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。
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行
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そ
れ
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。
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思
案
の
言
を

類
剖
i

無
き
活
動
に
曝
し
出
し
、

そ
の
思
索
の
厳
格
の
静
け
さ
の
内
に
安
ら
わ
し
め
ん
。

か
く
し
て
、

性
起
の
内
で
用
い
与
れ
る
者
達
は
、

た
だ
詩
人
達
だ
け
が
歌
ふ
諸
々
の
歌
曲
の
た
め
に

1

1

そ
れ
は
稀
な
る
場
合
で
あ
る
が

i
i貧
し
き
前
奏
を
攻
へ
て
す
る
で
あ
ろ
う
が
、

こ
れ
か
ら
も
長
く
聴
か
れ
る
こ
と
な
し
に
。

詩
歌
と
思
想
と
の
二
重
装
誌

唯

つ
の
樹
幹
か
ら
芽
吹
く
、

す
な
わ
ち

世
運
の
聞
か
ち
突
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合
図
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感
謝
し
て
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け
る
こ
と
か
ら
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感
謝

自
己
が
落
着
し
た
こ
と
に
感
謝
す
る
と
は
、

す
な
わ
ち
、

そ
れ
自
身
へ
向
っ
て
人
間
を
呼
び
寄
せ
人
間
を
用
い
る
性
起
の
内
へ
聴
き
つ
つ
婦
罵
す
る
こ
と
を
自
己
に
言
わ
し
め
る
こ
と
。

あ

り

か

こ
り
在
所
必
読
へ
行
く
道
ほ
如
何
乙
遠
い
こ
と
か
、

と
の
在
所
と
は
、

そ
こ
か
ち
し
て
思
索
が
、

そ
の
貧
し
き
祝
福
に
麗
す
る
控
へ
弓
な
態
度
を
救
出
す
る
た
め
に
、

柔
撲
な
仕
方
で

思
索
そ
れ
自
身
に
反
対
し
て
思
索
し
得
る
処
で
あ
る
。

併
し
、

貧
し
き
も
の
、

そ
れ
は
そ
の
軽
ろ
や
か
な
環
を
、

喜
ば
し
く
守
る
。



そ
の
軽
ろ
や
か
な
環
の
語
ら
れ
ざ
る
遺
言
を
、

貧
し
き
も
の
は
回
想
の
内
に
大
き
く
保
持
す
る
、

す
な
わ
ち

ア
レ

i
テ
イ
ア
を
言
う
こ
と
、

す
な
わ
ち
空
地
と
し
て
、

す
な
わ
ち

そ
れ
自
身
を
拒
絶
す
る
権
能
の
露
現
と
し
て
。

以
上
が
『
忠
い
』
(
の
0

与さ
Z
2
)
の
全
文
で
あ
る
が
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
全
く
不
可
解
な
語
の
羅
列
の
よ
う
に
見
え
る
。

併
し
、

こ
の
巴司

沼
dじρ

い
』
は
、
筆
者
に
は
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
最
晩
年
の
思
索
の
結
晶
で
あ
り
、

伎
の
一
切
の
思
索
の

で
あ
る
と
、

Z
2℃
Z
2
7
0
を
な
見
。
。
毛
主
己
主
吉
ロ
ェ
と
題
す
る
短
い
覚
書

H
N
め
の
岱
℃

Z
Z
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p
z
c
z

思
わ
れ
る
。

曽
っ
て
ニ
イ
チ
ェ
が
『
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
を
書
い
た
直
後
に
、

彼
の
思
案
の

こ
の

で
あ
る
と
忠
わ
れ
る
。

『
思
い
』
は
吾
々
に
解
釈
を
要
求
す
る
。
以
下
は
そ
の
一
つ
の
試
み
に
過
ぎ
な
い
。

イ

に
書
き
下
し
た
が
、

そ
れ
と
同
様
な
意
味
乙
於
て
、

『
思
い
』
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
思
索
の

見。

2
1
2
Z
Z
0
2
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'D 

し
こ
の
よ
う
な
見
解
が
誤
り
で
な
い
と
す
れ
ば
、

ア

の

デ
ッ
ガ
!
の
後
期
の
思
索
が
学
的
性
格
へ
の
要
求
を
断
念
し
た
と
司
様
に
、

こ
の
試
み
も
学
問
的
な
も
の
で
辻
あ
り
得
な
い
。

(
1
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ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
と
シ
ャ

i
ル
。
『
思
い
』
は
「
ル
、
不
・
シ
ャ

i
ル
の
た
め
に
、

友
誼
を
記
念
し
て
」
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

般

の
読
者
や
哲
学
者
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
哲
学
の
外
に
立
っ
て
極
め
て
孤
独
な
思
索
を
続
け
て
い
た
最
晩
年
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に

と
っ
て
、

シ
ャ

i
ル
は
殆
ん
ど
誰
一
人
と
言
っ
て
よ
い
程
心
の
通
い
合
う
友
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
に
贈
る
れ
た
シ
ャ

l
ル

の
幾
つ
か
の
詩
は
、

彼
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
入
と
思
索
と
を
如
何
に
深
く
理
解
し
て
い
た
か
を
、
詩
的
に
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
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1
m
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Q
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{
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。
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さ
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'
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黄
昏
に
と
っ
て
は
、

そ
れ
は
、

呑
み
こ
ん
で
し
ま
う
夜
で
あ
る
。

曽
つ
て
は
懇
明
の
人
達
が
い
た
。

日
の
落
ち
た
こ
の
時
刻
に
は
、

多
分
、

吾
々
が
こ
こ
に
い
る
。

1

1

併
し
、

〈
裂
明
の
鳥
で
あ
る
〉
雲
雀
の
よ
う
に

八
五
口
々
が
〉
毛
冠
を
つ
け
て
い
る
の
は
荷
故
か
。

ル
ネ
・
シ
ャ

i
ル

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
へ

一
九
五
九
年
九
月
二
六
日
の
た
め
に
。

乙
の
詩
の
最
後
の
三
行
程
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
が
何
者
で
あ
る
か
、

そ
の
思
索
が
何
処
か
ら
由
来
し
て
い
る
か
を
、

的
確
に
見
抜
い
て
い
る
言
葉

を
筆
者
は
知
ら
な
い
。

一
九
六
六
年
九
月
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
は
シ
ャ

l
ル
を
そ
の
自
宅
に
訪
ね
て
、

ラ
ン
ボ
ウ
の
こ
と
に
つ
い
て
色
々
と
尋
ね
た
ら
し
い
。

三
三
門
戸
同
戸
Z
Z
L
a
m
2
3

そ
の
関
に

対
す
る
シ
ャ

i
ル
の
返
答
は
」
N
S
O
D
Z
m
E丹

2
5尚三
Z
2
P
E
5
3
C
2
E
C
2
0.. 
(D 

と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。

そ

の
返
事
の
主
な
内
容
は

hHm
℃。
b
a
Z
2
0
弓三
7
5
2
s
三
5

2♀
Z
P
豆一。

m
o
s
s
m〈
き
円
三
と
い
う
ラ
ン
ボ
ウ
の
一
旬
を
主
題
と
し
て
、
詩

作
(
℃
。
含
芯
)

と
行
動

(
0
2
2
2
)
と
の
関
孫
に
つ
い
て
、

詩
作
が
先
行
し
行
動
は
必
ず
詩
作
に
i
i
i
詩
作
を
受
け
留
め
る
こ
と
と
し
て

i
i後

続
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
詩
作
と
行
動
と
の
こ
の
よ
う
な
関
採
に
つ
い
て
の
シ
ャ

i
ル
の
混
察
は
恐
ら
く
、

マ
キ
の
カ
ピ
テ
ン
と
し
て
対
独

レ
ジ
ス
タ
ン
ス
を
戦
い
抜
い
た
彼
自
身
の
経
験
か
ら
生
れ
て
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
行
動
は
盲
目
で
あ
る
。

見
る
の
は
詩
作
で
あ
る
」
と
彼
は



四

シ
ャ

i
ル
と
の
こ
の
対
話
の
直
後
に
、

ジ
ス
タ
ン
ス
の
関
士
」
と
言
っ
て
い
る
。
簡
単
な
性
格
づ
け
で
あ
る
。
詳
し
、

ニ一一口う。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
雑
誌
『
シ
ュ
ピ

i
ゲ
ル
』

の
記
者
に
、

シ
ャ
!
ル
の
こ
と
を
「
詩
人
に
し
て
レ

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
辻、

本
物
の
詩
人
で
な
け
れ
ば
「
詩
人
」
と
は
呼

ば
な
い
。
「
詩
人
に
し
て
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
関
士
」
i
そ
と
に
は
「
詩
作
」
と
「
行
動
」
と
の
統
一
が
具
現
さ
れ
て
い
る
ー
と
い
う
簡
単
な
表
現
の

と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
」

シ
ャ

i
ル
は
「
詩
作
は

A
歌
わ
れ
た
思
索

V(}岱
吉
三
舎
の

7
2丹
念
)

こ
の
よ
う
に
「
詩
作
と
思
索
と
の
親
近
さ
を
五
口
々
に
証
言
し
て
い
る
ル
ネ
・
シ
ャ

i
ル
」
に
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
は
こ
の

『
思
い
』
を

内
に
は
彼
の
由
民
敬
の
念
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

と
も
言
う
。

献
呈
し
た
の
で
あ
る
。

思
索
者
と
詩
人
と
の
間
に
同
じ
「
思
い
」
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

『
思
い
』
(
(
吉
円
目
安

urza)
今
J

晶、

ジ
ャ
ン
・
ボ

i
フ
レ
と
フ
ラ
ン
ス
ワ
・
フ
ェ
デ
ィ
エ
と
に
依
っ
て

《
可
。
ロ
巴
ぐ
0
5
0

三》

と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
『
思
い
』
と
邦
訳
し
て
み
た
。
併
し
、

そ
れ
で
は
勿
論
不
十
分
で
あ
る
故
、

説
明
を
要
す
る
。

(
2
)
 
訟
の
え

S
Z
2
3
と
い
う
全
体
の
標
題
に
つ
い
て
。

hnOE2rzmェ
は
先
づ
第
一
に
、

「
思
索
さ
れ
た
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
併
し
、
先
に
引
用
さ
れ
た
本
文
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
は
通

「
哲
学
と
は
別
の
思
索
」
(
包
口
三
三

2
2
己

2roロ
内
号
己
目
。
ヨ
ユ
一
0
3
0
℃

EO)

常
の
意
味
で
の
哲
学
的
思
索
の
内
で
思
索
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、

に
於
て
思
索
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
的
思
索
と
そ
れ
と
は
別
の
思
索
と
の
区
別
と
関
係
と
は
、

こ
の
試
論
の
途
中
で
幾
ら
か
言
及
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。

眠れの主

mzzgz
は
第
二
に
、

「
思
索
さ
れ
た
こ
と
」
と
し
て
、

「
詩
作
さ
れ
た
こ
と
」
(
口
。
去
の

Z
2
2
)
か
与
区
別
さ
れ
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ

は

乙
の
思
索
さ
れ
た
こ
と
を
、
詩
作
さ
れ
た
こ
と
と
は
決
し
て
見
徹
し
て
は
い
な
い
。
併
し
、
詩
人
ル
、
不
・
シ
ャ

i
ル
の
た
め
に
友
誼
を
記

念
し
て
寄
稿
さ
れ
た
こ
の

『
思
索
さ
れ
た
乙
と
」
は
「
詩
作
さ
れ
た
こ
と
」
と
密
接
な
関
係
の
内
に
あ
る
。
「
友
誼
」

(F2HM去
与
え
丹
)
は
こ
こ

で
は
、
詩
作
と
思
索
と
の
聞
の
友
誼
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
も
本
文
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。



6
包
旬
。

zsww
は
第
三
に
、

「
思
索
さ
れ
た
こ
と
」
と
し
て
「
思
索
さ
れ
な
い
こ
と
」

(ロロぬ
σ
仏
何
回
。
言
。
∞
)
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、

思
索
さ
れ
な
い
こ
と
と
本
質
的
な
聯
繋
の
内
に
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
思
索
に
多
少
と
も
親
突
し
た
こ
と
の
あ
る
人
達
に
は
明

ら
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、

差
当
っ
て
、

こ
の

「
思
索
さ
れ
た
こ
と
」
が
紙
面
の
下
の
方
に
、

い
わ
ば
地
面
を
旬
う
よ
う
な
仕
方
で
小
さ
く
印
刷
さ

れ
て
お
り
、

他
の
寄
稿
文
に
比
し
、

上
の
方
に
異
常
に
大
き
な
空
白
を
残
し
て
い
る
こ
と
か
る
も
、

察
知
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i

は
こ
の
よ
う
な
と
と
に
も
注
意
を
払
う
人
で
あ
る
。

RCO《

ERMYZω

は
第
四
に
、

「
思
索
さ
れ
た
こ
と
」

を
意
味
す
る
だ
け
で
誌
な
く
、

「
思
索
を
呼
び
要
め
る
も
の
」

す
な
わ
ち

「
思
索
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
こ
と
」
(
弘
主
主
己
o
ロ
-52門

戸

σ)

と
か
「
思
索
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
事
柄
」

(
∞
お
の

7
0
円
目
。
日
出

己
O
門

戸

}

向

。

口

市

山

)

を
も
意
味
し
て
い
る
。

そ

の
こ
と
は
、

こ
の

れ
れ
の
主
主

E
2
.. 
の
中
の
七
つ
の
小
さ
い
標
題
と
そ
れ
の
下
に
書
か
れ
た
本
文
と
に
依
っ
て
一
不
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
七
つ

の
小
さ
い
擦
題
は
夫
々

「
思
索
を
呼
び
要
め
る
事
柄
」
を
諜
示
し
て
お
り
、

そ
れ
に
続
く
本
文
は
、

そ
の
事
柄
の

「
呼
び
要
め
」
(
〉
ロ
ω℃

E
与〉

を
聴
い
て
、

そ
れ
に
「
呼
応
す
る
」

(
3
5
ζ
2
r
g
)
と
い
う
仕
方
で

「
思
索
さ
れ
た
こ
と
」
を
、

不
し
て
い
る
。

要
す
る
に
£
(
U
O
門
戸

2rzω=
と
い
う
全
体
の
標
題
は
、

「
思
索
さ
れ
な
い
こ
と
」

と
の
区
別
と
聯
繋
と
の
下
で
、

「
詩
作
さ
れ
た
こ
と
」
と
関
係

し
つ
つ
も
そ
れ
か
ら
区
別
さ
れ
て
、

「
思
索
を
呼
び
要
め
る
事
柄
」
と
そ
れ
に
呼
応
し
て

「
思
索
さ
れ
た
こ
と
」
と
を
、

意
味
し
て
い
る
。

そ
れ

立
深
い

「
思
い
」

の
内
で
脱
我
的
に
起
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
と
意
味
合
い
を
乙
め
て

RR(rLSzom--
は
、
こ
こ
で
は
『
思
い
』
と
訳
さ
れ
た
。

(
3
)
 
m
(古
門

戸

空

υrzm
の
構
成
に
つ
い
て
。

hhcoECEg.-
は
次
の
七
つ
の
事
柄
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「時」、

一
道
」
、

「
合
密
」
、

「
在
所
」
、

「
セ
ザ
ン
ヌ
」
、
「
前
奏
、

「感

語?

で
あ
る
c

h
h
C
O
L
R
Z
2
3
が
と
の
よ
う
に
分
節
さ
れ
而
も
こ
の
よ
う
な
旗
序
に
従
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
乙
と
は
、

如
何
な
る
事
態

を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
c

一五



一六

第
一
に
「
時
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
の
思
索
の
内
で
起
っ
た
唯
一
の
決
定
的
な
閃
き
は
、

J
u
q雪
之
の
内
に

J
ξ
。
ミ
ヘ
ミ
ェ
と

い
う
時
的
規
定
を
看
取
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
が
既
に
、

J
Uミ
ミ
コ
を

J
z
Z
Z三
宮
ェ
も
し
く
は

J
2
2昨

日
開
戸

3

と
し
て
解
釈
し

た
伝
統
的
哲
学
と
は
「
別
の
思
索
」

の
道
を
、

予
示
し
て
い
る
。

そ
の
閃
き
か
ち
発
す
る
別
の
思
索
の
最
初
の
遂
行
が
、

そ
れ
故
に

『
宥
と
時
』

(
∞
三
ロ
ロ
ロ
L
M
W
O
F
S
N
U
1
)

と
称
せ
ち
れ
た
。

『
有
と
時
』
と
い
う
標
題
は
、
有
る
と
い
う
こ
と
が
其
処
か
ち
理
解
さ
れ
て
い
る
処
が
、
す
な
わ
ち

「
有
の
意
味
」

(
2
2
〈。ロ

mrz)

し
、
最
終
的
に
は
「
有
の
開
け
」
(
立
与
Z
ロぬ門戸

2
p
z
a
)
と
「
性
起
」

(
F
o
m
E
a
)

が
、
「
時
」

(
N
Z
円)

で
あ
る
こ
と
を
、

標
示
し
て
い
る
。

そ
れ
以
後
、

「
有
の
意
味
」
は
さ
ま
ざ
ま
に
変
貌

と
い
う
こ
と
に
到
る
が
、

そ
の
変
貌
に
応
じ
て
「
時
」

も
さ
ま
ざ
ま
に
変
容
し
具
体
北
さ
れ
る
。
併
し
、

「
時
」
は
そ
の
変
容
を
通
じ
て
最
初
か
ら
最
後
ま
で
彼
の
思
索
の
行
程
全
律
を
貫
ぬ
い
て
「
思
索

を
呼
び
要
め
る
事
柄
に
し
て
思
索
さ
れ
た
こ
と
」
す
な
わ
ち
去
(
芯
号
。

rzaww
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
第
一
に
「
時
」
が
挙
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

然
る
に
『
有
と
持
』
そ
れ
自
身
が
「
道
」
で
あ
り
、
そ
の
公
刊
さ
れ
た
部
分
の
終
り
に
は
「
果
し
て
、
或
る
一
つ
の
道
が
根
源
的
時
か
ち
有
の

意
味
へ
導
い
て
行
く
で
あ
ろ
う
か
。
果
し
で
、
持
そ
れ
自
身
は
そ
れ
自
身
を
有
の
地
平
と
し
て
顕
誌
に
す
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
が
現
わ
れ

て
来
る
。
乙
の
間
は
、
発
表
を
控
え
ら
れ
た
中
心
的
部
分
た
る
「
時
と
有
」

(
N
Z
円
三
三
∞
Z
D
)

の
笛
処
で
彼
の
思
索
法
「
樵
夫
の
径
」

(zcF毛
omo)

へ
の
移
り
行
き
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
り

「
時
と

有」

に
迷
い
入
る
。

そ
れ
で
第
二
に
「
道
」
が
た
C
&
2
7丹

2
3
に
な
る
。
去
の
包

2zoa-w

へ
の
移
行
を
示
し
て
い
る
。
「
道
」
は
方
法
で
は
な
い
、
す

の
本
文
の
中
で
は
「
行
く
、
動
く
」

(morg)
と
い
う
一
一
語
が
「
時
」
か
ら
「
道
」

な
わ
ち
、
幾
つ
か
の
規
則
や
国
式
に
毘
定
さ
れ
而
も
そ
れ
に
従
っ
て
研
究
し
て
行
け
ば
一
定
の
研
究
成
果
に
到
り
得
る
と
い
う
動
か
ぬ
道
で
誌
な

「
動
く
道
」
で
あ
る
。

い
。
「
道
」
は
歩
む
と
と
も
に
開
け
て
来
る
道
で
あ
り
、

i

1
諸
々
の
作
品
に
非
ず
」
と
性
格
づ
け
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
は
死
の
直
前
に
、
彼
の
全
集
を
「
諸
々
の
道
な
り

併
し
、
ど
れ
程
迷
路
に
諮
っ
て
も
、

道
を
求
め
て
行
く
こ
と
は
「
合
国
」
に
従
っ
て
行
く
こ
と
で
あ
る
c

の
第
三
に
置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
吾
々
に
思
索
す
る
こ
と
や
詩

作
す
る
と
と
を
指
令
す
る
合
図
で
あ
る
。

そ
れ
で
「
合
図
」
が

E(ν

包

S
Z
2
3

本
文
の
中
で
は
「
圏
窮
」



(
Z
2
)
 
と
い
う
語
が
「
道
」
か
ら
「
合
関
」

へ
の
移
行
を
示
し
て
い
る
。

心
に
置
か
れ
て
い
る
。

そ
う
い
う
「
合
図
」
を
吾
々
の
方
に
送
っ
て
来
る
も
の
と
そ
の

「
救
出
す
る
合
図
の
遠
さ
」
(
去
o
m，

2
5
5
5ロ
込

2
当
Z
Z
)

あ

り

か

「
在
所
」
が

由
民

(
U
O
(日
向
。

rzm山ヱ

の
第
四
に
、

す
な
わ
ち

hncm凶
込
お
の

rzm山エ

の
中

と
い
う
語
が
、

「
合
図
」
と
「
在
所
」
と
の
繋
が
り
を
本

文
の
中
で
は
示
し
て
い
る
。

「
在
所
」
が
余

(VE2rza--
の
中
心
に
置
か
れ
る
の
辻
、
後
に
説
明
さ
れ
る
が
、

「
在
所
」

の
内
に
は
「
不
可
遥
な
る

も
の
「

(
E
a
C
5
z
m向
山
口
民

Z
Z
)
が
在
る
か
ち
で
あ
る
。

「
不
可
通
な
る
も
の
」
辻
、

後
に
述
べ
る
よ
う
に
、

思
堆
の
通
過
出
来
な
い

i
そ
こ
で

思
索
が
「
思
索
さ
れ
な
い
こ
と
」

に
逢
着
す
る
!
「
最
後
の
神
」

で
あ
る
。
詳
し
い
こ
と
は
本
文
の
解
釈
で
試
み
ち
れ
る
が
、

「
在
所
」
は
「
真
有
の
本
質
現
成
の
場
所
」
と
し
て
「
真
有
の
現
」

乙

の

「
在
所
」
は

思
索
の
道
の
絶
頂
で
あ
る
。
熱
る
に
、

こ
の

(
己
岱
牛
肉
u
u

∞O
U
1
2
3
)

で
あ
り
、

人
間
は
脱
我
的
に
そ
の

「
現
」

の
内
へ
曝
し
出
さ
れ
、

そ
の

「
現
の
建
立
」

(己
h
y
m
z
z
L己
ロ
ぬ
)

に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
於
て
初
め
て
、

人
間
と

な
る
。

そ
れ
故
、

ア

の

「
在
所
」
か
ち
り
後
は
「
現
の
建
立
」
と
な
る
。

「
現
の
建
立
」

i
そ
れ
は
真
な
る
世
界
の
歴
史
的
建
立
と
言
え
る
が

i
の
道
の
上
で
第
五
に
「
セ
ザ
ン
ヌ
」
が
仏
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ

で
は
セ
ザ
ン
ヌ
が
死
去
す
る
年
に
書
か
れ
た
「
庭
師
ヴ
ァ
リ
ヱ
」

の
肖
像
に
つ
い
て
、

「
現
前
す
る
も
の
と
現
前
性
と
の
二
重
要
」

(
N
tぐ

zrr

J
-

。
ロ
〉
口
君
。
∞
ぬ
ロ
仏

O
B
ロ
ロ
仏
〉
口
当

2
0
D
r
m
w山
門

)

が
i
す
な
わ
ち
「
有
る
も
の
と
有
る
こ
と
と
の
区
別
」
が
i

「
一
重
」
(
。

E
E
Zぬ
)

に
な
り
、
「
庭

部
ヴ
ァ
リ
エ
」
と
い
う
芸
術
作
品
の
内
で

「
実
現
」

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、

語
ら
れ
て
い
る
。

「
実
現
」

(円。巳

E
2
2
)
i乙
の
言
葉
を
ハ
イ
デ

ッ
ガ

i
は、

筆
者
の
知
る
誤
り
で
は
こ
こ
で
し
か
使
っ
て
い
な
い
が

i
そ
れ
は
、

「
在
所
」
と
の
聯
関
か
ら
見
れ
ば
、
「
単
純
な
る
も
の
の
在
所
の
一
重
の
簡
素
さ
」
(
含
ω

有
る
こ
と
の
真
性
が
有
る
も
の
の
内
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
於

て
有
る
も
り
が
真
に
有
る
物
に
な
る
こ
と
で
あ
る

G

前
の

向
山
口
『
包
己
句
。
)

と
い
う
語
が
、

前
者
に
於
け
る
£

g
同
町
民
位
ロ
£
向
。

の
実
現
が
後

者
と
な
る
。

「
在
所
」
と
「
セ
ザ
ン
ヌ
」
と
を
繋
い
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
現
の
建
立
」
は
詩
作
と
思
索
と
犠
牲
と
行
為
と
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
詩
作
」
と
「
思
索
」
と
い
う
新
た
な
ご
一
重

襲
」
が
現
わ
れ
、

再
方
が
共
罵
す
る
こ
と
へ
導
い
て
行
く
径
が
、

不
さ
れ
て
い
る
の
か
と
、

間
わ
れ
て
い
る
。

一七
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そ
の
関
を
承
け
て
第
六
三
剖
奏
」
に
於
て
は
、
「
詩
作
と
怠
索
」
乃
至
「
詩
歌
と
志
想
」
が
「
世
運
の
闇
か
与
突
如
と
し
て
関
く
合
図
を
感
謝
し

て
受
け
る
と
と
」
を
幹
と
し
て
芽
吹
い
た
二
つ
の
設
で
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
「
詩
作
と
思
索
」
と
い
う
新
た
な
「
二
重
要
」

(
N
耳目。

E
C

が
「
セ
ザ
ン
ヌ
」
と
「
前
奏
」
と
の
接
合
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て

「
感
謝
し
て
受
け
る
」
(
ヨ
与
三
三

grg)
と
い
う
こ
と
が
「
前
奏
」
か
さ

「
感
謝
」

へ
の
移
行
を
示
し
て
い
る
。

そ
の

「
感
謝
」
が
h
h
(
}

包
R
E
2

の
第
七
に
於
て
、

如
何
な
る
こ
と
で
あ
る
か
が
さ
一
口
わ
れ
て
お
り
、

そ
れ
を
以
っ
て
こ
の

n
n
O
O【

207zmwz

ほ
終
局
に
達
し
、

「
思
索
さ
れ
な
い
乙
と
」

(己ロ向。門戸

S
E
2
)
の
内
へ
渇
え
る
。
否
、

「
忠
索
さ
れ
な
い
こ
と
」
辻
、

「
思
索
さ
れ
た
こ
と
」

の

最
初
か
与
最
後
ま
で
そ
の
基
語
も
し
く
は
底
音
と
し
て
、

(〈

2
rと件。ロ
r
Z円
)

無
言
の
ま
ま
に
鳴
り
響
い
て
お
り
、

こ
の

『
患
い
』

の
根
本
気
分
を

「
控
え
目
」

と
し
て
語
律
し
て
い
る
。
「
思
索
さ
れ
た
乙
と
」

lま

「
思
索
さ
れ
な
い
こ
と
」

と
の
聯
関
の
内
で
の
み

「
思
索
さ
れ
た
こ

と
」
で
あ
る
。

(
4
)
 
h

o

o
込
町
民
日

Z
g
の
文
体
に
つ
い
て
。

上
述
の
こ
と
か
ら
も
、

こ
の

公
(
U
O

《目。。
rzmw噂

唱

誌
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
思
索
の
主
要
な
事
柄
を
集
中
的
に
要
約
し
た
彼
の
思
索
の

問。。。一℃=ロ}岱
e

件目。ロ

で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
の

H
N
O
O
鈴
℃
広
三
三
吉
ロ

は
極
度
に
密
度
の
高
い
文
章
に
な
っ
て
お
り
、

一
口
葉
の
極
限
に
ま
で
到
達
し
て
い
る
。
従
っ

て
そ
の
文
掠
に
は
、

彼
の
従
来
の
著
作
や
講
演
に
は
見
ち
れ
な
か
っ
た
或
る
独
自
な
特
色
が
現
わ
れ
て
い
る
。
主
語
i
述
語
と
い
う
普
通
の
表
現

様
式
で
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、

主
語
が
無
か
っ
た
り
、

動
詞
が
無
か
っ
た
り
、

二
つ
の
疑
問
文
が
異
常
な
仕
方
で

つ
に
書
か
れ
て

い
た
り
、

一
見
し
て
極
め
て
逆
説
的
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
た
り
す
る
。

こ
の
こ
と
と
関
聯
し
て
筆
者
が
想
い
起
こ
す
の
は
、

次
の
乙
と
で
あ

る。
一
九
五
八
年
五
月
に
久
裕
真
一
先
生
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
を
訪
ね
ら
れ
た
擦
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち



「
立
は
言
葉
に
つ
い
て
の
先
入
見
を
克
服
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
西
洋
の
文
法
的
な
一
一
一
口
実
の
提
唱
え
方
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
み
な
ら
ず

そ
ん
な
文
法
的
な
言
葉
の
捉
え
方
で
は
、
詩
人
の
言
葉
は
捉
え
ち
れ
な
い
」
と
。
西
洋
の
文
法
的

ギ
リ
シ
ア
の
有
論
に
支
配
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

な
言
葉
の
捉
え
方
と
は
、
「
名
詞
!
動
詞
」
(
匂
さ
さ
ー
も
め
百
円
何
)
更
に
は
「
主
語
!
述
語
」
と
い
う
言
明
も
し
く
は
命
題
の
形
式
を
根
本
と
し
た
一
言
葉

の
捉
え
方
を
、

こ
こ
で
は
意
味
し
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
従
来
の
著
作
や
講
演
の
内
で
も
処
々
で
、
特
に
決
定
的
な
こ
と
が
言
葉
に
な
る
箇

犯
で
は
、

「
名
語
i
動
詞
」
も
し
く
は
「
主
語
l
述
語
」
と
い
う
命
題

(∞三日間)

の
摂
本
形
式
辻
破
ら
れ
、
£
三
N
Z

が
命
題
を
意
味
す
る
の
で
は

へ
の

l

「
飛
躍
」
(
切
℃
三
口
民
)
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ

な
く
、

命
題
か
ら
命
題
の
根
底
へ
の

i
前
述
の

「
真
有
の
現
」

(
C
S

(
一
命
日
出

∞σU13m山

)

る
。
既
に
『
有
と
時
』
の
中
に
於
で
さ
え
、
有
る
も
の
に
つ
い
て
物
語
る
こ
と
か
ら
灰
一
期
さ
れ
た
「
有
る
も
の
を
そ
れ
の
有
に
関
し
て
捉
え
る
」

就
中
入
文
法

V
が
欠
け
て
い
る
」
と
い
う
困
難
が
語
ち
れ
て
い

「
課
題
に
と
っ
て
は
多
く
の
場
合
語
棄
が
欠
け
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

と
い
う

た。

(
序
で
に
言
及
し
て
置
け
ば
、

言
語
の
論
理
的
分
析
の
影
響
を
多
か
れ
少
か
れ
受
け
て
い
る
現
代
の
哲
学
者
達
の
翠
楚
を
買
う
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
に
於
け
る

ε
ζ
o
g℃「
2
3
の
多
用
と
い
う
こ
と
は
、
「
有
る
こ
と
そ
れ
自
身
」
を
言
い
現
わ
す
一
語
が
無
い
が
故
に
、
「
有
る
も
の
」
を
表
示
す
る

の
場
へ

i
つ
ま
り
「
現
i
宥
」
(
己
?
宮
古
)

の
表
現
へ
転
移
せ
し
め
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
事
態
に
由
来
し
て
い
る
。
従
っ
て
、

み
づ
か

の
内
へ

i
自
ら
突
き
移
さ
れ
る
と
い
う
経
験
り
な
い
人
間
に
は
、

有
る
こ
と
そ
れ
自
身
の
現
成

語
を
「
有
る
こ
と
そ
れ
自
身
」

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
思
索
は
決
し
て

理
解
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
)

要
す
る
に
、

「
有
る
も
の
」
を
主
語
に
し
て
、

そ
れ
に
つ
い
て
何
ご
と
か
を
陳
述
す
る
と
い
う
通
常
の
命
題
の
形
式
は
、

こ
の

ε
C
O
L白。

rz叱‘

の
内
で
は
根
本
に
於
て
捨
離
さ
れ
て
い
る
。
然
る
に
、
主
語
l

述
語
と
い
う
命
題
形
式
の
捨
離
は
、
何
か
或
る
も
の
を
客
観
と
し
て
主
語
の
位
置

に
定
立
し
、

そ
れ
に
つ
い
て
何
か
或
る
こ
と
を
主
観
が
陳
述
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
捨
て
去
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

そ
の
こ
と
は
、

ま
た
主

観
l
客
観
と
い
う
関
係
が
根
本
に
於
て
離
脱
さ
れ
、

そ
の
根
本
に
立
ち
帰
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

思
索
さ
れ
る
べ
き
事
柄
を
客
観

と
し
て
自
己
に
対
し
て
定
立
し
た
上
で
、

そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
近
世
的
な
主
観
的
思
惟
の
立
場
が
離
脱
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一九
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そ
う
い
う
主
観
的
思
惟
l
そ
れ
は
同
時
に
客
観
化
的
で
あ
り
客
観
的
で
あ
る

l
の
立
場
の
離
脱
と
い
う
乙
と
は
、
穫
極
的
に
は
、

思
索
を
呼
び
要

め
る
事
柄
に
即
し
て
、

そ
の
呼
び
要
め
に
呼
応
す
る
と
い
う
仕
方
で
思
索
す
る
こ
と
で
あ
り
、
先
に
言
及
さ
れ
た
「
別
の
思
索
」
で
あ
る
。

そ
，
っ

い
う
別
の
思
索
が
、
別
の
文
体
を
必
要
と
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
勿
論
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
悉
意
に
由
来
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
「
事
柄
そ
れ

自
身
へ
」
と
い
う
現
象
学
的
思
索
態
度
の
徹
底
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

以
下
に
於
て
は
、

な
し
得
る
限
ち
簡
単
に
本
文
の
逐
次
的
解
釈
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

時

ど
乙
ま
で
。

時
計
、

そ
の
カ
チ
リ

カ
チ
り
と
打
つ

振
子
の
往
復
の
動
き
の
ま
ま
で
時
計
が
止
ま
る
持
初
め
て

汝
は
聞
く
、
時
計
が
動
き
そ
し
て
動
い
た
し
そ
し
て

最
早
動
か
ぬ
こ
と
を
。

既
に
遅
い
昼
下
り
、
時
計
は

時
に
向
う
蒼
ざ
め
た
足
跡
に
退
ぎ
ぬ
、

時
は
、
宥
隈
性
の
近
く
で
、

有
限
性
か
ら
発
l

起
す
る
。



『
思
い
』

の
第
一
に
置
か
れ
た
「
時
」
は
次
の
三
つ
の
こ
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
(
1
)

「
ど
こ
ま
で
」
と
い
う
問
、

(
2
)

「
時

五
日
」
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
こ
と
、

(
3
)

一
時
計
」
と
「
時
」
と
「
有
摂
性
」
と
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
こ
と
。

(
1
)
 

時
と
は
河
で
あ
る
か
は
吉
来
の
難
問
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
に
関
わ
れ
て
い
な
い
。

「
時
/
ど
こ
ま
で
」

(
N
Z
¥

芸。

君
。
ご
可
)

と
問
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
間
い
方
は
、

「
時
が
何
で
あ
る
か
」
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
思
索
に
と
っ
て
既
に
一
定
の
理
解
に
鷲
ら
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
、

前
提
と
し
て
い
る
と
と
も
に
、
「
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
語
い
方
に
代
っ
て
「
ど
こ
ま
で
」

と
い
う
開
い
ざ
が
現
わ
れ
て
来

た
こ
と
を
、
示
し
て
い
る
。
彼
の
見
解
で
は
、
時
は
有
む
意
味
で
あ
り
、
有
の
理
解
を
可
龍
に
す
る
超
越
論
的
地
平
で
あ
る
と
「
有
と
時
』
の
内

で
は
考
え
ら
れ
て
い
た
。

時
の
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、

「
有
の
理
解
」

と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
そ
の
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
制
約
と
し
て

「
時
」
を
考
え
て
い
る
と
い
う
点
で
、
な
お
超
越
論
的
主
観
性
の
立
場
に
於
け
る
「
時
」
の
理
解
で
あ
る
こ
と
を
、
完
全
に
は
脱
却
し
得
て
は
い
な

い
。
詳
し
、
有
の
理
解
を
可
能
に
し
て
い
る
超
越
論
的
地
平
と
し
て
の
時
は

i
そ
う
い
う
地
平
と
し
て
の
時
を
彼
は
『
有
と
時
』
の
時
期
に
於
て

は

ε
4
0
5℃
。

E
E
g

と
称
し
て
い
た
が

i
、
ま
さ
し
く
地
平
と
し
て
、
す
な
わ
ち
限
界
づ
け
ち
れ
た
視
野
と
し
て
、

一
定
の
空
間
性
を
示
し
て

い
る
。

そ
れ
故
、
超
越
論
的
地
平
と
し
て
の
時
は
、

A
，

O
B℃
。

z
z
g丹
コ
と
し
て
性
格
づ
け
ち
れ
る
の
で
は
、

不
十
分
で
あ
り
、
少
し
後
の
彼
の
二
一
一
口

葉
で
い
え
ば
、
「
時
l

空
」

(
N
Z
?河
2
5
)
に
な
り
、

「時
l
空
」
ほ
「
世
界
」
(
宅
急
)

に
他
な
ら
な
い
。
超
越
論
的
地
平
が
時
i

空
と
し
て
の

世
界
に
脱
皮
す
る
こ
と
に
応
じ
て
、

斗

0
5
3
円。E
位
丹
コ
は
世
界
の

「
歴
史
性
」

(
0
0
2
r芯
}
三
宮
y
r
Z円
)

へ
と
具
体
化
さ
れ
る
。
『
有
と
時
』
の
内

で
は
世
界
は
な
お
人
間
的
現
有
の
方
か
ち
そ
の
地
平
と
し
て
考
え
る
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
世
界
は
結
局
の
と
こ
ろ
各
自
の
世
界

と
い
う
だ
け
に
留
ま
り
、
世
界
を
世
界
と
し
て
百
も
根
源
的
に
歴
史
的
世
界
と
し
て
究
明
す
る
こ
と
に
は
到
り
得
て
い
な
か
っ
た
。

と
彼
自
身
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
か
ら
直
接
に
開
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、

