
け
る
人
生
体
験
に
達
す
る
こ
と
が
な
い
。

専
制
国
は
、
主
体
が
物
格
の
対
象
に
対
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
肉
体
の
生
に
お
け
る
食
の
体
験
に

対
応
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
日
本
は
、
実
に
肉
体
の
超
越
面
な
る
身
体
に
よ
っ
て
立
つ
国
で

あ
る
。
超
越
の
働
き
を
神
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本
の
国
体
は
、
ま
さ
し
く
、
神
力
の
い
た
す
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
こ
か
、
「
大
日
本
は
神
国
な
り
。
天
祖
は
じ
め
て
基
を
ひ
ら
き
、
日
神
永
く
統
を
伝
え
給
う
。
我

国
の
み
此
事
あ
り
」
と
か
、
「
我
国
は
神
国
な
り
。
天
照
皇
の
神
裔
歴
世
の
天
皇
な
り
」
な
ど
の
、
信
仰

告
白
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。

三
〇
四
　
　
日
本
が
神
国
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
事
行
論
的
立
場
か
ら
言
わ
れ
る
事
で
あ
っ
て
、
日
本
を

神
国
た
ら
し
め
ん
と
す
る
志
気
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
と
き
、
日
本
は
神
国
と
し
て
み
ず
か
ら
を
実
現
す

る
の
で
あ
る
。
日
本
は
、
存
在
論
的
に
、
神
国
と
し
て
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
存
在
な
の
で
は
な
い
。
上

下
の
マ
コ
ト
が
弛
緩
す
る
と
き
、
日
本
は
神
国
た
る
事
を
失
い
、
更
に
は
、
国
家
た
る
事
す
ら
も
失
う
の

危
険
を
包
蔵
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
は
、
一
子
の
生
命
体
で
あ
っ
て
、
生
命
の
本
然
た
る
緊

張
に
よ
っ
て
保
た
れ
、
緊
張
を
失
え
ば
、
亡
び
去
る
こ
と
も
在
り
得
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
神
国
日
本
が

い
つ
ま
で
も
動
か
ぬ
よ
う
に
心
得
て
お
ち
つ
く
の
は
、
惰
（
お
こ
た
）
り
で
あ
る
。
日
本
に
生
き
る
者
は
、

常
に
戦
々
兢
々
と
し
て
、
日
本
の
生
命
を
護
る
こ
と
を
今
日
の
当
務
と
し
、
一
瞬
ご
と
に
新
た
に
神
国
日

本
を
実
現
す
る
事
を
、
お
の
れ
の
責
任
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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か
く
、
超
越
的
生
命
を
持
載
す
る
立
場
は
、
す
な
わ
ち
、
箇
の
存
在
を
超
え
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
箇

を
超
え
る
立
場
を
、
箇
の
存
在
た
る
自
己
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
箇
の
自
己
の

捨
身
で
あ
る
。
神
国
日
本
の
不
滅
は
、
ま
す
ら
の
捨
つ
る
か
な
し
き
命
を
積
み
重
ね
積
み
重
ね
し
て
の
み

達
成
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
〇
五
　
　
身
分
的
事
行
は
、
人
間
に
お
け
る
超
越
面
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
人
は
箇
の
存
在

を
超
え
る
が
故
に
、
箇
と
箇
と
の
対
立
を
超
え
て
、
他
と
あ
い
和
す
る
の
で
あ
る
。
君
臣
・
父
子
等
の
身

分
者
は
絶
対
の
和
の
内
に
あ
い
目
見
え
る
。
そ
し
て
、
か
く
和
の
内
に
あ
い
目
見
え
る
一
切
の
身
分
的
相

対
が
、
君
臣
を
枢
軸
と
す
る
国
家
の
「
大
和
」
の
中
に
生
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
国
家
に
お
け
る
大
和
は
す
べ
て
の
人
が
身
分
者
に
ま
で
超
越
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る

が
、
も
し
、
君
・
臣
・
父
・
子
な
ど
の
身
分
を
示
現
す
る
た
め
の
緊
張
が
弛
ん
で
、
君
・
臣
・
父
・
子
の

中
に
含
ま
れ
る
（
君
な
る
）
人
・
（
臣
な
る
）
人
・
（
父
な
る
）
人
・
（
子
な
る
）
人
が
露
出
す
る
と
き
、

こ
こ
に
禽
獣
の
争
奪
の
生
が
開
展
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
人
」
と
は
、
禽
獣
と
次
元
を
等
し
く
す
る

「
彼
」
の
意
味
の
猛
獣
で
あ
る
。
故
に
、
国
家
の
成
立
に
は
、
「
彼
」
の
意
味
の
「
凶
暴
者
」
又
は
「
横

道
の
者
」
を
懲
し
て
、
人
倫
の
道
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
が
、
不
可
欠
の
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

武
の
起
源
で
あ
っ
て
、
武
威
は
「
大
和
」
の
国
を
建
つ
る
も
の
は
、
勇
剛
の
性
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
故

に
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
「
所
謂
神
道
ハ
武
道
ナ
リ
。
武
道
ノ
本
ハ
神
道
也
。
即
神
武
一
道
也
」
又
は

「
武
備
は
則
ち
神
祇
の
横
道
な
り
」
又
は
「
本
朝
以
武
為
先
」
又
は
「
我
が
日
の
本
は
武
国
な
り
」
な
ど
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の
自
覚
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
自
覚
か
ら
、
天
瓊
矛
を
以
て
、
古
代
の
武
勇
を
象
る
も
の
と

し
、
ま
た
、
宝
剣
を
伝
う
る
こ
と
を
以
て
、
天
位
の
信
た
る
も
の
と
な
し
、
人
皇
第
一
代
の
　
天
皇
を
　

神
武
天
皇
と
諡
し
奉
る
こ
と
を
以
て
、
武
を
以
て
道
を
建
つ
る
の
証
と
す
る
の
で
あ
る
。

三
〇
六
　
　
国
を
建
つ
る
は
武
の
徳
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
国
の
命
脈
を
維
持
す
る
の
も
、
ま
た
武

の
力
で
あ
る
。
国
は
生
命
体
で
あ
る
か
ら
、
絶
え
ず
死
の
危
険
に
面
し
て
い
る
。
実
は
、
国
が
既
に
死
を

含
ん
で
い
る
の
で
、
よ
く
一
の
具
体
的
生
命
と
し
て
立
ち
得
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
国
に
は
、
常
に
、
そ

の
低
次
面
な
る
死
を
露
出
せ
し
め
ず
し
て
、
死
を
高
次
元
な
る
生
に
よ
っ
て
包
越
せ
ん
と
す
る
緊
張
と
配

慮
と
が
働
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
子
の
生
を
護
る
親
の
努
力
で
あ
り
、
ま
た
、
超
越
的
生
命

に
対
す
る
「
さ
む
ら
ひ
」
の
奉
仕
で
あ
る
。
超
越
的
生
命
の
原
型
は
、
か
く
、
国
を
護
る
配
慮
は
、
親
心

と
子
心
と
の
一
如
で
あ
っ
て
、
我
の
徳
は
、
親
子
の
立
場
の
一
如
を
原
型
と
し
、
そ
れ
を
公
共
の
生
を
発

現
せ
し
む
る
原
理
に
ま
で
高
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
国
の
生
命
を
滅
さ
ん
と
す
る
力
と
し
て
は
、
内
外
二
つ
の
敵
が
考
え
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

一
は
、
君
臣
の
身
分
的
相
対
を
否
定
せ
ん
と
す
る
逆
臣
で
あ
り
、
他
は
、
国
家
の
生
命
そ
の
も
の
を
否
定

せ
ん
と
す
る
外
寇
で
あ
る
。
内
敵
を
制
し
て
国
を
安
ん
ず
る
も
、
外
敵
を
制
し
て
国
を
護
る
も
、
武
徳
に

よ
ら
ず
し
て
は
達
成
し
得
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
「
大
和
」
の
国
の
民
は
、
必
ず
尚
武
の
民
で
な
く
て
は
な

ら
ぬ
の
で
あ
る
。
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三
〇
七
　
　
国
と
は
、
君
臣
の
身
分
的
相
対
を
枢
軸
と
す
る
大
和
の
生
命
体
で
あ
る
か
ら
、
国
の
生
命
を

立
て
る
武
は
、
人
間
の
「
身
分
」
を
み
そ
ぎ
出
す
力
と
し
て
働
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
身
分
の

核
心
は
、
君
と
臣
と
で
あ
る
か
ら
、
尚
武
の
国
は
、
人
間
の
徳
の
根
本
と
し
て
、
忠
を
重
ん
ず
る
の
で
あ

る
。
こ
の
立
場
か
ら
は
、
国
の
生
命
の
顕
現
は
、
実
に
、
天
皇
の
御
稜
威
の
発
揮
に
ほ
か
な
ら
ぬ
も
の
と

な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
自
覚
は
、
外
国
と
の
関
係
に
お
け
る
武
の
立
場
に
も
現
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
我
々
の
ミ
ヅ
カ
ラ

の
立
場
に
お
い
て
は
、
日
本
の
生
命
を
顕
揚
す
る
事
が
、
自
覚
的
事
行
の
一
切
で
あ
る
が
、
ま
た
、
日
本

は
、
世
界
の
一
国
で
あ
り
、
世
界
全
体
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
一
の
生
命
体
で
あ
る
。
故
に
、
世
界
に
は
、

「
乾
与
ヲ
一
宇
タ
ラ
シ
」
め
と
す
る
統
一
意
志
が
働
い
て
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
な
る
一
体
を
ミ
ヅ
カ
ラ
の
一
体

に
化
さ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
き
統
一
意
志
の
発
露
と
し
て
、
古
来
、
世
界
の
武
力
に
よ
る

統
一
が
幾
た
び
か
試
み
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
諸
外
国
の
武
の
体
験
は
、
上
来
述
べ
来
っ
た
よ
う
な

神
武
又
は
皇
武
の
高
処
（
た
か
み
）
に
達
す
る
も
の
で
は
な
く
、
殺
を
露
出
す
る
猛
獣
敵
立
場
を
超
え
ぬ

も
の
で
あ
る
か
ら
、
従
来
の
武
力
統
一
の
企
図
は
、
こ
と
ご
と
く
、
「
人
生
」
の
統
一
の
目
的
を
達
し
得

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
人
生
」
は
、
「
国
」
と
し
て
ミ
ヅ
カ
ラ
を
具
現
す
る
ほ
か
は
な
い
が
、
同
時
に
、
「
わ
が
国
」
を
越

え
る
国
家
の
多
数
を
含
み
、
し
か
も
、
世
界
全
体
は
、
一
の
生
命
体
と
し
て
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
一
元
で
あ
る
。

故
に
、
世
界
は
、
国
家
の
対
立
を
含
み
、
し
か
も
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
一
の
統
一
体
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

さ
て
国
と
国
と
は
、
主
体
と
主
体
と
し
て
対
立
す
る
が
、
主
体
と
主
体
と
の
対
立
が
、
存
在
的
平
等
の
併
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立
で
あ
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
思
惟
の
抽
象
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
物
と
物
と
の
対
立
に
陥
る
か
ら
、

現
実
の
生
命
的
対
立
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
と
人
と
の
生
命
的
対
立
が
、
親
子
の
対
面
を
原
型
と

す
る
身
分
的
階
序
の
対
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
国
と
国
と
の
対
立
に
も
、
縦
の
身
分
的
階
序
の

相
が
現
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
世
界
万
邦
が
、
親
子
・
兄
弟
・
親
戚
の
身
分
的
階
序
の
内
に
対

立
す
る
と
き
、
は
じ
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
、
十
全
に
主
体
た
る
独
立
国
家
で
あ
り
、
し
か
も
オ
ノ
ヅ

カ
ラ
一
の
中
心
に
帰
す
る
一
体
の
生
命
と
な
っ
て
「
各
々
其
ノ
所
ヲ
得
」
る
大
和
の
内
に
住
す
る
の
至
る

で
あ
ろ
う
こ
の
究
極
の
世
界
平
和
を
実
現
す
る
原
理
た
り
得
る
も
の
は
、
人
間
の
身
分
を
み
そ
ぎ
出
す
事

を
本
質
と
す
る
わ
が
国
の
武
の
ほ
か
に
は
な
い
。
世
界
は
、
わ
が
　
天
皇
の
御
稜
威
に
よ
っ
て
の
み
、
真

に
統
一
あ
る
一
の
生
命
体
と
な
り
、
世
界
の
兆
民
は
、
わ
が
　
天
皇
の
御
恩
徳
に
よ
っ
て
の
み
、
「
悉
ク

其
ノ
堵
ニ
安
ン
」
ず
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
皇
国
民
は
、
こ
の
使
命
を
切
に
感
じ
て
、
神
話
の
「
国
生

