
と
の
論
設
を
中
心
に
、
カ
イ
イ
ム
ト
ゥ
な
る
人
物
像
の
ア
ウ
ト
ラ
イ

γ
を
え
が

い
た
に
と
ど
ま
っ
た
。

今
回
は
、
こ
の
十
六
通

i
l土
地
貸
借
六
、
農
産
物
貸
借
七
、
棉
布
貸
借

二
、
土
地
震
波
一
ー
ー
の
護
文
内
容
に
つ
い
て
そ
の
後
さ
ら
に
考
察
を
加
え
た

と
こ
ろ
を
報
告
し
、
中
世
ト
ゥ
ル
フ
7

ン
地
方
の
一
地
主
と
し
て
の
カ
イ
ィ

-ム

ト
ゥ
像
を
、
よ
り
具
種
的
に
把
握
す
る
補
い
と
し
た
い
。
関
連
し
て
ウ
イ
グ
ル

文
書
に
あ
ら
わ
れ
る
土
地
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
問
題
を
指
摘
し
た
い
。

貌
菅
代
の
頴
川
庚
氏
に
つ
レ
て

多

回

1局
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東
育
代
明
帝
の
庚
皇
后
の
兄
売
は
、
王
導
・
王
敦
ら
に
制
到
抗
す
る
政
界
の
重

銀
で
あ
り
、
西
府
軍
圏
の
領
袖
と
し
て
の
そ
の
地
位
は
弟
泳
・
翼
へ
と
幽
継
承
さ

れ
た
。
頴
川
蘇
陵
の
庚
氏
が
、
い
つ
ご
ろ
に
起
源
し
、
い
か
な
る
人
々
の
ど
の

よ
う
な
歩
み
に
よ
っ
て
一
個
の
門
閥
貴
族
へ
と
成
長
し
た
の
か
を
あ
と
づ
け
る

こ
と
が
本
報
告
の
主
題
で
あ
る
。
但
し
、
今
回
は
庚
氏
全
盛
の
庚
亮
ら
の
一
つ

前
向
西
耳
目
末
年
の
世
代
、
迄
を
一
腹
の
範
囲
と
し
た
。
穎
川
庚
氏
と
い
う
一
個

の
事
例
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
る
知
見
、
於
、
一
般
に
門
閥
貴
族
制
の
形
成
期
と
さ
れ

て
い
る
こ
の
時
期
の
金
鍾
的
認
識
と
ど
の
程
度
相
互
に
流
通
し
て
く
る
か
が
確

か
め
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
門
閥
へ
の
形
成
過
程
に
お
け
る
事
問
教

養
|
|
儒
事
や
老
荘
ー
ー
の
機
能
と
意
味
、
「
八
王
の
飢
」
以
降
の
混
税
期
に

お
け
る
同
族
内
個
々
人
の
庭
生
と
命
運
と
い
っ
た
鮎
に
も
燭
れ
ら
れ
た
ら
と
思

っ
て
い
る
。

介
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司
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清
代
蓋
湾
の
水
利
組
織
に
つ
い
て

森

回

明

清
朝
は
三
藩
の
鋭
に
次
い
で
康
照
二
十
二
年
(
一
六
八
三
)
、
郷
氏
の
抗
清

運
動
を
抑
え
豪
姐
帽
を
領
有
下
に
お
き
、
中
園
支
配
を
確
立
し
た
。
産
融
情
領
有
は

そ
の
後
潅
正
・
乾
隆
へ
と
展
開
さ
れ
る
清
朝
支
配
の

円
E
o
s
-
oロ
の
一
環
で

あ
っ
た
。
時
あ
た
か
も
清
朝
は
封
建
支
配
趨
制
の
相
射
的
安
定
期
を
迎
え
、
人
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口
の
激
増
は
乾
隆
末
に
は
三
億
に
迫
っ
た
が
、
一
方
耕
地
の
鎖
張
は
限
界
に
達

し
、
更
に
圏
外
移
住
の
禁
止
や
、
官
僚
・
地
主

・
商
業
資
本
の
土
地
集
中
、
貨

幣
経
済
の
浸
透
等
に
よ
る
内
的
諸
矛
盾
は
、
満
洲
・

蒙
古
と
強
ん
で
登
湾
へ
も

多
激
の
人
口
移
動
を
も
た
ら
し
、
「
新
開
地
」
の
形
成
を
促
し
た
。

肇
海
開
設
の
設
展
は
、
清
朝
の
移
民
・
開
拓
政
策
に
よ
っ
て
規
定
を
受
げ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
抑
制
的
消
極
的
な
康
照
・
薙
正
期