『
有
と
時
』
の
立
場
は
「
未
だ
狭
過
ぎ
た
」

そ
こ
か
ら
『
有
と
時
』

以
後
に
於
け
る
彼
の
思
索
の
変
転
を
通
し
て
、
時
は
待
i
空
と
し
て
の
世
界
の
方
か
ら
、

い
わ
ば
そ
の
歴
史
性
と
し
て
思
索
し
変
え
ら
れ
る
。

上
述
の
よ
う
に
理
解
し
宣
さ
れ
た
「
時
」
に
つ
い
て
「
ど
こ
ま
で
」
(
若
宮
毛
色
乙
)
と
関
わ
れ
る
。

こ
の
一
ー
ど
こ
ま
で
」
は
二
重
の
意
味
で
の
問



で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
の
意
味
は
、
時
江
「
ど
こ
ま
で
」
届
く
か
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
時
の
射
程
(
吋
イ
諸
君
丘
丹
)

も
し
く
は
到
達
範
菌

(河合目。}困者。
-Z)

が
間
わ
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
意
味
は
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
の
学
校
な
ど
で

「
今
日
は
こ
こ
ま
で
」
(
∞
。

毛
色
丹
苫
吋

rmwzZ)

と
言
っ
て
授
業
が
打
ち
切
ら
れ
る
よ
う
に
、
持
法
「
ど
乙
ま
で
」
思
索
さ
れ
た
か
、
と
い
う
意
味
で
の
問
と
し
て
理
解
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

先
ィコ

「
持
/
ど
乙
ま
で
」
は
第
一
の
意
味
に
従
っ
て
、
時
誌
ど
こ
ま
で
達
す
る
か
、
と
い
う
間
と
し
て
受
取
ろ
れ
る
。

そ
の
問
に
は
本
文
の
内

で
は
何
も
亘
接
に
は
答
え
ら
れ
て
い
な
い
。
併
し
、
時
が
ど
こ
ま
で
も
限
り
無
く
続
く
と
い
う
意
味
で
の
時
の
無
限
性
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
本
文
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
時
の
到
達
範
酉
へ
の
間
は
ど
う
な
る
の
か
。

そ
の
関
誌
無
意
味
な
間
で
あ
る
の
か
。

そ
う
で
は
あ
る

ま
い
。
「
時
/
ど
こ
ま
で
」
と
間
わ
れ
て
、

そ
れ
に
続
い
て
「
時
計
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
「
時
」
の
方
か
さ
見
れ
ば
「
時
」
は

「
時
計
」
に
ま
で
i

的
確
に
言
え
ば
、
時
計
に
依
っ
て
計
ら
れ
る
時
間
却
に
ま
で
!
到
達
し
て
い
る
と
い
う
乙
と
で
あ
り

J

、
「
時
計
」
は
「
時
」
の
到

達
範
囲
の
一
方
の
極
端
で
あ
る
こ
と
を
、
示
し
て
い
る
。

聞
が
、
「
時
」
と
い
う
「
境
域
」

(Fzrr)

そ
れ
に
対
し
て
、
他
方
の
極
端
は
。
「
有
摂
性
」
で
あ
る
ベ
有
限
性
」
と
「
時
計
」
と
の

の
到
達
範
囲

(
刃
包
の
「
毛
色

Z
)
で
あ
る
。

そ
う
い
う
到
達
範
習
が
「
ど
こ
ま
で
」
思
索
さ
れ
た
か

が
、
第
二
の
意
味
で
の
開
と
な
る
。

(
2
)
 
「
時
計
」

(
d
r『
)

は
時
を
計
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
幾
ら
か
古
風
な

i
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
家
の
玄
関
を
入
っ
た
起
に
あ
る

i
振
子

時
計
が
挙
げ
ち
れ
て
い
る
。

そ
の
振
子
時
計
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
時
計
、

そ
の
カ
チ
リ
、

カ
チ
リ
と
打
つ
振
子
の
往
復
の

ま
ま
で
/
時
計
が
止
ま
る
時
初
め
て
/
汝
は
聞
く
、
時
計
が
動
き
そ
し
て
動
い
た
し
そ
し
て
/
最
早
動
か
ぬ
こ
と
を
二
と
。

吾
々
辻
普
通
、
時
計
は
動
く
も
の
で
あ
り
、
止
ま
っ
た
時
計
は
、
今
何
時
で
あ
る
か
を
告
げ
ず
、
最
早
時
計
の
用
を
な
さ
ぬ
と
思
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
振
子
時
計
が
そ
の
振
子
の
往
復
の
動
き
の
ま
ま
で
止
ま
る
と
、
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
体

そ
れ
誌
そ
の
通
り
で
あ
る
。
然
る
に
、

如
何
な
る
事
態
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
づ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
時
計
は
絶
え
ず
往
復
運
動
し
つ
つ
も
、

そ
の
往
復
運
動
そ
れ
自
身

は
一
様
な
動
か
ぬ
も
の
で
な
け
れ
ば
、
時
を
計
る
尺
度
を
失
い
、
す
な
わ
ち
時
計
で
は
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
時
計



の
基
準
で
あ
り
大
き
な
時
計
と
も
言
う
べ
き
太
援
の
一
誌
な
運
行
を
考
え
て
み
て
も
、

そ
の
よ
う
に
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
、

そ
れ
だ
け
の
理

由
で
詰
ま
だ
「
時
計
が
・
:
動
き
の
ま
ま
で
止
ま
る
」

と
は
こ
ニ
口
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

持
故
な
ら
ば
、

「
時
計
が
・
:
動
き
の
ま
ま
で
止
ま
る
」

と
は
、
今
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
反
省
さ
れ
た
こ
と
を
一
一
一
口
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
向
か
も
っ
と
直
接
に
し
て
端
的
な
事
実
を
言
っ
て
い
る
と
感
じ

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
う
一
度
本
文
を
見
宜
す
と
、
「
:
・
時
初
め
て
・
:
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
言
い
方
は
、

五
口
々
が
普
通

に
時
計
を
動
く
も
の
と
し
て
の
み
見
て
い
る
が
、

そ
う
い
う
見
方
が
破
れ
る
「
時
初
め
て
:
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の

「
時
初
め
て
、
汝
は
毘
く
、
時
計
が
動
き
そ
し
て
動
い
た
し
そ
し
て
最
早
動
か
ぬ
こ
と
を
」
。

こ
こ
で
は
、

例
え
ば
私
は
見
る
と
か
私
は

間
く
と
は
言
わ
れ
て
お
ら
ず
、

「
汝
は
関
く
:
・
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

何
故
に
、

私
は
見
る
と
三
一
口
わ
れ
ず
に

「
汝
は
毘
く
」
と
言
わ
れ
る
の
か
。

そ
れ
は
事
実
、

振
子
時
計
の
振
子
の
往
復
の
動
き
が
見
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

「
そ
の
カ
チ
ワ
、

カ
チ
リ
と
打
つ
振
子
の
往
復
」

(
句
。
ロ
【
目
。
ア

∞
の
「
]
何
回
ぬ
)

の
音
が
琵
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

見
る
と
い
う
態
度
に
於
て
は
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
と
は
二
つ
に
分
れ
て
、

そ
の
間
に

距
離
が
生
じ
勝
ち
で
あ
る
の
に
比
べ
て
、

毘
く
と
い
う
態
度
に
於
て
は
聞
く
も
の
と
聞
か
れ
る
も
の
と
は
、

聞
く
と
い
う
こ
と
に
於
て
一
層
容
易

に
一
に
な
り
得
る
。
見
る
と
聞
く
と
の
聞
に
は
本
来
は
そ
う
い
う
区
別
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、

事
実
に
於
て
は
見
る
よ
ち
聞
く
方
が
一
一
層
容
易

に
聞
く
も
の
と
毘
か
れ
る
も
の
と
は
一
に
な
れ
ノ
得
る
。
今
の
場
合
は
、
振
子
の
往
復
の
カ
チ
リ
、

カ
チ
リ
と
い
う
音
と
一
に
な
っ
て
、

そ
の

「カ

チリノ、

カ
チ
ワ
」
が
「
聞
か
」
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
夜
更
け
に
時
計
の

「
カ
チ
リ
、

カ
チ
リ
」
と
い
う
吾
を
聞
い
て
い
る
と
、
時
計

が
動
い
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、

そ
の

「
カ
チ
ワ
、

カ
チ
ワ
」
に
於
て
時
計
誌
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
直
接
に
聞
こ
え
て
来
る
、
否
そ
の

「
カ
チ

、

1
J
 

l
 

カ
チ
ワ
」
に
於
て
時
計
が
「
動
い
て
い
る
ま
ま
で
止
ま
っ
て
い
る
」

乙
と
が
関
こ
え
て
来
る
。

そ
れ
は
「
カ
チ
リ
、

カ
チ
リ
」
と
一
に
な
っ

て
「
カ
チ
ワ
、

カ
チ
ワ
」
と
聞
く
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
れ
誌
唯
全
く
の

「
カ
チ
リ
、

カ
チ
リ
」
だ
け
で
あ
る
。

そ
の

「
カ
チ
リ
、

カ
チ
ワ
」
を
分

節
し
て
言
葉
で
言
え
足
、

「
時
計
が
動
き
そ
し
て
動
い
た
し
そ
し
て
最
早
動
か
ぬ
乙
と
を
、

汝
は
笥
く
」
と
な
る
。

併
し

ま
だ
詞
は
残
る
。

「
時
計
が
動
き
そ
し
て
動
い
た
し
」
ま
で
辻
誰
に
で
も
容
易
に
理
解
出
来
る
。

併
し
、

「
そ
し
て
最
早
動
か
ぬ
こ
と
を
」
と
い
う
こ
と
で
、

告，.ふ、



二
回

激
に
何
か
を
裁
断
す
る
よ
う
な
と
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。

ま
ま
で
止
ま
る
」
と
い
う
こ
と
に
担
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
、

動
い
た
し
て
そ
し
て
最
早
動
か
ぬ
こ
と
を
」
と
言
わ
れ
た
場
合
、

こ
の
「
そ
し
て
」
は
、
相
互
に
属
し
合
っ
て
一
つ
の
全
体
を
な
す
と
い
う
意
味
で
の

こ
れ
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
「
最
早
動
か
ぬ
」

更
に
間
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

iま
先

--，こ
時言
計わ
が れ
動 た
き「
そ、動
し、き
て、の

そ
れ
は
、

こ
の

「
:
・
そ
し
て
;
そ
し
て
:
」
は
如
何
な
る
事
態
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

「
共
属
す
る
こ
と
」

(
N
Z
2
5
5
3ぬ
o
r
c
sロ
)
を
一
不

う
か
。

し
て
い
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
初
め
の
方
の

「
そ
し
て
」
す
な
わ
ち
「
時
計
が
動
き
そ
し
て
動
い
た
し
」
の

「
そ
し
て
」
辻
、
時
計
の
動
き

の
現
在
と
過
去
と
の

「
共
属
」
す
な
わ
ち
こ
乙
で
は
時
計
の
運
動
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
裁
断
的
に
言
わ
れ
た
後
の
方
の
「
そ
し
て
」

す
な
わ
ち
「
そ
し
て
最
早
動
か
ぬ
」
の

「
そ
し
て
」
は
、
時
計
の
連
続
的
運
動
と
そ
れ
を
裁
断
す
る
静
止
と
の

「
共
属
す
る
こ
と
」
を
言
っ
て
い

る。

こ
の
よ
う
に
異
な
っ
た
仕
方
で
の

「
共
属
す
る
こ
と
」
を
一
不
す
た
め
に

「
・
:
そ
し
て
:
・
そ
し
て
:
」
と
二
度
「
そ
し
て
」
が
言
わ
れ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
花
、
今
言
わ
れ
た
句
ほ
、
時
計
の
動
く
こ
と
と
止
ま
る
こ
と
と
が
共
属
し
て
い
る
こ
と
を
、
言
い
現
わ
し
て
い
る
。

併
し
、

な
お
関
は
残
る
。

そ
れ
は
、
今
言
わ
れ
た
時
計
の
運
動
と
静
止
と
が
「
共
属
し
て
い
る
こ
と
」

(
N
g
S
5
5
3
宮

E
Zロ)
を
「
聞
く
」

(rc円
。
ロ
)
と
は
如
何
な
る
こ
と
か
、
更
に
ま
た
「
開
く
」
者
が
何
故
「
汝
」
と
言
わ
れ
る
の
か
、
と
い
う
間
で
あ
る
。
今
の
場
合
、

聞
く
と
は
、

時
計
の
運
動
と
静
止
と
の
共
罵
す
る
こ
と
の
内
へ
聞
き
入
っ
て
、

そ
の
共
属
す
る
こ
と
を
聞
く
こ
と
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
聞
く
と
い
う
こ

と
は
、
時
計
の
運
動
と
静
止
と
の
共
罵
す
る
こ
と
の
内
へ
じ
っ
と
聞
き
入
っ
て
お
り
、

共
属
す
る
こ
と
の
内
に
聴
属

(ぬ
O
F
C
克
己
)

し
て
い
る
の

で
あ
る
。

そ
の
よ
う
花
開
く
こ
と
に
於
て
時
計
の
運
動
と
静
止
と
が
共
属
す
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
仕
方
で

「
聞
く
」
者
は
、
従
っ
て
「
我
」

と
は
言
わ
れ
得
な
い
。
も
し
こ
こ
で
「
我
」
と
言
っ
た
の
で
は
、

運
動
と
静
止
と
の
共
罵
す
る
こ
と
の
内
に
笥
き
入
り
、

そ
の
こ
と
の
内
に
穂
高

し
て
い
る
の
で
は
な
く
な
り
、

そ
む
こ
と
の
外
に
「
我
」
が
立
て
ら
れ
る
と
と
も
に
、
時
計
の
運
動
と
静
止
と
の
共
罵
も
破
ら
れ
、

運
動
は
た
だ

運
動
と
し
て
、
静
止
は
た
だ
静
止
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
外
に
立
っ
た
「
我
」
に
依
っ
て
別
々
に
表
象
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
「
我
」

に
依
る
表
象
作
用
i
五
口
々
は
通
常
そ
う
い
う
表
象
作
用
を
な
し
て
い
る
が
i
を
徹
産
す
る
な
ら
ば
、
運
動
と
静
止
と
江
区
別
さ
れ
別
個
の
こ
と
と



し
て
分
立
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
分
立
さ
れ
た
運
動
は
運
動
で
な
く
な
り
、
分
立
さ
れ
た
静
止
は
静
止
で
な
く
な
る

G

何
故
な
ら
ば
、
運
動
と
静

止
と
は
相
関
関
係
の
内
で
の
み
夫
々
で
あ
り
得
る
か
与
で
あ
る
。

そ
の
相
関
関
係
は
再
方
の
共
属
に
も
と
さ
つ
い
て
い
る
。

そ
の
共
属
の
内
へ
語
き

入
り
穂
属
す
る
者
は
、

五
に
そ
の
よ
う
に
「
関
く
こ
と
」

に
於
て
、
我
を
説
し
た

(一の「一。
ω
)

者
に
な
っ
て
い
る
。

語
く
こ
と
に
於
て

u
L

。E
O
∞=

に
な
っ
た
者
は
、

共
罵
す
る
こ
と
の
内
に
出
向
き
入
り
、

共
罵
す
る
こ
と
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
「
カ
チ
リ
、

カ
チ
ワ
」
と
い
う
音
か
ら
、
呼
び
掛
け

ら
れ
た
者
と
し
て
「
汝
」
(
ロ
ロ
)

と
言
わ
れ
る
。

要
す
る
に
、

こ
こ
で
は
近
世
哲
学
に
呂
有
な
主
観
i
客
観
l
関
係
は
転
換
さ
れ
つ
つ
そ
の
関
係

そ
れ
自
身
の
も
と
に
婦
入
し
て
い
る
。
従
っ
て
又
、

そ
う
い
う
処
で
聞
く
者
が
「
汝
」
と
言
わ
れ
て
も
、

そ
れ
は
「
我
」
か

3

り
見
ち
れ
た
「
汝
」

で
も
な
く
「
我
と
汝
」
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
場
合
の

「
汝
」

で
も
な
く
、

「
我
」
が
し
の
}
ニ
oω
ェ
に
な
る
こ
と
に
於
て
「
汝
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て

叉

uw:-re司
E
U
F
・
:
=
と
大
文
字
で
書
か
れ
た

「
汝
は
聞
く
」

み
5

阜、

自
己
意
識
を
本
質
と
す
る
近
世
的
自
我
が
自
己
を
反
省
的
に
対
象
化
し
て

「
汝
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
勿
論
な
く
、

毘
く
こ
と
に
於
て
自
己
意
議
が
破
ら
れ
「
現
i

有
」
(
己
m
i
Z
E
)
と
い
う
現
の
場
に
突
き
移
さ
れ
た

人
間
の
と
と
で
あ
る
。
従
っ
て
又
、
上
述
の
こ
と
は
、
我
の
一
時
的
な
忘
我
的
な
心
理
状
態
な
ど
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
捻
出
来
な
い
の
で
あ
る
つ

(
3
)
 
次
に
「
時
計
」
と
「
時
」
と
「
有
震
性
」
と
の
聯
関
が
言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
既
に
遅
い
忌
一
下
り
、
時
計
法
/
時
に
向
う
蒼
ざ

め
た
足
跡
に
過
ぎ
ぬ
、
/
時
は
、
有
限
性
の
近
く
で
/
有
限
性
か
ち
発
l
起
す
る
」
と
。

「
既
に
遅
い
昼
下
り
」

3
0
r
oロ
吾
告
さ
回
同
，

S
)
と
は
何
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
先
ず
夕
暮
れ
に
近
い
時
で
あ
り
、

昼
が

終
ろ
う
と
す
る
時
で
あ
る
。
更
に
、
既
に
遅
い
昼
下
り
と
一
一
一
口
わ
れ
た
場
合
の

uh主
ェ

こ

「
私
の
日
日
」

(
ζ
Z
D
O
吋，
m
H
m
m
w
)

と
い
う
意
味
合
い
が

含
ま
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
私
の
日
日
は
数
え
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
言
い
方
は
、

私
の
生
涯
は
も
う
長
く
な
い
と
い
う

と
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
生
涯
の
終
り
に
近
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
、
既
に
遅
い
昼
下
り
と
は
、

最
初
に
引
用
し
た
ル
、
不
・
シ

ヤ
ー
ル
の
言
葉
「
日
の
落
ち
た
こ
の
時
刻
」
に
近
い
時
で
あ
る
。
「
日
の
落
ち
た
こ
の
時
刻
」
は
、
西
洋
の
長
い
壁
史
的
世
界
の
日
暮
れ
時
を
も
、

少
な
く
と
も
涯
史
的
世
界
の
一

つ
の
エ
ポ
ッ
ク
の
終
り
を
も
、
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

要
す
る
に
、

「
既
に
遅
い
昼
下
り
」
と
は
、

一
日

二
五



一一ムハ

に
せ
よ
、

一
生
涯
に
せ
よ
、

一
つ
の
摩
史
的
ヱ
ポ
ッ
ク
に
せ
よ
、

西
洋
の
従
来
の
全
歴
史
に
せ
よ
、

そ
れ
ち
の
終
末
(
河
口
含
)

に
近
い
時
を
意

味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
柊
末
に
近
い
時
に
到
っ
て
初
め
て
、

そ
れ
ま
で
は
覆
い
蔵
さ
れ
て
い
た
「
時
計
」
と
「
時
」
と
そ
の
関
係

と
が
立
ち
現
わ
れ
て
来
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
時
」
と
は
「
時
l
空
」
と
し
て
の
世
界
の
構
成
分
と
な
っ
て
い
る
「
時
」
で

あ
る
が
、

そ
れ
は
一
一
層
具
体
的
に
い
え
ば
、
西
洋
の
歴
史
的
世
界
の
諸
々
の
エ
ポ
ッ
ク
の
継
起
と
し
て
の

そ
れ
に
独
自
な
既
有
と
将
来
と
現
在
と
の
統
一
と
し
て
時
熟
す
る
。

「
時
」
で
あ
る
。

そ
う
い
う
歴
史
性
と

し
て
の
「
時
」
は
、

歴
史
性
と
し
て
の

「
時
」
か
ち
見
れ
ば
、
「
時
計
」
に

依
っ
て
計
ら
れ
る
「
時
間
」
は
、
諸
々
の
エ
ポ
ッ
ク
の
継
起
と
し
て
の
壁
史
的
時
の
独
自
性
を
捨
象
し
平
板
化
し
た
「
時
間
」
で
あ
る
。

そ
れ
は

「
蒼
ざ
め
た
」
生
気
を
失
っ
た
「
時
間
」
で
あ
る
。
従
っ
て
、

て
行
く
「
時
計
」
の
歩
み
は
、

そ
の
よ
う
に
平
板
化
さ
れ
一
様
化
さ
れ
た
「
時
間
」
を
計
る
と
い
う
仕
方
で
動
い

エ
ポ
ッ
ク
的
産
史
性
と
い
う
「
持
」
の
時
熟
す
る
こ
と
の
抽
象
化
、
一
様
化
と
し
て
「
蒼
ざ
め
た
足
跡
」
に
過
ぎ

そ
れ
が
「
時
に
向
う
足
跡
」

(ω
官三

N
2
N色
丹
)
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
は
、

な
い
。
「
時
計
」
の
歩
み
は
、
時
熟
の
「
足
跡
」
で
あ
る
。
併
し
、

何
故
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の

u
u
N
C吋

は
「
向
っ
て
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
し
て
、
「
対
し
て
」
を
意
味
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
そ
う
解
し
得

る
な
ち
ば
、
上
述
の
解
釈
で
既
に
事
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
自
身
が
援
を
通
し
た
と
考
え
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
訳
で
は
、

こ
の

u
-
N
5
3

は

ミ
2mz
と
訳
さ
れ
て
い
る
以
上
、

「
向
っ
て
」
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
時
計
」

の
歩
み
は
、

ヱ
ポ
ッ
ク
的
竪
史
性
と
い
う

「
時
」
の
時
熟
か
ら
そ
の
抽
象
化
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
時
熟
す
る
こ
と
の
通
り
過
ぎ
た
「
足
跡
」
と
し
て
出
て
来
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
「
蒼
ざ

め
た
足
跡
」
が
一
再
び
「
時
」
に
向
う
と
い
う
の
ほ
、
如
何
な
る
事
態
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
「
時
計
」
の
歩
み
が
、

そ
れ
が

そ
こ
か
ら
出
て
来
た
エ
ポ
ッ
ク
的
に
歴
史
的
な
「
時
」
の
時
熟
を
追
跡
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
「
時
間
」
を
以
っ
て
、

エ
ポ

ッ
ク
的
に
歴
史
的
な
「
時
」
の
時
熟
を
捕
捉
し
把
握
せ
ん
と
し
て
、
「
時
」
に
向
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

簡
単
に
言
え
ば
、

時
計
で
以
っ
て
「
時
」

を
計
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
身
が
、

エ
ポ
ッ
ク
的
に
摩
史
的
な
「
時
」

を
捕
え
て
支
配
下
に
置
か
ん
と
し
て
、
「
時
」

の
時
熟
を
追
跡
す
る
と
い

う
仕
方
で
「
時
に
向
っ
て
」
行
く
ζ

と
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
足
跡
」
を
以
っ
て
、

そ
の
「
足
跡
」
を
残
し
て
行
っ
た
も
の
を
捕
え
よ
う
と
す
る
不



可
能
な
空
し
い
企
て
で
あ
る
。
併
し
、

エ
ポ
ッ
ク
的
に
歴
史
的
な
時
の
時
熟
に
無
感
覚
な
科
学
者
や
哲
学
は
何
時
で
も
そ
う
い
う
と
と
を
企
て
て

、
る
。最

後
の
二
行
は
、

「
時
」
と
「
有
限
性
」
と
の
聯
関
に
つ
い
て
、

「
時
は
膏
限
性
の
近
く
で
、
有
限
性
か
ら
発

i
起
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
肝

腎
な
こ
と
は
、

こ
の

「
有
限
性
」

az--。r
g
p
)
を
如
何
に
理
解
す
る
か
で
あ
る
。

こ
の
有
限
性
を
『
有
と
時
』
に
於
け
る
よ
う
に
、

人
間
的

現
有
の
有
限
性
と
解
釈
す
れ
ば
、

解
り
易
い
が
、

そ
れ
で
は
先
述
の
近
世
的
主
観
と
し
て
の
我
の
立
場
の
離
脱
と
い
う
こ
と
と
は
相
容
れ
な
く
な

る
。
『
有
と
時
』

の
内
で
は
「
現
有
」
(
己
主
主
ロ
)
と
い
う
こ
と
は
「
有
の
意
味
へ
の
関
」
と
の
聯
関
の
内
に
於
て
で
あ
る
が
、

人
間
と
等
置
さ
れ

て
い
た
。
併
し
、

そ
れ
以
後
「
現
有
」
は
「
現
i
有
」
(
己
白

i
Z
Z
)
と
し
て
、

人
間
と
の
亘
接
的
等
宣
か
ら
引
離
さ
れ
、

人
出
よ
り
も
根
源
的
な

乙
と
と
さ
れ
、

人
間
は
説
我
的
に

「
現
」
と
い
う
場
に
立
ち
出
で
る
こ
と

(己
m
w
l
o
F
m
g
z
ω
の

}M405)
に
依
っ
て
真
に
人
間
に
な
る
と
、

思
索
し

変
え
ら
れ
る
。

そ
う
い
う
「
現
i
有
」
は
、

つ
現
の
有
」

(
m
o
Z
L
2
U
h
w
)

と
「
有
の
現
」

(
U
m

円
目
。

ω

ω巳
ロ
ω
)

と
の

「
転
回
」
し
つ
つ
旋
回
す

る
震
動
の
場
で
あ
る
。

こ
の

「
有
の
現
」

は
更
に
「
有
の
真
性
」

(者岱

r
L
S
含
ω

ω巳
ロ
ω
)

と
か

「
有
八
を
有
と
し
て
守
る
と
こ
ろ
〉
の
守

り

(
宅
与
E
E
号
m
m
r
E
ω
)
と
か

「
有
〈
を
覆
蔵
さ
れ
た
こ
と
と
し
て
開
く
と
こ
ろ
〉
の
空
地
」

(
円
、
目
。

r
p
Hロ
ぬ

円
凶
ぬ

ω

ω
2
3
m
w
)
)
 

と
し
て
忌

索
さ
れ
て
行
く
。

こ
れ
ら
は
、

以
前
に

「
有
の
意
味
」
と
言
わ
れ
て
い
た
乙
と
の
深
化
さ
れ
た
諸
形
態
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
、

こ
こ
で
は
述
べ
る

必
要
は
な
い
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
人
A
L
4
F
R
・
と
解
さ
れ
、

W
Aゐ
4mwhha

の
場
所
的
性
格
が
「
開
け
、

も
し
く
は
空
地
」

(
戸
仙
の

r
p
Hロ
民
)

と
言
わ

れ、

.
A
h
4
p
h
R
が
生
起
す
る
こ
と
が
、
真
性
の
生
起
と
い
う
意
味
で
「
性
起
」
(
開

5
百
三
ω
)

と
言
わ
れ
る
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
有
限
性
」

と
は
、

人
間
の
有
限
性
で
は
な
く
し
て
、

「
性
起
の
有
限
性
」
で
あ
る
。

(
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
壬
一
?
っ

uUFO-ぬ三
a
z

を
性
起
と
訳
す
の
誌
仮

り
の
こ
と
で
あ
り
、

新
造
語
を
出
来
る
限
り
避
け
た
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
故

u
h
z
広
三

ω=
と
『
華
厳
経
』
や
『
華
厳
探
玄
記
』
に
言
わ
れ
て

い
る
「
性
起
」
と
が
意
味
に
於
て
完
全
に
合
致
す
る
と
主
張
す
る
の
で
誌
な
い
。

併
し
、

「
性
起
」

が
真
如
法
性
よ
り
起
こ
る
と
か
真
如
法
性
の

起
動
と
か
を
意
味
す
る
点
に
於
て

uh『

o
fロ
2
3
と、

幾
つ
か
の
相
違
を
留
保
す
れ
ば
体
、
深
く
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
)

二
七



二
八

そ
れ
で
は
「
性
起
の
脊
摂
性
」
と
は
如
何
な
る
事
態
を
言
っ
て
い
る
の
か
。
「
性
起
」

(
F
Z
m
E
m
)
と
い
う
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
後
期
の
思
索
の

こ
こ
で
は
簡
単
に
言
及
す
る
に
留
め
る
。
性
起
と
辻
、
有
の
真
性
が
起

最
も
根
本
的
な
事
柄
に
つ
い
て
は
、
別
に
論
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

と
る
こ
と
で
あ
る
。
有
の
真
性
が
性
起
と
し
て
起
こ
る
な
ら
ば
、

一
切
の
有
る
も
の
は
真
に
有
る
も
の
に
な
る
。
す
な
わ
ち
人
間
も
物
も
言
葉
も

世
界
も
神
も
皆
各
々
の
「
自
性
」

(
S
E
E鈎
g
g
)
の
内
に
鷲
ラ
り
さ
れ
、

各
々
の

「
自
性
」
の
内
に
保
持
さ
れ
る
と
同
時
に
、

一
々
の
も
の
が

そ
の
他
の
一
切
の
も
の
と
聯
関
す
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、

人
間
が
人
間
に
な
り
、
物
が
物
に
な
り
、
世
界
が
世
界
し
、
神
が
神
に
な
る
と
い
う
こ

と
が
、
性
起
で
あ
る
。
併
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
思
索
を
最
初
か
ら
最
後
ま
で
一
貫
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

が
つ
ね
に
「
非
真
性
」
(
己
ロ
毛
与
与
巳
丹
)

「
真
性
」
(
者
ち
F
o
X
)

と
密
接
し
て
い
て
、
再
方
が
切
離
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

従
っ
て
、
「
性
起
」
も
つ
ね
に

「
非
性
起
」
(
開
D
Z
5
E
a
)
と
密
接
し
て
い
る
。

こ
の
後
の
方
の
側
面
に
於
て
は
、

人
間
も
人
聞
に
な
ら
ず
非
人
由
化
し
、
物
も
物
に
な
ら
ず
資

源
と
化
し
、

言
葉
も
言
葉
に
な
ら
ず
イ
ン
フ
ォ
メ
イ
シ
ョ
ン
の
伝
達
の
器
具
と
な
り
、

世
界
も
世
界
せ
ず
し
て
非
世
界
と
な
り
、

神
も
神
に
な

る
ず
非
神
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
起
乙
る
。

そ
れ
は
、
別
の
言
葉
で
い
え
ば
人
と
ミ
R
a
w
-

が

3
A
4
r
=

か
ら
切
離
さ
れ
得
な
い
仕
方
で
の
み

入
品
左
手
ミ

で
あ
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

そ
れ
故
、

性
起
は
非
性
起
と
密
接
し
つ
つ
、

非
性
起
か
る
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

「
性
起
の
有
限
性
」
で
あ
る
。

「
時
」

(
N
己
円
)
は
世
界
の
エ
ポ
ッ
ク
的
に
歴
史
的
な
時
と
し
て
時
熟
す
る
。

こ
の
よ
う
な
時
が
時
熟
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
性
起
」
か
ら
性
起

せ
し
め
ら
れ
る

(20日
開
口

Z
話
。
『
(
目
。
ロ
)

こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
性
起
の
有
限
性
そ
れ
自
身
で
は
な
い
が
、

性
起
の
有
限
性
か
ら
そ
の
一
局
面
と

し
て
起
発
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
事
態
が
、
本
文
の
中
で
は
「
時
は
有
限
性
の
近
く
で
、
有
限
性
か
ら
発
1

起
す
る
」
と
言
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
乙
で
「
時
が
有
限
性
か
ち
発
l
起
す
る
」
と
言
わ
れ
た
場
合
の
「
発
i

起
す
る
」

(gナ
己

5
3
カ三

初
め
に
「
時
計
が
:
・
動

き
の
ま
ま
で
止
ま
る
」
と
言
わ
れ
た
場
合
の

「
止
ま
る
」

(aZE)
と
厳
密
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
、

一
口
う
ま
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、

エ
ポ

ッ
ク
的
に
歴
史
的
な
時
が
時
熟
し
「
発
i

起
す
る
」
な
ら
ば
、

そ
の
時
、
時
計
は
「
動
き
の
ま
ま
で
止
ま
ち
」
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
ま
さ
し



く
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
意
味
で
の

「
瞬
間
」
で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、

こ
こ
で
は
、

エ
ポ
ッ
ク
的
に
歴
史
的
な
「
時
」
が
一
方
に
於
て
は
「
時
計
」

l
そ
れ
は
技
荷
の
本
質
を
暗
示
し
て
い
る

i

と
の
鋭
い
区
別
と
聯
関
と
の
内
で
、
他
方
に
於
て
は
そ
う
い
う
時
の
根
源
で
あ
る
性
起
の
「
有
摂
性
」
と
の
聯
関
の
内
で
思
索
さ
れ
て
お
り
、

そ

の
南
方
の
中
間
境
域
(
N
三
吉
}
戸

g
z
z
r
r
)
と
し
て
の
「
時
」
の
到
達
範
囲
(
問
主
与
宅
己
件
。
)
が
「
ど
こ
ま
で
」
思
索
さ
れ
た
か
と
い
う
間
が
、

官
頭
の
「
ど
こ
ま
で
」
(
者
芯
毛
色
己
)

に
対
応
し
て
い
る
と
、

思
わ
れ
る
。
併
し
、

「
時
。
ど
こ
ま
で
」
は
依
然
と
し
て
謎
に
詰
ち
た
間
に
留
ま

っ
て
い
る
。

道

諸
々
の
道

思
索
の
諸
々
の
道
、
行
く
道
そ
れ
自
身
、

消
え
失
せ
る
道
、
何
時
再
び
転
回
し
つ
つ

何
ピ
向
っ
て
諸
々
の
展
望
を
賓
ら
す
の
か
。

諸
々
の
道
、
行
く
道
そ
れ
自
身
、

以
前
に
法
関
か
れ
、
突
如
と
し
て
閉
ぢ
ろ
れ
た
道
、

そ
れ
か
ら
後
は
。
更
に
早
初
の
も
の

ー
決
し
て
到
達
さ
れ
ぬ
も
の
、
断
念
へ
と
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
ー
を
示
し
つ
つ
、

二
九



O 

信
頼
さ
れ
得
る
世
運
の
鳴
り
初
め
に
も
と
づ
い
て
歩
み
を
緩
や
か
に
し
つ
つ
。

そ
し
て
叉
し
で
も

窮2待
蕗らち
v'lつ
イコ ーコ
つあ
ある
る光
開の
の内
因に
窮

『
思
い
』

の
第
二
は
「
道
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
道
は
、
次
の
四
つ
に
分
節
さ
れ
て
い
る
。

(
1
)
「
諸
々
の
道
・
:
何
時

再
び
転
回
し
つ
つ
何
に
向
っ
て
諸
々
の
展
望
を
驚
ら
す
の
か
」
。

(
2
)
「
諸
々
の
道
:
・
突
如
と
し
て
関
ぢ
ら
れ
た
道
、

そ
れ
か
ら
後
は
。
」
。

(
3
)
 

「
更
に
早
初
の
も
の
:
・
歩
み
を
緩
や
か
に
し
つ
つ
」
。

(
4
)
「
そ
し
て
又
し
で
も
:
・
閤
の
困
窮
」
。
「
そ
れ
か
ら
後
は
」

(ω
℃
苦

2
)
の
一
語
が
前
二
節

と
後
二
節
と
を
接
合
し
て
い
る
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
道
」
は
「
思
索
の
諸
々
の
道
」
(
委
主
。
仏

2
む
き
}
5
2
3
)

で
あ
る
。

そ
の
道
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
思
索
の
辿
っ
た

道
を
示
し
て
い
る
。
併
し
、

そ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
思
索
だ
け
が
辿
っ
た
道
で
あ
り
、

い
わ
ば
忍
道
で
あ
ろ
う
か
。
表
面
に
現
わ
れ
た
と
こ
ろ

だ
け
を
見
れ
ば
、

そ
の
よ
う
に
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
彼
以
外
に
こ
の
よ
う
な
道
を
辿
っ
た
思
索
者
は
見
当
ち
な
い
。
併
し
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
こ

の
よ
う
な
思
索
の
道
を
行
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、

い
。
そ
の
こ
と
は
、
ギ
ワ
シ
ア
以
来
の
西
洋
の
形
而
上
学
的
思
惟
の
根
底
を
究
明
し
、

そ
の
こ
と
は
彼
自
身
に

i
況
ん
や
彼
の
窓
意
に
|
由
来
し
て
い
る
こ
と
で
は
な

「
別
の
元
初
」
を
思

そ
の
こ
と
を
通
し
て
人
間
の
歴
史
の

索
し
つ
つ
準
構
す
る
と
い
う
こ
と
に
、
由
来
し
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、

現
代
と
い
う
時
代
が
、

形
而
上
学
的
思
堆
に
依
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
た
従

来
の
歴
史
か
ら
そ
れ
と
は
「
別
の
歴
史
」
に
移
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
未
曽
有
の
過
渡

(
C
Z認
さ
ぬ
)

む
内
に
あ
る
、

一「

移と
1丁 L、
すう
る洞
思察
索aが
L-~根

本
に
存
し
て
い
る
。

そ
う
い
う
過
渡
期
の
内
に
あ
っ
て
、

そ
の
過
渡
を
内
か
ら
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
患
索
は
そ
れ
自
身

(込

2
5
2窓
口
包
古

g
u
s
Z
2
)
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
以
下
に
試
み
ら
れ
る
解
釈
は
、

と
の
よ
う
な
事
態
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
同
な
ら
な
い



で
あ
ろ
う
。

(
I
)
 

「
諸
々
の
道
/
思
索
の
諸
々
の
道
、

行
く
道
そ
れ
自
身
/
消
え
失
せ
る
道
、
何
時
再
び
転
回
し
つ
つ
/
何
に
向
っ
て
諸
々
の
展
望
を
鷲

与
す
の
か
」
。

道
は
普
通
に
は
何
処
か
か
ら
出
発
し
て
何
処
か
へ
到
る
道
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
出
発
点
と
到
達
点
と
が
あ
る
。

そ
う
い
う
再
点
の
中
間
と
し
て

遣
は
確
定
さ
れ
た
動
か
な
い
道
で
あ
り
、
動
い
て
行
く
の
は
、

そ
の
道
を
行
く
人
で
あ
る
と
、

普
通
に
は
考
え
事
り
れ
て
い
る
。
併
し
、

そ
れ
は
、

挑
め
ら
れ
た
道
で
あ
る
。

併
し
、

こ
こ
で
は
「
諸
々
の
道
」
(
君
主
。
)
と
言
わ
れ
て
い
る
。
産
史
の
未
曽
有
の
過
渡
の
内
に
あ
っ
て
は
、

一
つ
の
道
と
い
う
こ
と
は
不
可

能
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
道
が
試
み
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