み
」
の
神
業
を
今
の
世
に
お
い
て
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

三
八
〇
　
　
世
界
は
一
土
塊
で
あ
っ
て
、
万
国
は
多
し
と
い
え
ど
も
、
一
つ
の
天
地
で
あ
る
。
わ
が
国
の

神
道
は
天
下
一
般
の
大
路
で
あ
っ
て
、
天
日
の
下
、
い
ず
れ
の
国
と
い
え
ど
も
、
こ
と
ご
と
く
神
明
の
妙

用
に
て
立
た
ぬ
は
な
い
。
た
だ
外
国
は
、
神
道
の
伝
来
を
失
っ
て
、
主
体
対
主
体
が
上
下
の
位
に
於
い
て

絶
対
の
君
臣
の
対
面
を
な
す
と
こ
ろ
の
神
国
を
忘
失
し
、
食
又
は
性
の
立
場
を
露
出
す
る
低
次
の
国
家
を

現
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
思
え
ば
、
万
国
一
土
塊
で
あ
る
が
故
に
、
天
に
二
つ
の
日
が
な

い
ご
と
く
、
世
界
に
二
人
の
　
天
皇
が
な
く
、
君
と
い
う
も
の
が
わ
が
国
に
の
み
在
る
の
で
あ
る
と
も
考
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え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
見
地
か
ら
は
、
万
国
君
臣
の
位
が
変
ず
る
の
も
天
地
自
然
の
理
で
あ
り
、
わ

が
国
神
皇
正
統
の
天
壌
と
共
に
窮
り
な
い
の
も
、
ま
た
天
地
自
然
の
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

世
界
に
「
日
本
」
の
存
在
す
る
の
は
、
人
類
が
「
人
間
」
た
る
こ
と
の
意
義
で
あ
る
。
も
し
日
本
に
し
て

滅
び
る
な
ら
ば
、
人
類
の
生
存
の
意
義
も
ま
た
従
っ
て
消
え
失
せ
る
で
あ
ろ
う
。
「
日
本
」
は
世
界
の
至

実
で
あ
り
、
日
本
を
顕
揚
す
る
事
は
人
類
の
共
同
責
任
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
日
本
こ
そ
は
、
大
地
の
元

首
、
万
国
の
綱
紀
で
あ
り
、
天
皇
は
、
天
下
万
国
の
規
範
に
て
お
わ
し
ま
し
。
山
川
も
、
万
国
の
兆
民
も
、

知
ら
ず
し
て
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
寄
り
て
仕
え
ま
つ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
天
皇
の
御
稜
威
が
世
界
万
邦
に

光
被
す
る
に
至
る
の
が
、
世
界
史
の
意
義
で
あ
っ
て
、
そ
の
光
被
は
、
ま
さ
し
く
、
皇
国
武
徳
の
発
現
と

し
て
達
成
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
哲
学
は
、
本
来
、
日
本
国
の
こ
の
見
識
を
立
て
る
営
み
で
あ
り
、
百
般

の
文
事
・
武
事
は
、
こ
と
ご
と
く
こ
の
見
識
を
実
践
に
移
す
営
み
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
「
神
武
」
の
徳
の

顕
現
た
る
も
の
で
あ
る
。

三
〇
九
　
　
人
は
わ
が
国
に
生
ま
れ
、
わ
が
国
に
生
き
、
わ
が
国
の
中
に
没
す
る
。
人
の
一
切
の
営
為
は
、

国
の
事
を
出
で
ず
、
人
と
人
と
の
一
切
の
関
係
は
、
国
に
お
け
る
君
臣
の
対
面
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

人
間
の
自
覚
的
立
場
に
お
い
て
は
、
単
な
る
箇
人
と
箇
人
と
の
対
面
と
い
う
も
の
は
な
く
、
人
の
対
面
は
、

必
ず
、
身
分
的
相
対
を
現
じ
て
、
畢
竟
は
君
臣
を
枢
軸
と
す
る
円
球
の
中
に
包
摂
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
、
国
家
の
内
部
に
お
け
る
人
と
人
と
の
対
面
に
つ
い
て
言
っ
た
の
で
あ
る
が
、
日
本
に
生
ま
れ

た
我
々
が
、
外
国
の
人
と
接
す
る
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
人
間
」
ど
う
し
の
対
面
に
、
単
な
る
箇
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人
の
対
面
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
ぬ
か
ら
、
こ
の
場
合
と
て
も
、
な
ん
ら
か
の
身
分
的
相
対
が
彼
物
の
間

に
現
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
国
籍
を
異
に
す
る
自
他
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
わ
が
国
」
を
お
の

れ
の
地
位
・
身
分
に
お
い
て
代
表
し
て
接
す
る
か
、
又
は
、
長
幼
・
先
後
の
自
然
的
階
序
に
従
っ
て
、
尊

卑
の
対
面
を
為
し
合
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
共
に
、
各
自
は
、
お
の
れ
の
国
家
全
体
を
背
負
っ
て
、

そ
の
全
体
の
代
表
者
と
し
て
他
に
接
す
る
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
た
と
え
ば
日
本
人
は
、

そ
れ
ぞ
れ
日
本
全
体
を
背
後
に
荷
っ
て
、
他
の
国
の
人
に
接
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
日
本
は
神
聖

の
大
道
の
行
わ
る
る
唯
一
の
神
格
的
国
家
で
あ
る
か
ら
、
日
本
の
体
験
を
代
表
し
て
他
国
人
に
接
す
る
日

本
人
の
各
々
に
は
、
他
に
接
す
る
事
に
お
い
て
他
を
教
化
す
る
と
い
う
立
場
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
日
本

人
は
、
他
国
の
人
に
接
す
る
事
を
、
常
に
御
稜
威
の
発
揚
と
す
る
の
見
識
と
気
位
と
を
持
す
べ
き
で
あ
る
。

　
但
し
、
皇
国
の
尊
厳
を
自
覚
し
つ
つ
他
国
人
に
接
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
皇
国
の
理
念
を
ふ
り
か
ざ
し
、

こ
れ
を
他
国
人
に
強
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
皇
国
の
尊
厳
の
自
覚
は
、
存
在
的
に
露
出
す
る

事
を
超
え
て
、
事
行
と
し
て
働
く
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
あ
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
皇
国
々
体
の
自
覚
は
、

こ
れ
を
楯
の
ご
と
く
し
て
前
に
掲
ぐ
る
べ
き
で
は
な
く
し
て
、
逆
に
、
わ
が
身
を
こ
の
自
覚
の
楯
と
し
て

立
て
、
身
を
以
て
こ
の
自
覚
を
蔽
う
べ
き
で
あ
る
。
故
に
、
外
国
人
と
平
和
的
に
接
す
る
日
本
人
は
、
わ

が
身
と
他
と
の
今
の
対
面
の
み
を
現
前
の
関
係
の
全
内
容
と
な
し
、
他
を
生
か
さ
ん
と
す
る
親
心
を
「
わ

が
国
」
を
立
て
ん
と
す
る
子
心
に
合
致
せ
し
む
る
の
途
を
見
出
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
努
力
に
よ
っ
て
、

外
国
の
民
が
、
日
本
人
の
徳
に
服
す
る
と
き
、
外
国
の
民
は
、
彼
ら
自
身
の
主
体
的
立
場
よ
り
し
て
、
日

本
人
の
こ
の
徳
の
根
源
を
探
求
し
、
つ
い
に
わ
が
国
体
へ
の
欽
慕
と
、
わ
が
皇
室
へ
の
帰
投
と
に
到
達
す
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る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
、
皇
威
と
皇
徳
と
を
世
界
に
布
く
上
の
本
然
の
道
で
あ
っ
て
、
国
生
み
の
大
業
に
参

加
す
る
現
代
皇
国
民
の
切
に
思
う
べ
き
事
で
あ
る
。

第
四
章
　
　
尊
皇

　
　
　
　
我
国
の
　
聖
の
皇
は
　
尊
く
も
　
御
坐
す
か
　
日
宮
の
　
聖
の
御
子
の

　
　
　
　
天
下
に
　
御
坐
し
て
　
御
世
御
代
に
　
相
承
継
ぎ
て
　
皇
ご
と
に
　
現

　
　
　
　
人
神
と
成
給
い
　
御
坐
せ
ば
　
四
方
の
国
　
隣
皇
は
　
百
嗣
に
　
継
ぐ

　
　
　
　
と
い
う
と
も
何
で
か
　
等
し
く
有
ら
む
　
所
以
に
　
神
も
順
い
　
仏
さ

　
　
　
　
え
　
敬
い
給
う
　
　
　
『
続
日
本
後
紀
』
　
仁
明
天
皇
嘉
詳
二
年
三
月

三
一
〇
　
　
哲
学
は
、
全
体
的
な
も
の
の
追
求
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
哲
学
は
見
る
を
原
理
と
し
、
し
か

も
、
見
ら
れ
る
存
在
は
、
す
べ
て
箇
で
あ
り
、
部
分
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
見
地
か
ら
は
、
全
体
を
存
在
と

し
て
見
よ
う
と
す
る
哲
学
は
、
結
局
、
不
可
能
を
希
求
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
全
体
を
見

る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
哲
学
の
本
来
の
使
命
で
あ
っ
て
、
こ
の
希
求
は
、
不
可
能
と
し
て
捨
て
去

ら
る
べ
き
で
は
な
い
。
さ
て
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
は
い
か
に
し
て
透
過
せ
ら
れ
る
か
。
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そ
れ
は
、
一
般
の
立
場
（A

)

に
立
っ
て
箇
（Z

)

を
見
る
と
い
う
相
対
的
観
照
の
立
場
を
転
換
し
て
、
箇

が
超
越
の
極
に
達
し
た
立
場
（X

)

に
立
ち
逆
に
一
般
（A

)

を
見
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。

こ
の
立
場
に
お
い
て
は
、
箇
と
一
般
と
は
一
如
で
あ
っ
て
、
箇
は
、
特
殊
の
ま
ま
普
遍
性
を
獲
得
し
、
一

般
は
、
普
遍
的
な
る
ま
ま
、
具
体
的
内
実
を
獲
得
し
て
、
全
体
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
箇
の
立
場
に

立
っ
て
逆
に
一
般
を
見
る
と
い
う
の
は
、
人
生
に
お
け
る
身
分
的
自
己
を
実
現
し
つ
つ
、
超
越
的
な
汝

（
す
な
わ
ち
、
絶
対
的
存
在
と
し
て
我
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
る
汝A

)

で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
事
行
的
に

は
、
事
行
主
体
た
る
我X

な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、A

X

は
一
如
で
あ
る
か
ら
、A

に
よ
っ
て
裏
打
さ
れ
た

X

、
又
はX

に
よ
っ
て
裏
打
さ
れ
たA

が
、
真
実
の
全
体
と
な
る
の
で
あ
る
。

三
一
一
　
　
全
体
的
な
も
の
の
追
求
は
、
そ
れ
へ
の
関
心
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
さ
て
、
人
が
関
心

す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
常
に
、
み
ず
か
ら
に
欠
如
せ
る
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
。
従
っ
て
、
全
体
的
な

も
の
を
追
求
す
る
者
は
、
全
体
的
な
も
の
を
欠
い
て
い
る
者
で
あ
う
ほ
か
は
な
い
。
且
つ
、
追
求
す
る
と

い
う
以
上
、
追
求
す
る
者
と
追
求
さ
れ
る
者
と
は
離
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
全
体
的
な
も
の

を
追
求
す
る
者
は
、
そ
れ
か
ら
離
れ
て
い
る
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
全
体
的
な
も
の
の
追

求
は
、
そ
の
も
の
の
把
握
を
目
的
と
し
、
そ
の
も
の
の
把
握
は
、
自
覚
を
意
味
す
る
か
ら
、
全
体
的
な
も

の
は
、
そ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
が
自
己
の
把
握
と
な
る
ご
と
き
も
の
、
す
な
わ
ち
、
追
求
す
る
自
己
そ
の

も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
か
く
、
哲
学
は
、
自
己
が
、
全
体
で
あ
る
ま
ま
、
全
体
を
離
れ
、
全
体
を

欠
如
す
る
立
場
に
お
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
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全
体
を
欠
如
す
る
も
の
は
部
分
で
あ
る
か
ら
、
哲
学
す
る
自
己
は
、
当
然
、
全
体
で
あ
る
ま
ま
全
体
を

離
れ
、
部
分
た
る
者
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
か
く
の
ご
と
き
、
分
に
し
て
全
な
う
も
の
が
、
人
間
の
「
身

分
」
で
あ
る
。
哲
学
は
、
身
分
的
自
己
が
、
自
己
の
分
又
は
本
分
を
尽
す
立
場
に
お
い
て
行
わ
る
べ
き
で

あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
く
て
、
哲
学
が
、
人
生
に
お
い
け
る
実
践
的
立
場
か
ら
遊
離
す
る
と
き
、
哲
学
す

る
者
の
「
全
体
で
あ
る
ま
ま
」
と
い
う
立
場
が
空
に
さ
れ
、
全
体
を
他
者
と
し
て
こ
れ
に
対
す
る
立
場
、

従
っ
て
、
い
か
に
追
求
を
進
め
行
く
も
、
全
体
を
自
己
と
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
立
場
に
と
ど
ま
る
こ
と
と

な
る
。
西
洋
哲
学
は
、
全
般
と
し
て
、
か
か
る
立
場
の
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