に
お
い
て
、
未
開
拓
の
中
・
北
部
へ
と
全
島
的
な
開
設
の
援
貼
と
端
緒
が
す
で

に
開
か
れ
て
い
る
。
開
後
過
程
は
先
ず
土
地
開
郷
主で
あ
る
が
、
そ
の
生
産
力
化

に
は
水
利
開
設
(
坪
・
洲
の
設
定
)
が
不
可
紋
で
あ
り
、
爾
者
は
相
互
規
定
的

に
進
め
ら
れ
た
。

骨
回
初
の
土
地
所
有
に
お
け
る
墾
戸

・
佃
戸
開
係
と
並
ん
で
、
水
利
開
設
に
お

い
て
は
開
設
者
た
る
坪
・
別
主
と
引
水
者
と
の
閑
に
、
水
租
納
入
を
前
提
と
す

る
用
水
保
障
の
契
約
閥
係
が
成
立
し
て
い
た
。
坪

・
別
主
の
水
利
楢
は
、
土
地

業
主
権
と
は
別
個
の
濁
立
し
た
私
的
・
物
地
的
楢
利
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
か

か
る
嘗
初
の
水
利
関
係
は
、
そ
の
後
の
歴
史
的
諮
係
件
に
と
も
な
う
土
地
所
有

関
係
の
鑓
化
ハ
一
回
雨
主
制
の
成
立
〉
と
共
に
、
著
し
い
嬰
化
を
見
る
に
至
っ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
水
利
組
織
の
形
態
的
捜
化
を
、
そ
の
管
理
者
た
る
坪

・
洲

長
の
性
格
を
通
じ
て
考
察
し
よ
う
と
思
う
。

こ
の
考
察
に
よ
っ
て
、
他
の
「
新
開
地
」
に
も
見
ら
れ
る
若
干
の
共
通
し
た

特
殊
性
の
反
面
、
中
国
に
お
け
る
枇
合
同
集
圏
と
そ
の
近
代
化
過
程
の
解
明
に
、

試
験
管
的
な
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
時
に
叉
、
清
代

蜜
輔
刊
の
枇
曾
経
滅
的
把
握
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
、
日
本
の
蔓
濁
植
民
地
支
配
政
策
の
志
向
と
特
徴
を
も
明
ら
か
に
す
る
一
素

材
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

金
の
景
組
に
つ
い
て

三

田

村

泰

助

金
の
景
租
は
金
朝
六
代
目
の
君
主
と
さ
れ
、
そ
の
事
跡
は
金
史
世
紀
に
み
え

る
。
い
ま
池
内
宏
博
士
の
金
史
世
紀
の
研
究
に
よ
る
と
、
景
組
に
闘
す
る
世
紀

の
記
述
は
す
べ
て
史
資
と
は
み
な
し
難
く
、
た
だ
景
組
そ
の
人
の
み
は
賓
在
し

た
と
断
じ
て
い
る
。

し
か
し
博
士
の
景
租
紀
に
つ
い
て
の
史
料
批
剣
に
は
疑
問
が
あ
る
。
例
え
ば

景
租
が
卒
定
し
た
世
紀
所
載
の
五
園
清
務
部
に
つ
い
て
、
遼
史
の
該
嘗
記
事
に

蒲
奴
里
部
と
る
る
こ
と
か
ら
、
五
園
部
に
蒲
琵
部
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
と

く
。
だ
が
蒲
奴
里
部
は
ま
た
噴
説

・
盆
奴
塁
と
も
寓
さ
れ
、
問
題
の
蒲
琵
も
同

音
具
謬
と
み
な
し
、て
よ
く
、
こ
の
理
由
の
み
か
ら
こ
の
記
事
を
否
認
し
え
な
い

と
思
う
。
そ
し
て
そ
の
内
容
か
ら
は
、
景
租
と
五
園
部
と
の
関
係
を
し
り
う
る

の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
世
紀
は
景
組
の
支
配
下
に
あ
る
部
衆
名
に
、
白
山
・
耶

悔
・
統
門

・
耶
楓
・
土
骨
論
お
よ
び
五
園
部
長
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
射

し
、
博
士
は
そ
の
事
賞
な
し
と
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
蛍
時
阿
勅
楚
唱
に
い
た
金

{
墨
苅
顔
氏
、
が
、
こ
の
よ
う
な
東
南
遠
隔
の
地
域
を
支
配
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
が
金
室
の
阿
城
移
住
の
時
期
に
定
説
が
な
ノ
ヘ
、
‘
且
用

組
の
と
き
は
、
金
室
は
な
お
阿
城
に
移
ら
ず
、
そ
の
東
方
に
い
た
と
解
す
れ

ば
、
世
紀
の
上
述
の
記
事
は
強
ち
否
定
さ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

そ
れ
で
は
景
租
の
と
き
、
金
室
は
ど
こ
に
居
た
か
と
い
え
ば
、
そ
の
解
明
は

景
組
の
も
つ
官
職
名
か
ら
推
定
さ
れ
よ
う
。
景
租
の
名
は
世
紀
に
烏
古
遁
と
あ

-202ー