思
索
す
る
こ
と
や
詩
作
す
る
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
道
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
れ
で
次

に
「
諸
々
の
道
」
は
「
思
索
の
諸
々
の
道
」
と
し
て
隈
定
さ
れ
る
c

そ
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
て
も
思
索
の
道
は
「
思
索
の
諸
々
の
道
」
で
し
か
あ

り
得
な
い
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
は
、
自
分
の
行
く
思
索
の
道
を
患
索
の
唯
一
の
道
と
は
決
し
て
患
っ
て
は
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
彼
自
身
の
思
索
の

道
も
決
し
て
一
本
道
で
は
な
く
「
思
索
の
諸
々
の
道
」
と
な
る
c

彼
に
と
っ
て
思
索
と
は
、

思
索
を
呼
び
要
め
る
事
柄
に
ど
こ
ま
で
も
呼
応
し
つ

ーコ

「
思
索
し

i
行
く
こ
と
」
(
の
。

E
2
r
g
iの
き
民
)

で
あ
る
。

思
索
し

l
行
く
と
い
う
動
き

(∞0
1
者
⑦
鈎
?
?
?
?
?
己
ロ
ぬ
)

に
於
て
「
思
索
の
諸
々
の
道
」

(君。
mo
仏

2
己
O
H
M
-
Z
H
H
m
)

が
開
け
て
来
る
の
で
あ
る
。
道
に
つ
い
て
の
省
察
は
、

思
索
し
i

行
く
こ
と
の
現
場
で
そ
の
こ
と
自
身
を
そ
の
こ
と

自
身
か
ら
言
い
現
わ
そ
う
と
す
る
。

そ
の
た
め
に
、

こ
こ
で
ほ
す
べ
て
、
動
き
を
現
わ
す
現
在
分
詞
で
書
か
れ
て
い
る
。

思
索
し

i
行
く
こ
と
の

現
場
で
そ
の
こ
と
自
身
を
そ
の
こ
と
自
身
か
ら
言
い
現
わ
そ
う
と
す
れ
ば
ー
す
な
わ
ち
、

そ
の
こ
と
を
そ
の
こ
と
の
外
部
か
ら
眺
め
る
の
で
な
い

な
ら
一
試
!
、

そ
の
場
合
に
は
主
語
乃
至
主
掠
は
最
早
思
索
と
か
思
索
者
で
は
な
く
な
っ
て

l
近
世
一
的
意
味
で
の
主
観
的
事
も
し
く
は
主
体
的
思
惟
は

脱
落
し
て

i
「
思
索
の
諸
々
の
道
」
が
主
語
と
も
言
え
ぬ
主
語
と
な
り
、

そ
れ
が
「
行
く
道
そ
れ
自
身
」
と
な
る
。

こ
こ
で
は
主
観
的
思
索
と
客

観
的
道
と
の
沢
一
別
は
な
く
な
り
、

「
思
索
の
諸
々
の
道
、

行
く
道
そ
れ
自
身
」
が
現
わ
れ
て
来
る
。

併
し
、

そ
れ
が
「
泊
え
失
せ
る
道
」
と
な
る



の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
「
行
く
道
そ
れ
自
身
」
が
突
如
と
し
て
途
絶
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ほ
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
自
身
の
思
索
の
道
に
つ
い
て
言
え
ば
『
有

と
時
』

に
於
け
る
彼
の
な
お
形
而
上
学
的
で
あ
っ
た
思
索
の
道
が
、

時
の
地
平
の
内
で
脊
そ
れ
自
身
と
有
の
さ
ま
ざ
ま
な
有
り
方
と
を
明
ら
か
に

す
る
と
い
う
課
題
を
負
っ
た
「
時
と
有
」
と
題
さ
れ
た
決
定
的
な
笛
処
で
途
絶
し
た
こ
と
を
、

一
口
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
、

そ
の
途
絶
は
単

に
否
定
的
な
こ
と
で
は
な
い
。

有
(
る
乙
と
)

そ
れ
自
身
が
形
而
上
学
的
思
推
に
と
っ
て
拒
絶
(
〈
三
者
巴

moEHM民
)

と
し
て
現
成
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
、
行
く
道
そ
れ
自
身
が
諮
え
失
せ
途
絶
し
た
当
初
地
で
は
、

す
な
わ
ち
、
有
(
る
こ
と
)
そ
れ
自
身
つ
ま
り
真
有

3
3三
が
拒
絶
と
し

て
そ
れ
自
身
を
現
わ
し
た
現
場
で
は
、
次
の
間
が
立
ち
現
は
れ
て
来
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

す
な
わ
ち
「
荷
時
再
び
転
回
し
つ
つ
、
何
に
向
っ
て
諸

々
の
展
望
を
賓
ら
す
の
か
」
(
者

g
ロ
主
主

2
z
r
g
z
u
〉

Er--。
z
r片
山
口
相
官
ロ
門
戸
君
。

E
C『吋)。

こ
の
言
葉
に
も
主
語
が
な
い
、

と
い
う
こ
と

は
主
語
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
乙
こ
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
併
し
、

こ
の
異
常
な
疑
問
文
が
「
思
索
の
諸
々
の
道
、
行
く
道
そ

れ
自
身
、

消
え
失
せ
る
道
」

の
自
己
表
現
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

道
が
治
え
失
せ
た
処
、

真
有
が
拒
絶
と
し
現
わ
れ
た
処
で
は
「
転

回
」
が
起
ち
ね
ば
な
ら
な
い
。
吾
々
に
身
近
か
な
言
葉
で
言
え
ば
、
窮
す
れ
ば
通
じ
、

通
ず
れ
ば
変
ず
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。

窮
す
れ
ば
通
ず
と
い
う
こ
と
に
は
、
窮
が
通
に
転
じ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
こ
こ
で
は
「
転
呂
」

(}srgロ
チ
円
2
0
問
。

ro)

と
い
う
こ
と
が
眼
目
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
如
何
な
る
乙
と
で
あ
ろ
う
か
。

先
に
「
性
起
」

(Fo広
三
ω
)

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
た
。

性
起
は
或
る
転
回
に
於
て
起
こ
る
。

す
な
わ
ち
転
田
は
「
性
起
の
内
な
る
転
呂
」

(
込
目
。
欠
。

7
5
F
5
H
W
Z広
三
お
)

で
あ
り
、

性
起
の

「
最
も
内
奥
の
出
来
事
」

(

門

戸

空

山

由

H
5
0
2
z
o
o
mの
roroロ
)

に
し
て
そ
の
「
最
も
広
い
範
酉
」

(
仏
mw
門
委

zzzo
〉

c
m
S
E
ω
)
で
あ
る
と
、

一
口
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
「
転
回
」
と
は
、

一
体
如
何
な
る
出
来
事
で
あ
ろ
う
か
。

性
起
に
先
立
っ
て
、

一
々
の
も
の
が
各
々
の
自
性
か
ら
引
離
さ
れ
る
と
同
時
に
世
界
も
世
界
に
な
ら
ず
拒
絶
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
起
つ

て
い
る
。

そ
れ
は
、
現
代
の
形
而
上
学
と
し
て
の
技
術
の
本
質
に
放
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
現
代
の
世
界
と
い
う
よ
り
は
「
非
世
界
」
(
匂
ロ
君
。
一
件
)



で
あ
る
。

そ
こ
で
は
一
切
の
事
物
が
各
々
の
自
性

(
Z
Z
白
血
窓
口
ぬ
と
か
ち
「
離
反
」
(
〉

σzr)
し
て
い
る
。
併
し
、
自
性
か
ら
の
離
反
が
起

っ
た
以
上
、

そ
の
こ
と
の
内
に
は
、

一
切
の
事
物
が
各
々
の
自
性
の
内
へ

乙
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
転
自
」
(
去
。
欠
。

ro)
で
あ
る
。
併
し
、

「
再
び
転
回
す
る
」

(さ目。

ι
2
r
o
r
gロ
門

円

)

と
い
う
可
能
性
が
蔵
さ
れ

て
い
る
。

そ
の
再
転
回
が
、

そ
の

「
転
回
」
が
起
こ
る
た
め
に
は
、
従
来
の

形
而
上
学
的
日
技
術
的
思
椎
が
別
の
思
索
へ
変
貌
す
る
こ
と
が
、

必
要
と
さ
れ
る
。

そ
れ
故
こ
こ
で
は
、

思
索
の
道
と
の
関
聯
の
内
で
「
転
回
」

が
一
一
ニ
ロ
わ
れ
て
い
る
。

併
し
、
転
自
立
「
性
起
の
内
の
転
呂
」
と
し
て
、
第
一
義
的
に
は
思
索
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
乙
と
で
は
な
く
、
性
起
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
併
し
、

誤
解
さ
れ
勝
ち
な
こ
と
で
あ
る
が
、
性
起
と
い
う
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
自
動
的
に
転
回
す
る
と
い
う
の

で
は
な
い
。
転
自
に
於
て
性
起
が
性
起
す
る
た
め
に
は
、

人
間
が
必
要
と
さ
れ
人
間
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
性
起
の
た
め
に
、
す
な
わ
ち
真

有
の
真
性
が
起
こ
る
た
め
に
、

人
間
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
依
っ
て
、
人
間
も
そ
れ
呂
身
の
自
性
の
内
へ
帰
っ
て
真
の
人
間
に
な
る
と
、

考
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
併
し
、

乙

の

「
性
起
の
内
な
る
転
呂
」
は
、
人
間
だ
け
で
遂
行
さ
れ
得
る
こ
と
で
誌
勿
論
な
く
、

「
最
後
の
神
の
立
ち
寄
り
ν
(〈
o
手
巳
ぬ
き
ぬ

2
-
2
0
2
0
0
2
2
)
と
が
必
要
と
さ
れ
る
と
、

歴
史
的
世
界
の
エ
ポ
ッ

ク
的
な
時
の
成
熟
と
そ
の
世
界
の
内
へ
の

ハ
イ
デ

ッ
ガ

i
は
考
え
て
い
る
。

ノ、

イ
ア
ツ

ガ

の

つ
一寸

最
後
の
神
の
11-
ち
寄
ち

と
「い
中う
聞こ
境と
域藷に
Lー)

てコ

とい
して
て法
位本
置稿
づで
けは
ら関
れ説
てさ
いれ
るな
とい

う 7こ
こ t!.
とこ
でこ

で
言
い
得
る
こ
と
は
、
有
の
真
性
と
か
性
起
と
か
い
う
こ
と
が
、
神
と
人
間
と
の

あ
る
。
要
す
る
に
、

「
性
起
の
内
な
る
転
回
」
は
人
間
に
思
索
の
道
の
変
転
を
要
求
す
る
。

そ
れ
が
こ
こ
で
は
、

「
何
時
再
び
転
呂
し
つ
つ
、
何
げ
ル

向
っ
て
諸
々
の
展
望
を
賓
ら
す
の
か
」
と
間
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
2
)
 

「
諸
々
の
道
、
行
く
道
そ
れ
自
身
/
以
前
に
は
関
か
れ
、
突
如
と
し
て
閉
じ
ら
れ
た
道
/
そ
れ
か
ら
後
誌
。
」
。

乙
の
笛
所
立
(
1
)
に
引
用
さ
れ
た
こ
と
を
操
返
し
乙
抜
っ
て
強
調
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
、

解
さ
れ
る
。
道
に
つ
い
て
一
一
=
口
わ
れ
て
い
る
こ
と

の
事
態
は

(
1
)
に
解
釈
さ
れ
た
こ
と
と
同
じ
事
態
で
あ
る
。
要
点
は
「
そ
れ
か
ら
後
は
」
(
名
苦

2
)
と
い
う
一
一
語
に
あ
る
。

乙
の
一
宝
間
の
前
一
に
こ
=
口



四

わ
れ
て
い
る
こ
と
は
「
有
の
意
味
」
を
「
時
」
と
し
て
解
し

u
h
o
B℃
C
E
E曽
=

と
し
て
の

「
時
」
す
な
わ
ち
超
越
論
的
地
平
と
し
て
の

「
時
」

の
内
で
「
有
の
意
味
と
有
の
諸
様
態
」
と
を
究
明
せ
ん
と
全
て
て
い
た
『
有
と
時
』

の
頃
の
思
索
の
道
が
「
以
前
に
は
開
か
れ
」
て
い
た
が
、

そ

れ
が
「
突
如
と
し
て
閉
じ
ち
れ
た
道
」

に
な
っ
た
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
唱
団
、

2
5
3
5ロ
宗
門
ェ
が
「
歴
史
性
」

(
0
2
。ZOE--orr巳
ご
と

し
て
現
わ
れ
て
来
る
こ
と
に
依
っ
て

u
h。
言
℃

CE--E円

(
∞
包
ロ
句
者
ZM山
内
山
口

m

出。7
9一
号
)

が
不
可
詑
に
な
る
と
と
も
に
、

の
地
平
の
内
で
「
有
の
意
味
と
存
の
諸
様
態
」
を
究
明
せ
ん
と
し
て
い
た
「
有
の
学
」

「
有
の
学
」
が
「
有
の
歴
史
」
(
∞
巳

Hgぬ
2
0
r宮
Z
O
)
へ
変
転
し
た
こ
と
を
、

一
口
っ
て
い

る。

そ
の
時
点
以
来
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
思
索
ほ
学
的
性
格
を
断
念
し
た
の
で
あ
る
。
併
し
、

そ
れ
は
、
学
以
下
の
思
索
に
低
下
し
た
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、

「
別
の
思
索
」

の
道
を
切
り
開
い
て
行
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
如
何
な
る
道
で
あ
ろ
う
か
。

そ

の
こ
と
が
「
そ
れ
か
ら
後
は
」
と
し
て
次
に
書
か
れ
て
い
る
。

(
3
)
そ
れ
か
ら
後
は
「
更
に
早
初
の
も
の

i
決
し
て
到
達
さ
れ
ぬ
も
の
、
断
念
へ
と
定
め
ち
れ
て
い
る
も
の
ー
を
一
不
し
つ
つ
/
信
頼
さ
れ
得
る

世
運
の
鳴
り
初
め
に
も
と
づ
い
て
/
歩
み
を
援
や
か
に
し
つ
つ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

乙
乙
で
言
わ
れ
て
い
る
「
更
に
早
初
の
も
の
」
(
苛

zgga)
と
辻
、

通
常
西
洋
の
形
而
上
学
の
元
初
と
考
え
ち
れ
て
い
る
も
の
よ
り
更
に
早

初
の
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

歴
史
的
に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
、

プ
ラ
ト
ン
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
よ
り
更
に
以
前
の
も
の
で
あ
る

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
と
へ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
と
に
依
っ
て
思
惟
さ
れ
た
こ
と
を
言
っ
て
お
り
、
事
柄
の
上
か
ら
は
に
弘
主
ぎ
ミ
ェ
を
指
示
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
形
而
上
学
的
思
惟
の
道
が
「
関
じ
ら
れ
た
道
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
以
後
」
に
は
、

ノレ

ネ

、ノ

ヤ

ノレ

に
宛
て
7こ

旬
の
中
で
は
--， 
ノ、、

ノレ

メ

ア

ス
の
早
初
の
田

想a形
L-~百

三上
ぬ ととシ
炉寸 -:r 

刊の
戸( フ乙

当初
。ょ
ぞB グ1
己ー J 

Z白】一-，

5ト更
。 i乙

早
初
の
も
の

が
間

門戸⑦
mw

巧
言
言
。
三
門
戸
。
mw

わ
れ
て
来
る
。

E
M
V
O
ロ
ω
$
0
5
2
2巳
σ
円
宮
市
民
自
合
同
日
仏
σ)

と
言
わ
れ
て
い
る
。

乙
の

「
更
に
草
初
の
も
の
」

す
な
わ
ち

3.A左
手

ミ

が

「
決
し
て
到
達
さ
れ

ぬ
も
の
」

(
Z芯
何
ユ

mzmZω)
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、

そ
れ
が
人
間
の
思
索
に
依
っ
て
は
決
し
て
獲
得
さ
れ
た
所
有
物
に
な
ら
ぬ
も
の
と
い
う

と
と
で
あ
る
。

そ
れ
辻
、

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
人
と
ミ
R
R
R
w
w

が
後
世
に
於
け
る
が
如
き
「
命
題
の
真
」

で
も
「
事
物
の
真
」
で
も
な
く
、

更



に
「
イ
デ
ア
」

で
も
そ
の
内
で
イ
デ
ア
が
見
ら
れ
る
「
光
」
で
も
な
く
、

そ
れ
ら
の
派
生
的
な
有
り
方
に
於
け
る
「
真
」
が
そ
こ
に
於
て
初
め
て

夫
々
の

「
真
」
で
あ
り
得
る
処
の

「
開
け
」
(
亡
の
ぎ
口
口
問
)

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

然
も
「
開
け
」
は
「
そ
れ
自
身
を
覆
蔵
す
る
乙
と
の
開
け
」

け
に
し
て
覆
蔵
と
し
て
の

3
4
1
主
も
駒
内
円
九
は
、

で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
「
開
け
に
し
て
覆
蔵
」

そ
の
内
で
吾
々
の
思
索
が
問
う
こ
と
と
し
て
動
い
て
い
る
現
の
場
で
あ
る
が
故
に
、
3
4
1
主

ERW

(F-ortH2m 
ロ
ロ
門
戸
〈

2
Z昌
広
口
ぬ
)

で
あ
る
。

関

(
F
r
r円
己
ロ
鈎
(
目
。
ω

∞z
r〈
。
ユ
)
O
ぷ
向
。
ロ
ω)

を
獲
得
さ
れ
た
所
有
物
に
す
る
こ
と
は
、
初
め
か
ら
「
断
念
へ
と
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
」
で
あ
る
。
併
し
、

乙
の

「
断
念
」
は
或
る
も
の
を
獲

い
。
断
念
は
与
え
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
単
純
な
る
も
の
の
も
つ
無
尽
の
力
を
与
え
る
」
と
彼
は
言
っ
て
い
る
。
「
断
念
」
(
ぐ
2
N
Z
Z
)

「
一
切
は
同
じ
も
の
へ
の
断
念
を
語
る
。

断
念
は
奪
い
は
し
な

得
せ
ん
と
す
る
執
着
の
念
を
断
ず
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、

斗
1a

、
放
棄
す
る
こ

と
で
あ
る
と
と
も
に
「
許
す
こ
と
、

与
え
る
こ
と
」
(
〈
2
2子
。
ロ
)
で
あ
る
。
「
断
念
へ
と
定
め
ち
れ
て
い
る
も
の
」
は
、
吾
々
が
そ
れ
を
獲
得
せ

ん
と
す
る
こ
と
を
真
に
断
念
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
も
の
は
そ
れ
自
身
を
吾
々
に
与
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
洋
の
東
西
を
間
わ
ず
究
極
的

な
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
場
合
に
辻
、
何
時
で
も
そ
う
な
る
。
要
す
る
に
「
更
に
早
初
の
も
の
」
、

「
決
し
て
到
達
さ
れ
ぬ
も
の
に

「
断
念
へ
と
定
め

ら
れ
て
い
る
も
の
」
ほ
「
同
じ
も
の
」
で
あ
る
が
、

そ
の

「
同
じ
も
の
」
を
思
索
の
道
は
今
迄
辻
い
わ
ば
否
定
的
に
示
し
て
来
た
が
、
断
念
と
い

う
笥
処
に
到
っ
て
、

「
断
念
へ
と
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
」
は
与
え
る
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
転
換
す
る
。

そ
れ
で
は
、

そ
の
も
の
は
如
何
な
る

と
と
を
青
定
的
に
許
容
し
与
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
は
「
信
頼
さ
れ
得
る
世
運
の
鳴
り
初
め
に
も
と
づ
い
て
/
歩
み
を
緩
や
か
に
し
つ
つ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
決
し
て
到

達
さ
れ
ぬ
も
の
、

断
念
へ
と
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
」
は
、

思
索
の
歩
み
を
緩
や
か
に
す
る
。
何
故
で
あ
る
か
。

そ
の
根
拠
は
「
信
頼
さ
れ
得
る

世
運
の
鳴
り
初
め
に
も
と
づ
い
て
」
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。
世
運

(
0
2与
芯
ご
と
は
性
起

(
F
E尚
三

訟

と

muu何
ω

笠
宮
J

L
・
r
-
m
r
w
h
m
訟の

E
a

。Eww)
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
も
の

(
円

E
m
c
g
n
r
-
。w
Z
)
と
し
て
の
有

3
Z
D
)
で
あ
る
。
有
は
、

そ
乙
に
有
る
も
の
が
去
来
す
る
場
所
と
し
て
世

界
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
有
と
い
う
遣
わ
さ
れ
た
も
の
は
、

「
世
界
と
い
う
命
運
、
世
運
」
(
者
己
実

2
。EC
F
)

で
あ
る
。

そ
れ
を
「
遣
わ
し
て
い
る

五



-'-/、、

も
の
」
は

「
そ
れ
自
身
に
留
ま
り
」

(
州
山
口

mF《
M
r
r
o
-
2
2
・
h
H
S
N
4
)

、

そ
れ
自
身
を
吾
々
人
聞
に
表
明
し
な
い
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
思
索
で
は
、

世
界
の
歴
史
は
、
諸
々
の
出
来
事
の
継
起
に
そ
の
本
質
が
存
す
る
の
で
は
な
く
、

歴
史
上
の

つ
の
エ
ポ
ッ
ク
に
於
け
る
諸
々
の
出
来
事
を
そ
の

遺エ
わポ
す ツ

もク
のの
法出

「来
そ 事
れと
自し
身 て
に集
習中
ま統
'つ一-

て し
いて
るい
」る

と「
い世
う運
ー「

有 に
の存
エ す
ポる
ツ。

ク霧世
L-~運

slヰ
"0 

三有
5 を
0.... 一一
2 定
切の
さ・ 形
5 台巨

に
於
け
る
世
界
と
し
て
遣
わ
し
な
が
り

で
あ
る
。

要
す
る
に
、

こ
の
よ
う
な
歴

史
観
は

i
そ
れ
を
も
な
お
歴
史
観
と
称
す
る
と
す
れ
ば
l
歴
史
的
世
界
と
そ
の
エ
ポ
ッ
ク
と
を
「
遣
わ
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
観
る
と
と
も
に
、

歴
史
的
世
界
と
そ
の
エ
ポ
ッ
ク
と
の
底
は
決
し
て
人
語
に
依
つ
て
は
明
与
か
記
さ
れ
な
い
と
い
う
歴
史
観
で
あ
る
。
摩
史
は

3
0
2
与
吉
町
.
で
あ

る
c

併
し
、

こ
の
よ
う
な

3
0
0訟の
r
芯
}
内
コ
が
何
故
に
、

「
宿
頼
さ
れ
得
る
世
運
」
(
〈
2
z
a
-
-
。
7
0
3
0
2。
r
t
r
)
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

世
運
(
君
。
一
件
関

2
岳
山
岳
)
の
ま
は
知
ら
れ
得
な
い
。
仮
に
そ
の
ま
が
知
ら
れ
得
る
と
す
れ
ば
、

信
頼
さ
れ
得
る
と
か
さ
れ
得
な
い
と
い
う
乙
と

は
問
題
に
な
ら
な
い
。
信
頼
さ
れ
得
る
と
言
わ
れ
得
る
た
め
に
は
、
世
運
の
震
は
「
闇
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
世
運
が
「
信
頼
さ
れ
得

る
世
運
」
と
言
わ
れ
る
場
合
、

普
通
は
到
底
戸
信
頼
さ
れ
得
な
い
世
運
で
あ
る
に
も
拘
わ
ち
ず
、

そ
れ
で
も
「
宿
頼
さ
れ
得
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
「
信
頼
さ
れ
得
る
」
と
い
う
表
現
が
生
き
て
来
な
い
。

そ
れ
で
は
、

普
通
は
到
底
己
信
頼
さ
れ
得
な
い
世
運
と
は
如
荷
な
る

乙
と
で
あ
る
の
か
。

そ
れ
は
、

現
代
の
世
界
を
支
配
し
て
い
る
科
学
・
技
術
の
威
力
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
科
学
・
技
術
の
威
力
は
、

人
誌
を
も

質
を
、

そ
の
内
に
捲
き
こ
み
、
と
う
の
昔
に
人
間
の
力
に
依
る
統
梅
を
脱
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
歴
史
的
威
力
と
な
っ
た
科
学
・
技
術
の
本

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
は
「
集
i
立
」

(
c
o
i
己
丘
一
)
と
し
て
性
格
づ
け
る
。

300iω
件
。
-
-
=
に
つ
い
て
こ
こ
で
詳
論
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、

「
作
る
こ
と
の
支
配
に

(
F
O
E
S
O
宮
内
門
)

ノ、

イ
デ
ッ
ガ

i
の
少
し
以
前
の
言
葉
で
い
え
ば
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

「
す
べ
て
の
も
の
は
作
ら
れ
そ

し
て
作
ら
れ
得
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
は
、
物
も
人
間
も
「
作
り
も
の
」

(
O
O
B位。
r
z
)
に
な
る
。

そ
の
よ
う
な
「
作
る
こ

と
の
支
配
」
の
内
へ
物
も
人
間
も
召
集

(
0
0
2
色

5
ぬ
)

を
受
け
た
よ
う
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
行
く
こ
と
が
「
集
i
立
」

3
0
i
z
oロ
)

で
あ
る
。

そ
う
い
う

3
0
0
i
m
E
-
3
は
現
代
と
い
う
時
代
の

「
世
運
」

(
C
gの
r
k
r
)
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て

3
0
0
i
m
Z弓
.
が
現
代
の

3
0
2
0
r古
町
.
で



あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
到
忠
信
頼
さ
れ
得
な
い
世
運
で
あ
る
。
併
し
、

そ
れ
に
も
拘
わ
ち
ず
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
は
「
信
頼
さ
れ
得
る
主
連
」
と
一
一
二
口

う
。
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

3
0
0
i
m
E
-
3
辻
「
有
の
真
性
」
の
極
端
な
拒
絶
で
あ
り
、

そ
れ
の
支
配
の
下
で
は
有
る
も
の
は
皆
「
作
り
も
の
」
に
さ

れ
て
し
ま
い
、
真
に
有
る
も
の
で
は
な
く
な
る
。
併
し

3
0
0
i
z
o
-一
=
は
、
「
有
の
真
性
が
拒
絶
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
」

で
あ
る
。

そ
れ
は
、
す

べ
て
の
有
る
も
の
が
そ
の
自
性

(
Z
E
E宮
2
0
ω
)

か
ら
極
端
に
離
反

(〉
σ
r
o
r
zロ
)
し
た
こ
と
と
し
て
、
先
述
の
如
く
、

そ
り
離
反
と
い
う
こ

と
の
内
に
は
、

そ
の
自
性
の
内
へ
再
び
「
転
呂
」
す
る
と
い
う
可
能
性
が
蔵
さ
れ
て
い
る
。
有
の
真
牲
が
拒
絶
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

「
鳴
り
初
め
」
(
〉
ロ

E
Sぬ
)

で
あ
る
。

そ
れ
故
、

普
通
に
は
到
底
信
頼
さ
れ
得
な
い

3
0
0
i
E
o
一一ェ

と
し
て
の
現

と
は
、

そ
う
い
う
「
転
呂
」
の

代
の

悼の
2
。r
r
r
w
唱
が
、

ま
さ
に
そ
の
故
に
「
宿
頼
さ
れ
得
る
世
運
の
鳴
り
初
め
」
と
、

言
わ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
信
頼
に
も
と
づ

い
て
、
転
回
が
性
起
す
る
こ
と
を
耐
え
て
待
つ
が
故
に
、

忌
索
の

「
歩
み
」
は
「
緩
や
に
」
な
る
の
で
あ
る
。
性
急
な
思
索
は
、

エ
ポ
ッ
ク
的
に

歴
史
的
な
時
の
熟
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
。
時
は
「
困
窮
」
の
内
で
困
窮
が
極
ま
る
と
い
う
仕
方
で
時
熟
す
る
。

そ
の
こ
と
が
次
に
言
わ
れ
る

G

(
4
)
「
そ
し
て
又
し
て
も
/
待
ち
つ
つ
あ
る
光
の
内
に
/
臨
時
跨
い
つ
つ
あ
る
閣
の
困
窮
」
。

「
そ
し
て
又
し
で
も
」
(
己
ロ
門
戸
主
主

2
c
g
)
と
は
、

思
索
が
「
存
の
学
」
と
い
う
要
求
を
放
棄
し
て
、
世
運
に
も
と
づ
く
「
有
の
歴
史
」
の
意

味
に
思
い
を
集
中
す
る
「
宥
の
歴
史
的
省
察
」

3
0
E話。
2
7円。

z
r
z
Fさ
5
5
m
)
と
い
う
道
に
入
っ
て
も
「
又
し
で
も
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

緩
や
か
に
さ
れ
た
思
索
の
歩
み
誌
「
待
ち
つ
つ
」

思
索
す
る
こ
と
で
あ
る
。

待
ち
つ
っ
と
辻
、

時
の
熟
す
る
の
を
見
守
り
つ
つ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
併
し
、

こ
こ
で
法
「
待
ち
つ
つ
」
と
い
う
こ
と
は
、

思
索
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
「
光
」
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い

る
。
待
ち
つ
つ
思
索
す
る
こ
と
は
、
光
の
到
来
を
待
ち
つ
つ
思
索
す
る
こ
と
で
あ
る
と
、

考
え
ら
れ
る
。
詳
し
、

そ
れ
と
昆
特
に
、

そ
の
到
来
が

「
待
た
れ
つ
つ
あ
る
」
光
は
、

五
口
々
の
思
索
を
見
守
り
つ
つ

「
待
っ
て
い
る
光
」
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
光
は
、

五
口
々
む
思
索
の
成
熟
す
る
こ

と
を
「
待
ち
つ
つ
あ
る
光
」

で
は
な
い
で
怠
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、

思
索
が
光
の
到
来
を
待
ち
つ
つ
思
索
す
る
こ
と
は
、

毘
時
に
光
が
そ
う
い
う

思
索
の
成
熟
す
る
こ
と
を
待
ち
つ
つ
る
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
寧
ろ
「
待
ち
つ
つ
あ
る
光
」
に
若
か
れ
て
、

そ
の
光
の
到
来
を
見
守
り
つ

七



i¥ 

つ
思
索
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
、

患
わ
れ
る
。

そ
れ
で
な
け
れ
ば
、

思
索
は
暗
中
模
索
と
な
っ
て
思
索
に
は
な
り
得
な
い
。

こ
こ
に
於
て
も
吾

々
は
主
観
的
思
惟
の
立
場
か
ら
離
脱
し
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。

そ
の
よ
う
に
吾
々
の
思
索
を
惹
き
寄
せ
つ
つ

「
待
ち
つ
つ
あ
る
光
の
内
に
」

lま

「
露
蕗
い
つ
つ
あ
る
闇
」
が
あ
る
。

そ
れ
自
身
の
内
に
去
り
や
ら
ぬ
露
跨
い
つ
つ
あ
る
簡
が
な
け
れ
ば
、
光
は
四
辺
一
一
面
の
光
と
な
っ
て
し
ま
っ

て
「
待
ち
つ
つ
あ
る
光
」
で
は
な
く
な
る
と
と
も
、

思
索
を
惹
き
寄
せ
思
索
を
惹
き
起
こ
す
光
で
も
な
く
な
る
。

こ
こ
に
於
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
が

最
も
重
要
視
し
た
ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
の
次
の
二
句
が
想
起
さ
れ
る
。
「
神
な
る
者
が
出
現
す
る
時
に
は
、
天
と
地
と
海
と
は
/
一
切
を
更
新
す
る
明
澄

さ
に
光
鼓
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
(
=
色
与
。
ュ

zw〈
何
河
∞

C
Z
Z
H
W
Z
U
}
W
F
。
白
河
口

C
Z
H
Z玄
同
月
の
問
。
円
、
〉
己
回
同
，
・
・
・
)
。

ほ
闇
は
解
消
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
詳
し
今
は
そ
の
時
で
誌
な
い
」

神
が
出
現
す
る
時
に

(
Zんい

E
2
z
p
u
H
H
W
同，
H、
H，〉
ZHWZ)
。

そ
れ
故
、
「
待
ち
つ
つ
あ
る
光
の
内
に

こ
の
困
窮
が
困
窮
と
し
て
現
わ
れ
て
来
る
こ
と
が
、

露
蕗
い
つ
つ
あ
る
簡
の
菌
窮
」
の
内
に
五
口
々
辻
立
ち
続
け
、

思
索
し
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

先
に
言
わ
れ
た
フ
:
世
運
の
鳴
り
初
め
」
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
園
窮
が
何
で
あ
る
か
が
、
次
の
「
合
図
」

ヘ
導
く
。

四

合
図

計
算
す
る
者
達
が
益
々
厚
顔
し
く
な
り
、

社
会
が
益
々
節
度
を
失
う
。

思
索
す
る
者
達
が
益
々
稀
有
と
な
り
、

詩
作
す
る
者
達
が
益
々
寂
家
と
な
る
。



予
感
す
る
者
達
が
益
々
国
窮
に
満
ち
て

救
出
す
る
合
国
の

遠
さ
を
予
感
し
つ
つ
。

『
思
い
』

の
第
三
は
「
合
図
」
(
巧

Z
Z
)
と
題
さ
れ
て
い
る
0

3

当

Z
Z
辻
「
自
配
せ
」
と
訳
す
方
が
適
当
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
は
日
記

せ
や
身
振
h
J
で
或
る
人
に
或
る
こ
と
を
な
せ
と
合
国
す
る
こ
と
で
あ
る
。

3
J
宅一ロ}向。

神
々
のと
三五 し1

るづ
きこ
旦の
某ー
で号
あ 莱
るさ:ミ
しー

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
が
ヘ
ル
ダ
i
リ

ン
か
ら
得
て
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ヘ
ル
ダ
i
ワ
ン
は
こ
一
一
?
っ
、
「
自
記
せ
は
古
来
、

(己ロ込

者
吉
宮

己
2

L

¥

〈。コ

〉
一
件
。
『
mw}戸
内

W
H
1
ι
-
m
w
m
w
℃
円
安

u
r
o
(目。『

(
U
2
Z
H
1
)
 

と

ヘ
ル
ダ
i
リ
ン
の
こ
の
詩
句
に
つ
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

す
な

わ
ち

「
詩
人
の
壬
一
口
う
言
葉
は
、

こ
の
目
記
せ
を
受
け
留
め
て
、

そ
の
自
記
せ
を
彼
の
民
衆
の
内
へ
更
に
目
配
せ
す
る
こ
と
で
あ
る
。

日
記
せ
を

と
の
よ
う
に
受
け
留
め
る
こ
と
は
、
受
け
取
る
こ
と
で
あ
る
と
局
時
に
新
し
い
仕
方
で
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
詩
人
は

A
最
初
の

兆

V
の
内
に
既
に
完
成
し
た
も
の
を
見
て
取
り
、
こ
の
よ
う
に
見
て
攻
ら
れ
た
も
り
を
、
未
だ
成
就
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
、

め
に
、
大
胆
に
彼
の
言
葉
の
内
に
置
く
の
で
あ
る
」
と
。
従
っ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
見
解
に
依
れ
足
、
詩
人
の
言
葉
す
な
わ
ち
詩
作
は
「
神
々

に
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
「
民
衆
の
声
」
の
解
釈
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
詩
人
の
言
葉
は
、
分
節
さ
れ
得
な
い
神
々
の
い
わ
ば

予
め
言
わ
ん
が
た

の
目
配
せ
」

u
-

〉

cm窓
口
ω℃

E
。ro--
を
受
け
留
め
て
、

そ
れ
を
詩
作
に
す
る
と
毘
時
に
、
未
だ
明
確
に
そ
れ
自
身
を
二
一
一
口
い
現
わ
し
て
は
い
な
い
民
衆
の
声
を
解

釈
し
外
へ
現
わ
し
出
す
こ
と
で
あ
る
。
同
様
な
こ
と
は
、

忠
索
者
の
一
一
一
口
う
言
葉
に
も
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
言
わ
れ
て
い
る
「
合
密
」

lま

思
索
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
指
令

(
C
o
z
-
E
)

で
も
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
背
景
の
上
で
、

こ
の

「
合
図
」
を
見
る
と
、
本
文
自
身
が
「
合
密
」
と
い
う
そ
の
標
題
に
遺
わ
し
く
簡
潔
で
あ
り
、

三
つ
の
部

分
に
分
節
さ
れ
て
い
る

G

併
し
、

な
お
疑
問
に
思
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
は
、

こ
の

「
合
図
」
に
「
神
々
の
語
る
言
葉
」
と

九



因。

い
う
趣
き
が
!
終
り
か
ら
二
行
自
の

「
救
出
す
る
合
図
の
遠
さ
」
と
い
う
語
を
除
け
ば
i

感
じ
ち
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
ど
の
よ

う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
最
初
の
四
行
は
、
神
々
が
語
る
言
葉
と
し
て
の
合
図
で
あ
る
よ
り
は
、
神
々
が
語
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
言

葉
と
し
て
の
合
図
で
あ
る
。

そ
れ
ほ
現
代
の
世
運
の
描
写
の
よ
う
に
見
え
る
。
併
し
、

現
代
の
世
運
が
た
だ
世
運
と
し
て
見
ら
れ
描
写
さ
れ
て
い

る
だ
け
で
は
な
く
、

「
救
出
す
る
合
図
の
遠
さ
」

と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、

神
々
が
語
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
い
る

均三

そ
の
拒
絶
と
い
う
こ
と
が
、
神
々
が
こ
の
上
も
な
く
峻
厳
に
語
る
と
い
う
合
図
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
看
過
す
れ
ば
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
忠

索
の
源
は
理
解
さ
れ
な
い
。
以
下
、

三
つ
の
部
分
に
つ
い
て
多
少
の
解
釈
を
試
み
る
。

(
1
)

「
計
算
す
る
者
達
が
益
々
厚
顔
し
く
な
れ

J

、
/
社
会
が
益
々
節
度
を
失
う
」
。

こ
の
「
計
算
す
る
者
達
」
(
込
芯
河

2
E
2
)
を
フ
ラ
ン
ス
語
へ
の
翻
訳
者
は
「
計
画
組
織
す
る
者
達
」

(
-
2
1
2
5
2円

2
2
)
と
訳
し
、
「
社
会
」

(
E
0
0
2
0
F与
え
丹
)
を
「
社
会
的
共
司
生
活
」

(
z
i
O
2
5
5
5
σ
)
と
訳
し
て
い
る
が
、

適
切
な
意
訳
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ち
ば
「
計
算
す

る
者
達
」
と
は
、
単
に
計
算
す
る
だ
け
の
人
達
で
は
な
く
、
計
算
に
も
と
守
つ
い
て
人
間
の
生
活
を
計
画
し
組
識
し
操
作
し
管
理
す
る
者
達
を
意
味