三
一
二
　
　
見
ら
れ
る
も
の
は
常
に
部
分
で
あ
っ
て
、
全
体
で
は
な
い
か
ら
、
全
体
を
掴
む
こ
と
は
、
単

な
る
「
見
る
」
立
場
か
ら
は
不
可
能
で
あ
る
。
人
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
み
ず
か
ら
を
見
ら
れ
る
部
分
と

し
て
立
て
、
見
る
汝
の
立
場
と
し
、
し
か
も
そ
の
汝
と
一
如
と
な
る
こ
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
真
に
全
体

を
掴
み
得
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
も
自
己
は
、
依
然
と
し
て
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
見
る
も
の
で
あ
る
が
、
ミ
ヅ

カ
ラ
の
立
場
に
お
い
て
は
、
見
る
を
分
と
せ
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
汝
は
我
を
見
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
我
を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
超
越
す
る
も
の
と
な
り
、
し
か
も
、
か
く
汝
を
し
て
我
を
超
越
せ
し
め
る
の
は
、

我
の
ミ
ヅ
カ
ラ
の
働
き
で
あ
る
か
ら
、
み
ず
か
ら
自
己
を
部
分
と
し
て
立
て
る
我
は
、
お
の
ず
か
ら
部
分

の
我
を
超
越
し
て
、
全
体
の
汝
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
汝
は
我
に
ほ
か
な
ら
な
ぬ
か
ら
、
我

は
箇
（
部
分
）
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
全
た
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
全
体
を
掴
む
と
い
う
こ

と
は
、
全
体
を
汝
の
位
に
お
い
て
立
て
る
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
箇
の
我
を
超
え
る
全
体
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に
対
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
超
箇
の
汝
は
、
箇
の
我

と
お
な
じ
く
具
体
的
な
生
命
体
た
る
も
の
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
超
箇
と
は
い
い
な
が
ら
や
は
り
箇

た
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
我
を
現
実
に
超
越
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
単
に
観
念

の
上
で
、
我
を
超
え
る
と
思
惟
さ
れ
る
も
の
、
従
っ
て
、
そ
の
実
、
部
分
た
る
も
の
と
な
る
か
ら
。
す
な

わ
ち
、
汝
は
、
世
界
と
か
人
類
と
か
言
う
ご
と
き
抽
象
概
念
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
箇
の
我
を
含
む
具
体

的
生
命
体
た
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
か
か
る
具
体
的
な
超
越
的
生
命
は
、
一
般
に
、
国

体
と
呼
ば
れ
る
。

三
一
三
　
　
国
体
に
も
、
「
私
」
の
立
場
を
宿
す
家
庭
・
朋
友
そ
の
他
の
私
的
団
体
が
あ
り
、
そ
れ
が
さ

ま
ざ
ま
の
準
公
共
団
体
に
よ
っ
て
超
え
ら
れ
、
準
公
共
団
体
は
、
純
公
共
団
体
な
る
国
家
・
民
族
に
よ
っ

て
超
え
ら
れ
て
、
超
越
の
極
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
民
族
と
は
、
「
公
」
を
存
在
の
面
か
ら
言
う
の
で
あ

り
、
国
家
と
は
、
「
公
」
を
事
行
の
面
か
ら
言
う
も
の
で
あ
る
。

　
民
族
は
、
公
共
の
存
在
面
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
公
共
と
は
、
も
と
も
と
事
行
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、

存
在
と
し
て
の
民
族
は
、
単
な
る
所
与
に
と
ど
ま
る
ご
と
き
存
在
で
は
な
く
、
事
行
の
媒
介
を
経
た
る
も

の
で
あ
る
。
民
族
と
は
、
絶
対
の
公
共
的
事
行
た
る
国
家
が
、
公
共
的
存
在
と
し
て
現
ず
る
も
の
で
あ
る
。

単
な
る
所
与
と
し
て
の
超
箇
体
は
、
別
に
、
種
族
と
呼
ば
れ
る
。

　
公
共
と
は
、
具
体
的
な
事
行
的
生
命
と
し
て
の
超
箇
で
あ
る
。
単
な
る
存
在
的
な
超
箇
は
、
箇
の
集
合

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
群
衆
と
か
人
庶
と
か
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
た
と
い
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
一
の
生
命
体
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の
ご
と
く
し
て
働
く
に
し
て
も
、
そ
の
働
き
に
は
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
が
な
く
、
従
っ
て
、
群
衆
の
働
き
は

本
能
的
・
衝
動
的
で
あ
る
。
（
群
衆
本
能
）
こ
れ
に
反
し
て
民
族
は
、
人
格
的
で
あ
っ
て
、
本
能
・
衝
動

の
立
場
を
超
越
し
、
内
に
叡
智
を
含
む
の
で
あ
る
。
種
族
は
、
丁
度
、
民
族
と
群
衆
・
人
庶
と
の
間
に
位

し
、
主
体
的
事
行
の
予
感
を
籠
め
て
い
る
が
、
い
ま
だ
十
全
に
所
与
性
を
超
脱
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
種
族
に
は
な
お
本
能
・
衝
動
に
駆
ら
れ
る
立
場
が
残
る
の
で
あ
る
。
（
種
族
本
能
）
種
族
が
本

能
・
衝
動
を
超
え
る
自
覚
的
立
場
に
よ
っ
て
貫
か
れ
る
と
き
、
こ
こ
に
民
族
が
成
立
し
、
そ
の
事
行
と
し

て
国
家
が
現
成
す
る
。
そ
の
際
、
国
家
を
貫
く
自
覚
は
、
一
々
の
箇
の
人
間
を
媒
介
と
し
て
の
み
成
立
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
の
生
命
は
、
自
覚
的
な
箇
の
人
間
の
持
載
に
よ
ら
ず
し
て
は
保
た
れ
ぬ
の
で
あ

る
。

三
一
四
　
　
箇
の
自
己
は
、
「
わ
た
く
し
」
と
呼
ば
れ
る
。
わ
た
く
し
の
立
場
に
お
い
て
は
、
人
は
私
人

で
あ
る
。
箇
の
私
人
の
多
数
を
容
れ
る
立
場
は
、
「
お
お
や
け
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
立
場
を
自
己
の
立

場
と
す
る
も
の
が
、
す
な
わ
ち
公
人
で
あ
る
。
人
は
、
す
べ
て
存
在
的
に
は
私
人
で
あ
り
、
事
行
的
に
は

公
人
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
公
人
の
立
場
の
中
に
私
人
の
立
場
を
没
せ
し
め
る

の
が
、
滅
私
で
あ
る
か
ら
、
滅
私
は
、
必
然
的
に
、
奉
公
を
そ
の
裏
に
伴
う
の
で
あ
る
。

　
人
格
的
事
行
は
、
道
徳
・
宗
教
・
芸
術
・
哲
学
の
い
ず
れ
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
国

家
・
民
族
に
対
す
る
奉
公
の
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
抽
象
知
の
立
場
か
ら
は
、
自
己
の
国
家
・
民
族

を
も
傍
観
し
、
こ
れ
を
、
他
の
国
家
・
民
族
と
並
列
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
も
し
、
自
己
の
属
す
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る
国
家
・
民
族
の
上
に
、
国
際
・
人
類
と
い
う
ご
と
き
理
念
を
、
実
体
的
に
措
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、

抽
象
的
観
照
の
立
場
（X

か
ら
遊
離
し
たA

の
立
場
）
に
堕
す
る
の
で
あ
る
。
箇
の
人
間
の
身
行
を
撥
無

し
て
、
行
為
一
般
と
い
う
ご
と
き
も
の
が
考
え
ら
れ
ぬ
ご
と
く
、
国
家
・
民
族
に
対
す
る
奉
公
を
空
に
し

て
、
全
体
の
持
載
は
成
立
し
得
な
い
。
箇
の
人
間
の
事
行
的
立
場
か
ら
は
、
国
家
・
民
族
は
絶
対
の
包
括

者
で
あ
り
、
無
上
の
超
越
的
生
命
で
あ
る
。

三
一
六
　
　
全
体
と
い
う
も
の
が
、
単
に
、
箇
に
対
置
し
て
想
定
せ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
真
の
全
体
で
は
な
い
。
全
体
が
、
部
分
を
含
む
、
又
は
包
む
、
又
は
限
定
す
る
も
の
と
し
て
、
動
的
に
、

ま
た
主
体
的
に
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
、
単
に
空
間
的
な
存
在
な
の
で
は
な
く
て
、
空
間
性
を
超

え
た
時
間
的
な
働
き
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
全
体
と
い
う
も
の
は
、
事
行
主
体
た
る
具
体
的
な
箇
の
人

間X

で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
一
々
の
責
任
的
自
己
が
、
実
は
、
真
の
全
体
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
、
事
行
的
自
己X

は
、
も
と
も
と
、
自
己
を
見
ぬ
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
自

己
は
、
ミ
ヅ
カ
ラ
全
体
で
あ
る
こ
と
を
以
て
任
ぜ
ず
、
全
体
の
実
を
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
発
揮
す
る
の
み
で
あ
る
。

事
行
的
自
己
は
、
あ
く
ま
で
身
分
者
の
自
覚
の
上
に
立
ち
、
み
ず
か
ら
を
部
分
と
し
箇
と
す
る
の
で
あ
っ

て
、
か
か
る
自
己
か
ら
は
、
全
体
は
、
自
己
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
他
に
仰
が
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く

仰
が
れ
る
全
体
と
は
、
超
箇
の
具
体
的
事
行
が
、
絶
対
的
存
在
の
格
相
を
帯
び
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
国

家
・
民
族
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
国
家
・
民
族
が
真
に
具
体
的
な
全
体
で
あ
っ
て
、A

の
位
に
備
わ
る
も

の
と
し
て
、
箇
の
事
行
主
体X

に
よ
っ
て
憶
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

288



　
哲
学
の
追
求
す
る
全
体
的
な
お
の
は
、
単
に
存
在
的
に
の
み
解
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
そ

れ
が
、
体
系
と
い
う
ご
と
き
、
そ
れ
は
、
働
く
真
の
全
体
的
な
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
、
包
越
の
働
き
を

附
帯
し
て
考
え
ら
れ
る
全
体
の
理
念
た
る
の
み
で
あ
る
。
真
に
全
体
的
な
も
の
は
、
事
行
的
な
我
に
よ
っ

て
超
越
者
と
仰
が
れ
、
し
か
も
同
時
に
具
体
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
、
国
家
・
民
族
の
ほ
か
に
は
な
い
。

国
家
・
民
族
は
、
事
行
主
体
た
る
箇
々
人
の
一
切
を
包
括
す
る
全
体
的
存
在
で
あ
り
（
民
族
）
、
か
つ
、

箇
々
人
の
事
行
に
し
て
全
体
的
事
行
の
意
義
を
も
つ
も
の
が
す
べ
て
そ
こ
か
ら
発
生
す
る
と
こ
ろ
の
、
根

源
的
全
体
的
事
行
で
あ
る
（
国
家
）
。
哲
学
は
、
全
体
的
な
も
の
を
求
め
て
、
国
家
・
民
族
に
到
達
す
る

と
き
、
は
じ
め
て
、
真
実
に
具
体
的
立
場
を
得
る
の
で
あ
る
。

三
一
六
　
　
箇
は
、
論
理
上
、
全
に
没
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
箇
人
の
生
命
は
、
全
体
的
生
命
た
る
国

家
・
民
族
に
対
し
て
は
、
存
在
的
に
は
零
に
ひ
と
し
い
。
人
間
の
本
然
は
公
共
的
生
命
で
あ
り
、
公
共
的

生
命
の
具
体
的
な
も
の
は
国
家
・
民
族
で
あ
る
か
ら
、
箇
の
存
在
権
の
主
張
の
上
に
立
つ
箇
人
主
義
を

も
っ
て
国
家
・
民
族
の
生
活
原
理
と
す
る
の
は
、
論
理
的
に
見
て
誤
で
あ
る
。

　
し
か
し
他
面
か
ら
考
う
る
に
、
一
切
の
事
行
は
箇
の
身
体
を
媒
介
と
し
て
成
さ
れ
る
ほ
か
は
な
く
、
公

共
の
生
命
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
を
事
行
す
る
も
の
は
箇
々
人
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
か
ら
は
、
か
え
っ

て
、
箇
々
人
が
全
体
で
あ
る
。
故
に
、
箇
の
立
場
を
全
然
没
却
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
機
械
的
に
統
制
を
行
う

ご
と
き
全
体
主
義
は
、
人
間
の
事
行
の
契
機
を
空
に
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ま
た
論
理
的
に
見
て
錯
誤

で
あ
る
。
箇
人
主
義
は
、
決
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
誤
謬
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
箇
人
主
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義
に
お
い
て
斥
け
ら
れ
る
べ
き
は
、
箇
の
存
在
権
を
全
的
に
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。
全
体
の
生
命
を
荷

い
現
す
責
任
単
位
と
し
て
は
、
箇
人
は
あ
く
ま
で
重
ん
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
箇
人
が
全
体
の
生
命
に
帰