す
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、

現
代
で
は
人
間
の
生
活
の
殆
ど
す
べ
て
の
分
野
が
、
計
算
さ
れ
計
画
さ
れ
組
識
さ
れ
操
作
さ
れ
管
理
さ
れ
て
お
り
、

益
々
そ
う
な
り
つ
つ
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
先
述
し
た
科
学
・
技
術
の
本
質
と
し
て
の

uwoolωZ}]ミ

の
支
配
と
い
う
こ
と
が
存
す
る
。
併
し
、
反
面

そ
う
な
っ
て
行
く
こ
と
の
根
本
は
「
計
算
」
に
あ
る
が
故
に
、

乙
乙
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
動
向
の
す
べ
て
を
含
め
て
「
計
算
す
る
者
達
」
と
言

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
古
来
人
間
の
本
質
と
さ
れ
た
来
た
「
思
惟
」

SOD-sロ)
が
「
計
算
」
(
閉
山

2
r
s
p
穴何回一

rE)
に
変
質
し
、

計
算
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
存
す
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
は
「
計
算
的
思
考
」
を
単
純
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
勿
論
な
い
。
事
実
ま
た
、

併
し

そ
う
い
う
排
除
が
な
さ
れ
得
る

筈
が
な
い
。

そ
れ
は
、

計
算
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

も
と
も
と

「
何
か
を
目
当
て
に
し
て
何
か
を
考
量
す
る
」

宣
伝
町
内
込
者
向
詰
円
⑦
の
「
ロ
ぬ
ロ

ロ
ロ

ι

B
t
z
d司
2
5
0
r
sロ
)
と
か
「
何
か
に
考
量
を
払
う
」
(
旦
当

g
H
N
2
Z
E五件円。鈎
g)
と
い
う
吾
々
が
生
き
て
行
く
の
に
不
可
欠
な
吾
々
の
有



わ
/
方
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
そ
の
こ
と
の
数
的
正
謹
さ
の
確
保
と
し
て
生
じ
て
来
た
こ
と
で
あ
る
、
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
、

そ
う
い
う
「
計
算
」

が
、
従
っ
て
ま
た
「
計
算
す
る
者
達
」
が
「
益
々
一
厚
顔
し
く
な
る
」

と
い
う
こ
と
に
存
し
て
い
る
。
「
厚
顔
し
い
」

(
芝
田
町
牛
ユ
ロ
民
ご
の

r)
と
辻
、

計a

算
が
そ
れ
自
身
を
、
本
来
は
計
算
さ
れ
得
な
い
も
の

i
例
え
ば
、
時
と
か
歴
史
と
か
芸
術
と
か
宗
教
と
か
哲
学
等
々
の
こ
と
ー
に
ま
で
、
押
し
つ

サ
、
そ
れ
ら
の
こ
と
を
も
計
算
の
支
配
下
に
置
い
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
併
し
、

そ
の
よ
う
に
し
て
社
会
(
生
活
)
が
隅
々
ま
で
計
算

さ
れ
計
画
さ
れ
る
こ
と
に
依
っ
て
、

社
会

(
生
活
)

は
秩
序
整
然
た
る
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
対
し
て

「
社
会
が
益
々
節
度
を
失
う
」

と
ニ
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。

事
実
、

吾
々
の
社
会
生
活
が
益
々
節
度
を
失
っ
て
行
き
つ
つ
あ
る
こ
と

は
、
毎
日
の
新
障
を
一
見
す
る
だ
け
で
、

う
ん
ざ
り
す
る
程
現
わ
れ
て
い
る
。
併
し
、
社
会
(
生
活
)
が
「
節
度
を
失
う
」

(
E
E
F
ω
)
と
言
わ

れ
た
場
合
の

「
節
度
も
し
く
は
尺
度
「
(
玄
ユ
・

h
k
さ
さ
)
と
は
何
で
あ
る
か
。

そ
れ
は
、
当
面
の
問
題
聯
関
の
内
で
は
、

人
と
人
と
が
共
同
し
て

生
活
し
て
行
く
「
社
会
(
生
活
ご
を
規
律
す
る
節
度
で
あ
る
。

へ
i
ゲ
内
の
考
え
で
辻
「
量
」
と
「
質
」
と
の
統
一
で
あ
る
。
或
る
も
の
が
「
節
度
」
を
逸
脱
し
て
量
的
に
大
き
く
な
り
過
ぎ
た
ち
、
小

曽
っ
て
へ

i
ゲ
ル
が
言
っ
た
よ
う
に
、

す
べ
て
の
も
の
に
は
節
度
が
あ
る
。
節

度
は
、

さ
く
な
り
過
ぎ
た
り
す
れ
ば
、

そ
の
も
の
は
質
的
に
変
化
し
て
最
早
そ
の
も
の
で
は
な
く
な
る
。
節
度
は
、

そ
れ
か
ら
逸
脱
す
れ
ば
、
逸
脱
し
た

と
い
う
こ
と
に
於
て
或
る
も
の
が
最
早
そ
の
も
の
で
は
な
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
内
的
に
厳
し
い
錠
て
で
あ
る
。

ア
ポ
ロ
ン
の
厳
命
す
る
「
神
的
な
る
も
の
」
で
あ
っ
た
し
、

J¥ 

jレ
夕、

1) コ
ンJo艮5
にご度
と 」

っ

て
も
ー「

争中

は
そ
う
い
う

仕
方
で
、
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
人
達
に
と
っ
て
は
、

的
な
る
も
の
」
で
あ
っ
た
。
当
面
の
問
題
聯
関
に
戻
っ
て
考
え
れ
ば
、
「
社
会
(
生
活
)
が
益
々
節
度
を
失
う
」

と
い
う
こ
と
辻
、

社
会
が
計
算

さ
れ
計
量
さ
れ
計
画
化
さ
れ
て
行
く
こ
と
に
於
て
、
社
会
の
質
が
無
視
さ
れ
、
節
度
を
逸
脱
し
、
最
早
社
会
と
も
言
わ
れ
得
ぬ
途
方
も
な
い
も
の

に
変
質
し
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

大
な
る
も
の
」
(
ロ

g
H
2
2
3
E
h
g
)
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
「
偉
大
な
る
も
の
」
(
己

2
0
3
3
0
)

「
節
度
を
逸
脱
し
た
も
の
」
は
、

人
間
の
内
面
の
混
乱
と
な
っ
て
い
る
と
と
も
に
、

今
日
で
は
「
巨

が
消
滅
し
た
現
代
社
会
の
中
に
は
「

E
大

な
る
も
の
」
が
i
例
え
ば
、
巨
大
科
学
、
超
大
国
、
巨
大
都
市
、

大
企
業
、

超
高
層
建
築
等
々
が

i
出
現
す
る
。
要
す
る
に
、

「
社
会
(
生
活
)

日
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が
益
々
節
度
を
失
う
」
と
辻
、
人
間
の
社
会
(
生
活
)
を
規
律
す
る
節
度
が
益
々
失
わ
れ
る
こ
と
に
於
て
、
社
会
生
活
そ
れ
自
身
が
益
々
放
綻
な

も
の
に
な
り
巨
大
化
し
て
、
最
早
人
間
の
社
会
と
は
言
え
ぬ
も
の
に
な
っ
て
行
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
第
一
行
に
言
わ
れ

た
計
算
的
思
考
の
支
配
と
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
る
。

乙
の
最
初
の
二
行
は
、
現
代
に
於
け
る
入
と
社
会
と
の
有
り
方
を
極
め
て
簡
明
に
言
い
現

わ
し
て
い
る
。
詳
し
、

そ
れ
は
吾
々
乙
患
索
す
る
こ
と
を
指
令
し
て
い
る
「
合
図
」
で
る
る
。

(
2
)
「
思
索
す
る
者
達
が
益
々
稀
有
と
な
り
、
/
詩
作
す
る
者
達
が
益
々
寂
家
と
な
る
。
」
。

こ
の
二
行
辻
、
現
代
に
於
け
る
患
索
者
と
詩
人
と
の
有
り
方
を
言
っ
て
い
る
。
「
思
索
す
る
者
達
が
益
々
稀
有
と
な
り
」

と
い
う
こ
と
は
、

哲

学
者
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
辻
な
い
。
哲
学
者
を
も
含
め
て
、
も
の
を
深
く
考
え
る
人
達
が
益
々
稀
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ

れ
は
、
第
一
行
に
言
わ
れ
た
計
算
的
思
考
の
支
配
と
い
う
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
。
思
索
が
計
算
に
取
っ
て
替
わ
ら
れ
た
現
代
で
は
「
思
索
す
る

者
達
は
益
々
稀
有
と
な
る
」
。

併
し
、

現
代
に
於
け
る
計
算
的
思
考
の
支
配
と
い
う
こ
と
こ
そ
、

正
に
間
わ
れ
思
索
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
事
柄
で

あ
る
。
併
し
、

E
に
計
算
的
思
考
が
支
配
し
て
い
る
が
故
に
、

そ
の
こ
と
を
徹
底
的
に
思
索
す
る
こ
と
は
益
々
困
難
に
な
り
、
稀
有
に
な
る
。

そ

れ
故
、
「
思
索
す
る
者
達
が
益
々
稀
有
に
な
り
」
は
、

第
一
行
の
「
計
算
す
る
者
達
が
益
々
一
厚
顔
し
く
な
ち
」

と
い
う
乙
と
と
対
応
し
て
い
る
と

い
う
よ
り
は
、
同
一
事
態
の
二
百
で
あ
る
G

「
詩
作
す
る
者
達
が
益
々
寂
家
と
な
る
」
。
詩
作
す
る
と
は
、

そ
こ
で
有
が
有
と
し
て
守
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
「
有
の
真
性
」
を
言
葉
で
建
立
す
る

と
と
で
あ
る
。

そ
う
い
う
「
詩
人
の
言
葉
」
は
、
既
述
の
如
く
、
神
々
の
言
葉
で
あ
る
「
自
記
せ
」
を
受
け
留
め
て
、

そ
れ
を
三
史
に
民
衆
の
内

え
呂
配
せ
し
合
図
す
る
こ
と
」

で
あ
っ
た
。

併
し
、

そ
れ
も
現
代
で
は
極
め
て
冨
難
に
な
る
。

す
な
わ
ち
「
社
会
(
生
活
)
が
益
々
節
度
を
失

v

つ
」
ル
」
い
v

っ
こ
ル
」
、

す
な
わ
ち
節
度
の
喪
失
と
い
う
こ
と
は
、
「
神
的
な
る
も
の
」
の
喪
失
と
し
て
、

そ
れ
自
身
最
も
験
し
い
仕
方
で
の
「
神
々

の
目
配
せ
」
で
あ
り
「
詩
作
す
る
者
達
」
の
受
け
留
め
ね
ば
な
ら
な
い
乙
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
自
身
が
、
現
代
と
い
う
時
代
の
非
真
性
の
内
に

覆
蔵
さ
れ
て
い
る
真
性
を
見
て
取
る
こ
と
と
し
て
因
難
な
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
国
難
な
こ
と
を
な
し
得
た
詩
人
が
あ
る
と
し
て
も
、
彼
が
受
け



留
め
た
そ
の
「
自
記
せ
」
を
「
そ
の
内
へ
更
に
日
記
せ
し
合
図
す
る
畏
衆
」
は
今
臼
で
辻
、
先
述
の
如
き
節
度
を
喪
失
し
た
「
社
会
」
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
。

そ
れ
故
「
詩
作
す
る
者
達
」
は
、
彼
等
の
言
葉
に
耳
を
額
け
る
民
衆
の
い
な
い
者
達
に
な
り
、
社
会
か
ら
孤
立
し
「
益
々
寂
家

に
、
部
独
に
な
る
」
。

そ
れ
故
「
詩
作
す
る
者
達
が
益
々
寂
萎
と
な
る
」
乙
と
と
第
二
行
の
「
社
会
が
益
々
第
度
を
失
う
」
こ
と
と
は
、

同
一
事

態
の
二
面
で
あ
る
。

併
し
、
以
上
の
西
行
に
言
わ
れ
た
事
態
は
そ
れ
自
身
「
合
国
」
で
あ
る
。

そ
れ
を
締
め
く
く
る
こ
と
と
し
て
次
の
よ
う
に
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。

(
3
)
「
予
感
す
る
者
達
が
益
々
医
窮
に
満
ち
て
、
/
救
出
す
る
合
図
の
/
遠
さ
を
予
感
し
つ
つ
」
。

と
は
「
思
索
す
る
者
達
」
と
「
詩
作
す
る
者
達
」
と
を
併
せ
て
言
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

れ
は
、
両
者
を
単
に
一
括
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
両
者
の
本
質
を
「
予
感
す
る
者
達
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

「
予
感
す
る
者
達
」
(
〉

rsロ
ι。)

併
し

そ

乙
こ
で

は
、
以
上
の
四
行
と
ほ
ポ
テ
ン
ツ
が
一
つ
高
騰
し
て
お
り
、

そ
の
ポ
テ
ン
ツ
の
高
騰
に
於
て
「
合
図
」
も
、

現
代
の
世
界
が
そ
れ
で
あ
る
如
き
合

図
か
ち
「
救
出
す
る
合
図
の
遠
さ
」

へ
と
高
め
ふ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
「
予
感
す
る
者
達
」
を
「
予
感
す
る
者
達
」
で
あ
与
し
め
て
い
る
「
予
感
す
る
」
(
〉
「
ロ

g)
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

「
予
感
す
る
」
と
は
、
未
来
の
こ
と
や
差
し
迫
ま
っ
て
来
る
乙
と
を
、
計
算
を
も
と
に
し
て
予
一
一
目
し
た
り
予
測
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

「
予
感
す
る
」
と
辻
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
後
期
の
思
索
を
根
本
か
ら
調
律
し
て
い
る
「
根
本
気
分
」

(の『
C
H
M
与
え
-
5
5
Z
H
M
m
)

の
一
つ
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
最
も
遠
く
離
れ
た
も
の
が
最
も
遠
く
離
れ
た
ま
ま
で
最
も
近
く
に
到
来
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
予
感
の
内
で
旦

つ
予
惑
と
し
て
、
最
も
遠
く
離
れ
た
も
の
が
、
最
も
遠
く
離
れ
た
と
い
う
緊
張
を
失
な
は
な
い
ま
ま
で
、
最
も
近
く
に
到
来
す
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
「
予
感
す
る
者
達
」
と
は
、
最
も
遠
く
離
れ
た
も
り
が
遠
く
離
れ
た
ま
ま
で
彼
等
の
上
に
到
来
す
る
者
達
で
あ
る
。

達
」
は
ま
た
、
「
将
来
的
な
る
者
達
」
(
己
目
。

N
ロ
}
内
ロ
ロ
笠
宮
口
)
と
も
言
わ
れ
る
。

そ
れ
故
「
予
感
す
る
者

そ
れ
で
は
、

一
体
何
が
彼
等
の
上
に
型
来
す
る
と
と
に
依
っ
て

彼
等
は
「
予
感
す
る
者
達
」
に
な
る
の
か
c

そ
れ
は
こ
こ
で
は
「
救
出
し
つ
つ
合
匿
の
遠
さ
を
予
感
し
つ
つ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

四
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回

予
感
の
内
で
彼
等
に
到
来
し
つ
つ
あ
る
も
の
は
、
「
救
出
す
る
合
図
の
遠
さ
」
で
あ
り
、

更
に
言
え
ば

一-，

最
後
の
神
の
到
来
の
3墨

さa

で
あ
る

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
が
「
予
感
す
る
者
達
」
つ
ま
り
「
将
来
的
な
る
者
達
」
の
頭
と
見
倣
し
て
い
る
の
は
、

ヘ
ル
ダ

i
リ
ン
で
あ
る
。

併
し
、
「
思
索
す
る
者
達
」
や
「
詩
作
す
る
者
達
」
が
「
予
感
す
る
者
達
」
に
な
り
、

叉
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、

彼
等
が
「
益
々
困
窮
に

満
ち
る
」
(
守
口
。
言
。
一

-2)
と
い
う
こ
と
と
聯
関
し
て
い
る
。
現
在
に
於
て
「
益
々
国
窮
に
満
ち
る
」
と
い
う
有
り
方
か
ち
離
れ
る
な
ち
ば
、
予

感
は
空
想
に
過
ぎ
な
く
な
る
。

そ
れ
で
は
「
益
々
困
窮
に
満
ち
て
」

と
は
如
何
な
る
有
り
方
で
あ
ろ
う
か
。

「
困
窮
そ
の
も
の
」
(
む
な

Z
三
)

そ
れ
は
一
口
に
言
え
ば

「
困
窮
」

(
Z
2
)
を
吾
々
の
外
に
置
い
て
そ
れ
に
対
処
す
る
と
い
う
乙
と
で
は
な
く
、

吾
々
が

の
真
只
中
に
立
つ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

吾
々
は
人
生
の
途
上
で
さ
ま
ざ
ま
な
菌
窮
に

i
関
へ
ば
、

住
む
家
が
な
い
と
い
う
要
。
rロロロ

mmg丹

と
か
金
が
無
い
と
い
う

。
己
仏
口
三

に
;
陥
る
。

併
し
、

そ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
国
窮
を
そ
の
都
度
何
と
か
切
り
抜
け
た
り
緩
和
し
た
り
す
る
方
策
を
吾
々
は
も
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
五
口
々
が
さ
ま
ざ
ま
な
困
窮
の
内
に
路
り
つ
つ
も
そ
れ
を
外
的
に
対
象
化
し
て
、

そ
れ
を
切
り
抜
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

医
窮
に
対
す
る
と
の
よ
う
な
外
的
対
処
は
、
必
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
未
だ
「
益
々
盟
窮
に
満
ち
て
」
と
い
う
乙
と
で
は
な
い
。
先
述
し
た

現
代
社
会
の
内
に
於
け
る
思
索
者
や
詩
人
の
函
窮
は
、
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
に
依
っ
て
外
的
に
切
り
抜
け
ら
れ
得
る
よ
う
な
国
窮
で
は
な
く
、

回…山

索
者
が
思
索
す
る
者
で
あ
る
限
り
、
詩
人
が
詩
作
す
る
者
で
あ
る
限
り
、
除
去
さ
れ
た
り
緩
和
さ
れ
た
り
し
得
な
い
本
質
的
な
菌
窮
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
現
代
の
世
運
そ
の
も
の
で
あ
る
「
因
窮
そ
の
も
の
が
強
制
す
る
」
(
む
な

Z
♀
ロ
む
去
三
。
国
窮
そ
の
も
の
が
強
制
す
る
と
し
て
現
成

す
る
処
で
は
、
吾
々
は
さ
ま
ざ
ま
な
困
窮
を
も
つ
の
で
誌
な
く
な
り
、
「
吾
々
は
困
窮
そ
の
も
の
の
内
に
立
ち
」
、
困
窮
そ
の
も
の
が
吾
々
の
立
場

に
な
る
。

そ
れ
が
「
益
々
国
窮
に
満
ち
て
・
:
」
と
い
う
こ
と
の
差
当
つ
て
の
意
味
で
あ
る
。

詳
し
、

思
索
者
や
詩
人
の
立
場
は
、
た
だ
内
的
に
自
己
の
内
に
沈
潜
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
現
代
と
い
う
時
代
の
世
運
の
内
へ
曝
し
出
さ
れ

て
い
る
。

そ
こ
で
思
索
者
や
詩
人
が
困
窮
そ
の
も
の
の
内
に
立
つ
の
で
あ
る
が
、

そ
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
困
窮
を
外
に
置
き
そ
れ
を
万
事
科
学

的
・
技
術
的
に
処
置
し
て
「
困
窮
を
免
れ
て
あ
る
こ
と
」

(
Z
三
c
m
f
Z
5
と
い
う
現
代
文
明
の
根
本
性
格
こ
そ
最
も
甚
し
い
困
窮
と
し
て
見
え



て
来
る
。
「
一
切
は
可
能
で
あ
り
、
不
可
能
な
も
の
は
何
も
な
い
」
と
い
う

3
2
2
F
2
1
8
q
・
は
、
函
窮
そ
の
も
の
の
内
に
立
つ
こ
と
に
於
て
初

め
て
起
こ
り
得
る
「
菌
窮
の
転
換
」

(
Z
cナ
者
。
ロ
(zmroE)

宇
佐
初
め
か
ろ
塞
い
で
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

思
索
者
や
詩
人
は
、

そ
う
い
う
困
窮

の
転
換
を
も
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
「
国
窮
を
免
れ
て
あ
る
こ
と
」
と
い
う
最
大
の
困
窮
の
内
に
立
っ
て
い
る
。

そ
れ
が
「
益
々
窟
窮
に
満
ち
て

:
・
」
と
い
う
こ
と
の
第
二
の
一
層
根
本
的
な
意
味
で
あ
る
。

そ
う
い
う
菌
窮
を
転
換
し
得
る
「
救
出
す
る
合
図
」
は
現
代
の
内
に
は
な
い
。

そ
れ

は
「
救
出
す
る
A
口
匿
の
遠
さ
」

で
あ
る
。

併
し
、

そ
れ
は
遠
い
未
来
に
期
待
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
「
救
出
す
る
合
図
の
遠
さ
」

は
思
索

者
達
や
詩
人
達
の
上
に
予
感
と
し
て
到
来
し
、

そ
の
こ
と
を
通
じ
て
彼
等
を
「
予
感
す
る
者
達
」
た
ら
し
め
て
い
る
。
彼
等
は
現
代
の
最
大
の
困

窮
を
自
分
自
寿
の
身
に
引
き
受
け
る
こ
と
に
依
っ
て
救
出
す
る
合
留
の
遠
さ
を
示
し
つ
つ
現
代
の
世
界
に
立
つ
の
で
あ
る
。
詩
人
や
思
索
者
は
時

い
け
に
え

代
の
犠
牲
に
な
る
者
で
あ
る
。

も
う
一
つ
終
り
に
言
及
し
て
置
か
ね
ば
な
与
な
い
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
こ
の

「
合
国
」
の
書
き
初
め
の
五
行
が
す
べ
て
「
益
々
・
:
」

Go--)

と
し
て
比
較
級
の
表
現
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の

「
益
々
・
:
と
な
る
」
と
い
う
表
現
は
、

こ
こ
に
一
不
さ
れ
た
各
々
の
事
態
i
す

な
わ
ち
合
国
1

が
益
々
加
速
度
的
に
高
騰
し
、
益
々
切
迫
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
、
合
図
自
身
が
告
げ
て
い
る
と
、

理
解
さ
れ
得
る
。
併
し
、

こ
の

よ
う
な
事
態
の
加
速
変
的
急
追
を
語
っ
て
い
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
捜
本
気
分
は
、
平
静
で
あ
り
「
控
え
日
」
(
〈

2
z
r
g
Z宣
)

で
あ
り
、

夫
し

て
絶
叫
に
陥
つ
て
は
い
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
彼
が
「
合
図
」
の
出
所
を
承
知
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
c

五

主f
貯Tか

同
じ
も
の
を
そ
の
日
同
性
の
豊
か
さ
に
於
て

河
γ

九



四
六

思
索
す
る
者
達
は
、

辛
苦
に
満
ち
た
長
い
道
を
辿
っ
て
行
き
、

そ益
の々
単単
純純
7ょに
るな
もる
のも
の の
在うの
所ふ内
はへ

そ
の
も
の
の
在
所
の
一
重
の
簡
素
さ
の
内
へ
入
っ
て
行
く
が
、

そ
れ
自
身
を
言
い
現
わ
す
こ
と
を
、

不
可
通
な
る
も
の
の
内
で
拒
絶
す
る
。

あ

り

か

思
索
す
る
者
達
が
長
い
道
を
辿
っ
て
行
っ
て
到
達
す
る
単
純
な
る
も
の
の
在
所

(
0
2
2宮
内
円
)

・
あ
り
か

こ
こ
で
は
、

3
C
Z
Z
E
E
-
w
を
仮
に
「
在
所
」
と
訳
し
た
。

3
0
2
2
E竺喧

が
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、

は
普
通
に
は
、

熊
村
と
か

同，。円山門口ぬロ

と
か

H
N
2
g
z
 
と
い
う
よ

う
な
小
さ
な
村
落
を
一
一
一
口
う
。

そ
う
い
う
村
落
に
は
そ
れ
特
有
の
嵐
景
が
属
し
て
い
る
。
更
に
村
落
は
人
々
の
集
ま
り
住
む
場
所
で
あ
り
、

そ
う
い

う
場
所
を
統
べ
る
も
の
と
し
て
、
鎮
守
の
神
を
把
る
社
な
り
、

「
神
の
家
」
と
も
称
せ
ら
れ
る
教
会
が
、

必
ず
建
て
ら
れ
て
お
り
、

更
に
死
者
が

安
ら
う
墓
地
が
あ
る
。

併
し

あ
り
か
(
災
)

こ
こ
で
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る

3
0
2
2
E
r
-
-
は
「
真
有
の
本
質
現
成
の
在
所
」
(
込
山
0
0
2
2
E
r
g
-ロ
2
(
L・
r・
仏

g

p

ヨω)
者
2
8
ω
)

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

3
0
1
2
Fえ件三

の
全
く
次
元
を
異
に
し
た
二
つ
の
意
味
が
、

如
何
に
し
て

3
0
2
2
E『
件
ヱ
と
い
う
語
で
言
わ
れ
る
の
か
。

と
こ
で
も
ひ
と
は
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
言
葉
の

3
5
2
8
Z
ユ2rww
な
捷
い
方
を
見
て
取
り
非
難
す
る
で
あ
ろ
う
。

ひ

な

ざ

い

し

ょ

蔀
び
た
在
所
で
あ
る
。

「
有
る
も
の
」

(ω
色。ロ【目。
ω)

の
一
つ
で
あ
り
、

そ
れ
に
対
し
て

村
落
と
い
う
意
味
で
の

30Zω
与
え
て
.

名

り

か

「
真
有
の
本
賞
現
成
の
在
所
」
と
い
う
意
味
で
の

は
髄
か
にUWC

ユ2
r
m凶四円三
ふ
み
、

「
有
る
も
の
」

で
は
な
い

「
真
有
」

の
本
質
が
現
成
す
る
場
所
と
し
て
、

そ
う
い
う
村
落
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
故
、

3
0
ュzrえ
円
=
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
言
葉
に
独
自
な
唱
団
玄
2
さ
}
5
1
.

で
あ
っ
て
真
面
目

に
受
け
取
ら
れ
る
、
必
要
は
な
い
と
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
許
で
直
接
に
学
ん
だ
こ
と
の
あ
る
ド
イ
ツ
の
或
る
老
教
授
さ
え
批
判
す
る
。

併
し
、

そ
う
い
う
手
取
り
早
い
安
直
な
批
判
を
受
け
容
れ
る
こ
と
は
筆
者
に
は
出
来
な
い
。
何
故
で
あ
る
か

0
3
ζ
2
3
Z
ミ

で
あ
る
と
の
前



記
の
如
き
批
評
は
「
有
る
も
の
一

3
2
2仏
2
)
と
「
有
る
こ
と
」

(ω
巳
ロ
)

と
の
区
別
i

す
な
わ
ち

『
有
と
時
』

の
時
期
に

「
有
論
的
差
別
」

(
。
ロ
件
。
一
。
ぬ
古
の
「
σ
同
)
民
向
。
円
。
ロ
N
)

と
言
わ
れ
た
差
別
も
し
く
は
区
別
ー
に
も
と
づ
い
て
お
り
、

「
有
る
も
の
」

と
し
て
の

3
0
2
∞
与
え
円
=
を
「
宣
(
有

あ

り

か

の
本
質
現
成
の
在
所
」
と
い
う
も
三
己
。
ぬ
2
0
r
z
な
次
元
へ
転
移
す
る
が
故
に
、

3
ζ
2
3
r
o円
三

で
あ
る
と
、

言
う
の
で
る
る
。

「
有
(
る
こ
と
)

そ
れ
自
身
」
を
言
い
現
す
言
葉
は
無
い
故
に
、
「
有
(
る
こ
と
)

そ
れ
自
身
」
を
問
う
こ
と
が
有
意
味
と
認
め
ら
れ
る
限
り
は
、

こ
の
ヨ
冨
己
俗
芸
2
3

は
止
む
を
得
ざ
る
こ
と
と
し
て
許
容
さ
れ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
、

そ
ん
な
程
度
の
こ
と
を
根
拠
に
し
て

3
0
2
2
rえ
て
.
と
い
う

こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。

こ
の
表
現
を

3
ζ
2
3
r
o
t
-
と
見
倣
す
根
拠
で
あ
る
「
有
論
的
差
別
」
は
、

ら
「
有
(
る
こ
と
ご
を
区
別
す
る
の
に
急
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
「
有
る
も
の
」

先
づ
第
一
に
、

『
有
と
時
』

の
時
期
に
於
て
は
「
有
る
も
の
」
か

J¥ 

の

「
者
(
る
こ
と
)
」
の
関
係
を
決
し
て
閑
却
し
て
い
た
の
で

は
な
い
。
「
有
(
る
こ
と
)

そ
れ
自
身
の
意
味
」
す
な
わ
ち
「
真
有
の
本
質
現
成
の
在
所
」
を
問
う
て
行
く
こ
と
は
、

「
有
る
も
の
」
が
「
非
有
な

る
も
の
」

(dzzoロ込
2

ミ
v
w
hヒ
)

で
は
な
く
し
て

「
真
に
有
る
も
の
」

と
し
て
現
前
す
る
場
所
を
開
か
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
世
界
」
(
者
乙
丹
) 例

え
ば
、

「
物
」

(
己
-
ロ
ぬ
)

が
真
に
物
と
し
て
あ
る
の
は
何
処
に
於
て
か
と
い
う
問
が
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
後
期
の
思
索
で
は
、

へ
の
間

と
な
る
つ

こ
の
到
か
ら
も
明
与
か
で
あ
る
よ
う
に
、

「
有
る
も
の
」
と
「
有
(
る
こ
と
ご
と
の
区
別
辻
、

単
な
る
区
別
や
況
ん
や
分
離
で
は
な
く

し
て
、

主
に
そ
の
区
別
そ
れ
自
身
に
於
て
、

灰
一
別
さ
れ
た
「
有
る
も
の
」
と
「
有
(
る
こ
と
)
」

と
を
相
互
に
関
係
ョ
つ
け
て
い
る
の
で
あ
り
、

後

期
の
思
索
に
於
て
は
、

こ
の

『
患
い
』

の
中
の

「
実
現
」
(
吋
ぬ
と

E
2
2
)
(
次
の

「
セ
ザ
ン
ヌ
」
参
照
)
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、

益
々

区
別
そ
れ
自
身
は
同
一
性
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、

乙

の

3
0
2
2
宮
内
ぺ
‘
を
単
な
る

u
u
p
-
T
W丹
何
回
目
】

r
o
へw

と
見
倣
す
見
解
は
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i

の壬一口'つ

「
有
る
も
の
」
と
「
有
(
る
乙
と
ご
と
の
区
別
に
関
す
る
安
直
な
誤
解
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

更
に
第
二
に
、
村
落
と
い
う
意
味
で
の

3
0
2
2
rえ円三

み
品
、

果
し
て

「
有
る
も
の
」
(
∞
巳

g
含
ω
)

の
一
つ
と
い
う
こ
と
で
尽
く
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
か
。
村
落
を
対
象
と
し
て
見
れ
ば
、

そ
れ
は
確
か
に
対
象
的
に
有
る
も
の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
併
し
、
村
落
は
人
々
が
集
ま
っ
て
住
ん
で
い

四
戸七



四
i¥ 

る
場
所
で
あ
る
。

そ
う
い
う
場
所
の
内
で
人
々
は
互
い
に
出
会
い
、

さ
ま
ざ
ま
な
有
る
も
の
と
関
わ
り
つ
つ
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、

そ
の
内
に
人
々
が
住
み
、

そ
の
内
で
さ
ま
ざ
ま
な
有
る
も
の
が
現
前
し
又
不
現
前
す
る
と
こ
ろ
の
場
所
と
し
て
の
村
落
は
、

「
脊
る
も
の
」

の

つ
と
し
て
は
見
徹
さ
れ
得
な
い
。

そ
れ
は
、
本
来
対
象
と
し
て
「
有
る
も
の
」
で
誌
な
く
し
て
、

正
に

3
0
2
2
r
m色丹

で
あ
る
。

併
し
第
三
に
、
大
譲
歩
し
て
乙
の

3
0
2
a与
え
ぺ
.
を

3
玄
立
さ
r
2
3
と
見
倣
す
と
し
て
も
、
そ
れ
で
泣
何
故
に
、
村
落
と
し
て
の
ヨ
0
2完

ZE--

あ

り

か

「
真
有
の
本
質
現
成
の
在
所
」

の
祖
国
〕

ζ
己
岱
一
℃

F
2
3

と
し
て
使
用
さ
れ
得
る
の
か
。

何
故
、

東
京
や
ベ
ル
ワ
ン
と
い
う
大
都
会
で
は
、

そ

カヨの

3
玄
3
Z
2
3

に
な
り
得
な
い
の
か
。

そ
の
理
由
法
色
々
と
挙
げ
ら
れ
得
る
が
、

本
文
に
即
し
て
一
言
で
言
う
な
ち
ば
、

村
落
と
し
て
の

=
C
Zき

Er--
の
中
心
に
法
「
神
の
家
」
が
あ
っ
て
、

あ

り

か

の
在
所
」
と
し
て
の

302ω
与
え
件
ェ
の
中
心
に
辻
「
不
可
通
な
る
も
の
」

そ
れ
が
村
落
と
そ
こ
に
住
む
人
々
と
を
統
べ
集
め
て
い
る
よ
う
に
、

「
真
有
の
本
質
現
成

(
L
S
C
D
N
C
相
官
岡
高

.gg)
と
し
て
の

「
神
」
が

i
仮
令
そ
れ
が
そ
れ

自
身
を
人
間
と
顕
示
す
る
乙
と
を
竣
拒
す
る
に
せ
よ

i
厳
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
以
上
の
三
つ
の
理
由
に
も
と
づ
い
て
二
つ
の
意
味
で
の

3
0円
富
。

E
同件ェ

の
関
孫
は
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
す
な

そ
れ
は
「
真
有
の
本
質
現
成
の
在
所
」

わ
ち
、
村
落
と
い
う
意
味
で
の

3
0円
z
o
rえ
ペ
コ
が
真
に
そ
の
意
味
を
充
実
し
て
、
真
に
村
落
で
あ
る
時
、

の
少
な
く
と
も
一
つ
に
な
る
。

そ
れ
は
、
吾
々
が
村
落
を
対
象
的
な
有
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
眺
め
た
り
、

地
理
学
的
研
究
の
対
象
と
す
る
時
で

は
な
く
、

吾
々
が
村
落
に
住
み
得
る
に
到
っ
た
時
で
あ
る
。
村
落
が
何
で
あ
る
か
は
、

そ
の
内
に
住
ん
で
み
な
け
れ
ば
、
解
ら
な
い
の
で
あ
る
。

併
し
、

ひ
と
は
こ
こ
で
も
ま
た
、
例
え
ば
、

ハ
i
パ
マ
ス
の
如
く
に
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
思
索
の
喝
さ
己
ロ
江
巳
Z
B
5
を
非
難
し
、

そ
の
思
索

を

ミ

σ何
回
ロ
に
し
た
者
と
し
て
ガ

i
ダ
マ

i
を
賞
讃
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
、

そ
れ
は
つ
ま
ら
ぬ
非
難
で
あ
る
。

ハ
i
パ
マ
ス
の
如
き
は
、

例
え
ば
、
次
の
現
象
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

そ
れ
は
、
最
近
南
フ
ラ
ン
ス
や
北
イ
タ
リ
ノ
ア
で
、

一
頃
の
工
業
化
に
依
っ
て
過
疎
と
な
り
荒
廃

し
て
し
ま
っ
た
村
落
に
若
者
達
が
都
会
か
ち
続
々
と
帰
っ
て
来
て
、
簡
素
な
自
給
自
足
の
生
活
を
再
び
初
め
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は

歴
史
の
一
つ
の
重
大
な
転
換
を
一
不
す
兆
し
か
も
知
れ
な
い
。



こ
の

『
患
い
』
の
中
で
、

こ
の

「
在
所
」
だ
け
が
唯
一

つ
の
文
章
(
∞
三
N
)

で
書
か
れ
て
い
る
。
幾
つ
か
の
文
章
に
区
分
す
る
こ
と
は
、

こ
の
場

所
に
適
わ
し
く
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
場
所

(
C
ユ)

極
端
な
る
も
の
の
内
へ
集
め
て
い
る
」

(
0
2
0
2
5
m
o
s
s
o
p
N己
主
。
r
Z
仏

2

Z
むの
r
m
Z
C
D
L
〉

c
a
o
g
Z
)
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
場
所
の

と
は
、
例
え
ば
槍
の
穂
先
の
よ
う
に
、

一
切
の
も
の
を
「
自
分
自
身
の
方
へ
最
高
に
し
て
最

場
所
た
る
と
と
、
す
な
わ
ち

3
0
円
宮
の
『
色
丹
コ
は
、

一
切
の
も
の
を
自
分
自
身
の
内
ヘ
集
め
た
唯
一
の

ヨ∞
mw
宮山

に
一
気
に
こ
一
一
口
わ
れ
る
こ
と
を
要
求

す
る
。
従
っ
て
ま
た
、

こ
の
文
章
を

u
M
E
Nコ
と
さ
一
口
う
な
ら
ば
、

そ
の

3
∞三
N

ェ
は
飛
躍
(
∞
宮
戸
言
問
)
を
意
味
す
る
3

∞
丘
、
で
あ
る
。

以
下
、

少
し
く
本
文
の
解
釈
に
立
ち
入
る
が
、

そ
れ
は
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
に
依
っ
て
思
索
さ
れ
た
こ
と
の
全
体
を
考
慮
し
て
試
み
与
れ
ね
ば
な
ち
な
い
。

先
づ
第
一
に
「
同
じ
も
の
」

(
E
m
p
p⑦
)

と
い
う
こ
と
が
こ
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

「
同
じ
も
の
」
ほ
、

「
一
様
な
も
の
」

(
込
町
宮
山
同
出
口
。
ユ
m
u
日

)

で
も
な
け
れ
ば
、

「
相
等
し
い
も
の
」

(
仏

2
0
r
t
r
o
)
で
も
な
い
。

一
様
な
も
の
は
千
遍
一
律
な
も
の
で
あ
り
退
屈
な
も
の

で
あ
る
が
、

同
じ
も
の
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。

相
等
し
い
も
の
は
、

二
つ
或
い
は
そ
れ
よ
り
多
い
も
の
が
或
る
一
定
の
観
点
の
下
で
比
較

の
で
は
な
い
。

「
同
じ
も
の
」
は
二
つ
以
上
の
も
の
と
比
較
と
を
前
提
と
し
な
い
点
で
、
相
等
し
い
も

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
さ
ま
ざ
ま
な
聯
関
の
内
で
「
同
じ
も
の
」
ど
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
「
同
じ
も
の
」
を
差
当
っ
て
形
式
的
に
規

さ
れ
る
場
合
に
、

相
等
し
い
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

定
す
れ
ば
、

「
区
別
さ
れ
た
も
の
の
共
罵
」
(
ふ
き

N
C
Z
5
5
3警
r
3
2
3

門
戸

2

C
三
2
2
Z
E
2
2
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
典
型
的
な
椀

み
J
F

、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
A
叩
題

「
同
じ
も
の
が
、

忠
世
で
あ
る
と
と
も
に
有
で
あ
る
」

(
叶
A
V

吋
島
、
き
い
吋
1
b
H
L
2
ぞ
へ
q
H
1
ヘ
ヒ
ペ
m
R
R
~
m
p
a
p

ロ何回
ω
印
。
-
σ
m
w

ロ位
5
-
r
r
F
Z
〈

2
ロ
oy言
。
ロ
(
己
2
-
8
2
)
き
君
。
Z
巳
m
m
c
o
r
m山

Z
2
)
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
解
釈
の
内
に
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
こ

「
詞
じ
も
の
」
辻
、

思
惟
と
有
と
い
う
区
別
さ
れ
た
も
の
が
「
共
罵
す
る
こ
と
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
c

「
人
間
と
有
と
の
共
属
」
と
い
う
方
向
に
展
開
さ
れ
、 思

堆
と
有
と
の
共
震
と
し
て
の

で
は
「
同
じ
も
の
」
と
辻
、

思
怪
は
人
需
の
本
質
と
さ
れ
る
が
故
に
、

結
局
の
と
こ
ろ
、

先に一一一一口

及
さ
れ
た
「
性
起
」

2
2紅
巳
ω
)

に
弼
る
。
「
同
じ
も
の
」
は
最
終
的
に
は
「
性
起
」
で
あ
る
。
併
し
「
区
別
さ
れ
た
も
の
」
ば
思
惟
と
有
だ
け

で
は
な
い
。

そ
れ
は
就
中
「
有
る
も
の
と
有
(
る
こ
と
)
と
の
区
別
」
で
あ
ち
、
そ
の
区
別
は
、
有
る
こ
と
は
現
前
す
る
こ
と
で
あ
る
故
、

「
現
前

四
九



五
O 

す
る
も
の
と
現
前
性
と
の
二
重
蓑
」
(
任
。

N
三
え
善
三
口

〉
2
4ぐ

2
2号
5

2

2
仏
〉
ロ
者

2
2
Y
Z円
)
と
言
わ
れ
る
。
然
も
こ
の

「
区
別
」

i
つ
ま
り
、
も
っ
と
端
的
に
言
え
ば
「
有
る
も
の
が
有
る
」
(
己
何
H
a
ω
2
2
L
2
r
H
)
と
い
う
こ
と
ー
こ
そ
人
聞
に
呼
び
掛
け
、

に
思
索
を
指
令
す
る
事
柄
で
あ
る
。
有
る
も
の
が
有
る
こ
と
乙
警
か
な
い
者
は
、
哲
学
的
思
索
を
!
況
ん
や
別
の
思
索
を
|
初
め
る
こ
と
が
出
来

「
二
重
要
」
と
か

人
間

'r品
、

-z-o

，
吋

'''lv

そ
れ
故
、
五
口
々
は
こ
の

「
区
部
」
か
ら
出
発
し
て
、

そ
れ
が
如
何
に
し
て
「
灰
一
刻
さ
れ
た
も
の
の
共
属
」
と
し
て
の

「
同
じ
も
の
」
に
到

達
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、

三
回
じ
も
の
を
そ
の
自
向
性
の
豊
か
さ
に
於
て
思
索
す
る
」

と
は
如
何
な
る
乙
と
で
あ
る
か
の
解
釈
に
到

る
と
と
に
す
る
。

「
脊
る
も
の
と
有
(
る
こ
と
)
と
の
区
別
」
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
終
始
諮
る
こ
と
の
な
い
洞
察
に
従
え
ば
、
従
来
の
形
而
上
学
は
敦
れ

も
i
プ
ラ
ト
ン
の

「
イ
デ
ア
」
か
ら
ニ
イ
チ
ェ
の

「
権
力
へ
の
意
志
」
に
到
る
ま
で

i
「
有
る
も
の
」
か
ら
出
発
し
て
「
有
(
る
こ
と
)
」
を
「
有

る
も
の
の
有
」

(
F
E

門
戸

2
印
巳

g
乱。

pω
巳

g
L
Z
F
S
Q定
)
と
し
て
理
解
し
、
「
有
る
も
の
の
有
」
を
さ
ま
ざ
ま
に
思
惟
し
て
来
た
。
す
な
わ
ち

形
而
上
学
は
「
有
る
も
の
」
と
「
有
る
も
の
の
有
」
と
の

「
区
別
」
を
、

そ
の
地
盤
と
し
て
そ
の
上
で
思
惟
し
て
来
た
。
然
る
に
、

そ
の
土
に
形

而
上
学
が
形
而
上
学
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
地
盤
も
し
く
は
根
底
と
し
て
の
「
有
論
的
差
別
も
し
く
は
区
別
」
は
、
形
而
上
学
の
内
で
は
「
区
別

そ
れ
自
身
と
し
て
」
思
索
さ
れ
た
こ
と
は
未
だ
曽
つ
て
な
か
っ
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
思
索
は
、
乙
の
一
送
別
を
区
別
そ
れ
自
身
と
し
て
思
索
す
る

と
と
を
試
み
る
。
「
区
別
を
区
別
そ
れ
自
身
と
し
て
」
思
索
す
る
こ
と
は
既
に
次
の
三
重
の
仕
方
で
「
毘
じ
も
の
」
を
思
索
す
る
乙
と
で
あ
る
。
第

「
区
別
そ
れ
自
身
」

は E
-， JjIJ 
同、さ
じ、れ
も、 7こ
の、も
ー の
fヘ L一
己-
~ 
m 

(f.J 
0 

0"" 。

で
は
な
く
、

区
別
さ
れ
た
も
の
を
区
別
さ
れ
た
も
の
に
し
て
い
る

(
門
戸
内
凶
円

口
三
2imrr-o込

m
E
}
r
z
)
 

で
あ
る
。

比
瞭
的
に
i
単
に
比
喰
的
で
は
な
い
が
i
言
え
ば
、

家
の
入
口
の
敷
居
は
家
の
内
と
外
と

の
」
で
あ
る
。
第
二
に
、

そ
の
区
別
を
区
別
と
し
て
成
り
立
た
し
め
て
い
る
が
、

「
区
別
そ
れ
自
身
」
を
「
区
別
と
し
て
」

そ
の

「
区
別
そ
れ
自
身
」
で
あ
る
敷
居
は
「
同
じ
も

を
仕
切
る
こ
と
に
依
っ
て
区
別
し
、

こ
の

思
索
す
る
こ
と
は
、

「
同
じ
も
の
を
そ
の
自
向
性
に
於
て
思
索
す
る
」

乙
と
で
あ
る
。
更
に
第
三
に
、

こ
の
よ
う
に
「
同
じ
も
の
を
そ
の
自
向
性
に
於
て
思
索
す
る
こ
と
」
は
、
区
別
を
解
消
し
た
り
除
去
し
た
り
す
る



こ
と
で
は
決
し
て
な
く
、

豊
か
さ
に
於
て
思
索
す
る
こ
と
」
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

民
間
一
を
区
別
そ
れ
自
身
と
し
て
思
索
す
る
こ
と
で
あ
る
。
併
し
、
そ
の
こ
と
が
伺
故
に
、

「
毘
じ
も
の
を
そ
の
自
毘
性
の

「
同
じ
も
の
を
そ
の
自
同
性
に
於
て
思
索
す
る
こ
と
」
は
、

「
事
柄
そ
れ
自
身
へ
」

(
N
Z

含
ロ
∞

R
Eロ

そ
う
い
う
思
索
の
仕
方
は
既
に
『
有
と
時
』
の
中
で
も
明
確
に
定
式
化
さ
れ
て
お
お
り
、
後
期
の
或
る
著
作
の
中
で
は
次

言
う
こ
と
」

2
5え
)
と
い
う
現
象
学
的
思
索
の
極

北
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

の
よ
う
に
ニ
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
「
同
じ
も
の
を
、

そ
の
日
じ
も
の
に
従
っ
て
、

そ
の
同
じ
も
の
そ
れ
自
身
に
向
っ
て
、

三
之
〈
与
ま
∞
己

Zvu
言も
.
Q
U

三
2同

2
Z
F
a丹

N
C
M
Zぬ
O
D
)

と。

と
れ
ば
最
高
の
意
味
に
於
け
る
3

、H
，

mg三
喜
一
へ
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

ノ、

イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
な

H
o
g
z
r色
。
=
を
屡
々
用
い
る
。
剖
え
ば
、

「
世
界
は
世
界
す
る
」
(
己
芯

ヨよ一円

毛
主
Z

円

)

、

「
物
は
物
に
な
る
」

(己

m
m
u
zぬ
乞

F
D
ぬ
円
)
、

「
二
一
一
口
葉
は
言
う
」
(
む
芯
∞
℃
言
。

}za℃ユ。
Z
)
、
「
身
体
は
身
体
に
な
る
」
(
己
2
F
Z
σ
F手門)、

「
神
は
神
に
な
る
」
(
己
2

。
三
件
民
主
言
丹
)
、

「
性
起
は
性
起
す
る
」
(
己
宮
町
己
民
三
ω

0
2
w
H
m
山口。一行

ー
の
}
戸
)

と

こ
れ
は
一
見
無
意
味
な
同
語
反
復
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

詳
し
、

こ
の
よ
う
な
言
い
方
ほ
、
世
界
と
か
物
と
か
そ
の
砲
の
各
々
の
事
柄
に
つ
い
て
、

な
し
得
る
限
り
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
思
索
し
て
行
っ
た

挙
句
の
果
て
に
、

結
局
「
世
界
は
世
界
す
る
」
と
か
「
物
は
物
に
な
る
」
と
し
か
言
え
ず
、

そ
う
言
わ
れ
る
こ
と
に
於
て
、

そ
れ
ま
で
に
さ
ま
ざ

ま
に
分
析
さ
れ
思
索
さ
れ
た
多
く
の
こ
と
が
落
着
す
る
、
と
い
う
事
態
を
示
し
て
い
る
。

既
に
『
有
と
時
』

の
公
刊
さ
れ
た
部
分
が
、

「
現
有
」
と

ぃ，っ
「
同
じ
も
の
」
を
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
分
析
し
思
索
し
て
行
っ
た
乙
と
を
示
し
て
い
る
。

「
司
じ
も
の
を
、
そ
の
同
じ
も
の
に
従
っ
て
、

そ
の
再
じ
も
の
そ
れ
自
身
に
向
っ
て
言
う
こ
と
」
に
す
べ
て
の
思
索
は
婦
着
す
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
よ
う
な

3
、円

2
M
Z
Z色。

斗
」
品
、

世
界
と
か

物
と
か
そ
の
他
の
各
々
の
事
柄
が
、

多
種
多
様
に
思
索
さ
れ
た
こ
と
を
す
べ
て
含
み
つ
つ
、

そ
れ
自
身
に
帰
着
す
る
、

す
な
わ
ち
そ
れ
自
身
の
自

性

(
g
E
何
百

2
2
)
に
賓

3

り
さ
れ
る
と
と
も
に
そ
の
他
の
一
切
の
事
柄
と
聯
関
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

上
記
の
如
き
二
重
の
仕
方
で
「
そ
の
自
同
性
の
豊
か
さ
に
於
て
思
索
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
上
に
挙
げ
ら
れ
た

そ
れ
故
、
「
同
じ
も
の
を
そ
の
自
国

性
に
於
て
思
索
す
る
こ
と
」
は
、

幾
つ
か
の

同，

mwczrm-0
.. 
は、

各
々
の
事
柄
に
つ
い
て
の
豊
か
さ
を
含
ん
で
思
索
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、

最
終
的
に
は

「
性
起
は
性
起
す

五



五

る
」
と
い
う
「
同
じ
も
の
」
の
各
々
の
局
歪
で
あ
る
。
然
る
に
、
既
述
の
如
く
、

「
同
じ
も
の
」
は
、

最
終
的
と
い
う
よ
り
は
最
元
初
的
に
は
「
性

起
」
で
あ
っ
た
。

そ
の
点
に
注
目
し
て
言
え
ば
、

「
同
じ
も
の
を
そ
の
自
民
性
の
豊
か
さ
に
於
て
思
索
す
る
」
と
は
、

「
性
起
」
を
「
そ
の
自
同
性

の
豊
か
さ
に
於
て
」

i
つ
ま
り

「
世
界
は
世
界
す
る
」

と
か

「
物
は
物
に
な
る
」

と
か
い
う
諸
々
の
多
様
な
区
別
さ
れ
た
局
面
に
注
目
し
て
i

「
思
索
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

併
し
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
「
性
起
」

は
つ
ね
に
「
非
性
起
」
(
何
三
巴
民
三
ω)

に
密
接
し
て
い
る
。

そ

れ
故
、

「
性
起
」
と
い
う
「
同
じ
も
の
」

を
そ
の

「
自
同
性
の
豊
か
さ
に
於
て
思
索
す
る
」
こ
と
は
同
時
に
「
非
性
起
」
を
も
思
索
す
る
こ
と
で

あ
る
c

併
し
、

そ
の
こ
と
は
結
果
に
於
て
何
も
複
雑
な
こ
と
で
は
な
い
。

そ
の
こ
と
を
吾
々
に
身
近
か
な
言
葉
に
移
し
て
言
う
と
す
れ
ば
、

ノ、

イ

デ
ッ
ガ

l
の
言
う
「
非
性
起
」
に
密
接
し
て
い
る
「
性
起
」
の

w
w

、
口
三
o-o
色
。
=
は
、
例
え
ば
「
山
は
是
山
、
水
は
是
水
」
と
い
う
単
純
な
こ
と

(
開
-
口
町
内

z
y
o
a
)

で
あ
る
。

併
し
、
「
山
は
是
山
、

水
誌
是
水
」
と
真
に
言
い
得
る
立
場
は
、

同
時
に

「
山
は
山
に
非
ず
、

水
は
水
乙
非
ず
」
と

真
に
言
い
得
る
立
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
多
様
な
区
別
が
区
別
の
ま
ま
で
区
別
自
身
と
し
て
同
一
で
あ
る
立
場
で
あ
る
。
併
し
、

そ

の
よ
う
な
極
め
て
単
純
な
立
場
に
ま
で
到
り
得
る
た
め
に
は
参
天
の
荊
稼
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。

そ
れ
故
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
も
次
の
よ
う
に
言
う
、
す
な
わ
ち
「
司
じ
も
の
を
そ
の
自
司
性
の
豊
か
さ
に
於
て
/
思
索
す
る
者
達
は
、
/
辛
苦
に
満

あ

り

か

ち
た
長
い
道
を
辿
っ
て
行
き
」
と
か
「
こ
の
在
所
の
前
へ
行
く
道
は
如
何
に
遠
い
乙
と
か
」
(
「
感
謝
」
参
照
)
と
。

「
辛
苦
に
満
ち
た
長
い
道
」

と
か
「
遠
い
道
」
と
い
う
表
現
は
結
局
、
形
市
上
学
的
思
堆
、
就
中
近
世
の
主
観
性
の
形
而
上
学
の
思
惟
i
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
自
身
の
思
索

の
内
に
も
い
わ
ば
そ
の
骨
肉
と
化
し
て
入
り
こ
ん
で
い
る
i
を
削
り
落
し
て
、

あ

り

か

史
」
と
が
そ
こ
か
ら
初
ま
る
「
別
の
元
初
」
の
在
所
に
到
達
す
る
た
め
の

そ
の
髄
を
明
ら
め
る
こ
と
に
依
っ
て
、

「
別
の
思
索
」
と
「
到
の
竪

「
辛
苦
に
満
ち
た
長
い
道
」
で
あ
る
。

あ

ち

か

そ
う
い
う
道
を
辿
っ
て
「
益
々
単
純
に
な
る
も
の
の
内
へ
、
そ
の
も
の
の
在
所
の
一
重
の
簡
素
さ
の
内
へ
入
っ
て
行
く
が
、
/
そ
の
単
純
な
る
も

の
の
在
所
は
、

そ
れ
自
身
を
言
い
現
わ
す
乙
と
を
、

不
可
遥
な
る
も
の
の
内
で
拒
絶
す
る
」
。
「
益
々
単
純
に
な
る
も
の
」

(
門

-
s
-
2
5
2
Eロ
pa

。
ro
円
⑦
)
と
は
何
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。



「
、
単
純
な
る
も
の
」
三

S

E三
2
Z
)
と
は
こ
こ
で
は
、

「
同
じ
も
の
」
と
間
一
で
あ
り
、

「
性
起
」

と
か
人
ヘ
ロ
ミ
ミ

の
こ
と
を
言
っ
て
い

る
。
併
し
、
逆
に
「
性
起
」
と
か
に
と
ミ
さ
H
3

が
「
単
純
な
る
も
の
」

と
こ
=
口
わ
れ
る
の
は
荷
故
で
あ
ろ
う
か
。

す
べ
て
の
も
の
が
各
々
の

「
自

性
」
の
内
に
賓

3

り
さ
れ
、

そ
れ
自
身
と
い
う
有
り
方
に
達
し
た
処
で
は
、
す
べ
て
の
も
の
誌
単
純
に
な
り
「
単
純
な
る
も
の
」

の
夫
々
の
現
わ
れ

と
な
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
が
「
単
組
な
る
も
の
」
に
つ
い
て
最
も
直
接
に
語
っ
て
い
る
の
は
小
冊
子
『
野
の
道
』
(
己
号
明
己

L
J
g
p
g
h
S
)
で
あ

る
が
、

「
単
純
な
る
も
の
」
は
、
例
え
ば
、

「
永
遠
な
る
も
の
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
解
釈
は
『
野
の
道
』
全
体
の
そ
れ
を
必
要
と
す
る
故
、

野
の
道
そ
れ
自
身
で
あ
る
。
「
単
純
な
る
も
の
」
は
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
極
め
て
稀
に
し
か
語
ら
な
い

こ
こ
で
は
省
く
。

詳
し
、

こ
こ
で
は
「
益
々
単
純
に
な
る
も
の
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
自
身
「
私
の
仕
事
の
課
題
は
年
と
と
も
に
益
々
単
純
誌
な

思
索
の
野
に
於
て
益
々
菌
難
誌
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

と
一
九
六
六
年
に
告
白
し
て
い
る
。

「
私
の
仕
事

り

そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、

の
課
題
辻
年
と
と
も
に
単
純
に
な
り
」
と
は
、

そ
れ
が
「
、
水
遠
な
る
も
の
」

へ
益
々
近
づ
い
て
行
く
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
こ
と
の
別

の
一
一
併
を
次
に
挙
、
げ
る
。

作
出
家
ベ

i
ト

i
ヴ
ェ
ン
も
晩
年
に
「
益
々
単
純
に
!
益
々
単
純
に
!
」

2
5
5
2
巴
5
1
2
二
5
5
2
E
5
1
2
3
と
楽
譜
に
書
き
つ
け
た
。

そ
れ
は
、
彼
が
そ
う
い
う
こ
と
を
意
図
的
に
志
向
し
た
と
い
う
よ
り
辻
、

或
る
何
も
の
か
が
そ
の
よ
う
に
呼
び
掛
け
て
来
た
に
違
い
な
い
。

そ
の

ζ

と
と
聯
関
し
て
、

ベ
i
ト

i
ヴ
ェ
ン
の
作
品
の
卓
越
し
た
研
究
者
ワ
ル
タ
l
・
け
ソ

i
ツ
ラ
ー
は
そ
の
名
著
『
ベ

i
ト

i
ヴ
ェ
ン
』

の
最
後
の
章

「
最
後
の
様
式
」
(
与

2
F
5
0
笠
己
)

の
内
で
極
め
て
深
い
見
解
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
一
人
の
比
偉
大
な
人
間
が
彼
の
生
涯
の
終
り
に
於

て、

そ
の
生
涯
が
長
か
っ
た
に
せ
よ
、

短
か
か
っ
た
に
せ
よ
、

一
口
わ
ね
ば
な
ち
な
い
こ
と
、

そ
の
こ
と
は
大
抵
の
場
合
、
特
別
な
様
式
を
も
っ
て

い
る
、
然
も
栢
異
な
る
芸
箭
と
相
異
な
る
時
代
と
に
出
来
す
る
『
諸
々
の
晩
年
の
作
品
』
を
或
る
一

つ
の
共
通
な
る
も
の
が
結
び
着
け
て
い
る
i

相
異
な
る
種
類
に
属
す
る
諸
々
の
老
木
に
於
て
そ
の
種
類
の
特
殊
な
形
態
が
『
老
齢
』
と
い
う
共
通
な
る
も
の
の
背
後
に
消
え
去
っ
た
り
、
も
し

く
は
、
退
い
た
り
し
て
、

そ
れ
ら
の
老
木
が
互
に
似
て
い
る
よ
う
に
、

そ
れ
ち
の

『
晩
年
の
作
品
』
ば
互
に
似
て
い
る
。

ソ
ポ
ク
レ
ス
の
第
二
オ
イ

三L



五
回

デ
ィ
プ
ス
と
ゲ

i
テ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
第
二
部
と
は
、
外
面
的
に
は
な
お
甚
し
く
異
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が

i
幾
千
年
を
飛
び
越
し
て
、

乙
の
再

方
の
作
品
か
ら
は
或
る
一
つ
の
親
近
な
響
が
出
て
来
る
、
:
:
:
芸
術
家
が
彼
の
地
上
的
存
在
の
完
成
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
彼
の
天
棄
の
も
つ
一

回
性
や
特
殊
性
は
重
要
さ
を
失
い
、
彼
の
作
品
を
『
永
遠
な
る
も
の
』
と
結
び
着
け
る
も
の
が
益
々
明
る
か
に
輝
い
て
来
る
。
」
と
。

あ

り

か

「
益
々
単
純
に
な
る
も
の
の
内
へ
、
そ
の
も
の
〈
す
な
わ
ち
、
益
々
単
純
に
な
る
も
の
〉
の
在
所
の
一
重
の
簡
素
さ
の
内
へ
入
っ
て
行
く
が
」

あ

り

か

こ
こ
で
は
「
益
々
単
純
に
な
る
も
の
」
三
S
Z
M
5
2
E三
s
r
o
Z
)
と
「
そ
の
も
の
の
在
所
の
一
重
の
簡
素
さ
」
(
含
ω
巴
ロ
E
E
m
o
ω
。
ナ

と3
2・・・
0
三
2
7
9常
)
と
い
う
よ
う
に
、

類
似
し
た
表
現
が
見
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、

思
索
が
「
益
々
単
純
に
な
る
も
の
の
内
に
入
っ
て
行
く
」
乙

と
を
、

更
に
補
完
し
て
「
そ
の
も
の
の
在
所
の
一
重
の
簡
素
さ
」
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
併
し
「
益
々
単
純
に
な
る
も
の
」
が
そ
こ
に
現
成
す
る

「
在
所
の
一
重
の
鰐
素
さ
」
と
ほ
、
如
何
な
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の

「
一
重
の
簡
素
さ
」
(
含
ω

百
三
岳
山
ぬ
と
と
い
う
こ
と
は
、

「
現
前
す
る
も
の
と
現
前
性
と
の
二
重
要
」

(
N
主
主
岳
さ
ロ

〉
ロ
毛
2
0
D
F
w
E

ロ
ロ
込
〉
ロ
毛

2
2
Z
P
)
i
す
な
わ
ち
以
前
に
「
有
る
も
の
と
有
(
る
こ
と
)
と
の
区
別
」

「
区
別
そ
れ
自
身
」
は
「
同
一
」
で
あ
っ
た
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
も
う
一
度
考
え
て
み
る
と
、

と
言
わ
れ
た
事
柄
ー
か
ら
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

併
し
、
既
述
の
如
く
、

そ
の

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!

の

「
仕
事
の
課
題
」
は
、

こ
の

「
二
重
装
」
を

「
二
重
要
」
と
し
て
間
い
つ
つ
究
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

黙
る
に
、

こ
の

「
二
重
襲
」
は
彼

の
後
期
の
思
索
で
は
、

「
物
」
と
「
苦
界
」
と
の
二
重
要
と
な
る
。

そ
れ
故
、

こ
の

「
二
重
嬰
」
を
潤
い
つ
つ
究
明
す
る
こ
と
は
、

「
物
」
と
「
世

界
」
と
の
区
別
を
維
持
し
つ
つ
、

「
物
が
物
に
な
り
」
「
世
界
が
世
界
す
る
」

と
い
う
こ
と
に
於
て
、
こ
一
重
要
が
「
一
重
」

azrr)
に
な
る
境

域
の
内
へ
到
達
す
る
こ
と
を
、

あ

り

か

の
の
在
所
の
一
重
な
る
も
の
、
簡
素
な
る
も
の
」
で
あ
る
。

目
指
し
て
い
る
。

そ
の
境
域
が

「
単
純
な
る
も
の
」
で
あ
り
、

更
に
棒
完
し
て
言
え
ば
「
益
々
単
純
に
な
る
も

こ
の

「
現
前
す
る
も
の
と
現
前
性
と
の
二
重
要
」
が
二
重
援
の
ま
ま
で
「
一
重
の
笛

素
な
る
も
の
」
に
な
ら
な
い
限
り
は
、
彼
の
思
索
は
「
問
う
」
す
な
わ
ち
「
求
め
る
」
と
い
う
性
格
を
あ
く
ま
で
保
持
す
る
が
、

ζ

と
ば

(mw)

は
な
く
、
「
間
と
い
う
性
格
を
失
っ
て
単
純
な
言
に
な
る
こ
と
」
が
辛
抱
強
く
待
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
究
極
で

そ
れ
は
、

思
索
が
思
索
を
喚
び
起
こ



し
た
元
初
へ
、

思
索
の
生
れ
た
故
掠
へ
掃
っ
て
行
く
こ
と
で
あ
る
。

併
し

「
益
々
単
純
に
な
る
も
の
の
在
所
は
そ
れ
自
身
を
言
い
現
わ
す
こ
と
を
不
可
通
な
る
も
の
に
於
て
拒
絶
す
る
」
。

あ

り

か

「
益
々
単
純
に
な
る
も
の
の
在
所
」
は
、

こ
れ
は
如
何
な
る
事
態

を
一
一
一
口
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
有
の
真
性
」
(
者
芸
手
。
伊
丹
仏

2
宮
山
口
ω
)
、
「
有
の
守
り
」

(
を
与
3
2
ι
g
F
E
ω
)
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
従
来
の
思
索
で
は
「
有
の
現
」

「
真
有
の
在
所
」

(
0
2
2
宮
町
丹
念
切
出
ミ
ロ
ω
)
等
の
言
葉
で

(己
mwLOM
出∞
o
z
m
)
、

そ
れ
ら
の
表
現
は
「
性
起
」
(
開

5
5
E
ω
)

あ

ち

か

(
「
前
奏
」
と
「
感
諜
」
参
照
)
。
こ
こ
で
も
「
真
有
の
在
所
」
が
、
す
な
わ
ち
、

あ

り

か

な
わ
ち
現
前
性
と
の
「
二
重
装
」
が
「
一
宇
田
一
こ
と
な
る
と
い
う
性
格
を
も
っ
た
「
在
所
」
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
併
し
、

あ

り

か

あ

り

か

、

と
現
前
性
と
の
二
重
要
が
一
重
に
な
る
「
在
一
所
」
す
な
わ
ち
「
益
々
単
純
に
な
る
も
の
の
在
所
」
は
、
「
そ
れ
自
身
を
言
い
現
わ
す
こ
と
を
不
可

あ

り

か

遥
な
る
も
の
に
於
て
拒
絶
す
る
」
っ
そ
の
「
在
所
」
は
言
ひ
現
わ
さ
れ
得
な
い
も
の
(
司

2
a
g
z
a
)、
思
索
さ
れ
得
な
い
も
の

あ

り

か

そ
れ
は
、
そ
の
在
所
の
内
に
「
不
可
通
な
る
も
の
」
が
匡
く
ま
わ
れ
て
い
る
か
ち
で
あ
る
。

あ

り

か

今
言
わ
れ
た
「
在
所
」
を
言
い
現
わ
さ
れ
な
い
も
の
に
し
て
い
る
「
不
可
通
な
る
も
の
」

何
と
か
言
い
現
わ
さ
れ
て
来
た
。

と
「
空
地
す
な
わ
ち
開
け
」
(
ピ
与
苫
コ
肉
)

と

4
L
4
~
r
h
Q
コ

と

に

帰
着
す
る

有
る
も
の
す
な
わ
ち
現
前
す
る
も
の
と
有
る
こ
と
す

現
前
す
る
も
の

(
C
Dハ目。ロ}争ミ
o
a
)

に
な
る
。

そ
れ
で
は
、

(
己
主
と
ま
兵
一

2
m
g
g
)
と
は
一
日
体
何

で
あ
る
か
。

こ
れ
に
類
似
し
た
「
通
路
づ
け
ら
れ
得
な
い
も
の
、
も
し
く
は
接
近
出
来
な
い
も
の
」
三
2
d
s
c窓
口
色
目
。

Z
)
と
い
う
語
は
『
有

と
時
』
以
来
随
処
に
使
わ
れ
て
い
る
。
併
し
、
筆
者
の
記
憶
し
て
い
る
限
り
で
は
、

u
l
m
w
a
d
z
cぬ
き
ぬ
寸
9
5
3

と
い
う
こ
の
語
は
、
一
九
七

0
年
代

に
到
っ
て
初
め
て
三
笛
所
程
の
処
で
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、

こ
の
語
を
従
来
の

円

-
m
m
dロ
さ
ぬ
き
ぬ
立
与
。

の
言
い
変
え
と
見

散
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
れ
ノ
、

も
っ
と
強
い
響
き
を
も
っ
て
お
り
、

何
か
肇
登
を
竣
拒
す
る
断
室
絶
壁
の
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
然
も
そ
の
三
笛

所
に
於
け
る
意
味
を
熟
慮
し
検
討
し
た
結
果
、

こ
の

「
不
可
通
な
る
も
の
」

(
与

Z
C
D
N丘
町
き
ぬ

gz)
は、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の

神
しー

で
あ
り
、

「
性
起
」
の
内
に
置
ま
れ
て
い
る
「
神
」
で
あ
る
と
と
も
に
、

そ
の
出
現
の
た
め
に
は
「
性
起
」
を
必
要
と
す
る
「
神
」

で
あ
る
と
い
う
暫
定
的

見
解
に
達
し
た
。

そ
れ
は
、

「
性
起
」
と
か
、

「
有
の
真
性
」

と
か
「
真
有
」
と
ニ
一
一
口
わ
れ
た
事
惑
が
す
べ
て
、

「
神
」
と
「
人
間
」
と
の

「
中
間
境

五
五



五
六

域

(
N
4弓

z
o
r
oロ
σ
2
0古
}

同

)

に
他
な
ち
な
い
と
い
う
こ
と
に
依
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
言
う

「
神
」
と
は
、

J¥ 

と
の
聯
関
の
下
で
立
ち
入
っ
て
究
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
未
曽
有
に
し
て
異
様
な

神
で
あ
り
、
「
吾
々
の
産
史
の
測
り
尽
し
得
な
い
諸
々
の
可
能
性
の
別
の
元
初
」
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
「
神
」
が
こ
こ
で
は
「
神
」
と
言
わ
れ
ず

ル
ダ

i
リ
ン
の
言
う

「
神
と
神
々
」

(
0
0
2

ロロ仏

O
C
2
0
-
1
)
 

し
て
、
「
不
可
通
な
る
も
の
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
併
し
、

こ
の

「
不
可
通
な
る
も
の
」
は
「
神
が
神
に
な
る
」
と
い
う
そ
の
最
も
験
し
い
顕
現
で

あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

(
筆
者
は
曽
っ
て
こ
の

3

《凶器

C
H
E
C
m窓
口

mEz--
を

L
S
開
円
。
由
民

Ea.-
と
同
一
視
し
た
が
、

そ
の
晃
解
は
捨
て
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
)
要
す
る
に
、

「
真
有
の
本
賀
現
成
の
在
所
」
法
、

そ
の
中
心
に
覆
蔵
さ
れ
置
ま
わ
れ
て
い
る
「
神
」
が
「
不
可
遥
な
る
も
の
」
で

あ
る
こ
と
に
於
て
、
二
一
日
い
現
わ
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
併
し
、

言
い
現
わ
さ
れ
な
い
ま
ま
で
、

吾
々
辻
本
来
其
処
に
住
ん
で
い
る
。

---L.. 

ノ¥

セ
ザ
ン
ヌ

ロ

i
ヴ
の
道
筋
に
沿
っ
て

目
立
た
ぬ
も
の
を
培
い
続
け
た
老
い
た
る
庭
師
ヴ
ァ
リ
ヱ
の
姿
の

開
け
の
内
に
立
ち
続
け
た
静
け
さ

患
い
に
沈
ん
だ
放
下
し
た
安
ろ
か
さ
。

こ
の
画
家
の
晩
年
の
作
品
の
内
で
は

現
前
す
る
も
の
と
現
前
性
と
の
二
重
要
誌



一
重
に
な
り
、

「
実
現
さ
れ
る
」
と
同
時
に
耐
え
抜
か
れ
、

密
令
に
満
ち
た
同
一
性
の
内
へ
変
貌
さ
れ
た
。

詩
作
と
田

索
と

つの
の共
径二属
がちの

内
J¥ 

導
い
て
行
く

こ
こ
に
は
そ
れ
自
身
を
示
し
て
い
る
の
か
。

ポ
ー
ル
・
セ
ザ
ン
ヌ

(
H
V
2
L
わ
か
M
5
2
H
M
O
-
-
∞ω匂¥〈一

{
m
w
(
)

お
)

は
南
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ク
サ
ン
・
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
に
生
れ
て
そ
こ
で
没
し
た
有
名
な
画

家
で
あ
り
、

更
め
て
説
明
を
要
し
な
い
っ

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
法
一
九
六
六
年
八
月
一
ニ

O
日
か
ら
九
月
八
日
ま
で
南
フ
ラ
ン
ス
の
ル
・
ト

i
ル

(
円
。

、H
，
rc円
)

で
ヘ

i
ゲ
ル
の

に
つ
い
て
ゼ
ミ
ナ

i
を
行
っ
た
察
、

ロ
-za--

ヴ
通
り
に
あ
る
セ
ザ

ン
ヌ

の
ア
ト

エ
を
訪
れ

=司

てフ
深ィ
しミ ヒ
惑手

動と
F y'" 、
ー午 :/ 

〉乙ュ

けリ
勺哩ン

グ
と
の
哲
iD-4 
づ:.