一
し
つ
つ
、
全
を
発
揮
す
べ
き
唯
一
の
責
任
者
と
し
て
の
自
己
を
自
覚
す
る
体
験
、
い
わ
ば
、
全
体
主
義

と
箇
人
主
義
と
の
、
よ
り
高
き
統
合
は
、
こ
れ
を
「
唯
一
人
主
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

唯
一
人
主
義
は
、
自
覚
的
箇
人
主
義
、
又
は
、
自
覚
的
全
体
主
義
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
、
全
体
主

義
に
対
し
て
相
対
的
な
ら
ざ
る
絶
対
的
箇
人
主
義
、
ま
た
、
箇
人
主
義
に
対
し
て
相
対
的
な
ら
ざ
る
絶
対

的
全
体
主
義
で
あ
る
。

三
一
七
　
　
国
家
の
論
理
か
ら
は
、
国
家
がA

で
あ
り
、
箇
の
人
間
がX

で
あ
る
。
し
か
る
に
、
超
箇
の

国
家
は
、
箇
人
に
よ
っ
て
思
念
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
箇
人
は
、
国
家
を
、
感
官
を
通
じ
て
如
実
に
見

る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
従
っ
て
、
箇
人
は
、
国
家
を
、
事
行
的
に
汝
と
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
国
家
は
、
超

箇
の
事
行
で
あ
る
が
、
我
の
認
識
の
対
象
と
し
て
は
、
超
箇
の
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
る
「
彼
」
の
意
味

の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
我
と
彼
と
の
間
に
は
、
事
行
の
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
彼
は
、

た
だ
、
我
に
よ
っ
て
信
念
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
我
が
彼
に
相
対
す
る
と
い
う
事
は
、

知
の
立
場
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。

　
そ
の
憶
念
が
、
奉
公
の
真
事
（
マ
コ
ト
）
と
な
っ
て
現
実
化
す
る
た
め
に
は
、
我
と
彼
と
が
、
汝
に

よ
っ
て
媒
介
さ
れ
、
両
者
の
い
ず
れ
も
が
、
汝
と
汝
と
し
て
対
面
し
合
う
こ
と
が
、
論
理
上
絶
対
の
要
請

で
あ
る
。
事
行
主
体
た
る
我
は
、
こ
の
汝
と
、
存
在
的
に
は
唯
二
人
の
対
面
を
な
し
、
事
行
的
に
は
、
こ
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の
体
目
を
わ
れ
唯
一
人
の
責
任
と
し
て
荷
う
の
で
あ
る
。
こ
の
要
請
は
、
ひ
と
り
国
家
・
民
族
の
場
合
の

み
で
な
く
、
家
族
・
組
合
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
に
も
現
れ
て
、
一
切
の
団
体
に
は
、
「
超
箇
に
し
て

箇
」
な
る
汝
が
、
国
体
の
全
生
命
の
応
現
と
し
て
現
れ
、
事
行
的
主
体
な
る
箇
の
我
に
対
す
る
の
を
常
と

す
る
。
そ
れ
が
国
体
の
代
表
者
又
は
長
で
あ
っ
て
、
国
家
の
場
合
に
は
、
そ
れ
は
元
首
と
呼
ば
れ
る
の
で

あ
る
。

　
元
首
は
、
箇
の
我
に
と
り
絶
対
的
存
在
た
る
、
国
家
の
生
命
そ
の
も
の
の
事
行
的
応
現
で
あ
る
。
さ
て
、

箇
々
人
に
と
っ
て
の
絶
対
的
存
在
の
原
型
は
、
ま
さ
し
く
、
親
で
あ
っ
て
、
親
は
、
子
が
親
を
識
別
す
る

以
前
に
、
既
に
子
に
対
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
親
は
子
に
と
っ
て
絶
対
の
所
与
で
あ
る
。
存
在
の
本
質

は
所
与
で
あ
る
か
ら
、
絶
対
的
存
在
は
絶
対
的
所
与
で
あ
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
、
本
格
的
な
ゲ

シ
ュ
は
、
箇
々
人
の
属
す
る
民
族
が
、
民
族
と
し
て
の
自
己
意
識
を
発
現
せ
し
め
る
以
前
（
即
ち
、
民
族

の
歴
史
以
前
、
神
話
時
代
）
か
ら
、
そ
の
民
族
に
、
親
と
し
て
現
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
の

論
理
的
要
請
を
満
足
せ
し
め
る
元
首
は
、
神
話
時
代
よ
り
民
族
の
大
御
親
と
し
て
民
に
臨
ま
せ
た
ま
う
、

わ
が
　
天
皇
の
ほ
か
に
は
な
い
。

　
か
か
る
体
験
を
も
つ
国
家
の
萌
芽
は
、
他
に
も
幾
多
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
今
日

ま
で
に
滅
び
て
し
ま
っ
て
、
こ
の
体
験
が
現
代
に
お
い
て
史
的
生
命
と
し
て
栄
え
に
栄
ゆ
る
も
の
は
、
わ

が
国
を
措
い
て
ほ
か
に
は
な
い
。
「
日
本
」
は
、
人
類
の
唯
一
の
倫
理
的
国
家
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
唯

一
の
論
理
的
国
家
で
あ
る
。
も
し
、
日
本
に
し
て
滅
び
る
な
ら
ば
、
「
人
間
」
の
存
在
の
意
義
も
共
に
失

わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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三
一
八
　
　
君
主
は
、
世
界
の
中
に
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
一
箇
の
人
で
あ
る
。
単
に
所
与
の
存
在

を
観
照
す
る
立
場
か
ら
は
、
君
主
と
人
民
と
は
、
一
に
対
す
る
多
に
す
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。
故
に
、
人
権
の

自
由
を
主
張
す
る
争
奪
の
体
験
に
立
つ
国
に
お
い
て
は
、
王
室
と
人
民
と
は
、
利
と
権
と
を
争
っ
て
互
に

譲
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
（
た
と
え
ば
、
英
国
憲
法
の
成
立
史
に
そ
の
著
し
い
事
例
が
見
ら
れ
る
。
）
し
か
し
、

民
族
が
絶
対
の
公
共
的
生
命
と
し
て
国
家
を
成
し
、
国
家
の
生
を
君
臣
の
上
下
の
対
面
に
ま
で
鈍
化
す
る

わ
が
皇
国
の
体
験
の
お
い
て
は
、
箇
々
の
臣
子
に
と
り
、
一
君
一
民
の
上
下
の
対
面
は
、
そ
の
ま
ま
全
世

界
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
、
君
と
臣
と
は
、
物
理
的
な
数
の
関
係
を
、
形
の
上
で
は
逆
転
し
て
、
全
に
対
す

る
箇
の
関
係
に
立
つ
の
で
あ
る
。
一
君
万
民
と
い
う
言
葉
は
、
ま
さ
し
く
、
か
か
る
一
君
一
民
の
事
行
的

体
験
に
よ
り
裏
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
上
御
一
人
は
、
億
万
の
民
草
を
抱
か
せ
た
ま
い
、
民
族
の

大
御
親
と
し
て
、
絶
対
的
に
数
量
を
超
越
す
る
生
命
に
ま
し
ま
す
る
の
で
あ
る
。

　
天
皇
対
臣
民
は
、
相
対
的
に
存
在
に
対
す
る
存
在
で
は
な
く
て
、
絶
対
的
に
事
行
に
対
す
る
事
行
で
あ

る
。
絶
対
の
事
行
が
、
絶
対
の
存
在
の
格
相
を
帯
び
て
立
ち
た
ま
い
、
そ
れ
と
一
如
な
る
絶
対
の
事
行
が
、

こ
れ
に
事
え
奉
る
の
が
、
わ
が
国
の
姿
て
あ
っ
て
、
天
皇
の
絶
対
的
御
存
在
は
、
臣
民
の
マ
コ
ト
か
ら
離

れ
て
存
す
る
も
の
で
は
な
い
。
天
皇
が
、
存
在
的
超
越
者
と
し
て
、
万
民
を
御
懐
に
抱
き
た
ま
い
、
仁
を

垂
れ
て
下
を
牧
（
や
し
な
）
い
た
ま
え
ば
、
そ
れ
に
答
え
奉
っ
て
、
臣
民
が
、
誠
を
尽
し
て
上
を
戴
く
の

で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
君
と
臣
と
は
、
い
わ
ば
マ
ゴ
コ
ロ
に
対
す
る
マ
コ
ト
の
ご
と
く
、
さ
な
が
ら
心

身
の
一
如
を
成
す
の
で
あ
る
。
君
の
マ
ゴ
コ
ロ
と
は
、
す
な
わ
ち
大
御
心
で
あ
る
。
臣
子
は
、
そ
れ
を
身
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を
以
て
奉
行
し
奉
る
事
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
箇
の
「
私
」
を
超
え
る
公
共
的
生
命
に
ま
で
高
ま
る
の

で
あ
る
。

三
一
九
　
　
天
皇
・
国
家
・
民
族
の
三
者
は
、
一
に
し
て
不
二
の
全
的
生
命
で
あ
る
。
民
族
は
、
超
箇
の

具
体
的
全
体
を
、
存
在
的
に
言
う
も
の
で
あ
り
、
国
家
は
、
こ
れ
を
事
行
的
に
言
う
も
の
で
あ
る
。
し
か

る
に
、
固
化
の
事
行
は
、
箇
々
人
の
事
行
を
媒
介
と
せ
ず
し
て
は
実
現
さ
れ
ず
、
国
家
の
事
行
を
事
行
す

る
そ
の
箇
々
人
は
、
超
越
的
な
国
家
の
生
命
の
応
現
た
る
、
箇
の
上
御
一
人
に
対
せ
ず
し
て
は
、
事
行
の

意
義
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
天
皇
は
、
事
行
の
論
理
の
、
か
か
る
絶
対
的
要
請
に
応
え
た
ま
う

絶
対
的
御
存
在
で
あ
る
。

　
天
皇
・
国
家
・
民
族
の
三
者
は
、
一
に
し
て
不
二
で
あ
る
と
は
い
え
、
事
行
論
的
立
場
か
ら
は
、
　
天

皇
が
一
切
で
あ
っ
て
、
　
天
皇
を
憶
持
し
奉
る
念
の
中
に
、
国
家
・
民
族
に
対
す
る
配
慮
が
、
す
べ
て
含

ま
れ
、
臣
節
を
尽
す
立
場
の
中
に
、
国
家
・
民
族
へ
の
奉
仕
は
、
す
べ
て
生
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
、

「
神
道
は
一
箇
の
赤
心
、
君
臣
の
大
義
の
み
な
り
」
と
言
わ
れ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
二
〇
　
　
天
皇
は
、
み
民
わ
れ
の
仰
ぎ
奉
る
絶
対
の
御
存
在
に
ま
し
ま
し
、
一
切
の
箇
人
的
立
場
を
超

え
た
ま
う
の
で
あ
る
。
故
に
、
我
国
に
お
い
て
は
、
㈠
住
古
か
ら
、
武
勇
を
以
て
天
下
を
取
る
人
は
あ
っ

て
も
、
遂
に
天
子
と
な
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
武
は
、
も
と
も
と
、
君
臣
の
大
義
を
実
現
す
る
徳
で

あ
っ
て
、
君
臣
の
位
を
換
う
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
は
、
真
実
の
武
で
は
な
い
。
力
を
以
て
す
る
易
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姓
革
命
は
、
そ
の
実
禽
獣
の
相
残
に
異
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
ま
た
、
皇
位
を
践
み
た
ま
う
御
方
は
、
㈡
学

才
・
学
文
の
有
無
に
も
よ
ら
ず
、
更
に
は
、
㈢
徳
の
如
何
に
も
よ
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
天
皇
の
御
位
は
、

学
・
徳
・
力
な
ど
の
一
切
の
箇
人
的
な
「
器
量
」
を
超
え
て
、
も
っ
ぱ
ら
種
に
よ
り
血
脈
に
よ
り
系
図
に

よ
っ
て
定
ま
る
の
で
あ
る
。

　
絶
対
の
も
の
は
知
に
よ
る
分
別
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
。
分
別
を
超
え
る
も
の
と
は
、
「
生
む
」
働
き

そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
絶
対
の
皇
位
は
、
国
家
・
民
族
の
大
御
祖
に
ま
し
ま
す
皇
祖
ん
お
御
生
命
を
今

の
時
に
相
続
し
た
ま
う
御
方
に
よ
っ
て
承
け
継
が
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
日
本
は
、
「
天
の
神
の
生
み
の
ま

ま
に
」
「
君
は
常
に
君
た
り
、
万
代
を
経
て
其
の
位
動
か
」
ぬ
絶
対
の
理
論
的
国
家
な
の
で
あ
る
。
皇
位

に
し
て
、
か
く
絶
対
で
あ
る
上
は
、
、
皇
室
と
臣
民
と
が
、
知
的
分
別
の
立
場
か
ら
区
別
さ
れ
る
必
要
は

な
い
。
故
に
、
皇
室
は
姓
を
有
し
た
ま
わ
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
の
一
事
に
、
日
本
の
国
体
の
尊
厳
が
遺
憾
な