掠
系
の
差
別
ih= 

そ
の
時
の
感
銘
を
彼
は
筆
者
の
出
友
ハ
ル
ト
ム

i
ト
・
ブ
フ
ナ

i
君
に
次
の
よ
う
に
語
っ
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。
「
セ
ザ
ン
ヌ
の
故
郷
で
過
ご
し
た
こ
の
数
日
は
、

が
、
セ
ザ
ン
ヌ
が
画
い
た
と
毘
じ
様
に
直
接
に
思
索
し
得
た
ら
!
」
、

光
を
一
不
す
に
違
い
な
い
」
と
。

哲
学
書
の
或
る

つ
の
ど
ブ
リ
オ
テ

l
ク
全
体
に
匹
敵
す
る
。

も
し
誰
か

「
セ
ザ
ン
ヌ
が
格
闘
し
た
驚
く
べ
き
山
は
、
何
日
か
君
に
も
そ
の
移
り
行
く

セ
ザ
ン
ヌ
は
晩
年
に
度
々
、

農
夫
だ
と
か
召
使
い
だ
と
か
い
う
極
め
て
普
通
の
単
純
な
人
達
を
、
大
き
な
尊
敬
の
念
を
こ
め
て
画
き
、

そ
れ
ら

の
人
達
に
威
厳
を
与
え
た
と
、

伝
え
ち
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
庭
部
ヴ
ァ
ワ
エ
」
は
、

セ
ザ
ン
ヌ
が
一
九

O
六
年
i

す
な
わ
ち
彼

が
死
去
す
る
年
ー
に
画
い
た
そ
う
い
う
単
純
な
人
物
復
の
中
の
最
高
の
操
作
で
あ
る
。
「
庭
部
ヴ
ァ
リ
エ
」

J

ア
」
斗
t

阜、

筆
者
が
複
製
で
見
た
浪
り
で

十
品
、

二
つ
の
肖
像
が
あ
る
が
、
椅
子
に
坐
し
た
正
面
か
る
の
全
身
像
よ
り
も
、

側
面
か
ら
の
上
半
身
橡
の
方
が
、

こ
こ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
言
っ

ii. 
七



五
八

て
い
る
こ
と
に
符
合
す
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

本
文
は
三
つ
の
段
落
か
ち
成
り
立
っ
て
お
り
、
第
一
段
落
で
は
「
庭
師
ヴ
ァ
リ
ヱ
」
の
肖
像
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
受
け
た
直
接
の
印
象
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
段
落
で
は
、

そ
の
直
接
の
印
象
に
も
と
づ
い
て
「
現
前
す
る
も
の
と
現
前
性
と
の
二
重
要
」
が
「
一
重
」
に
な
り
「
密
令

に
満
ち
た
同
一
一
性
」
の
内
へ
変
貌
す
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
第
三
段
落
で
は
、

そ
の
よ
う
な
変
貌
に
も
と
づ
い
て
「
詩
作
と
思
索
と
の
共
属

わ
内
へ
導
い
て
行
く
一
つ
の
径
」
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
難
解
な
『
思
い
』

の
中
で
こ
の

「
セ
ザ
ン
ヌ
」

が
一
番
美
し
い
と
思
わ
れ

る。
(
1
)
 
「ロ

i
ヴ
の
道
筋
に
沿
っ
て
/
自
立
た
ぬ
も
の
を
培
い
続
け
た
老
い
た
る
庭
部
ヴ
ァ
ワ
エ
の
姿
の
、
/
開
け
の
内
に
立
ち
続
け
た
静
け

さ
、
/
患
い
に
沈
ん
だ
放
下
し
た
安
ち
か
さ
」
。

こ
こ
で
は
「
庭
師
ヴ
ァ
リ
エ
」
の
肖
議
か
与
受
け
た
直
接
の
印
象
に
適
わ
し
い
仕
方
で
、

そ
の
印
象
が
一
気
に
言
わ
れ
て
お
わ
ノ
、
従
っ
て
主
語

i
述
語
と
い
う
文
章
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

「ロ
Ez----'

ヴ
の
道
」
と
は
、

既
述
の
如
く
、

セ
ザ
ン
ヌ
の
ア
ト
リ

J

エ
が
あ
る
エ
ク
サ
ン
・
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
通
り
で
あ
る
。

「
目
立
た
ぬ
も
の

(
仏

m
Z
Cロ
ωの

r巳ロ
σ
2
0
)

斗
」
品
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
に
と
っ
て
は
、
最
も
大
事
な
も
の
で
あ
る
。
人
自
に
立
つ
も
の
は
、
表
面
的
な
も
の
で
あ
り
、
何

等
の
持
久
力
も
な
い
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

「
目
立
つ
」
と
い
う
こ
と
は
、

如
何
な
る
物
に
せ
よ
、

そ
の
物
の
本
来
の
有
り
方
か

ら
そ
の
物
が
離
れ
去
っ
た
有
り
方
で
あ
る
。

そ
れ
に
反
し
て
、
「
目
立
た
ぬ
も
の
」
こ
そ
「
有
(
る
こ
と
)

の
真
性
」
で
あ
り
、

「
有
(
る
こ
と
)
」

を
目
立
た
ぬ
仕
方
で
「
守
っ
て
い
る
も
の
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
彼
は
本
物
の
現
象
学
に
つ
い
て
「
こ
の
現
象
学
は
目
立
た
ぬ
も
の
の
現
象
学
で

あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
今
の
場
合
、
「
目
立
た
ぬ
も
の
を
培
い
続
け
た
」

と
は
多
分
、

街
路
樹
を
育
て
る
と
か
道
傍
の
草
花
を
培
う
と
か
い
う

庭
師
の
仕
事
を
言
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
仕
事
は
、
街
路
樹
や
草
花
よ
り
も
も
っ
と
「
目
立
た
ぬ
」
仕
事
で
あ
り
、

そ
う
い
う
仕
事
を

お
の

そ
の
よ
う
に
し
て
「
老
い
た
る
庭
部
ヴ
ァ
リ
エ
L
C
内
に
は
、
目
立
た
な
い
仕
方
で
自
づ
か
ら
言
す

長
年
続
け
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。



べ
か
ら
ざ
る
威
厳
が
具
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
法
「
自
立
た
ぬ
も
の
を
培
い
続
け
る
」

こ
と
に
献
去
し
て
抱
に
何
等
求
め
る
こ
と
の
無
く
な
っ
た
人

に
自
然
と
具
わ
っ
て
来
る
威
議
で
あ
り
、

自
足
し
た
「
安
ち
か
さ
」

で
あ
る
。
併
し
、

そ
こ
に
は
「
老
い
た
る
庭
師
ヴ
ァ
リ
ヱ
の
姿
の
開
け
の
内

に
立
ち
続
け
た
静
け
さ
」

(
L
S
E
Zき
全
ぬ

2
2
0
)
と
奇
妙
な
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
知
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
表
現
の
背
景
に
は
「
開
け
の
内
に
立
ち
続
け
る
こ
と
」
(
『
己
管

L
f
f
o
z
z
ι
2
亡
。

E
Cロぬ・

}{ロロ

omユ
or。
ロ
山
口

Lo--
門
戸
。
『
件
ロ
ロ
ぬ
)
と

い
う
乙
と
が
あ
る
。

「
開
け
」
(
亡
。

zgm)
と
は
、
後
に
出
て
来
る
が

(
「
感
謝
」

参
照
)
、

密
生
し
た
森
を
伐
り
罷
い
て
出
来
た

「
空
地
」
で

あ
り
、

通
過
可
能
な
「
開
け
」

(
L
E
C
F
5
)

る
こ
と
を

uuHEED仏
釘
宮
山
門
ェ
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
は
言
う
。
『
有
と
時
』
に
於
け
る
「
現
i

有
」

る
こ
と
」
(
仏

g
c
m
o
F己
主
-
2
r
z
E
)

で
あ
り
、

「
野
外
」
(
込

g
m，

z-o)
で
あ
る
。

そ
う
い
う
「
毘
け
」

の
内
に
最
後
ま
で
立
ち
続
け

(
己
岱
253389ω

巳
ロ
)

が
「
現
に
脱
我
的
に

i
立
っ
て
い

と
し
て
考
え
直
さ
れ
た
の
が

3
H
ロ丘

E
L石
Z
R
.
で
あ
る
。

人
間
を
し
て
人
間
で
あ
ち
し
め
て
い
る

そ
の
本
質
は
「
意
識
」
や
「
自
己
意
識
」
と
い
う
「
水
濯
り
」

の
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
し
て
、

そ
れ
を
突
き
破
っ
て
「
現
に
脱
我
的
に
l

立
つ

て
い
る
こ
と
」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
し

5
5ロ円四五宮山門コ

と
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
に
依
っ
て
思
索
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
現
」
に
、

す
な
わ

ち
「
開
け
」

の
内
に
立
ち
続
け
る
こ
と
と
言
っ
て
も
、

け
」
を
「
建
立
し
続
け
る
こ
と
」

そ
れ
は
唯
立
ち
続
け
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
、

そ
の
こ
と
に
於
て
「
現
」
す
な
わ
ち
「
開

(
己
主
立
1
2
H
M
己
主
戸
民
)

で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
庭
師
ヴ
ァ
リ
エ
が
な
し
て
来
た
こ
と
で
も
あ
る
。

彼
辻
長
年
、

野

外
の
開
け
の
内
に
立
ち
続
け
、
嵐
雨
に
曝
さ
れ
な
が
ら
黙
々
と
「
目
立
た
ぬ
も
の
」
を
培
い
続
け
、
そ
の
よ
う
に
し
て
「
開
け
」
す
な
わ
ち
「
現
」

を
見
護
り
建
立
し
続
け
た
人
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
仕
事
を
続
け
る
と
と
が
、

そ
れ
自
身
に
於
て
既
に
「
静
け
さ
」
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
よ
う

そ
れ
が
「
老
い
た
る
庭
部
ヴ
ァ
り
エ
の
姿
の
開
け
の
内
に
立
ち
続
け
た
静
け
さ
」

な
仕
事
を
続
け
て
来
た
人
に
は
「
静
け
さ
」
が
漂
っ
て
い
る
。

で
あ
る
。

「
ヴ
ァ
リ
ヱ
の
姿
」
は
更
に
、

「
思
い
に
沈
ん
だ
放
下
し
た
安
ら
か
さ
」

(
L
2
5。「円山
g
r
S
5
0己
2
2ロ0
)

と
言
わ
れ
て
い
る
。
「
庭
師
ヴ
ァ

リ
エ
」

の
側
面
像
は
、

上
半
身
だ
け
が
画
か
れ
て
お
り
、

接
か
ら
下
の
一
半
身
は
椅
子
に
坐
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

画
か
れ
て
い
な
い
。
暗
い

五
九



六
O

背
景
の
内
で
ヴ
ァ
リ
エ
の
上
半
身
だ
け
が
光
を
受
け
た
よ
う
に
画
か
れ
て
い
る
。
或
る
若
い
友
人
は
「
こ
れ
は
西
洋
の
達
摩
だ
」
と
叫
ん
だ
。
眼

は
無
心
に
見
開
か
れ
て
い
る
。
五
口
々
辻
こ
の
肖
録
か
ら
無
心
な
l
何
等
求
め
る
と
こ
ろ
の
な
い
l
安
ら
か
さ
を
感
得
す
る
が
、

思
索
者
ハ
イ
デ
ッ

ガ
i
か
ら
見
れ
ば
、

こ
の
姿
と
特
に
そ
の
眼
と
辻
河
か
深
い
思
い
に
沈
潜
し
て
説
我
の
境
地
に
入
っ
て
い
る
人
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
彼
は
「
思
い
に
沈
ん
だ
放
下
し
た
安
ら
か
さ
」
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

於
て
「
意
志
を
放
下
し
た
」
安
ら
か
さ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
O
L
E
C己
m
5
3
0
J
U
L
S
E
a
gロ
岳
民

乙
の
表
現
は
、

非
常
に
深
い
思
い
の
内
に
沈
諮
し
、

そ
の
沈
諮
に

2
2
σ
.
w
u
w
Cロ∞。

rozgzω

と

い
う
こ
れ
ら
の
語
は
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
思
索
に
と
っ
て
根
本
的
な
意
味
を
も
っ
た
語
で
あ
る
と
と
も
に
、
彼
が
こ
の
肖
強
か
ら
受
け
た
印
象
を

端
的
に
語
っ
て
い
る
。

(
2
)
「
こ
の
画
家
の
晩
年
の
作
品
の
内
で
は
/
現
前
す
る
も
の
と
現
前
性
と
の
二
重
要
は
/
一
重
に
な
り
、

A
実
現
さ
れ
る

V
と
問
時
に
耐
え

抜
か
れ
、
/
密
令
に
溝
ち
た
毘
一
性
の
内
へ
変
貌
さ
れ
た
」
。

「
こ
の
画
家
の
晩
年
の
作
品
」
と
は
「
庭
部
ヴ
ァ
リ
エ
」

の
肖
像
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

或
い
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
が
「
セ
ザ
ン
ヌ
が
格
関
し
た
驚

く
べ
き
山
」
と
呼
ん
だ
「
サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ

l
ル
山
」
の
幾
つ
か
の
絵
を
も
併
せ
て
言
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
両
方
の
作
嵐
は
根
本

的
に
は
同
じ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
故
、

こ
こ
で
は
前
者
に
限
っ
て
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
言
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
み
る
。

「
現
前
す
る
も
の
と
現
前
性
と
の
二
重
要
」
と
は
、
今
ま
で
に
度
々
言
及
し
た
「
有
る
も
の
と
有
(
る
こ
と
)
と
の
区
別
」
の
こ
と
で
あ
る
。

「
区
別
」
が
「
区
別
そ
れ
自
身
と
し
て
」
は
「
同
じ
も
の
」
で
あ
り

「
同
一
性
」

で
あ
る
こ
と
も
既
に
述
べ
ら
れ
た
。
「
現
前
す
る
も
の
と

乙
の

現
前
性
と
の
二
重
繋
」
は
二
重
要
の
ま
ま
で
「
一
重
」
に
な
る
。

そ
の
こ
と
も
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
に
依
っ
て
以
前
か
与
思
索
さ
れ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
詳
し
、
彼
は
今
セ
ザ
ン
ヌ
の
作
品
に
於
て
「
二
重
要
」
が
「
一
重
」
に
な
っ
て
お
り
、
作
品
と
い
う
「
物
」

(
g
m
)
 

に
於
て
立
つ

「
物
」

と
し
て
「
実
現
さ
れ
」

(
Z丘
E
2
3
)
て
い
る
乙
と
を
、

実
際
に
見
た
。

こ
こ
で

「
実
現
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

「
有
る
も
の
」
が
そ
れ

自
身
の
内
に

「
有
八
る
こ
と
〉
の
真
性
」

を
置
う
こ
と
に
於
て
真
に
有
る
物
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
に
と
っ
て
は



思
索
の

「
課
題
」
で
あ
る
。
「
も
し
誰
か
が
、

セ
ザ
ン
ヌ
が
画
い
た
と
同
じ
様
に
直
接
に
思
索
し
得
た
ら
!
」
と
い
う
彼
の
嘆
声
も
、

二
重
要
が

二
重
一
裳
そ
れ
自
身
と
し
て
一
重
に
な
り
「
実
現
さ
れ
る
と
同
時
に
耐
え
抜
か
れ
」
持
ち
堪
え
ち
れ
て
い
る
こ
と
を
直
接
に
見
た
と
こ
ろ
か
ち
、
発

せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
二
重
要
が
二
重
一
襲
と
し
て
一
重
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
具
体
的
に
作
品
『
庭
師
ヴ
ァ
ワ
エ
』
に
つ
い
て
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
、
作
品
『
庭
師
ヴ
ァ
リ
エ
』
が
、
今
言
わ
れ
た
意
味
で
真
に
有
る
物
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
辻
、

併
し
、

(
1
)
 
で
言
わ
れ
た
こ
と
を
背
景
と
し
、

そ
の
背
景
が
作
品
『
庭
師
ヴ
ァ
ワ
エ
』
の
内
で
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
一
不
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

背
景
は
「
呂
立
た
ぬ
も
の
を
培
い
続
け
た
」
と
か
「
開
け
の
内
に
立
ち
続
け
た
」
と
言
わ
れ
た
場
合
の
「
目
立
た
ぬ
も
の
」
と
か
「
開
け
」
と
言
わ

れ
る
「
有
〈
る
こ
と
〉
の
真
性
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
今
は
作
品
『
庭
師
ヴ
ァ
リ
エ
』
の
人
物
橡
の
雪
景
を
な
す
世
界
と
考
え
る
。
そ
う
す
る
と
先

ヴ
ァ
ワ
ヱ
と
い
う
一
個
の
人
物
と
そ
の
背
景
を
な
す
世
界
(
す
な
わ
ち
、
有
の
開
け
)
と
辻
、

づ
第
一
ピ
、

既
述
の
如
く
、

明
暗
に
抜
っ
て
判
然

二
重
襲
は
二
重
援
と
し
て
あ
く
ま
で
持
ち
堪
え
ら
れ
て
お
り
、
「
耐
え
抜
か
れ
て
お
り
」
、
単
な
る
一
様
性
の

内
へ
解
消
さ
れ
て
は
い
な
い
。
併
し
第
二
に
、
そ
れ
と
同
時
に
ヴ
ァ
リ
エ
の
姿
を
輪
郭
づ
け
描
い
て
い
る
線
の
動
き
の
内
に
は
、
背
景
と
な
る
世

界
が
深
く
鋭
く
切
り
こ
ん
で
来
て
い
る
。
第
三
に
、
そ
れ
と
司
時
に
ヴ
ァ
リ
エ
の
姿
辻
、
背
景
と
な
っ
て
い
る
世
界
の
内
の
い
わ
ば
一
つ
の
光
景

こ
こ
で
は
人
物
と
世
界
と
は
明
暗
に
依
っ
て
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
局
時
に
、
世
界
は
人
物
の
内
に
深
く

と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

の
よ
う
に
見
え
る
。
要
す
る
に
、

切
り
入
っ
て
人
物
を
し
て
人
物
た
ら
し
め
て
い
る
と
と
も
に
、

人
物
は
、
森
の
中
の
技
り
開
か
れ
た
空
地
の
如
く
に
、
世
界
に
罵
し
世
界
の
一
光

景
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
同
様
な
こ
と
は
、
程
変
の
差
は
お
る
に
し
て
も
、
作
品
『
サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ

i
ル
山
』
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
「
二
重
要
」
は
二
重
襲
と
し
て
持
ち
堪
え
ら
れ
つ
つ

ご
重
」
に
な
り
「
物
」
と
し
て
「
実
現
」
さ
れ
て
、

そ
の
よ
う
に
持

ち
堪
え
ら
れ
需
ヘ
抜
か
れ
る
乙
と
に
於
て
「
密
令
に
溝
ち
た
同
一
性
」
の
内
へ

「
変
貌
さ
れ
た
」

の
で
あ
る
。

砕
し
、
ま
だ
開
は
残
る
。

と

の

「
変
貌
」

(
g
2
6
D
L己
ロ
)
と
は
向
か
ら
向
へ
の
変
貌
で
あ
り
、

何
故
に
変
説
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
の
か
。

一
口
に

/、、



....L. 
ノ、、

言
え
ば
、

そ
れ
は
形
而
上
学
的
思
惟
と
そ
れ
に
依
っ
て
規
定
さ
れ
た
人
間
と
か
ら
別
の
思
索
と
人
聞
の
別
の
有
り
方
へ
の
変
貌
で
あ
る

G

「
現
前
す

る
も
の
と
現
前
性
と
の
二
重
一
裳
」
は
、
形
而
上
学
的
思
惟
の
地
盤
で
あ
り
な
が
ち
形
高
上
学
的
思
惟
の
内
で
は
「
二
重
裳
と
し
て
」
思
惟
さ
れ
て

ょ、
A

っ

し
ず
，
万
一
ふ
ふ

そ
う
い
う
形
而
上
学
的
思
堆
の
内
で
は
人
間
も
「
ロ
ゴ
ス
を
も
っ
た
動
物
」
と
し
て
そ
れ
自
亮
形
而
上
学
的
に
i
す
な
わ
ち
、
明

ら
か
に
さ
れ
な
い
二
重
要
に
依
っ
て
i

規
定
さ
れ
て
い
た
。

そ
う
い
う
「
二
重
一
裳
」
が
「
二
重
要
そ
れ
自
身
と
し
て
」
現
わ
れ
て
来
る
と
と
も
に

「
一
重
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
形
而
上
学
的
患
堆
の
地
盤
が
崩
壊
す
る
と
と
も
に
そ
の
崩
壊
の
内
か
ら
別
の
思
索
が
現
わ
れ
て
来
る
こ
と
で

あ
る
。
従
っ
て
ま
た
人
間
も
「
ロ
ゴ
ス
を
も
っ
た
動
物
」
と
い
う
「
形
而
上
学
的
動
物
」
か
ち
「
有
の
真
性
す
な
わ
ち
性
起
の
内
で
用
い
ら
れ
る

者
」
と
し
て
有
の
真
性
を
実
現
す
る
者
へ
移
行
す
る
。

そ
の
こ
と
が
、
別
の
思
索
と
人
間
の
別
の
有
り
方
と
へ
の
移
行
と
し
て
、

こ
こ
で
は
「
変

貌
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

併
し
、

ま
だ
間
は
残
る
。

そ
れ
は
、

こ
の
変
貌
の
到
達
点
で
あ
る

「
司
一
一
性
」

が
何
故
に

「
密
令
に
満
ち
た
司
一
一
位
」

(ぬ

mwrzs三
言
。
-r

身
と
は
毘
じ
で
あ
る
が
、
他
の
も
の
と
は
異
な
る
、

と
い
う
通
常
の
同
一
性
で
は
な
い
。

乙
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
同
一
性
」
辻
、
或
る
も
の
ほ
そ
れ
自

そ
れ
は
、
沢
一
刻
一
が
区
別
そ
れ
自
身
と
し
て
同
一
で
あ
る

同門戸。ロ

Z
S件
)

と
言
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
関
で
あ
る
。
先
づ
第
一
に
、

と
言
わ
れ
る
よ
う
な
毘
一
性
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
曽
っ
て
へ

i
ゲ
ル
が
「
絶
対
的
毘
一
性
」
を
「
同
一
一
牲
と
非
同
一
一
性
〈
す
な
わ
ち
、
区
別
〉

と
の
同
一

h
に

(
E
g
z
g
二
2
E
g
z
s
;
E
ι
2
z
r
r
E
g
z
g
)
と
規
定
し
た
の
に
近
い
趣
き
が
あ
る
。
併
し
、

へ
i
ゲ
ル
の
今
引
用

さ
れ
た
「
同
一
性
」
は
、
究
極
的
に
は
「
絶
対
者
そ
れ
自
身
」
(
含
ω
〉
宮
三
三
σ
ω
σ
F
E
)

が
そ
れ
で
あ
る
「
毘
一
性
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

こ

こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
同
一
性
」
は
『
庭
師
ヴ
ァ
ワ
エ
』
と
い
う
芸
術
作
品
に
於
て
実
現
さ
れ
て
い
る
「
毘
一
性
」
で
あ
る
。
仮
に
ヘ

i
ゲ
ル
の
立

場
に
立
つ
と
す
れ
ば
、
絶
対
者
と
そ
れ
の
有
限
な
る
諸
現
象
と
は
区
別
さ
れ
る
と
と
も
に
同
一
で
あ
る
か
ら
、
芸
術
作
品
に
於
て
且
つ
芸
術
作
品

と
し
て
実
現
さ
れ
た
「
同
一
性
」
も
「
絶
対
的
同
一
性
」
の
一
つ
の
現
象
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
芸
術
作
品
の
「
同
一
性
」
は
い
わ
ば
「
絶
対
者
そ
れ

自
身
」
を
い
わ
ば
内
に
宿
し
た
司
一
性
と
し
て
、
「
密
令
に
満
ち
た
同
一
性
」
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
へ

l
ゲ
ル
の

『
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン



グ
と
の
哲
学
掠
系
の
差
別
』
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
尊
重
す
る
論
文
で
あ
る
か
ち
り
し
て
、
右
の
如
く
に
考
え
る
こ
と
も
一
慨
に
排
斥
出
来
な
い
か
も

知
れ
な
い
。
併
し
、

へ
i
ゲ
ル
の
よ
う
に
究
極
的
に
は
「
絶
対
者
そ
れ
自
身
」
で
あ
る
「
毘
一
性
と
非
再
一
性
と
の
同
一
性
」
と
い
う
立
場
に
立
つ

な
ち
ば
、

円色。ロ
Z
Z円
)

斗
i

品、

へ
i
ゲ
ル
の
言
う

「
絶
対
的
同
一
性
」

と
い
う
方
自
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

そ
れ
は
も
っ
と
単
純
な
こ
と
で
あ

り
、
単
純
な
こ
と
で
あ
る
が
故
に
思
索
で
は
届
か
な
い
こ
と
で
あ
る
に
栢
違
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
忌
索
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
こ

の
内
に
物
と
し
て
現
前
す
る
こ
と
が
、
同
時
に
そ
の
物
つ
ま
り
現
前
す
る
も
の

の

「
司
一
一
性
」
は
、

物
が
開
け
の
内
に
、

つ
ま
り
に
と
ミ

s=

が
そ
の
内
に

2.bミ

gz
を
宿
し
た
物
と
し
て
、

つ
ま
り
真
の
物
と
し
て
あ
る
、

と
い
う
事
態
で
あ
る
。
然
る
に
、

こ
の
よ
う
な
単
純
な
直
接

的
な
事
態
は
殆
ん
ど
思
索
さ
れ
得
ず
、
も
し
思
索
さ
れ
る
な
ら
ば
、
事
態
の
単
純
さ
と
直
接
さ
と
は
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
。
然
る
に
、

そ
'
つ
い
'
つ

事
態
す
な
わ
ち
「
由
一
性
」

が
現
に
『
庭
師
ヴ
ァ
リ
エ
』
と
い
う
芸
術
作
品
に
於
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

そ
れ
故
、

こ
こ
で
は

「
同
一
一
性
」
誌

「
密
令
に
満
ち
た
同
一
性
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
患
索
が
目
指
し
て
お
ち
な
が
ら
も
、

思
索
す
る

と
い
う
と
と
の
内
で
は
到
来
さ
れ
得
な
か
っ
た
こ
と
が
、
現
に
芸
術
作
品
と
し
て
実
現
さ
れ
物
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
「
密
令
に
満
ち
た
同
一
性
」

セ
ザ
ン
ヌ
が
画
い
た
と
同
じ
様
に
直
接
に
思
索
し
得
た
ら
!
」
と
一
一
一
口
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
も
し
誰
か
が
、

こ
の
感
嘆
符
号
が
「
密

と
言
わ
れ
、

人
予
」

で
あ
る
。
要
す
る
に
、

乙
の
第
二
段
落
は
『
庭
師
ヴ
ァ
リ
エ
』

の
肖
像
を
見
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
思
索
し
た
こ
と
を
、

一
口
っ
て
い
る
。

(
3
)

「
詩
作
と
思
索
と
の
共
属
の
内
へ
/
導
い
て
行
く
一

つ
の
径
が
、
/
こ
こ
に
は
そ
れ
自
身
を
示
し
て
い
る
の
か
」
。

有

(
る
こ
と
)

(さ

c
z
r
ぇ
z
m
r
F
P
C
E
m
L
2

「
詩
作
」

(己

rrzロ
)
と
は
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
見
解
で
は
、

を
言
葉
で
建
立
す
る
こ
と
」

自
由
に
創
造
し
定
立
し
贈
与
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。

列
え
ば
、

ヘ
ル
ダ
i
リ
ン
の

∞⑦
-3mw) 

で
あ
る
。
建
立
す
る
と
は
「
物
の
有
と
本
質
と
を
、

詩
『
帰
郷
』

(
Z
2
5
F
5
r
)
や

『
ラ
イ
ン
』

(己
O
H・

H
N
r
Z
H
M
)
 

の
内
で
辻
掃
郷
の
本
賀
や
ラ
イ
ン
の
有
が
歴
々
と
現
前
し
言
葉
の
内
に
建
立
さ

れ

人
々
に
贈
与
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
際
、

言
葉
(
己
芸
者
0
2
・
去
。
∞
℃

E
。r
o
)
と
い
う
こ
と
は
、

最
も
広
く
深
い
意
味
に
於
て
受
取
ら
れ
ね
ば

--'---
/¥ 



六
四

な
ち
な
い
。
す
な
わ
ち
、

普
通
に
吾
々
人
間
が
語
る
言
葉
ば
か
り
で
は
な
く
、
何
か
五
口
々
に
語
り
掛
け
て
来
る
も
の
は
、
す
べ
て
「
言
葉
」

で
あ

る
。
「
庭
師
ヴ
ァ
ワ
エ
」

の
肖
像
が
吾
々
に
語
り
掛
け
て
来
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

わ
ち
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
見
解
で
は
、

す
べ
て
の
芸
術
は
、

そ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
却
何
を
期
間
わ
ず
、

そ
れ
も
「
有
を
言
葉
で
建
立
す
る
こ
と
」

「
詩
作
」
で
あ
る
。

に
罵
す
る
。
す
な

そ
れ
に
対
し
て
「
思
索
」
(
己

g
Z
2
)
と
は
「
有
の
真
性
の
根
底
」

(の
2
H
H
M
門
日
仏
ぬ
吋

話
よ
『
円
}
M
O
日

件

【

凶

0ω

∞mL
ロ
ω)

を
i
例
え
ば
性
起
と
し
て

i

「
根
底
究
明
す
る
こ
と
」
(
弓
関
与

E
S
)
で
あ
る
。

そ
う
い
う
思
索
は
、

「
有
の
呼
び
要
め
」

(
〉
ロ
∞
℃

2
E
r

門
戸

2
∞
巳
ロ
ω
)

に
「
呼
応
す
る
」

(
3
2胃
2
r
g
)
と
い
う
仕
方
で
遂
行
さ
れ
る
。
有
の
呼
び
要
め
と
は
、

有
る
と
い
う
こ
と
が
吾
々
に
追
っ
て
来
る
こ
と
で
あ
り
、
襲
っ
て
来
る

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宥
る
こ
と
は
現
前
す
る
こ
と

(
〉
ロ
君
。
窓
口
)

で
あ
り
、

現
前
す
る
こ
と
は
、

襲
っ
て
来
る
こ
と

(
〉
口
相
官

wrop
〉
ロ
2

ぬ
ま
伝
)

で
あ
り
、

呼
び
要
め
る
こ
と

(
〉
ロ
ω℃

E
の
ど
で
あ
る
。

例
え
ば
『
庭
師
ヴ
ァ
リ
エ
』
は
「
こ
れ
こ
そ
芸
術
で
あ
る
」

(
U
S
宣
穴

gz)

と
し
て
吾
々
に
襲
っ
て
来
る
。

こ
の

3〉
3
4弓

2
2
.
J
3〉
ロ
宮
口
ぬ

.J3〉
ロ
名

zor--に
襲
わ
れ
、

そ
れ
を
聴
い
て
そ
れ
に
呼
応
す
る
こ
と
が
、

「思

索
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。

「
詩
作
」
と
「
思
索
」
と
は
勿
論
区
別
さ
れ
る
。
併
し
「
詩
作
」
も
「
思
索
」
も
、

今
言
わ
れ
た
最
も
広
く
し
て
深
い
意
味
で
の

「
言
葉
」

罵
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
一
致
す
る
。

然
も
「
詩
作
」
も
「
思
索
」
も
、

入
閣
が
こ
の
地
上
に
天
下
に
「
住
む
こ
と
」

(君。
}
5
3
)
に
属
し

て
い
る
そ
の
本
質
的
な
有
り
方
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

「
詩
作
」
も
「
思
索
」
も
、

天
と
地
と
の

「
間
」
に
物
と
関
わ
り
つ
つ

「
住
む
」
と
い
う

人
間
の
住
み
方
に
、

そ
の

「
節
度
」
(
玄
色
、
ヘ
ミ
ミ
)
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、

「
詩
作
」
と
「
思
索
」
と
は
、

ハ
イ
デ
ッ

ガ
!
と
シ
ャ

i
ル
と
の
対
話
で
言
わ
れ
た
よ
う
に
、

こ
の
地
上
に
往
む
人
間
の
住
み
方
を
定
め
る
「
暴
力
な
き
威
力
」

(
m
m
w
毛
色
己

2
0
玄
2
Z
)

に
な
る
こ
と
に
、

そ
の
夜
命
が
存
す
る
。

こ
の
点
に
於
て
も
「
詩
作
」
と
「
思
索
」
と
は
共
属
し
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。

「
詩
作
」
か
ち
全
く
切

離
さ
れ
た
「
思
索
」
は
最
早
思
索
で
は
な
く
な
り
「
計
算
」

に
な
る
と
と
も
に
、

「
思
索
」
か
ち
全
く
遊
離
し
た
「
詩
作
」
誌
最
早
詩
作
で
は
な

く
な
り
、

「
空
想
」
か
も
し
く
は
所
謂
「
清
動
」

の
表
出
に
過
ぎ
な
く
な
る
。



併
し
、
「
共
属
す
る
」

(
N
c
m
m
5
5
2
m向。
}
5
2
2
)
と
は
、

区
別
さ
れ
た
両
方
を
、
寄
せ
集
め
る
こ
と
で
は
な
く
、

ま
た
上
か
ら
揖
み
掛
か
る
よ

う
な
仕
方
で
弁
託
法
的
統
一
の
内
へ
押
し
入
れ
る
こ
と
で
も
な
い
。
「
共
罵
す
る
」
と
辻
、
区
別
さ
れ
た
「
詩
作
」
と
「
思
案
」
と
が
各
々
の
「
自

性
」
の
内
へ
蒼
ヨ
り
さ
れ
な
が
ら
そ
の
他
の
一
切
の
事
柄
と
聯
関
し
、
詩
作
に
も
非
ず
患
索
に
も
非
ざ
る
処
に

「
穂
罵
す
る
」
(
ぬ
σ
r
c
gロ
)
こ
と
に

於
て
、

詩
作
に
も
非
ず
思
索
に
も
非
ざ
る
両
者
の
根
源
は
、
次
の

の
閣
か
ち
突
如
と
し
て
開
く
合
図
」
で
あ
り
、
究
極
的
に
は
「
感
謝
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
於
て
「
詩
作
」
は
ど
こ
ま
で
も
「
詩
作
」
で
あ
り
な
が

お
の

「
思
索
」
は
あ
く
ま
で
「
思
索
」
で
あ
り
な
が
ら
自
づ
と
詩
作
自
に
な
る
。
(
序
で
に
二
一
一
口
っ
て
置
け
ば
、
「
詩
作
」
(
豆
三
宮
口
)

一
緒
に

(
N
Z
Z
5
5
0ロ
)
な
る
こ
と
で
あ
る
。

「
前
奏
」
に
言
わ
れ
る
「
世
運

与
思
索
的
に
な
り
、

十
品
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
が
『
有
と
持
』
の
中
で

「
企
投
」

(
閉
山
口
伴
者
。
止
。
ロ
・
向
山
口
件
当
広
一
正
)

と
一
一
一
一
口
っ
て
い
た
こ
と
が
脱
皮
し
た
形
態
に
他
な
ら
な
い
。
)

そ
の
典
型
的
な
実
関
は
、

ソ
ポ
ク
レ
ス
と
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
で
あ
ろ
う
。
更
に
叉
、

ヘ
ル
ダ
l
ワ
ン
や
ト
ラ
!
ク
ル
や
シ
ャ

i
ル
の
詩
作
は
ど
こ
ま

で
も
詩
作
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
極
め
て
思
素
的
で
あ
り
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
思
索
は
あ
く
ま
で
思
素
で
あ
り
な
が
ち
同
時
に
詩
作
的
あ
る
。
か

く
し
て
「
詩
作
と
思
索
と
の
共
属
の
内
へ
導
い
て
行
く
一
つ
の
径
」
が
、

こ
こ
に
は
「
そ
れ
自
身
を
示
し
て
い
る
の
か
」
と
間
わ
れ
る
。

そ
の
問

が
次
の
本
文
に
承
け
継
が
れ
て
行
く
。

七

前
奏

ζ

と
ば

思
索
の
ニ
一
一
口
を

類
例
i
無
き
活
動
に
曝
し
出
し
、

六
五



六
六

そ
の
思
索
の
厳
格
の
静
け
さ
の
内
に
安
ち
は
し
め
ん
。

か
く
し
て
、
性
起
の
内
で
用
い
ら
れ
る
者
達
は
、

た
だ
詩
人
達
だ
け
が
歌
う
諸
々
の
歌
曲
の
た
め
に

ー
そ
れ
は
稀
な
る
場
合
で
あ
る
が
i
貧
し
き
前
奏
を
敢
へ
て
す
る
で
あ
ろ
う
が
、

こ
れ
か
ら
も
長
く
聴
か
れ
る
こ
と
な
し
に
。

詩
歌
と
思
索
と
の
二
重
襲
は

唯
一
つ
の
樹
幹
か
ら
芽
吹
く
、
す
な
わ
ち

世
運
の
関
か
ら
突
如
と
し
て
閃
く
合
図
を

感
謝
し
て
受
け
る
こ
と
か
ら
。

「
前
奏
」
(
〈
。
2
1
0
-
)
と
は
何
の
た
め
の
前
奏
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
本
文
に
依
れ
ば
、

「
た
だ
詩
人
達
だ
け
が
歌
う
諸
々
の
歌
曲
」
の
た
め
の

前
奏
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
た
だ
詩
人
達
だ
け
が
歌
う
諸
々
の
歌
曲
」

手目。仏

2
L
Z
ロ
ロ
ニ
)
r
E
2
ω
山
口
奪
三
が
本
出
で
あ
り
、
思
索
者
達
が

語
る
「
思
索
の
言
」
(
込

zrm言
。
-
2
0
m
己
2
F
g
m
)

は
、
本
曲
に
先
立
っ
て
そ
の
先
触
れ
を
な
す
「
貧
し
き
前
奏
」
(
号

B
g
ぐ。吋
ω
1
0
}
)

で
あ
る

と
と
に
な
る
。
何
故
に
こ
の
よ
う
な
順
序
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

乙
こ
で
「
詩
人
達
だ
け
が
歌
う
諸
々
の
歌
曲
」
を
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
後
期

と
同
一
視
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
膜
序

の
思
索
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
ヘ
ル
ダ

i
ワ
ン
の
言
う
「
歌
」
(
の

2
8ぬ
)

は
理
解
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
。

ヘ
ル
ダ

i
リ
ン
法
『
汝
、
曽
っ
て
信
じ
ち
れ
た
こ
と
な
き
宥
和
す
る
者
』
の
第
三
稿
の
終
り
で

「
五
口
等
が
一
つ



の
対
話
で
あ

吾 り
等/
が互
「に
一、聴
っ、き
の、合
対、い
話、得
」 る

??に
5' 到

'っ

て
以
来告
しー)

rJ) 
⑦ 

ぞ辛

口。
(t 
m 
炉て3
'"1 
PJ: 
(") 

2ー

さ
円

乙応

ロ
0..... 
¥¥  

d 
ロ
丘4

::r 。:
トせ
(t 

ロ

F
C
ロロσロ

ぐ
C

ロ
巳
ロ
岱
H
M

門】⑦吋)

とさ一口

っ
て
い
る
。

ooa℃
円
安
u
r
)

で
あ
る
と
は
、

五
口
等
が

つ
の
対
話
に
於
て
思
索
す
る
者
達
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

「
:
以
来
」
と
ニ
一
一
口
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

そ
の
こ
と
は
既
定
の
現
在
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て

「
歌
」

(Comgm)
に
つ
い
て
は
ヘ
ル
ダ

i

リ
ン
は
さ
ま
ざ
ま
に
言
っ
て
い
る
が
、

次
の
二
つ
の
箇
所
が
挙
げ
ち
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』

の
中
の
一
旬
は
次
の
よ

う
に
問
う
て
い
る
、

を
喜
ば
せ
た
歌
は
」
(
要
。

5
r
Z
2
E
m
z
m判
OE--ア
0
3
2
0
5
さ

T
H
Z
込

2
G
2
2
t
)

「
併
し
、
か
の
諸
々
の
玉
座
は
伺
処
に
あ
る
、
か
の
諸
々
の
神
殿
は
、
/
神
酒
で
満
た
さ
れ
た
諸
々
の
盃
は
何
処
に
あ
る
、
神
々

と

こ
れ
は
太
古
の
ギ
ワ
シ
ア
が
過
ぎ
去
っ
た
こ
と

を
歌
っ
た
箇
所
で
あ
り
、

神
々
が
不
在
に
な
る
と
と
も
に

「
神
々
を
喜
ば
せ
た
歌
は
:
・
伺
処
に
あ
る
」
と
問
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
歌
」

は一五

来
「
神
々
を
喜
ば
せ
た
歌
」

親
し
き
者
達
に
寄
す
』

「
大
い
な
る
父
」

(
ι
2
唱
。
由
。
〈
三

2
)
に
つ
い
て
「
彼
が
や
が
て
天
の
践
を
吾
等
に
授
け
一
一
層
明
る
い
歌
を
呼
び
出
し
て
:
・
」
(
巴

2
m
o当
与
三

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
何
処
か
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
『
日
帰
郷

の
中
で

{まE
g
g
-仏

Z
5
5一Z
。
r
o
o何
回
目
高
ロ
ロ
ロ
門

H
E
E
¥
Z
o一-
o
E
C
2
2ぬ
・
・
・
)

と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。

乙
こ
で
は
「
や
が
て
」

(rmHE) 
と
」
一
一
口
わ
れ
て
い

る
よ
う
に

「
一
層
明
る
い
歌
」

(
出
己

-
2
2
0
2
m
D
m
)
は
天
の
賜
の

つ
で
あ
る
と
と
も
に
、

関
近
か
に
到
来
す
る
将
来
で
あ
る
。

そ
れ
は
太
古

に
「
神
々
を
喜
ば
せ
た
歌
」

の
再
来
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

以
上
の
三
つ
の
笛
所
は
敦
れ
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
に
法
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
醤
訴

で
あ
り
、
す
な
わ
ち
重
視
さ
れ
て
い
る
笛
所
で
あ
る
。

れ
で
あ
る
「
一
つ
の
対
話
」

(
o
E
0
2官
位
。

r)

い
歌
」
に
変
貌
す
る
こ
と
を
、

そ
の
三
つ
の
箇
所
を
根
拠
と
し
て
暫
定
的
に
結
論
を
下
す
と
す
れ
ば
、
「
五
口
々
」

「
神
々
を
喜
ば
せ
た
歌
」

が
間
近
い
将
来
に
再
来
す
る
ー-，

一、が
層、現
明、在
る、そ

ふ
aa

、
曽
っ
て
太
古
に
於
て

ヘ
ル
ダ

i
リ
ン
は
待
望
し
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
対
話
」
と
「
歌
」

と
の
こ
の
よ
う
な
関
係
に
も
と
づ

い
て
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
は

「
思
索
の
言
」
と

「
た
だ
詩
人
達
だ
け
が
歌
う
諸
々
の
歌
曲
」

と
の
関
係
を
前
奏
と
本
曲
と
し
て
考
え
た
の
で
あ
る

と

忌
わ
れ
る
。
詳
し
「
歌
」
も
「
神
々
を
喜
ば
せ
た
歌
」
と
し
て
神
々
を
招
き
寄
せ
る
歌
で
あ
ち
、

そ
れ
岳
身
「
天
の
賜
」
と
し
て
、

何
処
か

へ
説
走
し
た
神
々
と
神
と
が
再
び
世
界
と
人
間
と
の
も
と
に
再
来
す
る
こ
と
を
準
婿
す
る
そ
の

「
前
奏
」

で
あ
る
。

そ
れ
故
、

ζ 

の

「
前
奏
」

の

六
七



六
八

終
り
の
段
落
の
中
で
は
「
詩
歌
と
思
想
」
と
し
て
並
置
さ
れ
、

乙

の

ー-，
田

索一

りこ前
仁コと 25!s: 
L-Iまこ

の
中
に
組
み
入
れ
ち
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
文
誌
三
つ
の
段
落
に
区
切
ち
れ
て
い
る
。

第
一
段
落
は
、

(門戸芯

∞
何
回
限
。

。H
D
m
w
m
w

ロ。ロ
}
5
2
a
)

に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
。

第

二
段
落
は
、

「
性
起
の
内
で
用
い
ろ
れ
る
者
達
」

(
0
0
σ
E
C《

M
r
z
-
5
何
回
以
W
F
h

山
口
宮
)

と
そ
の
者
達
が
敢
え
て
す
る
で
あ
ろ
う

「
貧
し
き
前
奏
」

(
2
5
0
3
ぐ
ミ
名
古
}
)
と
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
第
三
段
落
で
は
「
詩
歌
と
思
想
と
の
二
重
要
」

(
N
Jミ

z
p
r
ι
2
F
Z
ι
2
5己
C

O
門戸内戸口}向。ロ)

と
そ
の
出
処
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。

(
1
)
 
「
思
索
の
圭
一
己
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

三=口」

(
由
主
主
凶
)

斗
」
品
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
見
解
で
は
、

言
葉
の
本
質
で
あ
り
、

「
一
不
し
」

(
N
2
m
o
)
 

で
あ
る
。

併
し
、

こ
こ
で
は

「
思
索
の
弓
一
口
」

と
し
て
限
定
さ
れ
、

詩
作
の
言
つ
ま
り
詩
歌
と
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は

「
思
索
の

一
こ
は
「
一
示
し
」
と
し
て
、

如
何
な
る
事
柄
を
一
不
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
後
期
の
思
索
で
は
、

「一一一一口」

(mwω

向
。
)
は
三
一
一
口
わ
れ
た
こ

と
Lー

(
C
o
gぬ件。
ω)

と
一
で
あ
り
、

「
一
不
し
」

(
N
巴
ぬ
m
w
)

は

「
一
不
さ
れ
た
こ
と
」

(
C
O
N
O
釘
Z
ω
)

と
一
で
あ
る
。

そ
う
い
う
こ
と
は
西
洋
の
所

謂
言
語
理
論
で
は
珍
し
い
こ
と
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

東
洋
で
は
、

例
え
ば

「
真
指
人
心
」

と
言
わ
れ
る
。

「
宣
(
指
」
が

「
人
心
」

で
あ

る。
「
思
索
の
言
」

に
つ
い
て
は
、

宝
山

言
。
索
の
経
験
よ
り
』
の
内
の
決
定
的
な
笛
所
で
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
「
思
索
の
言
は
、

か

(

町

制

)

ら
れ
る
ま
ま
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
ぬ
彼
の
も
の
を
言
い
得
ぬ
に
至
っ
て
、
初
め
て
そ
れ
自
ら
の
本
質
の
内
に
鎮
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
。

「
思
索
の

己
は
、

一-.
仁コ

っそ
つ の
言本
わ質
ぬ の
と内
し、 iこ

っ「
こ言
とい
の得
可ぬ
能
性aと
L-'-'い

つ
こ
と
を
メ弘、
己

ん
で
の
み
ー「

回

索
の

しー

で
あ
り
得
る
。

そ
の
こ
と
は
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
に
と
っ

て

(
仏

E
Z
c
m
}
r
r
z
r
ι
2
営
問
。
ロ

ω
F
F
N
g
m
t
z
o
r
含
ω
皇
官
三
g
z
o
z
z
m窓
口

ω)
が
果

し
て
ヨ

i
ロ
ッ
パ

の
言
語
に
於
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
と
関
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、

「
言
う
こ
と
」

に
於
て
顕
わ
に
さ
れ
る
事
柄
が

l
例
え
ば

「
真
有
」

(
∞
ミ
ロ
)
と
か
「
性
起
」
と
か

「
神
」
と
か
が
i

同
時
に

「
覆
蔵
さ
れ
た
も
の
」

(〈

2
ぎ
G
2
2
)
と
し
て
吾
々
に
「
沈
黙
す
る
こ
と
」

(
何
言
。
r毛
色
ぬ
ロ
ロ
ぬ
)
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
言
う
こ
と
」
に
於
て
「
言
わ
れ
得
ぬ
こ
と
」
が
局
時
に
現
前
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、



ガ
ー
は
、

ロ
ゴ
ス
の
学
と
し
て
の
u
u
戸
。
m
町一}ぺ.

事
柄
を
歪
め
て
し
ま
う
麓
舌
に
堕
す
る
。
従
っ
て
又
或
る
時
期
に
は
ハ
イ
デ
ッ

の
根
底
に
根
本
の
力
と
し
て
の
沈
黙

(
q
与
を
)
に
関
す
る

32m向
。
丘
町
‘
と
い
う
こ
と
を
考
え
ざ
る

「
語
ら
れ
ぬ
ま
ま
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
ぬ
彼
の
も
の
」
は
、

先
に
融
れ
ら
れ
た
「
不
可

「
言
う
こ
と
」
は
忠
索
の
次
元
に
於
て
は
言
う
こ
と
に
な
ら
ず
、

を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
更
に
、

さ
き
の
引
用
の
中
の

通
な
る
も
の
」
で
あ
ち
、

「
性
起
の
内
に
覆
蔵
さ
れ
匿
ま
わ
れ
て
い
る
」
と
と
も
に
「
性
起
を
必
要
と
す
る
最
後
の
神
」

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
本
質
的
性
格
を
も
っ
た
「
思
索
の
一
一
一
口
」
を
「
類
例
無
き
i
活
働
に
曝
し
」

(
g
m
m
2
0
5
¥
含

S
F
2
1己
i

一。

B
D
)
と
は
如
何
な

る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
u
w

己
2
∞
包
名
目
。
}
l
}
c
m
m
w
z

は
フ
ラ
ン
ス
訳
で
は
し
o
c
}
三
1
5
D
5
0
3

と
意
訳
さ
れ
て
い
る
。

「
世
界
選
戯
」
(
君
。
r岳
山
己
)

そ
の
こ
と
を
考
慮
し
て
、

こ
こ

で
は
「
類
例
無
き
!
活
働
」
と
訳
し
た
。
「
類
例
無
き
!
活
働
」
と
は
唯
一
的
な
活
働
で
あ
り
、

と
別
の
処
で
一
一
一
口
わ

れ
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

「
世
界
遊
戯
」
と
は
、

世
界
が
「
何
故
」
と
か

「
何
の
た
め
に
」
と
い
う
制
約
を
脱
し
た
純
粋
活
儀
で
あ
る
こ
と
を

言
っ
て
い
る
。

の
遊
踊
に
で
あ
り
、
そ
う
い
う
こ
と
と
し
て
の
純
粋
活
衝
で
あ
る
。

に
有
が
有
と
し
て
安
ら
う
と
乙
ろ
の
活
働
」
(
牛
富
山
10}.
君
。
ユ
ロ
門

-srzmzm山己ロ

そ
れ
と
同
時
に

「
世
界
遊
戯
」
は
「
そ
の
内
へ
人
間
が
蒼
ヲ
り
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、

そ
の
上
に
人
間
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
最
高

そ
れ
辻
、
世
界
が
活
鵠
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

「
そ
の
内

'"1 

z 
~ 
F手

、-"

と
し
て

「
性
起
」
(
出
円
。
広
三
a
)

で
あ
る
。

要

す
る
に
、
ヨ
含
ω

白
色
名
目
。
工
omo--
も
3

者
己
Z
立。
-
3

も
W
M
H
W
吋

m
L
ぬ
口
広

も
毘
じ

つ
の
こ
と
の
異
な
っ
た
表
現
に
他
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な

「
類
例
無
き
i
活
働
」
に
、

つ
ま
り
「
性
起
」

「
思
索
の
言
」
が
「
曝
し
出
さ
れ
る
」
(
主
義
2
2
Nこ
と
は
、

「
思
索
の
圭
一
口
」

が
そ
れ
自
身
の

内
で
自
足
的
に
完
結
せ
ず
、

脱
我
的
に

「
性
起
」
と
し
て
の
比
類
無
き

34弓
巳
Z
1
0
-
3
に
曝
し
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
否
定
的
・

禁
止
的
に
言
え
ば
、

「
思
索
の
言
」
を
ヨ
宅
。
-
2
1己
ェ
と
し
て
の

「
性
起
」
か
ら
切
離
し
て
、

た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
と
し
て
論
理
学
や
心
理
学

の
対
象
と
し
て
取
扱
う
な
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
「
思
索
の
言
」
を
脱
我
的
に
「
性
起
」

の
内
へ
曝
し
出
し
、

「
そ
の
思
索
の
厳
洛
の
静
け
さ
の
内
に
安
ら
わ
し
め
ん
」
と
一
一
一
口
わ

れ
る
。

こ
こ
に
は
、

最
高
度
に
思
索
す
る
者
の
侍
か
決
意
の
よ
う
な
乙
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
併
し
「
そ
り
思
索
の
鼓
搭
の
静
け
さ
」

(仏
Fmw

部門戸一一。

六
九



七
O

ω
O
F
2
0
吋
∞
号
。
ロ
問
。
)

と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
が
学
詩
的
厳
密
さ
で
な
い
こ
と
は
、
最
早
言
う
ま
で
も
な
い
。
「
思
索
の
厳
格
」
と

は
第
一
に
、

思
索
の
極
度
の
労
苦
(
〉
ロ

2
2ロ
民
三
石
)

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
労
苦
は
何
匙
か
ら
要
求
さ
れ
る
の
か
。

そ
れ
は
、
吾
々
に
思

索
す
る
こ
と
を
指
令
す
る
事
柄
の
呼
び
掛
け
に

i
す
な
わ
ち
こ
こ
と
で
誌
、

u
u
H
W
2
L
m山
口
町
mw

の
呼
び
掛
け
と
し
て
の
ヨ
〈
2
0日拘ロロロ
m

判
ェ
す
な
わ
ち

自
性
化
に
l
思
索
が
ぴ
た
り
と
調
子
を
合
わ
せ
ね
ば
な
ち
な
い
と
い
う
乙
と
か
ら
、
出
て
来
る
。

こ
れ
が
「
思
索
の
薮
格
」
と
い
う
こ
と
の
第
二

の
意
味
で
あ
る
。
然
る
に
、

こ
の
こ
と
は
「
根
本
気
分
」

(
O
E
H
M
含
Z
5
5
5民)
の
内
で
起
こ
る
。
根
本
気
分
と
は
、
主
観
的
な
心
理
状
態
で
は

な
く
し
て
、

思
索
さ
れ
る
べ
き
事
柄
が
思
索
す
る
こ
と
を
捜
本
か
ら

3
r
o
i
m
丘

5
5
0ロ

し

円山口円。

z
z
s
B
g
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
い

う
根
本
気
分
の
内
で
初
め
て
思
索
さ
れ
る
べ
き
事
柄
が
ま
さ
し
く
そ
の
事
柄
と
し
て
現
わ
れ
て
来
る
。

そ
れ
故
「
思
索
の
厳
格
」
と
は
第
三
に
、

思
索
す
る
こ
と
を
根
本
か
ら
語
律
す
る
根
本
気
分
に
ぴ
た
り
と
合
う

(ω

巴
日
目
。
ロ
)

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
も
荷
処
か
で
言
っ
て
い
た
よ
う
に
、
宛
か
も
大
地
か
ら
鉱
石
が
掘
り
出
さ
れ
て
来
る
よ
う
に
、
根
本
気
分
の
内
か
ち
掘
り
出
さ
れ
た
言
葉
で

な
け
れ
ば
、

そ
れ
は
言
葉
の
抜
け
殻
か
単
な
る
概
念
で
あ
る
か
に
過
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
三
つ
の
性
格
を
も
っ
た
「
思
索
の
厳
格
」
は
、
論
理

的
思
考
の
厳
密
と
は
次
元
を
異
に
し
た
厳
格
で
あ
る
。

思
索
が
こ
の
よ
う
な
厳
格
の
内
に
到
達
す
る
な
ら
ば
、

そ
こ
で
初
め
て
思
索
は
静
め
ら
れ

る
。
そ
れ
故
、
「
思
索
の
厳
格
」
は
「
思
索
の
厳
格
の
静
け
さ
」
と
な
る
。

併
し

こ
こ
で
は
「
思
索
の
言
を
:
・
そ
の
思
索
の
厳
格
の
静
け
さ
の
内
に
安
与
わ
し
め
ん
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
反
面
に
於
て
、

「
思
索
の
言
」

が
そ
の
厳
格
の
静
け
さ
の
内
に
静
め
ち
れ
ず
、

一
口
い
過
ぎ
た
り
三
一
口
い
足
り
な
か
っ
た
り
し
て
、

動
揺
す
る
こ
と
を
も
示
し
て
い

る
。
そ
れ
故
、

乙
の
第
一
段
全
体
は
、
説
我
的
に
思
索
し
つ
つ
言
う
こ
と
の

「
窮
度
」
(
宮
内
田
由
)
を
示
し
て
い
る
。

(
2
)
「
か
く
し
て
、

性
起
の
内
で
用
い
ち
れ
る
者
達
は
、
/
た
だ
詩
人
達
だ
け
が
歌
う
諸
々
の
歌
曲
の
た
め
に
/

i
そ
れ
は
稀
な
る
場
合
で
あ

る
が
i

貧
し
き
前
奏
を
敢
え
て
す
る
で
あ
ろ
う
が
/
こ
れ
か
ら
も
長
く
穂
か
れ
る
乙
と
な
し
に
」
。

「
か
く
し
て
」
(
〉
Z
O
)

と
は
、
第
一
段
落
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
「
思
索
の
言
」
の
脱
我
性
と
節
度
と
が
守
ら
れ
た
場
合
に
は
、

と
い
う



と
と
で
あ
る
。
「
性
起
の
内
で
用
い
ら
れ
る
者
達
」
(
の
与

2
5
7
Z日

E
n
g
-ぬ
Em)
と
は
、
既
述
の
如
く
、
「
類
例
無
き
i

活
動
」
は
「
世
界
遊
戯
」

で
あ
ち
、

「
世
界
遊
戯
」
は
「
性
起
」
で
あ
っ
た
故
、
「
類
例
無
き

l
活
動
」
ど
税
我
的
に
曝
し
出
さ
れ
て
い
る
者
達
と
同
じ
で
あ
る
。

繰
り
返
す
必
要
誌
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
性
起
」
は
真
性
の
生
起
で
あ
り
に

b
ミ
S
同ェ

「
性
起
」
に

つ
い
て
は
既
に
度
々
言
及
さ
れ
た
故
、

の

3
Cぬ
∞
の

rmwrα
ロ唱

w

で
あ
る
。

そ
れ
辻
、

一
部
の
人
達
が
誤
解
し
曲
解
す
る
よ
う
な
壁
史
の
宿
命
的
な
出
来
事
で
は
な
い
。
「
性
起
が
性
起
す
る
」

暗唱さ
4
3

を
考
え
て
い
る
が
、

た
め
に
は
人
聞
を

「
必
要
と
す
る
」

(
σ
2
5
Z
D
)
。
こ
の

u
b
gロの
}
M
O
D
-
-

と
い
う
こ
と
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
は、

遠
く
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の

今
は
そ
れ
に
立
ち
入
る
較
が
な
い
。

「
性
起
」
は
も
と
よ
り
人
間
の
な
す
業
で
は
な
い
が
、

人
間
な
し
に
は
性
起
し
な
い
。

人
間
は
「
性
起
の
内

で
用
い
ら
れ
る
者
達
」
と
な
る
こ
と
に
於
て
彼
自
身
の

自
'性

の
内
に
驚
ら
れ
、

つ
ま
ち
人
間
自
寿
に
、

真
の
人
間
に
な
る
。
逆
に
一
一
一
一
口
え
ば
、

人
間
は
人
間
だ
け
で
は
人
間
自
身
に
な
れ
な
い
の
で
あ
る
。

「
性
起
の
内
で
用
い
ち
れ
る
者
達
」

と
辻
、

説
我
的
に
人
間
自
去
に
な
っ
た
者
達
で

あ
る
が
、

当
面
の
聯
関
の
内
で
は
「
思
索
す
る
者
達
」
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
れ
は
既
述
の
如
く
、

哲
学
者
達
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

真
に
も

の
を
考
え
る
者
達
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
い
う
者
達
は

「
た
だ
詩
人
達
だ
け
が
歌
う
諸
々
の
歌
曲
の
た
め
に
:
・
貧
し
き
前
奏
を
敢
え
て
す
る
だ
ろ
う
」
c

思
索
と
歌
と
の
連
関
誌
ヘ

ル
ダ

l
ワ
ン
の

「
対
話
」
と
「
歌
」
と
の
そ
れ
と
し
て
先
述
さ
れ
た
。

こ
こ
で
は
「
歌
曲
」
(
己
主
)

と
い
う
乙
と
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i

の
考
え
を
述
べ
て
置
く
。
『
言
葉
へ
の
道
』
(
一
九
五
九
年
)
と
い
う
講
演
の
中
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
「
一
一
一
口

iま

性
起
が
語
る
仕
方
で
あ
る
が
(
己
古
川
吉
宮
互
告
。
者

z
z
u
Z
L
2
含
沼
恒
5
5三
ω
毛
ユ
の
宮
)
、
そ
の
仕
方
(
任
。
者
巳
m
o
)

と
は
、

様
台巨

や
様
式
(
豆
急
c
m
C
H
三
〉
三
)

で
あ
る
よ
り
辻
寧
ろ
、

メ
ロ
ス

で
あ
る
」
と
。
す
な
わ
ち
「
た
だ
詩
人
達
だ
け
が
歌
う
諸
々
の
歌
曲
」
と
は
「
性
起
が
語
る

(
E
C
2
)
と
し
て
の
歌
戸
名
2
8
)
で
あ
り
、
歌
い
つ
つ
言
う
歌
曲
(
任
。
者
巳

g

mr
仏

mwm山
吉
川
、
~
。

3
与
芝
山
問
、
目
。
門
戸

W

円山主出

mw-口
問
。
ロ
ハ
同

m山内
同
民
同
)

仕
方
と
し
て
の
歌
」

で
あ
る
。
そ
う
言
い
得
る
た
め
に
は
、
勿
論
「
詩
人
達
」
も
「
性
起
の
内
で
用
い
ら
れ
る
者
達
」

に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ち
な
い
。
併
し
、
「
性
起
が
語
る
仕
方
」
(
込
町
。
毛
色

Z
)
が
メ
ロ
ス
で
あ
り
「
歌
曲
」
(
ピ
包
)

で
あ
る
と
は
、
一
体
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

七



そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

七
二

ふ
う

吾
々
は
小
さ
な
廻
り
道
を
し
て
「
嵐
」
と
い
う
乙
と
を
考
え
て
み
る
。
「
嵐
」
!
例
え
ば
、
蕉
風
と
言
わ

ふ
う

「
愚
」

と
か
フ
ラ
ン
ス
語
や
英
語
の

u
u
m凶
同
吋
.

と
は
次
の
点
で
酷
似
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち

も

れ
る
場
合
の
風
i
と
ド
イ
ツ
語
の

u

〉
弓
2
3
0

3
4司

ZE--
や

-
h
R
も
一
方
で
は
「
仕
方
」
や

「
流
儀
」
で
あ
る
と
と
も
に
他
方
で
は
「
歌
畠
」

で
あ
る
。

中
冨
で
国
嵐
と
い
わ
れ
た
こ
と

lま

都
や
宮
廷
で
歌
わ
れ
る
歌
で
誌
な
く
し
て
、

地
方
で
歌
わ
れ
た
土
着
の
歌
で
あ
り
、

そ
の
歌
の
内
で
は
、

そ
の
地
方
の
ー
そ
の
冨
の
1

愚

f谷

風
習
、
仕
方
が
現
前
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

同
様
に
し
て
、
例
え
、
ば

3
N
-
m
o
g
ロ
2
毛
色
窓
口

ふ
み
、

ジ
プ
シ
イ
の
歌
で
あ
る
が
、

そ
の
内
に

は
ジ
プ
シ
イ
の
愚
袋
、

震
習
が
歌
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
自
身
と
し
て
輝
き
現
わ
れ
る
持
、

「
現
前
す
る
も
の
」
が
そ
の

「
自
性
」
の
内
へ
棄
与
さ
れ
、

す
な
わ
ち
「
性
起
」

か
ら
現
前
す
る
も
の

そ
の
輝
き
現
わ
れ
る
「
仕
方
」

(
毛
色

Z
)
は

す
な
わ
ち
「
性
起
が
語
る
仕
方
」
は
、

最
も
端
的
に
法

「
メ
ロ
ス
と
し
て
の
歌
、
歌
い
つ
つ
言
う
歌
曲
」
(
込
山
o
d
f
z
o
m
Z
【
凶
器
ミ
な
f

門戸

g
ピ
包
・
4

々
言
包
括
。

E
Z笠
)

そ
う
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
五
口
々

に
身
近
か
な
関
と
し
て
、
芭
蕉
の
愚
雅
す
な
わ
ち
排
譜
を
攻
っ
て
み
て
も
、

詳
し
、

こ
こ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
念
頭
に
あ
る
の
は
無
論
ヘ
ル
ダ
i
ワ
ン
で
あ
る
。
彼
の
詩
作
に
於
て
初
め
て
『
遍
壁
』
は
遍
歴
自
身
と
し
て

現
前
し
、

『
婦
鄭
』
泣
沼
市
郷
の
自
性
に
帰
っ
た
。
要
す
る
に
、
性
起
が
性
起
す
る
持
、

す
な
わ
ち
世
界
が
世
界
し
物
が
物
に
な
る
時
、

そ
の
こ
と

を
壬
一
口
う
仕
方
は
歌
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
「
性
起
が
語
る
仕
方
と
し
て
の
歌
」
す
な
わ
ち
「
た
だ
詩
人
達
だ
け
が
歌
う
諸
々
の
歌
曲
」

に
対
し
て
、

思
索
者
と
し
て

「
性
起

の
内
で
用
い
ら
れ
る
者
達
」
は
「
貧
し
き
前
奏
を
敢
え
て
す
る
だ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の

「
貧
し
き
前
奏
」

(
2
5
2
〈。
2
1
0
}
)
と
は

知
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
は
彼
自
身
の
思
索
を
常
に
、

彼
よ
り
も
一
一
層
将
来
的
な
る
者
達
が
到
来
す
る
た
め
の

「
準
嶺
」

(〈。同

Z
B
E
E
F
J
B吋
Z
2
5ロ
ι)
と
し
て
見
倣
し
て
い
る
。
「
準
撰
す
る
思
索
」
(
ぐ

2
Z
Z丈
3
門戸
2
ロ
g
Eロ
)
は
「
前
奏
」
(
〈
。
吋
名
目
。
戸
)
で

し
か
あ
ち
得
な
い
。

そ
れ
が
本
曲
で
あ
る
「
歌
曲
」
に
対
し
て
貧
し
く
貧
弱
で
あ
る
乙
と
は
、

当
然
と
言
え
よ
う
。
併
し
「
貧
し
い
」
と
は
如
何



な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

彼
は
で
フ
レ

l
メ
ン
講
演
』
(
一
九
四
九
年
)

の
中
で
「
死
」
(
吋
C
L
)

と
「
痛
苦
」

(
F
r
5
0
5
)
と
に
続
い
て
「
貧
」
(
〉

2
5丹

)

に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
身
の
毛
も
よ
だ
つ
よ
う
な
貧
国
化
が
歩
き
廻
わ
っ
て
い
る
。
貧
し
き
人
々
の
大
群
が
益
々
増
え
つ
つ
あ

る
。
併
し
、
貧
の
本
賞
は
そ
れ
自
身
を
隠
覆
し
て
い
る
。
貧
の
内
で
辻
次
の
こ
と
が
性
起
す
る
。
す
な
わ
ち
、

一
切
の
本
質
的
な
る
も
の
に
罵
す

る
単
純
に
し
て
柔
和
な
る
も
の
が
呂
立
た
ぬ
仕
方
で
所
有

(
E
m
g
z
s
)
に
な
り
、

こ
の
こ
と
が
性
起
す
る
」
と
。
当
時
は
敗
戦
重
後
で
何
も
な
い
時
期
で
あ
っ
た
。

そ
の
所
有
の
内
に
、

或
る
一
つ
の
授
け
ら
れ
た
世
界
に
屠

す
る
諸
々
の
物
が
往
み
た
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

日
本
で

も
ド
イ
ツ
で
も
人
々
は
訪
空
壕
や
バ
ラ
ッ
ク
に
在
み
、
濫
棲
を
握
っ
て
食
糧
採
し
に
歩
き
廻
わ
っ
て
い
た
。
併
し
、

そ
れ
に
も
拾
わ
ら
ず
「
貧
の

本
質
」
は
詰
覆
さ
れ
て
い
る
と
、
彼
ば
一
一
一
一
口
ふ
。

そ
れ
で
は
「
貧
の
一
本
質
」
と
は
如
伺
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
貧
は
差
当
っ
て
、
五
口
々
が
生
き
て

行
く
の
に
必
要
な
も
の
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
貧
は
一
切
の
非
本
質
的
な
虚
飾
を
奪
い
去
る
の
み
な
ら
ず
、
五
口
々
人
間
の
生
存

を
も
脅
か
す
。
脅
か
す
の
み
な
ら
ず
、
箕
は
吾
々
の
生
存
を
も
奪
い
去
る
。

詳
し

貧
の
故
に
五
口
々
が
鋲
て
死
ね
ば
、

貧
も
消
滅
す
る
。

そ
れ

故
、
貧
が
貧
で
あ
る
隈
り
、

そ
れ
は
、
五
口
々
の
生
存
を
死
に
直
面
さ
せ
る
極
限
的
可
能
性
で
あ
る
。

そ
う
い
う
極
限
的
可
能
性
と
し
て
の
貧
つ
ま

り
極
貧
の
内
に
あ
っ
て
は
、
五
口
々
は
吾
々
の
生
存
を
第
一
の
重
要
な
こ
と
と
す
る
根
本
的
態
度
を
断
念
せ
し
め
ち
れ
る
。

そ
こ
に
於
て
一
つ
の
転

換
が
起
き
る
。

そ
れ
は
、

吾
々
の
生
存
を
天
と
か
神
と
か
に
任
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

吾
々
の
生
存
以
上
に
重
大
な
事
に
、

五口々

の
生
存
を
任
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

G

そ
の
重
大
な
事
は
、
貧
も
奪
い
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
逆
に
震
は
そ
の
重
大
事
に
自
覚
め
さ
せ
る
機
縁

と
な
る
。

そ
の
重
大
事
は
古
来
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、

そ
れ
は
「
道
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

で
は
、

さ
ま
ざ
ま
に
言
い
伝
え
ら
れ
て
来
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
大
燈
国
師
遺
誠
』
の
中
で
は
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
そ
の
重
大
事
を
「
性
起
」

(
F
Z
m
E
ω
)
と
一
一
一
口
っ
て
い
る
。
先
の
引
用
の
中
で
誌
「
貧
の
内

一
切
の
本
質
的
な
る
も
の
に
属
す
る
単
純
に
し
て
柔
和
な
る
も
の
が
呂
立
た
ぬ
仕
方
で
所
有
(
己
ぬ
き
Z
S
)
に
な
り
、

こ
の
こ
と
が
性
起
す
る
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。

そ
の
所
有
の
内

に
、
或
る
一
つ
の
授
け
ら
れ
た
世
界
に
属
す
る
諸
々
の
物
が
住
み
た
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

七



七
回

乙
の
場
合
、

「
所
有
」
(
開

Z
g
z
g
)
と
は
人
間
の
所
有
で
は
な
く
、

「
性
起
」
(
開

g
広
三
m)

の
所
有
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
或
る
一
つ
の
授
け

ら
れ
た
世
界
」
と
は
、

「
性
起
」
か
ら

「
世
運
」
(
巧
己
高

2
。
r
r
r
)
と
し
て
遣
わ
さ
れ
た
世
界
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
う
い
う
意
味
で
の

定
の
歴
史
的
世
界
で
あ
る
。

そ
う
い
う
世
界
に
属
す
る
「
諸
々
の
物
が
〈
性
起
の
〉
所
有
の
内
に
住
み
た
が
っ
て
い
る
」

の
は
、
性
起
の
所
有
の

内
で
は
諸
々
の
物
が
皆
各
々
の

「
自
性
」

の
内
へ
震
、
り
さ
れ
、

そ
の
物
自
身
と
い
う
有
り
方
に
達
す
る
か
ら
で
あ
る
。
「
一
切
の
本
質
的
な
る
も

の
に
属
す
る
単
純
に
し
て
柔
和
な
る
も
の
」
と
い
う
表
現
も
、
先
に
「
単
純
な
る
も
の
」
が
「
性
起
」
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
如
く
、
「
性
起
」

の
性
格
で
あ
る
。
「
柔
和
な
る
も
の
」
(
仏

S
F
E色
。
)
と
は
込
山
富
豆
認

E
E
へ
で
あ
り
、
硬
直
し
な
い
も
の
寧
ろ
硬
直
を
和
ら
げ
る
も
の
を
、

意
味
す
る
。
「
単
純
な
る
も
の
」
が
、
「
性
起
」

に
於
て

一
の
も
の
が
各
々
の
「
自
性
」
に
賓

3

り
さ
れ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

「
柔
和

な
る
も
の
」
は
、

「
性
起
」

に
於
て

一
の
も
の
が
そ
れ
自
身
に
硬
直
せ
ず
そ
の
抱
の
一
切
の
も
の
と
聯
関
す
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
、

解
せ

ち
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
「
性
起
」

の
両
側
面
の
性
格
が
「
自
立
た
ぬ
仕
方
で
」
性
起
の
所
有
に
な
る
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

人
間
の
生
寄

も
「
性
起
の
所
有
」
に
罵
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
誌
、

人
閣
の
生
存
も
そ
の
元
来
の
有
り
方
に
、
す
な
わ
ち
「
自
性
」

の
内
へ
賓

3

り
さ
れ
る
と

従
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
転
換
に
害
す
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
言
っ
た
「
精
神
の
貧
」
に
到
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
こ
と
で
言
っ
て
い
る
「
貧
し
き
前
奏
」
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
本
由
に
対
し
て
貧
し
い
と
か
貧
弱
な
前
奏
と
い
う

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
言
う
「
貧
」
は
、

更
に

い
う
と
と
に
抱
な
ら
な
い
。
「
貧
の
本
質
」
は
、

徹
底
さ
れ
る
な
ち
ば
、

だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
内
で
「
単
純
に
し
て
柔
和
な
る
も
の
が
目
立
た
ぬ
仕
方
で
所
有
に
な
っ
て
」

い
る
「
前
奏
」

で
あ
る
。

そ
れ
は
「
目
立
た

な
い
」
が
故
に
、

「
こ
れ
か
ら
も
長
く
聴
か
れ
る
こ
と
が
な
い
」
。

「
前
奏
」
が
、

以
上
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
意
味
で

「
貧
し
き
前
奏
」

で
あ
る

と
と
は
、

そ
れ
を
奏
す
る
者
が
「
性
起
の
内
で
用
い
ら
れ
る
者
達
」

で
あ
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

併
し
、
な
お

「
!
そ
れ
は
稀
な
る
場
合
で
あ
る
が

i
」

(
i
S
}窓
口

L
O
E
M
l
)
と
い
う
一
匂
が
残
さ
れ
て
い
る
。

乙
れ
は
、

前
述
の
よ
う
な

「
貧
し
い
前
奏
」
が
「
稀
な
場
合
」
に
し
か
奏
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

何
故
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、

「
貧
し
き
前
奏
」

で
す
ら
、

そ



れ
を
敢
え
て
な
す
の
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
抱
に
、

も
し
そ
れ
が
度
々
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は

「
目
立
た
な
さ
」

を
失
っ
て
し
ま

そ
れ
自
身
の
本
質
に
反
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
故
、

「
貧
し
き
前
奏
」
は
そ
の
本
質
的
な
貧
し
き
を
守
る
た
め
に
「
稀
な
る

場
合
」
に
し
か
敢
え
て
な
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

(
3
)
 
第
三
段
落
は
、

「
詩
作
の
言
」
と
「
思
索
の
二
一
一
口
」
、

す
な
わ
ち
「
詩
歌
」
(
ピ
包

2
)
と
「
思
想
」

(
0
0円目。ロ
FO)
と
の
関
わ
り
合
い
を
ラ
一
口

し1

両
者
の
出
処
を
示
し
て
、

本
文
全
誌
を
締
め
括
る
と
と
も
に
、

次
の

「
惑
諾
」

へ
の
移
行
を
示
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、

「
詩
歌
と
思
想
と
の
二
重
要
は
/
唯

つ
の
樹
幹
か
ら
芽
吹
く
、

す
な
わ
ち
/
世
運
の
関
か
ち
突
如
と
し
て
閃
く
合
図
を
/
感
謝
し
て
受
け
る

こ
と
か

5
」
と
。

「
詩
歌
」
と
「
思
想
」
と
は
「
二
重
要
」

(
N
主
主
と
こ

と
壬
一
口
わ
れ
て
い
る
。

併
し
、

乙
の
場
合
の

「
二
重
要
」
は

「
現
前
す
る
も
の
と
現
前
性

と
の
二
重
裳
」
で
は
最
早
な
い
。
「
詩
歌
」
も
「
思
想
」

も
既
に
、

後
者
の
二
重
要
が
二
重
髪
と
し
て
一
重
一
に
な
っ
た
処
の
内
へ
、

す
な
わ
ち
、

「
性
起
」

の
内
へ
到
達
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
詩
歌
と
思
想
と
の
二
重
裳
」
は
、

形
而
上
学
的
思
惟
の
地
盤
た
る

「
現
前
す
る
も
の
と
現
前

性
と
の
二
重
裳
」
が
別
の
思
索
に
依
っ
て
究
明
さ
れ
る
こ
と
に
於
て
一
重
に
な
っ
た
処
か
ら
出
て
来
る
「
二
重
要
」
で
あ
り
、

一
本
の
樹
幹
が

叉
に
分
れ
た

3
N
3
2
0
-

で
あ
る
。
両
方
が
「
唯

の
樹
幹
」
(
宏
司

。戸一口。

∞E
5
5
)
 
か
ら
芽
吹
い
た
二
本
の
技
で
あ
る
と
い
う
乙
と
は
、

再

方
に
同
じ

イコ

の

「
血
統
」
が
通
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
場
合
の

「
唯
一
の
樹
幹
」
と
は
、

「
世
運
の
語
か
ら
突
如
と
し
て
閃
く

合
図
を
感
謝
し
て
受
け
る
こ
と
」
三

2

2
与
さ
三

E
Z
D
E
Z口
当
Z
F
O
D
E
a
号

自

己

g
r
o
-
ι
2
0
2
0
E。
E
)
と
言
わ
れ
て
い
る

G

す

な
わ
ち
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
見
解
で
は
、

「
詩
歌
」
も
「
思
想
」
も
、

産
史
を
離
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

更
に
ま
た
単
に
歴
史
に
制
約
さ
れ
た
も

の
で
も
な
く
、

歴
史
の
根
底
た
る
「
世
運
」

(
C
2
。
E
兵
)
の
間
聞
か
る
突
如
と
し
て
出
て
来
る
「
合
図
」

乙、

そ
の
成
り
立
ち
を
負
う
て
い
る
。

「
世
運
」
(
の

2
。
}
己
の
ご
と
は
、

既
述
の
如
く
、

「
性
起
」
か
ら

「
遣
わ
さ
れ
た
も
の
」

(円宮
ω
C
m
w
ω
の
主
。
-20)

と
し
て
人
間
に
与
え
ら
れ
た

を
i
こ
こ
で
は
詳
論
出
来
な
い
が

i
そ
う
い

「
賜
」
(
の
与
。
)

で
あ
る
。
設
は
「
有
(
る
こ
と
)
す
な
わ
ち
現
前
性
」

(
F
E・
〉
口
当

2
2
Z
5

七
五



七
六

う
「
遣
わ
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
「
賜
」
と
受
取
っ
て
い
る
。
「
有
(
る
こ
と
と
が
「
遣
わ
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
の

「
有
の

世
運
」
(
∞
丘
三
宮
a
o
r
r
r
)
が
具
体
的
に
は
「
世
界
の
世
運
」
(
君
。
-
£
2
0
r
r
r
)
で
あ
り
、

そ
れ
が
「
世
界
i
歴
史
」
(
者
喜
1
0
2
0
r芯
ZO)
の

本
質
に
し
て
根
底
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

併
し
、
以
上
の
意
味
で
の
「
世
運
」
が
こ
こ
で
は
「
世
運
の
関
」
(
込
S
U
E
M
r巳
仏
2
0
2
0
r
r
r
ω
)
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
何
故
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
誌
次
の
二
つ
の
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

一
つ
は
、
現
代
と
い
う
世
界
時
代
の
本
質
に
関
わ
っ
て
い
る
寵
で
る
る
。
現
代
と
い
う
世

界
時
代
辻
、

一
切
の
閤
を
理
性
の
光
で
駆
遂
し
て
合
理
化
し
て
行
く
明
る
い
世
界
時
代
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
併
し
、