く
顕
れ
て
い
る
。

三
二
一
　
　
天
皇
は
、
御
民
わ
れ
の
仰
ぎ
奉
る
絶
対
の
御
存
在
に
ま
し
ま
し
、
箇
々
人
の
分
別
智
お
立
場

を
超
え
た
ま
う
。
分
別
智
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
選
ば
れ
る
る
も
の
は
、
相
対
的
存
在
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。

故
に
、
民
主
・
共
和
国
の
大
統
領
は
、
何
箇
年
か
の
期
限
を
限
っ
て
任
に
就
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し

て
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
万
世
一
系
の
宝
祚
、
天
壌
と
共
に
限
り
な
く
栄
え
ま
し
ま
す
の
で
あ
る
。

　
元
首
と
人
民
と
の
結
合
が
相
対
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
民
主
・
共
和
国
や
指
導
者
国
家
に
あ
っ
て
は
、
、

結
合
の
原
理
は
、
功
利
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
君
臣
の
結
合
が
絶
対
的
で
あ
る
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
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結
合
の
原
理
は
、
一
切
の
功
利
・
功
業
を
越
え
た
マ
コ
ト
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
天
皇
は
、
箇
人
的
の
御
力
量
、
又
は
御
才
徳
の
勝
れ
さ
せ
た
ま
う
が
故
に
、
あ
る
い
は
、
善
政
を
施
し

た
ま
う
が
故
に
、
あ
る
い
は
軍
事
上
。
外
交
上
の
功
業
を
立
て
た
ま
う
が
故
に
、
臣
民
こ
れ
を
君
主
と
し

て
仰
ぎ
統
率
者
と
し
て
随
い
奉
る
の
で
は
な
く
て
、
　
天
皇
は
、
万
民
の
帰
入
す
べ
き
上
御
一
人
と
し
て
、

民
草
の
そ
こ
よ
り
生
ま
れ
出
で
た
る
生
命
の
源
と
し
て
、
絶
対
的
に
立
ち
た
ま
う
の
で
あ
る
。
天
皇
は
、

実
に
、
践
祚
し
た
ま
う
の
み
で
、
完
全
に
統
治
し
た
ま
う
の
で
あ
る
。

三
二
二
　
　
天
皇
は
、
国
家
そ
の
も
の
の
現
人
と
し
て
の
応
現
に
ま
し
ま
す
か
ら
、
国
家
の
事
は
、
大
小

と
な
く
、
す
べ
て
、
天
皇
の
大
命
よ
り
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
臣
下
は
、
み
こ
と
の
り
を
承
け
て
、
謹

み
、
こ
れ
を
実
行
に
移
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
命
に
よ
り
行
う
事
が
成
功
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

み
こ
と
の
り
が
そ
の
ま
ま
実
現
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
成
果
は
大
御
稜
威
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。
も

し
、
事
が
敗
れ
た
と
き
、
又
は
、
大
命
の
ま
ま
に
行
っ
た
事
が
良
果
を
結
ば
ぬ
と
い
う
と
き
は
、
そ
の
責

は
こ
と
ご
と
く
臣
下
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
一
見
、
不
合
理
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
実
は
そ
こ
に
わ
が
国
の
輝
き
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
も
し
、
大
命
の
ま
ま
に
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
事
の
敗
も
　
天
皇
の
責
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
臣
下
は
、
単
に
君
上
の
命
を
執
行
す
る
機
関
た
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
な
り
、
責
任
者
が
責

任
者
に
対
す
る
と
い
う
、
人
間
体
験
の
基
本
的
構
造
が
現
成
せ
ず
、
支
配
者
の
み
が
専
ら
政
治
の
責
任
を

と
る
専
制
国
の
精
神
に
堕
す
る
の
で
あ
る
。
臣
下
の
側
か
ら
は
、
一
切
の
功
が
　
天
皇
に
、
一
切
の
責
が
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臣
下
に
帰
し
て
、
は
じ
め
て
、
万
民
輔
翼
の
精
神
が
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
二
三
　
　
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
臣
民
の
一
人
々
々
が
責
任
者
で
あ
る
。
こ
の
体
験
を
、
万
民
輔
翼
と

も
、
皇
運
扶
翼
と
も
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
君
主
専
制
、
又
は
党
専
制
の
専
制
国
家
に
あ
っ

て
は
、
た
と
い
善
政
を
布
く
も
、
ま
た
悪
政
を
布
く
も
、
政
治
の
責
任
は
、
ひ
と
り
支
配
者
に
の
み
存
す

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
事
行
、
対
、
事
行
の
人
間
的
立
場
が
未
だ
現
れ
ぬ
の
で
あ
る
。

　
天
皇
は
見
る
無A
の
位
に
備
わ
り
た
ま
う
故
に
、
御
国
に
照
ら
し
臨
み
た
ま
い
、
臣
下
の
事
行X

を
照

覧
し
た
ま
う
お
立
場
に
あ
ら
せ
ら
る
。
そ
う
は
言
う
も
の
の
、
天
皇
の
お
立
場
を
、
専
ら
受
容
的
に
解
し

て
、
　
天
皇
を
、
君
臨
す
る
の
み
に
て
統
治
せ
ざ
る
元
首
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
天
皇
を
単
に
抽
象

的
理
念
と
し
て
奉
ず
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
天
皇
は
、
一
切
の
国
事
を
発
動
を
せ
し
め
た
ま
う
現
実

の
御
事
行
に
ま
し
ま
し
、
そ
の
御
事
行
が
、
臣
子
の
側
か
ら
拝
す
る
と
き
、
絶
対
的
存
在
と
し
て
の
格
相

を
帯
び
た
ま
う
も
の
で
あ
っ
て
、
天
皇
を
、
他
の
働
き
を
受
容
し
た
ま
う
の
み
の
静
在
と
し
て
解
し
奉
る

べ
き
も
の
で
は
な
い
。
畏
く
も
、
天
皇
の
御
側
で
は
、
御
み
ず
か
ら
を
、
天
皇
万
民
の
生
を
唯
一
人
に
て

荷
い
た
ま
う
責
任
者
と
し
て
覚
し
た
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
大
御
心
は
、
た
と
え
ば
、
　
崇
神
天
皇
の

「
惟
れ
我
が
皇
祖
諸
の
天
皇
等
（
た
ち
）
、
宸
極
（
あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ
）
し
ろ
し
め
す
こ
と
は
豈
一
身
の
為

（
み
た
め
）
の
み
な
ら
む
や
。
蓋
し
人
神
（
ひ
と
）
を
司
牧
（
と
と
の
）
え
て
天
下
を
経
綸
（
お
さ
め
）

給
う
所
以
」
の
詔
に
拝
さ
る
る
の
で
あ
る
。
か
く
、
君
臣
共
に
、
そ
れ
ぞ
れ
他
を
絶
対
の
存
在
と
し
て
立

て
、
み
ず
か
ら
そ
の
絶
対
の
存
在
を
立
て
る
絶
対
の
事
行
と
し
て
立
ち
、
し
か
も
そ
れ
を
、
一
が
親
の
立
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場
に
お
い
て
、
他
が
子
の
立
場
に
お
い
て
す
る
と
こ
ろ
に
、
万
邦
に
比
類
な
き
わ
が
国
体
が
成
立
す
る
の

で
あ
る
。

　
こ
の
体
験
か
ら
、
臣
子
は
、
一
切
の
功
を
君
の
御
稜
威
に
、
一
切
の
罪
を
お
の
れ
に
帰
し
、
君
も
ま
た
、

「
万
邦
罪
あ
れ
ば
、
予
（
わ
れ
）
一
人
に
在
り
」
の
御
存
念
と
共
に
、
国
威
の
発
揚
を
臣
子
の
忠
烈
に
よ

る
も
の
と
し
て
賞
し
た
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
美
（
う
る
わ
）
し
き
事
例
は
、
バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
撃
滅
に

関
し
て
、
東
郷
大
将
が
、

　
　
　
天
佑
と
神
助
に
由
り
、
我
が
総
合
艦
隊
は
、
五
月
廿
七
八
日
、
敵
の
第
二
第
三
総
合
艦
隊
と
、
日

本
海
に
戦
い
て
、
殆
ど
之
を
撃
滅
す
る
こ
と
を
得
た
り
。
…
…
我
が
総
合
艦
隊
が
、
能
く
勝
を
制
し
て
、

前
記
の
如
き
奇
跡
を
収
め
得
た
る
も
の
は
、
一
に
天
皇
陛
下
御
稜
威
の
致
す
所
に
し
て
、
固
よ
り
人
力
の

能
く
す
可
き
に
非
ず
云
々

と
上
奏
申
上
げ
た
る
に
対
し
、
畏
く
も
明
治
天
皇
か
あ

　
　
　
朕
は
汝
等
の
忠
烈
に
依
り
、
祖
宗
の
神
霊
に
対
う
る
を
得
る
を
懌
ぶ

と
の
、
優
渥
な
う
勅
語
を
賜
り
た
る
こ
と
に
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

三
二
四
　
　
天
皇
は
、
現
身
（
う
つ
し
み
）
を
具
え
た
ま
う
現
人
（
あ
ら
ひ
と
）
に
ま
し
ま
し
、
人
間
一

切
の
次
元
を
貫
く
御
存
在
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
か
ら
、
箇
人
と
し
て
の
御
欲
求
・
御
性
癖
・
御
愛
情
を
も
お

有
ち
遊
ば
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
歴
代
の
　
天
皇
は
、
箇
人
的
お
立
場
が
天
の
下
し
ろ
し
め
す
帝
王
の
お
立

場
を
重
な
り
合
う
よ
う
、
君
徳
を
磨
き
た
ま
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
か
し
こ
く
も
　
天
皇
の
御
身
に
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お
け
る
御
精
進
で
あ
る
。
臣
子
の
側
か
ら
は
、
　
天
皇
の
御
存
在
及
び
大
命
は
絶
対
で
あ
っ
て
、
分
別
心

か
ら
、
君
徳
の
是
非
を
論
じ
、
又
は
、
大
命
の
適
否
を
あ
げ
つ
ら
う
べ
き
で
は
な
い
。
輔
弼
の
任
に
当
る

臣
下
は
、
赤
誠
を
傾
け
て
、
　
天
皇
に
善
を
勤
め
奉
り
、
大
命
に
し
て
一
旦
降
下
す
れ
ば
、
ひ
た
す
ら
命

を
畏
み
、
最
善
の
努
力
を
尽
し
て
、
そ
れ
を
功
に
転
じ
、
事
の
敗
を
こ
と
ご
と
く
身
の
責
と
し
て
荷
う
べ

き
で
あ
る
。
わ
が
国
の
君
臣
は
、
支
那
に
お
け
る
「
三
た
び
諌
め
て
聴
か
れ
ざ
れ
ば
則
ち
之
を
逃
る
」
と

い
う
ご
と
き
、
一
時
的
・
選
択
的
関
係
を
超
え
て
、
絶
対
の
運
命
的
結
合
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
わ

が
全
生
命
は
君
の
内
に
没
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
臣
子
は
、
ひ
た
す
ら
、
君
に
よ
っ
て
生
き
君
に
よ
っ
て

死
ぬ
る
を
わ
が
分
と
し
、
諫
を
容
れ
ら
れ
ざ
る
も
、
君
に
疎
ま
る
る
も
、
そ
れ
の
よ
っ
て
忠
誠
の
念
を
変

う
る
こ
と
を
せ
ぬ
の
で
あ
る
。

三
二
五
　
　
自
覚
と
は
「
さ
む
ら
ひ
」
の
体
験
を
い
い
、
ま
た
、
人
格
的
事
行
と
は
下
座
の
行
を
い
う
。

天
皇
は
、
上
御
一
人
又
は
君
上
と
し
て
、
お
の
ず
か
ら
、
存
在
的
に
は
上
座
に
備
わ
り
た
ま
う
が
、
一
の

人
格
的
事
行
と
し
て
、
御
み
ず
か
ら
は
、
や
は
り
人
生
に
お
い
て
下
座
を
行
じ
た
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
臣
下
又
は
下
万
民
に
対
し
て
、
存
在
的
に
下
座
を
行
じ
た
ま
う
こ
と
は
、
論
理
的
に
も
錯
誤
で
あ
る

か
ら
、
天
皇
の
御
存
在
を
生
み
た
ま
い
、
　
天
皇
に
対
し
て
お
の
ず
か
ら
超
越
者
に
ま
し
ま
す
　
皇
祖
　

皇
宗
の
御
霊
に
対
し
て
、
下
座
を
行
じ
た
ま
い
、
そ
の
御
構
え
を
移
し
て
、
御
統
治
を
遊
ば
さ
る
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
を
祭
政
一
致
と
い
う
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
祭
事
（
ま
つ
り
ご
と
）
は
、
そ
の
ま
ま
政
事

（
ま
つ
り
ご
と
）
で
あ
る
。
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明
治
天
皇
御
製

　
　
　
か
み
か
ぜ
の
伊
勢
の
宮
居
を
拝
み
て
の
後
こ
そ
き
か
め
朝
ま
つ
り
ご
と

　
祭
政
一
致
に
つ
い
て
の
上
の
解
釈
は
、
た
と
え
ば
、
山
鹿
素
行
の
、
祭
祀
は
誠
を
主
と
し
、
政
事
も
亦

人
君
の
誠
に
在
る
故
、
祭
政
は
一
で
あ
る
と
す
る
考
、
又
は
、
蒲
浦
君
平
の
、
先
王
孝
敬
の
誠
、
鬼
神
を

感
ぜ
し
め
、
人
民
を
化
し
、
邦
国
を
綱
紀
す
る
を
祭
政
一
致
と
い
う
と
す
る
考
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
平
田
篤
胤
の
、
「
神
処
に
依
て
世
を
治
め
給
い
、
神
祭
を
以
て
第
一
と
被
遊
候
故
に
、
御
政
事
と
い

う
文
字
を
御
マ
ツ
リ
ゴ
ト
と
訓
（
よ
み
）
申
候
」
と
い
う
説
も
、
そ
の
精
神
に
お
い
て
は
上
と
同
一
に
帰

す
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
本
居
宣
長
は
、
「
政
（
ま
つ
り
ご
と
）
」
の
語
源
を
「
奉
仕
事
（
ま
つ
ろ
い
ご

と
）
」
と
し
、
臣
下
が
天
皇
の
大
命
を
奉
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
職
を
仕
え
奉
る
義
と
解
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
祭
は
神
に
対
す
る
奉
仕
、
政
は
君
に
対
す
る
奉
仕
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
場
合
と
て
も
、
祭
政
と
も
に
下
座
の
行
で
あ
っ
て
、
臣
た
る
者
は
、
「
天
皇
の
神
明
に
事
え
奉
り
た

ま
え
る
誠
敬
の
御
心
に
仰
ぎ
則
と
」
る
の
で
あ
り
、
天
皇
の
御
立
場
か
ら
は
、
神
を
祀
る
御
精
神
を
政
に

施
し
た
ま
う
こ
と
に
変
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

三
二
六
　
　
お
よ
そ
「
事
え
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
「
事
行
」
の
真
義
で
あ
る
。
皇
道
体
験
は
、
君
臣
共

に
、
み
ず
か
ら
事
行
主
体
と
し
て
立
ち
、
互
に
他
を
生
命
主
体
と
し
て
立
て
る
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
「
事
え
る
」
と
い
う
の
は
、
事
を
為
す
こ
と
を
内
実
と
し
、
事
を
為
す
こ
と
は
、
な
ん
ら
か
の
命

（
め
い
）
を
奉
行
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
皇
道
体
験
は
、
お
の
れ
を
汝
の
コ
ト
バ
に
よ
っ
て
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在
る
も
の
と
覚
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
、
汝
の
コ
ト
バ
に
よ
っ
て
在
る
も
の
と
し
て
立
つ
の
は
、
汝
の
コ

ト
バ
に
よ
っ
て
命
（
い
の
ち
）
を
授
け
ら
れ
た
る
も
の
と
し
て
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
畢
竟
、
汝
の

子
と
し
て
立
つ
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
臣
子
は
、
大
命
を
承
り
事
行
す
る
臣
で
あ
る
と
共
に
、
事
行
主

体
と
し
て
の
命
（
い
の
ち
）
を
君
よ
り
受
け
賜
わ
る
子
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
　
天
皇
は
臣
子
に

命
（
い
の
ち
、
命
令
）
を
授
け
た
ま
う
御
立
場
に
立
た
せ
た
ま
う
の
で
あ
る
。
故
に
、
天
皇
は
、
「
た
だ

天
照
大
御
神
の
大
御
心
を
大
御
心
と
し
て
、
万
事
、
神
代
に
定
ま
れ
る
跡
の
ま
ま
に
行
わ
せ
玉
い
、
…
…

惣
じ
て
何
事
に
も
大
か
た
、
御
自
分
の
御
か
し
こ
だ
て
の
御
料
簡
を
ば
用
い
た
ま
わ
」
ず
、
も
っ
ぱ
ら

「
天
神
の
訓
を
奉
じ
て
以
て
民
を
治
め
」
て
、
御
み
ず
か
ら
も
高
き
命
令
を
奉
行
す
る
者
の
地
位
に
就
き

た
ま
う
の
で
あ
る
。

　
天
皇
の
御
奉
行
の
内
実
は
、
臣
民
の
命
（
い
の
ち
）
を
立
て
る
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
臣
民
よ

り
命
（
め
い
）
を
受
く
る
御
立
場
に
は
立
た
せ
ら
れ
ぬ
故
に
、
　
天
皇
は
御
み
ず
か
ら
に
対
す
る
超
越
者

な
る
　
皇
祖
よ
り
命
を
受
け
た
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
臣
子
は
、
　
天
皇
の
御
命
（
い
の

ち
）
を
立
つ
る
事
行
主
体
と
し
て
立
つ
と
共
に
、
　
天
皇
を
超
越
者
と
し
て
仰
ぎ
、
そ
こ
よ
り
大
命
を
拝

受
す
る
の
で
あ
る
。
互
に
他
の
命
を
立
て
合
う
こ
と
に
お
い
て
は
、
君
臣
共
に
対
等
で
あ
る
が
、
命
（
め

い
）
を
受
く
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
臣
は
君
に
、
君
は
祖
（
お
や
）
に
遡
る
の
で
あ
る
。
君
臣
の
こ
の
受

命
の
関
係
の
原
型
は
、
ま
さ
し
く
親
子
の
関
係
に
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
親
も
子
も
、
事
行
主
体
と
し
て

他
を
立
て
る
事
に
お
い
て
は
対
等
で
あ
る
が
、
生
産
の
関
係
に
お
い
て
は
、
親
は
、
子
で
あ
り
ま
た
親
で

あ
る
二
つ
の
立
場
に
ま
た
が
る
が
、
子
は
、
今
の
現
実
に
あ
っ
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
子
の
立
場
に
か
ぎ
ら
れ
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る
の
で
あ
る
。
故
に
、
臣
は
、
自
覚
的
な
子
で
あ
る
が
故
に
親
の
立
場
を
含
み
、
君
の
御
い
の
ち
を
立
て

奉
る
こ
と
に
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
親
の
立
場
を
発
揮
す
る
と
は
い
え
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
覚
悟
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま

で
も
子
の
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
。

三
二
七
　
　
君
臣
・
親
子
、
そ
の
他
す
べ
て
の
身
分
的
相
対
者
の
、
事
行
・
生
産
両
面
の
関
係
か
ら
、
事

行
の
関
係
の
み
を
取
出
し
て
見
れ
ば
、
あ
い
対
す
る
両
者
は
、
互
に
、
他
に
対
す
る
授
命
者
で
あ
り
、
ま

た
同
時
に
、
受
命
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
互
に
、
他
に
言
（
コ
ト
）
を
与
え
、
他
に
言
（
コ
ト
）
を
受
く

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
共
に
、
互
に
、
他
の
事
（
コ
ト
）
を
事
（
お
こ
な
）
う
の
で
あ
る
。
こ
の
体
験
は
、

互
の
「
語
ら
い
」
と
名
づ
け
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
身
分
的
相
対
者
は
、
互
に
語
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

超
越
面
に
お
い
て
他
と
一
如
と
な
り
、
絶
対
に
あ
い
和
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
事
行
の
関
係
は
、

同
時
に
、
生
産
の
関
係
に
よ
っ
て
貫
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
両
者
は
、
親
と
子
と
を
原
型
と
す

る
階
序
に
お
い
て
立
ち
、
子
は
、
お
の
れ
を
事
行
主
体
、
親
を
生
産
主
体
と
し
て
覚
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で

あ
る
。
階
序
を
成
し
て
あ
い
対
す
る
身
分
的
相
対
者
の
語
ら
い
に
は
、
矛
盾
対
立
と
い
う
ご
と
き
も
の
は

な
く
、
在
る
も
の
は
、
た
だ
絶
対
的
対
立
（
す
な
わ
ち
、
一
如
）
の
み
で
あ
る
。
故
に
、
絶
対
矛
盾
自
己

同
一
な
ど
と
矛
盾
を
露
出
す
る
弁
証
法
も
、
ま
た
、
あ
い
対
す
る
両
者
の
階
序
を
見
る
こ
と
の
な
い
弁
証

法
も
、
共
に
、
自
覚
の
論
理
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
「
問
答
」
「
対
話
」
（D

ialog

）
の
法
を
原
意

と
す
る
弁
証
法
（D

ialektik

）
の
真
義
は
、
ま
さ
し
く
、
皇
道
体
験
に
お
け
る
身
分
者
の
「
語
ら
い
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
親
子
の
弁
証
法
・
生
産
の
弁
証
法
・
事
行
の
弁
証
法
の
み
が
、
真
の
弁
証
法
で
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あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
皇
道
体
験
に
お
い
て
の
ほ
か
は
、
人
間
の
本
然
な
る
公
共
的
生
活
に
実
現
せ
ら
れ
て

お
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
の
皇
道
体
験
に
よ
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
「
日
本
」
こ
そ
は
、
ま
さ
し
く
、
論
理
的

立
場
の
至
極
で
あ
り
、
弁
証
法
の
本
地
た
る
の
も
の
で
あ
る
。

三
二
八
　
　
身
分
的
相
対
者
は
、
超
越
面
に
お
い
て
あ
い
対
す
る
か
ら
、
絶
対
的
な
対
面
を
成
し
、
従
っ

て
、
そ
の
対
立
が
そ
の
ま
ま
一
如
と
な
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
君
臣
・
父
子
等
の
身
分
者
は
、
実
相
的
に

は
神
た
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
超
越
的
相
対
は
、
同
時
に
階
序
を
現
し
て
、
臣
・
子
は
、
君
・

親
を
超
越
者
と
し
て
こ
れ
を
神
の
位
と
仰
ぐ
が
、
み
ず
か
ら
は
神
に
居
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

君
・
親
を
神
と
仰
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
の
れ
も
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
神
た
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
オ
ノ
ヅ

カ
ラ
神
た
る
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
人
を
待
っ
て
神
と
さ
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
故
に
、
わ
が
国
に
お
い
て

は
、
忠
臣
・
孝
子
を
、
そ
の
死
後
に
神
に
祀
る
の
で
あ
る
。

　
子
・
幼
・
従
に
と
り
、
親
・
長
・
主
は
す
べ
て
神
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
、
な
お
「
私
」

の
関
係
が
残
る
。
現
人
に
し
て
こ
れ
を
神
と
し
て
仰
ぐ
べ
き
公
共
的
生
命
は
、
　
天
皇
の
ほ
か
に
は
な
い

の
で
あ
る
。
　
天
皇
の
み
が
、
国
神
に
と
り
、
真
実
に
現
人
神
に
ま
し
ま
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
臣
下

と
い
え
ど
も
、
君
臣
の
生
命
を
荷
い
、
又
は
、
民
生
に
功
労
の
あ
っ
た
も
の
に
は
、
す
べ
て
死
後
に
神
と

し
て
祀
ら
れ
る
。
わ
が
日
本
の
本
然
の
姿
は
、
さ
な
が
ら
の
神
国
で
あ
る
。

三
二
九
　
　
神
を
存
在
的
に
抽
象
化
す
る
と
き
、
神
は
、
天
地
万
物
を
も
人
間
を
も
造
っ
た
も
の
と
し
て
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考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
、
物
は
事
の
抽
象
面
で
あ
っ
て
、
事
に
含
ま
れ
、
か
つ
人
間
の
本
質
は
、
事
行

た
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
人
間
は
被
造
物
（G

esch
öp
f, K
reatu

r

）
で
は
な
い
か
ら
、
造
物
主
と
い
う

ご
と
き
も
の
は
、
実
は
神
と
す
る
に
足
り
ぬ
。
ま
こ
と
の
神
は
、
物
の
造
り
主
で
は
な
く
て
、
事
を
生
む

も
の
、
い
わ
ば
、
事
行
の
親
た
る
も
の
、
事
行
を
命
ず
る
者
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
最
も
超
越
的
な
る
事

行
た
る
国
事
の
源
が
、
臣
子
の
事
行
（
マ
コ
ト
）
に
よ
っ
て
仰
が
れ
、
仰
が
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
の

格
相
を
得
て
、
絶
対
的
存
在
た
る
「
す
め
ら
み
こ
と
」
と
し
て
立
ち
た
ま
う
も
の
が
、
即
ち
　
天
皇
で
あ

る
。
　
天
皇
、
対
、
臣
子
は
、
マ
コ
ト
に
対
す
る
マ
コ
ト
で
あ
る
。
か
く
、
皇
位
は
、
「
上
下
と
も
に
、

如
在
の
誠
を
致
し
て
登
ら
せ
給
う
御
位
」
で
あ
る
か
ら
、
　
天
皇
は
、
一
切
の
箇
の
立
場
を
超
え
た
ま
う

の
で
あ
る
。
ま
た
、
　
天
皇
は
、
か
く
同
時
的
に
（
い
わ
ば
、
空
間
的
に
）
箇
の
立
場
を
超
え
た
ま
う
の

い
な
ら
ず
、
時
間
的
に
も
箇
を
超
え
た
ま
い
、
今
の
世
に
お
け
る
今
上
に
ま
し
ま
す
と
共
に
、
天
神
皇
祖

皇
宗
の
御
い
の
ち
そ
の
も
の
に
も
ま
し
ま
す
の
で
あ
る
。
故
に
、
臣
子
は
、
神
と
君
と
を
二
つ
に
す
る
こ

と
な
く
、
幽
に
は
神
明
を
崇
め
奉
り
、
明
に
は
君
上
を
敬
い
奉
る
こ
と
を
、
皇
国
臣
民
の
道
と
す
る
の
で

あ
る
。

　
ま
た
、
　
天
皇
の
御
稜
威
は
、
た
だ
　
天
皇
に
ま
し
ま
す
と
こ
ろ
に
、
即
ち
神
の
御
末
で
あ
り
、
神
皇

（
カ
ミ
キ
ミ
）
一
に
ま
し
ま
す
と
こ
ろ
に
仰
ぐ
も
の
で
あ
っ
て
、
　
天
皇
の
箇
人
的
御
性
格
や
御
功
業
の

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
に
左
右
さ
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
　
天
皇
を
特
に
大
帝
な
ど
と
称
し
奉
る

の
は
、
国
体
々
験
い
も
と
る
で
あ
る
。
皇
位
に
ま
し
ま
す
こ
と
と
聖
徳
を
具
え
た
ま
う
こ
と
は
一
つ
で
あ

る
か
ら
、
歴
代
の
天
皇
は
、
一
様
に
列
聖
と
し
て
仰
ぐ
べ
き
で
あ
る
。
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三
三
〇
　
　
今
上
天
皇
は
、
国
家
の
今
の
事
行
の
源
に
ま
し
ま
し
、
国
家
の
進
む
べ
き
と
こ
ろ
、
国
民
の

向
う
べ
き
と
こ
ろ
を
、
永
遠
の
神
の
事
行
的
顕
現
に
ま
し
ま
し
、
天
皇
の
大
み
こ
と
の
り
は
、
そ
の
ま
ま
、

肇
国
の
神
・
開
闢
の
神
の
神
勅
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
す
れ
ば
、
外
国
の
体
験
に
現
れ
る
、
事
行
の
神
な
ら

ぬ
存
在
の
神
は
、
一
箇
の
神
人
（
た
と
え
ば
、
釈
迦
・
キ
リ
ス
ト
・
マ
ホ
メ
ッ
ト
）
の
愛
く
る
啓
示
を

待
っ
て
示
現
し
、
単
に
一
代
か
ぎ
り
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
神
意
は
経
典
・
経
文
と
し
て
固
定
す
る

の
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
万
世
一
系
の
現
人
神
が
、
天
照
大
神
の
御
心
を
汲
み
た
ま
い
、
こ
の

現
実
の
国
を
無
窮
に
統
治
し
た
ま
い
つ
つ
、
そ
の
次
代
々
々
に
応
じ
て
教
訓
を
垂
れ
た
ま
う
の
で
あ
る
。

外
国
の
宗
教
の
経
典
は
、
古
い
時
代
い
組
ま
れ
た
経
文
で
あ
る
か
ら
、
時
代
の
移
る
に
つ
れ
て
、
変
更
を

必
要
と
す
る
部
分
を
生
じ
、
ま
た
、
変
更
し
た
く
も
変
更
が
不
可
能
で
あ
る
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
の
無
理

を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
の
宗
教
は
の
末
流
が
、
教
祖
の
示
し
た
戒
律
を
、
生
活
条
件
の
根
本
的

に
変
化
し
た
数
千
年
後
に
も
、
依
然
と
し
て
墨
守
し
て
、
歪
み
た
る
生
活
を
送
り
つ
つ
あ
る
憐
れ
な
事
例

は
、
世
界
至
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
国
民
の
親
神
が
、
現
神

と
し
て
常
に
現
前
し
た
ま
う
が
故
に
、
一
定
の
経
典
を
作
る
必
要
が
な
く
、
そ
の
時
々
の
詔
勅
に
よ
っ
て
、

活
人
生
に
お
け
る
自
覚
的
事
行
を
垂
訓
し
た
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
御
垂
訓
に
現
る
る
真
理
は
、

一
箇
の
覚
者
の
見
る
真
理
と
い
う
ご
と
き
も
の
で
は
な
く
て
、
「
上
下
と
も
に
如
在
の
誠
を
致
」
す
と
こ

ろ
に
啓
示
さ
る
る
、
超
箇
人
的
立
場
の
最
も
尊
厳
な
る
事
行
的
真
理
な
の
で
あ
る
。
故
に
、
御
詔
勅
は
、

国
民
の
マ
コ
ト
と
民
族
の
叡
智
と
を
代
表
す
る
側
近
の
臣
が
、
大
御
心
を
体
し
て
、
畏
み
草
し
奉
り
、
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陛
下
の
御
裁
可
を
得
て
、
発
布
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
か
く
し
て
発
布
せ
ら
れ
た

る
詔
勅
と
い
え
ど
も
、
あ
く
ま
で
　
天
皇
の
大
み
こ
と
の
り
で
あ
っ
て
、
起
草
に
あ
た
り
奉
仕
し
た
る
臣

下
の
存
在
は
、
そ
の
中
に
完
全
に
姿
を
没
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
橘
曙
覧
詠

　
　
　
大
皇
は
神
に
ま
し
ま
す
ぞ
す
め
ろ
ぎ
の
勅
と
し
い
わ
ば
か
し
こ
み
ま
つ
れ

三
三
一
　
　
事
行
を
生
ぜ
し
め
る
事
行
に
対
す
る
事
行
は
、
造
り
主
に
対
す
る
被
造
物
と
は
異
な
り
、
生

み
の
親
に
対
す
る
子
の
関
係
に
お
い
て
立
つ
。
子
も
、
親
と
同
じ
き
主
体
で
あ
っ
て
、
親
子
の
相
当
は
、

主
体
、
対
、
主
体
の
相
対
で
あ
る
。

　
主
体
と
は
、
自
己
の
存
在
を
所
与
と
し
て
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
所
与
の
存
在
を
、
そ
の
ま
ま
能
与
の

立
場
に
よ
っ
て
包
む
も
の
を
い
う
。
主
体
の
意
義
は
、
か
か
る
能
与
の
事
行
に
求
む
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ

れ
を
存
在
的
に
求
む
べ
き
で
は
な
い
。
存
在
は
、
も
と
も
と
所
与
た
る
の
が
、
そ
の
理
論
的
本
質
で
あ
る
。

　
人
間
は
、
単
な
る
存
在
で
は
な
く
、
存
在
を
包
む
と
こ
ろ
の
高
次
の
事
行
で
あ
る
。
そ
の
事
行
の
立
場

の
自
覚
か
ら
所
与
の
存
在
た
る
自
己
を
顧
み
る
と
き
、
自
己
は
単
な
る
被
造
物
で
は
な
く
、
能
為
者
た
り

責
任
者
た
る
べ
く
親
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
主
体
で
あ
る
。
子
が
自
己
の
主
体
的
立
場
を
実

現
す
る
の
は
、
生
み
の
親
に
応
う
る
所
以
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
に
よ
っ
て
、
わ
が
身
を
生
み
た
ま
う
た
親

の
立
場
を
実
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
親
を
生
む
こ
と
に
比
さ
れ
よ
う
。
「
孝
」
と
は
こ
の

原
理
を
言
う
の
で
あ
る
。
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孝
は
、
私
人
の
立
場
に
お
け
る
人
格
現
成
の
原
理
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
公
人
の
立
場
に
お
け
る
人
格
現

成
の
原
理
に
高
ま
る
も
の
が
、
忠
で
あ
る
。
忠
は
大
み
こ
こ
ろ
に
応
え
奉
る
臣
子
の
マ
コ
ト
で
あ
る
。
忠

と
孝
と
は
、
抽
象
的
構
造
に
お
い
て
は
一
本
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
は
、
そ
の
本
質
上
公
人
で
あ
り
、
公

人
の
原
理
は
忠
で
あ
る
か
ら
、
私
人
の
原
理
た
る
孝
は
、
公
人
の
原
理
た
る
忠
に
含
ま
る
べ
き
で
あ
る
。

三
三
二
　
　
我
に
対
す
る
超
越
者
と
し
て
、
我
に
対
し
て
、
絶
対
に
与
え
ら
れ
る
も
の
は
、
わ
が
親
の
ほ

か
に
は
な
い
。
故
に
、
真
実
の
神
は
、
ま
ず
、
わ
が
親
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
人
間
は
、
そ
の

本
質
上
、
存
在
的
に
超
箇
で
あ
り
、
事
行
的
に
公
共
で
あ
る
か
ら
、
最
高
の
真
実
の
神
は
、
存
在
的
に
超

箇
、
且
つ
事
行
的
に
公
共
な
る
生
命
体
に
お
い
て
、
親
と
し
て
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る

神
は
、
民
族
の
大
御
親
と
し
て
現
じ
た
ま
う
、
わ
が
　
天
皇
の
ほ
か
に
は
な
い
。
天
皇
こ
そ
は
、
ま
さ
し

く
、
人
生
最
高
の
現
人
神
に
ま
し
ま
す
の
で
あ
る
。

　
天
皇
は
、
今
の
世
に
国
民
の
大
御
親
と
し
て
現
じ
た
ま
う
の
み
な
ら
ず
、
国
民
の
祖
先
の
そ
れ
ぞ
れ
の

代
に
も
、
常
に
親
と
し
て
現
じ
た
ま
う
か
ら
、
こ
の
公
共
の
親
子
の
関
係
は
、
時
間
的
に
今
を
超
え
て
昔

に
遡
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
国
民
の
祖
先
は
、
あ
る
い
は
「
某
々
神
の
御
裔
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
な

に
が
し
の
　
天
皇
の
末
葉
と
し
て
、
す
べ
て
の
皇
室
の
「
派
（
み
な
ま
た
）
」
で
あ
り
、
「
只
一
ッ
ノ
源

カ
ラ
出
タ
モ
ノ
」
で
あ
る
。
た
と
い
外
国
か
ら
帰
化
人
を
迎
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
子
孫
は
、
せ
べ

て
「
神
の
御
裔
」
の
血
と
融
合
し
て
、
日
本
民
族
は
一
大
家
族
を
成
す
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
の
裏
附
に

よ
っ
て
、
「
私
」
の
家
の
父
子
と
、
公
の
国
の
君
臣
と
は
、
す
な
わ
ち
一
体
で
あ
り
、
君
へ
の
忠
は
、
そ
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の
ま
ま
親
の
源
へ
の
大
孝
と
な
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
「
義
ハ
則
チ
君
臣
、
情
ハ
父
子
ヲ
兼
ヌ
」
と
は
、

単
な
る
比
喩
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
君
を
お
慕
い
ま
い
ら
す
る
「
ヤ
ム
ニ
ヤ
マ
レ
ヌ
自
然
ノ
情
ナ

リ
ニ
、
筋
目
ノ
建
ッ
タ
ガ
」
わ
が
国
の
忠
義
で
あ
り
、
わ
が
国
の
道
は
、
「
天
道
人
道
ク
ベ
ッ
タ
リ
ト
一

ツ
」
で
あ
る
こ
と
を
特
色
と
す
る
の
で
あ
る
。

三
三
三
　
　
人
間
の
根
源
の
立
場
は
、
自
覚
で
あ
り
、
責
任
的
事
行
と
は
、
超
越
的
な
絶
対
的
存
在
を
立

て
る
無
私
の
奉
公
を
い
う
。
超
越
者
に
対
す
る
と
い
う
こ
と
を
宗
教
的
体
験
と
い
う
な
ら
ば
、
自
覚
は
ま

さ
し
く
、
宗
教
的
体
験
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
宗
教
的
体
験
は
人
間
の
事
行
で
あ
る
か
ら
、
本
格
の
宗
教
は
、
人
間
な
る
汝
を
超
越
者
と
す
る
も
の
で

あ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
人
な
る
汝
を
立
て
る
事
行
は
、
道
徳
的
体
験
で
あ
る
か
ら
、
本
格
の
宗

教
は
、
道
徳
と
一
致
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
宗
教
を
、
か
く
事
行
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
失
う

と
き
、
神
仏
又
は
絶
対
者
を
、
単
に
存
在
の
源
と
し
、
生
命
の
根
と
す
る
の
安
易
に
堕
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
安
易
の
宗
教
的
体
験
は
、
出
家
又
は
人
生
捨
離
と
し
て
現
れ
る
。
そ
の
立
場
に
お
け
る
関
心
は
、
た

と
い
大
乗
を
説
き
博
愛
を
語
る
も
、
畢
竟
、
箇
人
の
霊
魂
の
救
済
を
出
で
ぬ
の
で
あ
る
。

　
人
生
に
お
け
る
身
分
的
自
己
の
実
現
を
忘
れ
た
抽
象
的
立
場
に
よ
っ
て
憶
持
さ
れ
る
神
仏
い
比
す
れ
ば
、

わ
が
現
実
の
父
母
妻
子
の
方
が
、
は
る
か
ん
い
具
体
的
な
神
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
こ
れ
に
仕
え
こ
れ
を

扶
養
す
る
わ
が
マ
コ
ト
が
弛
め
ば
、
そ
れ
と
共
に
滅
び
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
我
は
、
わ
が
家
族
の
生

を
存
立
せ
し
め
る
こ
と
に
責
任
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
か
く
、
我
の
内
か
ら
責
任
的
立
場
を
呼
び
覚
ま
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す
も
の
こ
そ
、
我
を
高
め
る
も
の
、
我
を
救
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
神
と
呼
ば
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
、
存
在
の
格
相
に
お
い
て
は
、
父
母
は
「
私
の
家
」
で
あ
っ
て
、
「
私
」
の
立
場
を
脱
せ
ざ

る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
妻
子
は
、
我
に
よ
っ
て
養
わ
る
る
も
の
、
我
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い

ず
れ
も
、
存
在
的
に
は
神
の
格
相
を
帯
び
て
お
ら
ぬ
。
人
生
に
お
い
て
は
、
一
々
の
我
に
対
し
て
、
も
ろ

も
ろ
の
（
カ
ミ
）
上
が
現
じ
、
父
母
も
そ
の
一
つ
な
の
で
あ
る
が
、
存
在
的
に
最
高
の
超
越
者
の
格
相
を

備
え
た
ま
う
上
御
一
人
に
至
っ
て
、
上
（
カ
ミ
）
の
位
は
極
ま
る
の
で
あ
る
。
　
天
皇
こ
そ
は
、
ま
こ
と

に
「
あ
き
つ
か
み
」
に
ま
し
ま
し
、
人
生
最
高
の
神
と
し
て
、
よ
ろ
ず
の
神
々
を
も
人
を
も
統
べ
た
ま
う

の
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
、
天
皇
は
、
現
人
と
し
て
、
神
を
祭
る
祭
司
の
長
（
お
さ
）
に
て
も
ま
し
ま
す

の
で
あ
る
。

　
真
に
具
体
的
な
宗
教
的
体
験
に
お
い
て
憶
持
さ
れ
る
神
は
、
歴
史
的
人
物
と
し
て
、
事
行
的
主
体
た
り
、

か
つ
、
そ
の
立
場
を
現
在
に
お
い
て
も
つ
も
の
、
し
か
も
、
そ
の
現
在
が
、
過
去
を
も
未
来
を
も
含
む
永

遠
の
意
味
の
も
の
、
且
つ
そ
の
上
、
そ
の
神
が
、
人
生
に
お
け
る
存
在
の
格
相
に
お
い
て
も
、
絶
対
者
た

る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
か
く
の
ご
と
き
神
仏
は
、
一
系
の
皇
統
連
綿
と
し
て
万
世
に
わ
た
り
た
ま

う
、
わ
が
　
天
皇
の
ほ
か
に
は
な
い
。
天
皇
こ
そ
は
、
人
生
最
高
の
現
人
神
に
ま
し
ま
す
の
で
あ
る
。

三
三
四
　
　
ま
こ
と
の
神
は
、
存
在
と
し
て
の
我
が
そ
こ
に
帰
入
す
べ
き
、
絶
対
的
存
在
で
あ
る
と
共
に
、

我
の
マ
コ
ト
と
不
可
分
に
立
つ
も
の
、
従
っ
て
、
わ
が
マ
コ
ト
の
弛
む
と
共
に
、
そ
の
姿
を
消
し
去
る
べ
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き
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
ま
こ
と
の
神
は
、
消
滅
の
危
険
を
孕
む
具
体
的
生
命
た
る
べ

き
で
あ
る
。
　
天
皇
は
、
か
か
る
ま
こ
と
の
神
に
ま
し
ま
す
か
ら
、
み
民
わ
れ
が
身
命
を
賭
し
て
お
守
り

申
す
べ
き
肉
体
的
御
生
命
を
具
え
、
現
人
と
し
て
応
現
し
た
ま
う
の
で
あ
る
。
我
ら
に
と
り
、
宗
教
と
は
、

天
皇
に
事
え
奉
る
こ
と
の
ほ
か
に
は
な
い
。
妙
法
護
持
と
は
、
具
体
的
に
は
、
天
皇
を
守
護
し
奉
る
こ
と

で
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

　
天
皇
は
、
絶
対
的
存
在
の
意
義
を
具
え
て
、
相
対
の
世
界
に
垂
述
し
た
ま
う
も
の
で
あ
る
。
真
実
の
宗

教
は
、
実
に
、
か
か
る
絶
対
的
存
在
を
仰
ぎ
、
そ
れ
を
荷
い
奉
る
と
こ
ろ
の
事
行
な
の
で
あ
っ
て
、
も
と

も
と
は
、
実
に
、
か
か
る
絶
対
的
存
在
を
仰
ぎ
、
そ
れ
を
荷
い
奉
る
と
こ
ろ
の
事
行
な
の
で
あ
っ
て
、
も

と
も
と
「
さ
む
ら
ひ
」
の
悲
痛
な
る
体
験
で
あ
る
。
事
行
的
自
己
に
と
り
、
大
安
楽
国
は
大
悲
痛
に
よ
っ

て
現
出
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
捨
身
の
事
行
に
お
の
ず
か
ら
籠
る
暗
視
立
命
を
、
存
在
的
に
安
易
化
す
れ

ば
、
い
わ
ゆ
る
「
寂
滅
為
楽
」
の
思
想
を
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
超
箇
人
的
生
命
を
生

むX

の
立
場
が
失
わ
れ
、
人
は
、
絶
対
の
存
在
の
中
に
生
ま
れ
た
る
相
対
の
存
在
と
し
て
の
み
自
己
を
覚

し
、
従
っ
て
、
箇
人
的
立
場
に
頽
落
す
る
の
で
あ
る
。

　
天
皇
は
ま
こ
と
の
神
に
ま
し
ま
す
か
ら
、
我
ら
は
　
天
皇
に
対
し
奉
り
、
わ
が
身
の
長
寿
、
又
は
わ
が

身
の
富
貴
と
い
う
ご
と
き
、
箇
人
的
な
利
幅
を
乞
い
奉
ら
ず
、
か
え
っ
て
、
わ
が
箇
の
生
命
を
遡
っ
て
、

聖
寿
の
万
歳
に
仕
え
奉
る
の
で
あ
る
。
ま
す
ら
お
が
最
期
の
お
り
に
唱
え
る

　
　
　
天
皇
陛
下
万
歳
！

の
叫
び
こ
そ
は
、
永
生
へ
の
産
声
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
唱
名
に
も
ま
し
て
、
永
遠
の
絶
対
的
生
命
を
宣
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言
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
佐
藤
春
夫
氏
『
戦
死
軍
人
に
捧
ぐ
る
歌
』

　
　
　
哭
か
ず
わ
れ
　
君
を
こ
と
祝
ぐ

　
　
　
男
の
子
は
も
　
空
し
か
る
べ
き

　
　
　
国
の
た
め
　
人
の
世
の
た
め

　
　
　
大
き
み
が
　
任
な
ま
に
ま
に

　
　
　
さ
さ
ぐ
と
て
　
日
ご
ろ
年
ご
ろ

　
　
　
惜
し
み
来
し
　
君
が
い
の
ち
は

　
　
　
い
み
じ
く
も
　
今
捨
て
ら
れ
ぬ

　
　
　
ま
す
ら
男
が
　
よ
き
こ
こ
ろ
ざ
し

　
　
　
時
を
得
て
　
遂
げ
ら
れ
し
か
な

　
　
　
わ
か
く
さ
の
　
妻
勿
げ
き
そ

　
　
　

　
　
　
お
も
い
み
る
　
そ
の
一
と
き
の

　
　
　
さ
か
ん
な
る
　
ま
す
ら
男
ご
こ
ろ

　
　
　
た
ま
き
は
る
　
命
も
も
の
か

　
　

　
　
　
君
こ
そ
は
　
死
に
し
に
あ
ら
で
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生
き
し
な
れ
　
そ
の
一
と
き
に

　
　
　
を
を
し
く
も
　
す
め
ら
み
国
の

　
　
　
彌
栄
を
　
お
ら
び
さ
け
び
て

　
　
　
よ
ろ
づ
代
の
　
国
の
護
り
と

　
　
　
生
れ
ま
せ
し
　
神
一
は
し
ら

　
　
　
た
ら
ち
ね
の
　
母
も
勿
泣
き
そ

三
三
五
　
　
永
生
と
は
、
箇
の
生
命
を
超
ゆ
る
永
遠
の
生
命
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
を
単
に
存
在
的

に
解
す
る
と
き
、
永
生
は
、
箇
の
生
命
の
延
長
の
方
向
に
求
め
ら
れ
て
、
死
後
の
生
命
、
又
は
、
天
国
や

極
楽
に
お
け
る
来
生
の
観
念
を
生
む
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
の
永
生
は
、
超
箇
の
生
命
体
の
現
実

の
事
行
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
超
箇
の
生
命
体
に
没
し
て
こ
そ
、
人
は
、
単
に
可
想
的
な
永
生
を
で

な
く
、
現
実
に
永
生
を
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
永
遠
の
生
命
に
没
す
る
と
は
、
存
在
的
に
、
箇
と
し

て
全
に
没
入
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
、
箇
の
事
行
に
よ
っ
て
全
を
荷
い
、
全
を
顕
現
せ
し
め
る

こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
我
々
に
と
り
、
神
の
国
、
天
国
、
極
楽
世
界
と
は
、
こ
の
皇
国
日
本
の
ほ
か
に
は
な
い
。
故
に
我
々
は
、

天
国
よ
り
の
招
き
、
あ
る
い
は
彌
陀
の
来
迎
に
接
す
る
な
ら
ば
、
即
座
に
そ
れ
を
断
絶
す
る
で
あ
ろ
う
。

我
々
は
、
天
国
又
は
極
楽
の
、
は
か
な
き
予
感
に
住
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
現
実
に
神
国
日
本
に
住
し

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
あ
く
ま
で
現
世
へ
の
執
着
を
捨
て
ぬ
の
で
あ
る
。
事
行
の
立
場
を
捨
離
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し
た
天
国
又
は
浄
土
の
想
念
は
、
畢
竟
、
ま
す
ら
お
の
悲
痛
に
耐
え
ぬ
弱
き
精
神
、
又
は
、
世
界
・
人
生

の
存
在
論
的
把
握
を
超
脱
し
得
ぬ
鈍
き
智
力
の
所
産
で
あ
る
。

三
三
六
　
　
上
の
ご
と
き
覚
悟
は
、
大
楠
公
の
七
生
報
国
の
遺
言
に
現
れ
て
い
る
。
楠
公
兄
弟
は
、
た
だ

に
七
生
の
み
で
な
く
、
実
は
、
初
か
ら
未
だ
嘗
て
死
な
ぬ
の
で
あ
る
。
「
神
ニ
ナ
リ
タ
ラ
バ
（
死
し
た
ら

ば
）
内
侍
所
ノ
苔
ニ
ナ
リ
ト
モ
ナ
リ
テ
、
守
護
ノ
神
ノ
末
座
ニ
加
ハ
」
ら
ん
と
す
る
の
が
、
神
道
的
死
生

観
で
あ
る
。
ま
た
、
皇
運
の
天
壌
無
窮
に
対
応
し
て
、
そ
れ
を
扶
翼
し
奉
る
べ
き
臣
下
の
生
命
も
、
万
世

を
貫
い
て
生
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
「
み
民
わ
れ
」
は
、
「
亡
（
な
か
）
ら
む
世
ま
で
、
あ
ま
か
け

り
て
も
、
子
孫
（
う
み
わ
こ
）
の
勇
（
い
さ
み
）
を
助
け
、
護
ら
む
こ
と
を
ぞ
思
う
」
の
で
あ
る
。

　
わ
が
捨
身
の
事
行
に
お
い
て
君
国
の
生
命
を
今
の
ひ
と
と
き
に
守
護
す
る
の
が
、
ミ
ヅ
カ
ラ
の
立
場
に

お
け
る
永
生
を
得
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
守
護
の
精
神
を
子
孫
に
伝
え
る
の
は
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ

の
立
場
の
永
生
を
得
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
皇
国
日
本
は
、
天
壌
無
窮
の
皇
統
と
天
壌
無
窮
の
臣
統

と
が
、
永
遠
の
対
面
と
語
ら
い
と
を
な
す
「
常
今
（
と
こ
い
ま
）
」
の
め
で
た
き
国
で
あ
り
、
「
人
間
」

の
最
究
竟
の
真
理
を
さ
な
が
ら
に
現
（
う
つ
つ
）
の
姿
に
示
現
し
て
、
一
切
の
人
間
体
験
を
内
に
生
か
す

根
源
的
事
行
で
あ
る
。
日
本
と
は
永
遠
不
滅
の
謂
で
あ
り
、
真
の
永
生
と
は
、
日
本
の
絶
対
の
君
臣
の
語

ら
い
を
生
み
続
け
生
み
続
け
て
無
窮
に
持
載
す
る
捨
身
の
事
行
を
い
う
の
で
あ
る
。
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