そ
の
合
理
化
の
果
て
に

世
界
は
ど
う
な
る
の
か
。
答
も
自
壊
も
な
く
閣
で
あ
る
。
益
々
合
理
化
さ
れ
て
行
く
世
界
に
住
む
人
聞
は
ど
う
な
る
の
か
。
答
も
目
標
も
な
く
麗

で
あ
る
。
然
も
ひ
と
は
、
目
標
喪
失
と
い
う
閣
に
眼
を
閉
ざ
す
こ
と
を
組
織
的
に
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
だ
と
か
万
国
博
覧
会

物
は
物
と
し
て
は
そ
の
本
質
に
於
て
と
う
の
昔

(
ぎ
巳
E
5
2
0一
一
ロ
ロ
ぬ
)
だ
と
か
そ
れ
に
類
す
る
こ
と
が
皆
そ
う
で
あ
る
。

物
は
ど
う
な
る
の
か
。

に
破
壊
さ
れ
て
資
源
と
化
し
て
い
る
。
原
嬢
や
水
嬢
は
物
の
破
壊
の
原
国
で
は
な
く
、
そ
の
破
壊
の
一
つ
の
帰
結
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
閣
を
駆
逐

し
益
々
合
理
化
さ
れ
て
行
く
世
界
そ
れ
自
身
が
閣
に
な
り
、
世
界
と
い
う
よ
り
は
非
世
界
(
己
ロ
毛
主
丹
)

に
な
る
。
世
界
が
非
世
界
と
化
し
た
処
で

は
物
も
物
で
は
な
く
な
り
、

人
間
も
非
人
間
化
す
る
。
こ
れ
が
、
現
代
と
い
う
世
界
時
代
の
本
質
と
し
て
の
「
世
運
の
闇
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

併
し
「
世
運
の
闇
」
と
い
う
こ
と
の
も
う
一
つ
の
根
拠
は
次
の
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
有
(
る
こ
と
)
つ
ま
り
現
前
性
」
を
「
世
運
」
と

し
て
吾
々
人
聞
の
方
に
遣
わ
し
て
い
る
の
は
、
既
述
の
如
く
、

「
性
起
」
と
言
わ
れ
た
。
詳
し
、
「
性
起
」
は
そ
れ
自
身
「
非
性
起
」

2
2
Z広
三
ω)

に
罵
し
て
い
る
。

そ
れ
は
そ
れ
自
身
に
留
ま
っ
て
、

そ
れ
自
身
を
人
間
に
表
明
し
な
い
。
す
な
わ
ち
「
性
起
」
む

「
元
初
」
(
〉
え
さ
ぬ
)
斗
E

晶

、

込

山
L

Y
智

子

1
u

っ
て
又
吾
々
の
方
へ
遣
わ
さ
れ
た
「
世
運
」
の

「
元
初
」
も
、
「
関
」
に
包
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
第
二
の
意
味
で
の

「
関
」
は
、

更
に
究
極
的
に

は
、
「
性
起
」
の

も
と
づ
い
て
い
る
。

乙
の
第
二
の
意
味
で
の
「
闇
」
が
第
一
の
意
味
で
の
「
世
運
の
関
」
の
根
底
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
、
世
界
成
立
の
も
と
が
「
富
」
に
包
ま
れ
忘

「
元
初
」
た
る
「
神
」
が
そ
れ
自
身
を
人
間
と
世
界
と
に
拒
絶
す
る
と
い
う
乙
と
に
、

そ
れ
と
と
も
に
、



れ
去
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、

世
界
は
、

そ
の
成
立
の
も
と
か
ら
切
離
さ
れ
る
と
と
も
に
計
算
的
計
画
化
の
場
所
と
な
り
、
「
世
運
の
間
」
と
な
る

の
で
あ
る
。

併
し
、

そ
の
よ
う
な
「
世
運
の
関
」
か
ら
「
突
如
と
し
て
関
く
合
国
」
が
出
て
来
る
。
併
し
、

そ
の
「
突
如
と
し
た
合
図
」
は
、
「
世
運
の
国
」

か
ら
そ
の
開
を
破
る
光
の
よ
う
に
出
て
来
る
の
で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
し
て
、
今
迄
は
そ
れ
に
気
付
く
こ
と
な
く
そ
れ
に
眼
を
閉
ざ
し
て
い

た
「
世
運
の
関
」
に
突
如
と
し
て
気
付
く
こ
と
に
於
て
、
「
世
運
の
間
」
が
「
突
如
と
し
て
閃
く
合
図
」
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
出

て
来
た
「
突
如
と
し
た
合
図
」

(
E
F
要
吉
宮
)
に
「
詩
歌
」
と
「
思
想
」
と
は
そ
の
成
立
を
負
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
詩
歌
」
と
「
思
想
」
と

が
「
突
知
と
し
た
合
図
に
そ
れ
自
身
を
負
う
て
い
る
こ
と
」
(
込

g
巴
与

g
三
g
r
g
E
r
s
t弓
Z
Z
D
)
は
、
「
詩
歌
」
も
「
思
想
」
も
そ
の
成

立
の
も
と
は
「
感
謝
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
彼
は
最
晩
年
の
或
る
子
抵
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
詩
作
よ
り
も
吏
に
建
立
す
る
も
の
と
し
て

思
索
よ
り
も
更
に
基
づ
け
る
も
の
と
し
て

感
謝
は
留
ま
れ
か
し
」
と
。

八

感
謝

こ
の
「
思
い
』
は

「
感
謝
」

(
U
S
F
)

の
一
語
に
帰
着
す
る
。

併
し
、
「
感
謝
」
と
は
最
も
根
源
的
に
ほ
如
何
な
る
こ
と
か
が
一
一
一
一
口
わ
れ
ね
誌
な

ら
な
い
。
す
な
わ
ち

戸七
F七



七
八

自
己
が
落
着
し
た
こ
と
に
感
謝
す
る
と
辻
、
す
な
わ
ち
、

そ
れ
自
身
へ
向
っ
て
人
聞
を
呼
び
寄
せ
人
間
を
用
い
る
性
起
の
内
へ
聴
き
つ
つ
帰
属
す
る
こ
と
を
自
己
に
言
わ
し
め
る
こ
と
。

あ

り

か

こ
の
在
所
の
前
へ
行
く
道
は
如
何
乙
遠
い
こ
と
か
、

あ

ち

か

こ
の
在
所
と
ほ
、

そ
こ
か
3

り
し
て
思
索
が
、

そ
の
貧
し
き
視
福
に
属
す
る
控
え
目
な
態
度
を
救
出
す
る
た
め
に
、

柔
慢
な
仕
方
で

思
索
そ
れ
自
身
に
反
対
し
て
思
索
し
得
る
処
で
あ
る
。

併
し

貧
し
き
も
の
、

そ
れ
は
そ
の
軽
ろ
や
か
な
還
を
、
喜
ば
し
く
守
る
。

そ
の
軽
ろ
や
か
な
環
の
語
ら
れ
ざ
る
遺
言
を
、

貧
し
き
も
の
は
回
想
の
内
に
大
き
く
保
持
す
る
、
す
な
わ
ち
、

ア
レ

i
テ
ィ
ア
を
号
一
口
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
空
地
と
し
て
、
す
な
わ
ち

そ
れ
自
身
を
拒
絶
す
る
権
能
の
露
現
と
し
て
。

本
文
は
二
つ
の
段
落
に
分
た
れ
、
第
一
段
落
で
は
「
感
謝
」
(
巴

SF)
と
「
思
索
」
(
ロ

g
Zロ
)

と
の
関
わ
り
合
い
が
こ
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。
第

段
落
で
は
、
「
感
謝
」
と
の
関
わ
り
合
い
に
於
て
「
貧
し
き
も
の
」

と
な
っ
た
「
思
索
」

の
守
る
べ
き
こ
と
と
し
て
「
ア
レ

l
テ
ィ
ア
」
に
つ
い

て
言
わ
れ
て
い
る
。
「
思
索
」
が
「
ア
レ

i
テ
ィ
ア
」
を
一
一
一
口
う
こ
と
、

言
い
伝
え
る
こ
と
は
、
「
思
索
」
が
「
感
謝
」
を
具
体
的
に
遂
行
す
る
こ
と

で
あ
る
。



す
な
わ
ち
/
そ
れ
自
身
へ
向
っ
て
人
間
を
呼
ぶ
寄
せ

i
人
間
を
用
い
る
性
起
の
内
へ
聴
き

あ

り

か

あ

り

か

つ
つ
掃
罵
す
る
こ
と
を
自
己
に
言
わ
し
め
る
こ
と
。
/
こ
の
在
所
の
前
へ
行
く
道
は
如
何
に
遠
い
こ
と
か
、
/
乙
の
在
所
と
は
、

(
1
)
 
「
自
己
が
落
着
し
た
こ
と
に
感
謝
す
る
と
は
、

そ
こ
か

3

り
し
て

思
索
が
、

そ
の
貧
し
い
祝
福
に
罵
す
る
控
え
目
な
態
更
を
救
出
す
る
た
め
に
、

/
柔
撲
な
仕
方
で
、
/
思
索
そ
れ
自
身
に
反
対
し
て
思
索
し
得
る

処
で
あ
る
」
。

先

ーコ

「
感
謝
」

(
己
何
回

D
r
)

と
標
題
が
書
か
れ
、

そ
れ
に
続
く
本
文
の
冒
頭
に

暗
唱
小
山
炉
内
H
}
戸
〈
ぬ
コ
凶
m
H

ロ

r
o
D

と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。

こ
の

明
小
山
目
。

rJ10?--

円

-sEDww
は
通
常
の
意
味
で
の
そ
れ
と
は
!
従
っ
て
ま
た
「
前
奏
」
の
終
り
の
方
で
一
一
二
口
わ
れ
た
そ
れ
と
も
i
違
う
。
通
常
の
意
味
で
の
ミ
2
仏
2
8

}
向
。
ロ
ヱ
は
、

問
え
ぱ
し
の

r
g三
g
r
o
子
B
E
2
2
F
e
z
-
s一
一
三
す
な
わ
ち
「
私
は
彼
に
こ
の
記
録
を
負
う
て
い
る
」
、

こ
の
記
録
が
作
成
さ
れ

た
の
は
彼
の
御
蔭
で
あ
る
、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
私
は
彼
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
程
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し

て
、
こ
こ
で
端
的
に

u
u
r
r
g三
g
r
oロ
ェ
と
さ
一
口
わ
れ
て
い
る
場
合
の
ミ

2
ι
E
r
g
-
w
は
ア
レ
マ
ン
方
言
で
干
一
一
口
わ
れ
る
ミ

2
門戸
g
「

2
3
で
、
あ
る
。

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
は
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
自
身
が
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
何
か
或
る
係
争
の
的

に
な
っ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
の
交
渉
が
落
着
し
た
と
か
片
が
付
い
た
場
合
、

そ
の
事
柄
は

ヨ
〈
ぬ
円
円
山
内
凶
H
M
}

向。ロコ

さ
れ
た
と
、

言
わ
れ
る
。

片

が
付
い
た
と
は
・
:
そ
の
事
柄
を
、

今
後
も
そ
の
処
に
置
く
こ
と

(
円
同
日
。

∞m悼の
r
m
w

〔宮、}戸山口

σH1山口
m

向。ロロロ門戸

そ
れ
が
当
然
帰
属
す
る
処
へ
膏
ち
し
、

(

問

)

F
2
2

《

2
2
-
2
2
P
君。

r
E
己
o
mな
ぎ
三
)
を
意
味
す
る
」
と
。

従
っ
て

3
2与
さ
三
き
}
向
。
ロ
ョ
と
法
「
自
己
を
、

自
己
が
当
然
帰
属
す
る
処
へ

震
ち
し
た
、
自
己
が
落
着
す
べ
き
処
に
落
着
し
、
そ
こ
に
掃
罵
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
う
い
う
仕
方
で
「
自
己
の
片
が
付
い
た
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

そ
う
い
う
仕
方
で
自
己
が
落
着
し
た
処
で
ほ
、

当
然
「
有
難
い
」
と
い
う
「
感
謝
」

の
患
い
が
湧
き
出
て
来
る
。

(

出

)

自
己
が
落
着
し
た
こ
と
に
感
謝
す
る
こ
と
で
あ
る
」

そ
れ
故
、

イ

デ
ッ
ガ

i
法
次
の
よ
う
に
二
一
一
口
う
、
す
な
わ
ち
「
根
源
的
な
感
謝
は
、

(
円
)
⑦
『

C
Z℃三
Z
民}向。
}
M
O

己
主
戸
}
内
町
三
与
。

ω

切目。}言。同・仏三
2
3
)
と

そ
れ
で
、

「
感
謝
」
(
U
S
F
)

と
標
題
に
書
か
れ
、

そ
れ
に
続
く
本
文
の
冒
頭
で

uhrrJ12宏
美
3

と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

乙

の

u

∞
仙
の
}
戸
〈
ぬ
吋
込
何
回
ロ
ロ
}
内
ぬ
ロ

を
仮
に

「
自
己
が
落
着
し
た
こ
と
に
感
謝
す
る
〕

と
訳
し
て
み
た
が
、

実
際
に
は
、

-呂

七
JL 



八
O 

己
が
落
着
し
た
と
い
う
こ
と
が
直
ち
に
感
謝
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、

そ
の
よ
う
な
「
根
源
的
な
感
謝
」
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
る
か
。

そ
れ
は

3
2
0
7
2三
S
F
g
の
具
体
的
構
造
と
し
て
次
の

よ
う
に
一
一
一
一
口
わ
れ
る
、

す
な
わ
ち
「
そ
れ
自
身
へ
向
っ
て
人
閣
を
呼
び
寄
せ

i
人
間
を
用
い
る
性
起
の
内
へ
聴
き
つ
つ
局
員
す
る
こ
と
を
自
己
に
言

わ
し
め
る
こ
と
」
と
。

ド
イ
ツ
語
の
本
文
に
誌
「
人
間
」
と
い
う
語
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、

ミ
2
0由民ロ
2
3
と
は
、

u
u
M
W
H
1
0

由民
H

M

Z

が
そ
れ
自

身
の
方
へ
人
間
を
呼
び
寄
せ
る
3
N
C『

Z
Fロェ

こ
と
に
抱
な
ら
な
い
故
、

人
間
と
い
う
語
を
補
足
し
た
。

「
用
い
る
」

(
r
g
c。
r
s
)
と
い
v

つ
こ
と

に
つ
い
て
も
事
清
は
同
様
で
あ
る
。
ミ

2
Zぬ
口
。
ロ
ヱ
も
唱
団

σ
E
5
Zロ
ェ
も
「
性
起
」
が
人
間
に
関
わ
っ
て
来
る
「
関
わ
り
合
い
」
(
〈

2
E
-
z
z
)

を
一
不
す
語
で
あ
る
。
性
起
の
呼
び
寄
せ
を
「
聴
き
つ
つ
性
起
の
内
へ
帰
罵
す
る
こ
と
」

(与

2
c
o
r
α
2
2
回口

門戸
mmw
〈

m
W
2
L
m
口。ロ門戸
ir
吋何回口。
roロ門戸。

H
W
2
w
目
的
口
広
)

会三

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
思
索
で
は
、

人
間
が
当
然
婦
罵
し
落
着
す
る
処
に
婦
属
し
落
着
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を

「
自
己
に
言
わ
し
め
る
」

3
r
z丘町
g
-
2
2ロ
)
と
は
、

そ
の
こ
と
を
言
う
こ
と
を
自
己
に
「
許
す

許
容
す
る
」

(
N

己
2
8ロ
)

と
い
う
こ
と
で

あ
り
、

つ
ま
り
そ
の
こ
と
を
告
白
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
が
、

根
源
的
な
仕
方
で
「
感
謝
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

乙

の
笛
所
は
、
私
芯
}
言
。
三

g
Z
R
.
が
何
処
に
帰
属
す
る
こ
と
に
於
て
自
己
が
落
着
し
た
か
と
い
う
そ
の
何
処
を
「
性
起
」
と
し
て
言
い
現
わ
し
て

い
る
。次

に
、

今
迄
辿
っ
て
来
た
道
を
振
り
返
っ
て
、

性
起
が
性
起
す
る

あ

り

わ

「
こ
の
在
所
の
前
へ
行
く
道
は
如
何
に
遠
い
こ
と
か
」

(
若
宮
君
。
止
円
目
。
吋

君
。
ぬ
ぐ
。
円

E
2
0
0
2
2
}
g
p
)
と
き
一
口
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る

あ

り

か

「
在
所
」
は
、

『
思
い
』

の
第
四
の
箇
所
で
言
わ
れ
た

「
在
所
」

所か 3
」一円

で言
あ E
る s

と
同
じ
で
あ
る
。

「
真
有
の
本
質
現
成
の
場
所
」
は
、

真
脊
の
本
質
現
成
が
性
起
に
他
な
ら
な
い
故
に
、

性
起
が
性
起
す
る

「在

あ

り

か

更
に
「
こ
の
在
所
の
前
へ
行
く
道
」
は
、

『
田
必
い
』

の
第
二
に
置
か
れ
た

「
道
」

で
も
あ
る
。

更
に

「
如
何
に
遠
い
こ
と
か
」

(
者
芯
君
主
円
:
・
)
も
『
患
い
』
の
第
一
の

あ

り

か

性
起
が
性
起
す
る
「
在
所
」
は
、 「

時
」

に
つ
い
て
言
わ
れ
た
「
ど
こ
ま
で
」
(
巧
芯
宅
己
己
)
と
聯
関
し
て
い
る
。

併
し

関
の
内
で
は
、

当
面
の
聯

あ

り

か

自
己
が
性
起
の
内
で
用
い
与
れ
る
者
に
な
る
こ
と
に
於
て
自
己
が
自
己
自
身
に
な
る
「
在
所
」



で
あ
り
、

あ

り

か

つ
ま
り
本
来
の
自
己
の
「
在
所
」
で
あ
る
。
自
己
白
身
の
在
所
に
到
る
道
は
、
た
だ
遠
い
の
で
は
な
く
、

最
も
近
い
道
で
あ
る
。

そ
の
道

が
こ
こ
で

「
如
何
に
遠
い
こ
と
か
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
内
に
は
、

自
己
自
去
の
在
所
に
到
る
と
い
う
最
も
近
い
道
を
行
く
の
に
、

何
と
遠

い
廻
り
道
を
し
た
こ
と
か
、

ど
れ
程
多
く
の
迷
路
に
入
り
脇
道
に
逸
れ
、
無
駄
骨
を
折
っ
た
こ
と
か
、

と
い
う
、
深
い
惑
捜
が
こ
も
っ
て
い
る
よ
う

に
惑
じ
ち
れ
る
。
詳
し
、

そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。

「
性
起
が
性
起
す
る
」
と
い
う
こ
と
ほ
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
思
索
の
内
で
は
確
か
に
起

何
時
歴
史
に
な
る
か
も
解
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
い
う
「
別
の
歴
史
」
に
つ
い
て
の
混
察
を
考
慮
に
容
れ
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
性
起
が
也
起
す
る
「
こ
の
古
罰
金
の
前
へ
行
く
道
は
如
何
に
遠

っ
て
い
る
が
、

未
だ
竪
史
的
世
界
の
内
で
は
起
つ
て
は
お
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の

い
こ
と
か
」
は
、
世
界
i

歴
史
の
将
来
の
遠
さ
を
も
見
越
し
て
、

あ

り

か

併
し
、
「
性
起
」
の
「
在
所
」
に
到
達
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
在
所
か
ヨ
り
し
て
「
思
索
は
柔
慢
な
仕
方
で
思
索
そ
れ
自
身
に
反
対
し
て
思
索
し
得
る
、

口
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、

そ
う
い
う
仕
方
で
思
索
が
そ
の
貧
し
き
祝
福
に
属
す
る
控
え
目
な
態
度
を
救
出
す
る
た
め
で
あ
る
」
(
・
・
江
戸
。

2
0
2
2
E
F
gロ
仏

2

2
臼

【

-zロ
g

rロ
古
『

S
2
5
2
者
己
g
m
o
h窓
口

ω

目。r
z
E
O
H門
-
g
E
D
F
2
5
Z
5
8門

目
白

ω
ぐ

2
E
r
o
s
m巳
DO円
、
〉

2
5
0一石宮山門
N
Z
2
2
3
)
G

(

地

)

併
し
一
体
何
故
に
「
思
索
は
そ
れ
自
身
に
反
対
し
て
思
索
し
得
」
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
の
か
。
も
し
思
索
が
「
そ
れ
自
身
に
反
対
し
て
」
(
常
習
ロ

丘
岳
山

o-Zこ
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
の
た
め
に
(
苫
円
切
向
。

r
z
]宮
門
)
思
索
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
は
思
索
に
対
立
す
る
対
象
や
客
観
が
如

何
に
頑
強
に
思
索
に
対
抗
し
抵
抗
し
よ
う
と
も
、

そ
れ
ち
の
対
象
や
客
観
辻
、

思
索
に
対
立
し
て
の
み
対
象
や
客
観
で
あ
る
が
故
に
、

患
索
ほ
根

本
に
於
て
そ
れ
自
身
で
独
立
的
(
苫
『
丘
の
ど
に
な
り
、
自
足
的
に
な
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
根
本
に
於
て
そ
れ
自
身
で
独
立
的
に
な
り
自
足
的
に

な
っ
た
思
索
は
、
先
づ
第
一
に
、

「
思
索
の
事
柄
」

3
2
Z
L
2
己
g
Zロ
ω
)
iす
な
わ
ち
、

吾
々
に
思
索
す
る
こ
と
を
指
令
し
て
来
る
事
柄
i

を
患
索
に
従
罵
せ
し
め
る
こ
と
に
依
っ
て
、

そ
の
事
柄

3
2
r
0・
5m)
か
ら
そ
の
事
柄
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
奪
い
取
っ
て
し
ま
い
、

そ
れ
自
身
で

独
立
的
、

自
足
的
に
な
っ
た
思
索
が
具
え
て
い
る
既
成
の
諸
概
念
の
内
へ
事
柄
を
強
髄
的
に
押
し
入
れ

(
o
Z
N者
位
口
問
。
ロ
)

て、

事
柄
を
説
明
し

得
た
り
と
し
て
し
ま
う
。

そ
れ
は
、

「
事
柄
そ
れ
自
身
へ
」
と
い
う
思
索
の

「
郎
事
性
」

(
ω
z
z
t
r
r巳
件
)
を
喪
失
す
る
こ
と
で
あ
り
、

思
索
の

J¥ 



八

尊
大
、
信
敏
で
あ
る
。
更
に
第
二
に
、
摂
本
に
於
て
そ
れ
自
身
で
独
立
的
に
な
り
自
足
的
に
な
っ
た
思
索
辻
、

そ
こ
か
ろ
思
索
が
成
り
立
っ
て
来

る
根
本
の
地
盤
を
忘
れ
去
り
離
れ
去
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
、

思
索
が
そ
の
も
と
で
あ
る
「
惑
謝
」
を
忘
れ
去
り
、
そ
の
地
盤
で
あ
る
「
性
起
」

か
ら
離
れ
去
る
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

そ
う
い
う
思
索
は
地
盤
の
無
い
患
索
で
あ
り
、
根
を
引
き
抜
か
れ
た
思
素
で
あ
る
。

思
索
辻
本
来
は

「
感
謝
」
に
於
て
「
性
起
」

の
内
へ
帰
属
し
、
「
性
起
の
内
に
覆
蔵
さ
れ
匿
ま
わ
れ
て
い
る
神
」
の
到
来
を
準
婿
す
る
と
い
う
仕
方
で
そ
れ
に
せ

思
索
の
思
索
さ
れ
ざ
る
「
も
と
」
を
振
り
返
っ
て
、

(
。
三
者
三
-
-
N
m
w
F
)

な
思
索
は
、

そ
こ

え
る
思
素
で
あ
り
得
る
の
に
、
「
根
を
引
き
抜
か
れ
た
」

(
m
m
)
 

「
亡
心
理
山
」

に
立
却
す
る
乙
と
の
な
い
思
考
で
あ
り
、

(
C
D
E
D
r
)
と
し
て
「
無
思
憲
」
に
な
っ
て
独
走
す
る
「
単
線
的
な
思
考
」

(
包
ロ
鈎
-
m
w
E
F

問。ω

巴
0
3
}
向。ロ)

で
あ
り
、

単
に
計
算
す
る
だ
け
の
思
考
で
あ
る
。

そ
う
な
れ
ば
、

思
索
自
身
が
摂
本
に
於
て
空
し
い
も
の
に
な
り
、
結
売
は
思
索
の

自
己
破
壊
に
導
か
れ
る
。
併
し
、
今
挙
げ
た
二
つ
の
危
険
は
思
索
す
る
こ
と
に
絶
え
ず
毘
持
す
る
危
険
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
危
険
を
心
得
て
い

る
「
思
索
」
は
、

そ
れ
故
、

ど
う
し
て
も
「
思
索
自
身
に
反
対
し
て
思
索
し
得
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

併
し
、
「
思
索
が
思
索
自
身
に
反
対
し
て
思
索
す
る
」
と
い
う
乙
と
が
、

も
し
「
単
線
的
思
考
」
の
軌
道
の
上
で
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
も

思
索
の
自
己
破
壊
と
混
乱
と
に
陥
る
他
は
な
い
。

あ

り

か

の
も
と
で
あ
る
「
性
起
の
在
所
」
か
ち
し
て
の
み
な
さ
れ
得
る
。

そ
れ
故
、

「
思
索
が
思
索
自
身
に
反
対
し
て
思
索
し
得
る
」
と
す
れ
ば
、

そ
の
こ
と
は
、

思
索

そ
の
こ
と
は
「
柔
俣
な
仕
方
で
」

(
E
Eぬ
2
5
2
4司
包

Z
)
な
さ
れ
得
る
と

一
口
わ
れ
て
い
る
。
「
柔
俣
な
仕
方
で
」
と
は
、

単
線
的
思
考
の
硬
直
と
は
反
対
の
仕
方
を
現
わ
す
た
め
に
、

そ
う
一
訳
し
て
み
た
が
、
も
と
よ
り
不

十
分
で
あ
る
。
更
に
こ
の
乙
ロ

E
m
E
5
2
者

ozo--
と
い
う
こ
と
は
、

思
索
と
そ
れ
に
反
対
す
る
も
の
と
を
弁
証
法
的
に
媒
介
す
る
と
い
う
意

味
で
の
弁
証
法
的
に
と
い
う
こ
と
を
も
否
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
乙
ロ

E
h
3
9
5
2
巧
己
ω
0
.. 

と
は
、
「
思
索
の
事
柄
」

の
内
的
接
合
条
理

(
C
ぇ

ε。)
の
内
へ
接
合
し
入
る
(
三
三
位
民
0
2
)

仕
方
で
、

と
い
う
程
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

事
実

ノ¥

イ
デ
ッ
ガ

i
に
と
っ
て
の

「
思
索
の
事
柄
」
は
、
人
入
念
品
も
拘
h
m
H
3

に
し
て
も

u
h
g五
三
m
z

に
し
て
も

uuFrzzロ
ぬ
=
に
し
て
も
皆
夫
々

3
A
M
U九

百

M
Q

，w

と
か

uhロ
z
-
m
z∞
ェ
と
か

wuぐ
2r2m.ZHMmww
と
し
て
、

そ
の
反
対
の
こ
と
と
接
合
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
故
、

そ
う
い
う
「
思
索
の
事
柄
」

そ
れ



自
身
の
接
合
条
理
の
内
へ
接
合
し
入
る
と
い
う
仕
方
で
思
索
す
る
こ
と
は
、
「
思
索
自
身
に
反
対
し
て
思
索
し
得
」

あ

り

か

思
索
の
も
と
で
あ
る
と
と
も
に
思
索
の
事
柄
の
も
と
で
あ
る
性
起
の
「
在
所
」
か
ラ
り
し
て
の
み
な
さ
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。

な
け
れ
ば
な
ち
な
い
の
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
、

に
し
て
初
め
て
「
思
索
の
事
柄
」
に
即
事
的
な
思
索
に
な
る
と
と
も
に
、
「
詩
作
」
と
連
繋
す
る
こ
と
が
出
来
、

自
身
の
思
索
さ
れ
得
な
い
も
と
に
「
感
謝
」
に
於
て
も
と
づ
け
ち
れ
た
忠
索
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
従
来
の
形
而
上
学
的
思
惟
と
も
論
理

こ
の
よ
う
な
「
思
索
」

思
索

学
的
計
算
と
も
実
証
主
義
的
思
考
と
も
「
別
の
忠
索
」
で
あ
る
。
併
し
「
思
索
誌
柔
撲
な
仕
方
で
思
索
し
得
る
」
と
い
う
乙
と
は
「
そ
の
よ
う
な

仕
方
で
思
索
の
貧
し
き
祝
福
に
震
す
る
控
え
目
な
態
更
を
救
出
す
る
た
め
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

「
別
の
思
索
」

(
σ
z
s
r
z∞
己

swg)
は
、
伝
統
的
な
哲
学
で
も
な
け
れ
ば
科
学
で
も
な
く
、

そ
れ
ら
に
比
べ
れ
ば
、

そ
の
成
果
と
い
う

点
で
は
遥
か
に
「
貧
し
い
」
思
素
で
あ
る
。
併
し
、
既
述
の
如
く
「
貧
し
い
」
と
い
う
こ
と
は
、

た
だ
貧
し
い
と
か
貧
弱
と
か
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
そ
れ
辻
、

思
索
も
「
性
起
の
所
有
」
(
巴
m
g
E
B
仏

2
H
W
Z町民三
2
2
)
に
属
す
る
思
索
に
変
貌
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

国
Jじρ

索
が
患
索
自
身
の

「
自
性
」
の
内
へ
震
当
り
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
思
索
の
「
貧
し
さ
」
は
「
貧
し
き
祝
福
」
(
〉
2
H
H
Z
Z
m
F
Z
C
で
あ
る
。

「
別
の
思
索
」

に
は
で
貧
し
き
祝
福
」
が
本
質
的
に
麗
し
て
い
る
。
「
貧
し
き
祝
福
L

f
」

斗

2-
「
控
え
目
」
(
ぐ

2
}岡山
]
Z
D
Z
=
)
と
い
う
乙
と
が
根

本
の
態
度
と
し
て
属
し
て
い
る
。
「
控
え
目
」

斗
s

品、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
後
期
の
思
索
す
な
わ
ち
「
別
の
思
索
」
を
根
本
か
ち
語
律
し
て
い
る
「
根

本
気
分
」
の
中
心
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

性
起
と
忌
索
と
の

「
関
わ
り
合
い
」

(
〈
⑦
ユ
戸
位

-zz)
に
由
来
し
て
い
る
。

忠
索
が
性
起
の
所
有
に
帰
属

し
つ
つ
性
起
を
設
損
し
な
い
よ
う
に
内
か
ら
究
明
す
る
と
い
う
態
度
が
「
控
え
自
」
で
あ
る
。
「
控
え
目
」
の
反
対
は
「
厚
顔
し
さ
」
写
三
号
吉
咋

}-。r
F
O山
門

)

で
あ
り
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
「
合
図
」
の
笛
所
で
既
に
述
べ
た
。

要
す
る
に
、

そ
れ
自
身
だ
け
で
独
立
的
に
な
り
自
足
的
に
な
り

切
の
物
を
対
象
も
し
く
は
客
観
と
し
て
自
己
の
支
配
下
に
置
か
ん
と
意
士
心
す
る
近
世
の
主
観
性
の
形
而
上
学
と
実
証
主
義
と
の
尊
大
な
「
厚
顔
し

さ
」
か
ら
、
到
の
思
索
の

「
控
え
自
」
と
い
う
榎
本
気
分
も
し
く
法
摂
本
態
度
を
「
救
出
す
る
」
こ
と
が
肝
要
と
さ
れ
て
い
る
。
却
の
思
索
と
い

つ
で
も
、
単
に
別
様
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
ほ
な
く
、
人
語
の
変
貌
し
た
本
質
に
抱
な
ら
な
い
。

刀、
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四

(
2
)
「
併
し
、

貧
し
き
も
の
、

そ
れ
は
そ
の
軽
ろ
や
か
な
環
を
、
喜
ば
し
く
守
る
。
/
そ
の
軽
ろ
や
か
な
環
の
語
ら
れ
ざ
る
遺
言
を
、
/
貧
し

き
も
の
は
回
想
の
内
に
大
き
く
保
持
す
る
、
す
な
わ
ち
/
ア
レ

l
テ
ィ
ア
を
言
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
空
地
と
し
て
、

す
な
わ
ち
/
そ
れ
自
身
を
拒

絶
す
る
権
能
の
露
現
と
し
て
」
。

「
併
し
、

貧
し
き
も
の
」

(当
2

与
2
m
E
μ

笠
u

)

と
は
、
前
後
の
関
係
か
ら
見
て
、

貧
し
き
も
の
に
な
っ
た
思
索
す
な
わ
ち
性
起
の
所
有
に

帰
属
す
る
こ
と
に
於
て
貧
し
く
な
っ
た

「
別
の
思
索
」

を
言
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
そ
れ
は
そ
の
軽
ろ
や
か
な
譲
を
、

喜
ば
し
く
守
る
」
。

こ
の

「
軽
ろ
や
か
な
環
」
会
包
ロ
の
2
z
m
向
。
a
)
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

フ
ラ
ン
ス
語
の
訳
者
は
こ
の

330HHM 
の
。
江
口
ぬ
o
a
-
-
を
単
に
3
a
C
H
M
同
》

O
C
3

と
一
訳
し
て
い
る
。

そ
れ
は
表
面
上
は
そ
う
で
あ
ろ
う
。
併
し
、
3
0
2
2
m
z
は
元
来
、

中
高
ド
イ
ツ
語
で
は
忌
2
z
m
向
。

で
あ
り
、
L
2
z
m
o

は
「
軽
い
」
(
r
r
z
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
「
些
一
少
」
と
か
「
取
る
に
足
ら
ぬ
」
と
か
「
つ
ま
ら
ぬ
」
と
い
う
今
日
の
通
常
の
意
味

地
方
に
於
て
3
C
2
z
m
=

(

協

)

「
環
の
集
ま
り
」
と
し
て
の
3
0
0
江
口
加
山
=
は
、

併
し
、

は
ま
た
「
衰
」

(
H
N
Z
ぬ
)

の
集
ま
り
と
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
に
依
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

が
出
て
来
る
。

開
え
ば
「
輪
舞
の
よ
う
に
回
転
し
つ
つ
舞
う
環
の
集
ま
り
」

で
あ
り
「
世
界
が
世
界
す
る
」
(
己
芯

4
弓
己
件
当
己
宮
門
)
こ
と
は
、

こ
の
よ
う
な
3
0
2
E
ぬ
コ
と
し
て
思
索
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
3
0
2
z
m
=
は
外
見
上
は
「
些
少
な
こ
と
」
で
あ
る

均三

性
起
的
思
索
に
と
っ
て
は
極
め
て
重
大
な
こ
と
で
丞
る
。
要
す
る
に
、

上
述
の
意
味
で
の
貧
し
き
別
の
思
索
は
、
輪
舞
の
よ
う
に
回
転
す
る

環
の
幾
重
も
の
集
ま
り
と
い
う
軽
ろ
や
か
な
こ
と
を
i

世
界
が
世
界
す
る
こ
と
を
i

「
喜
ば
し
く
守
る
」

(ω
己
目
偶
者
m
F
2
2
2
E
C
2
E
ぬ
2
)
。

「
守
る
」
と
い
う
乙
と
は
見
護
り
つ
つ
保
有
す
る
と
い
う
程
の
こ
と
で
あ
り
、

「
喜
ば
し
く
」
と
は
、

そ
れ
以
上
何
等
求
め
る
と
こ
ろ
の
な
い
至

(

悶

)

「
労
苦
に
満
ち
た
喜
ば
し
き
」
(
ζ
c
r
l
ω
巳
芯
roF円
)

福
と
い
う
こ
と
に
近
い
。
併
し
、

こ
の

「
喜
ば
し
く
」

(
8ロ
ぬ
)
み
ふ
、

民
時
に
別
の
思
索
の

で
あ
る
。

併
し
、
「
世
界
が
世
界
す
る
こ
と
」
と
し
て
の
こ
の
「
軽
ろ
や
か
な
環
」
を
「
守
る
」
(
当
ち

5
ロ
)
こ
と
は
、
同
時
に
そ
の
こ
と
を
「
二
一
一
口
い
伝
へ
る
」

(
m
m
w
m刷

0
2
・
cσ

。円一一
opW2M)

乙
と
で
あ
る
。

そ
れ
故
、

「
貧
し
き
も
の
」
で
あ
る
「
別
の
思
索
」
は
「
軽
ろ
や
か
な
環
の
語
ら
れ
ざ
る
遺
言
」
(
己
2
2
ロ



C
D
m
o
m℃円。。
}
M
3
2
ぐ

2
5位。
Z
E
ω
)

ざ
る
遺
一
一
一
ご
と
か
「
自
想
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、

を
「
回
想
」

(
C
O
L
b四
円

Mr言
宮
)

の
内
に
大
き
く
保
持
す
る
」
。

「
軽
ろ
や
か
な
環
」
に
つ
い
て
「
そ
の
語
ら
れ

そ
れ
が
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
や
へ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
言
っ
た
に
A
L
4
も

R
R
.

に
由
来
す
る
こ
と
を
一
不

し
て
い
る
と
同
時
に
、

そ
れ
へ

「
回
想
」
す
る
こ
と
を
一
一
一
口
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

併
し
「
語
ら
れ
ざ
る
遺
一
一
一
口
」
と

「
回
想
」

i
こ
の
二
つ
の
語

ほ
韻
を
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
が

l
そ
れ
与
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

「
臣
想
」
と
訳
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

3
C
三
位
。
宮
巳
へ
は
思
い
出
と
か
記
憶
と
い
う
こ
と
だ
け
で
法
尽
く
さ
れ
な
い
。
ヨ
ロ
三
位
。

rEz--
は
ハ

イ
デ
ッ
ガ

i
の
場
合
、

思
索
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
最
も
古
い
こ
と
へ
思
い
を
田
へ
す
こ
と
で
あ
る
ヨ
〉
ロ
仏

2
F
g
z
の
内
へ
、

忠
索
を
集
中
す
る

こ
と
で
あ
る
。
併
し
、

同
時
に
抱
方
に
於
て

3
0
え
品
目
。
吉
三
へ
は
、
記
強

(ミ
F
L
d
E
M
Q
)

で
は
な
く
し
て
、
天
と
地
と
の
娘
で
あ
り
ゼ
ウ
ス
の
花
嫁
と

な
っ
て
、

学
問
と
芸
術
と
の
神
々
で
あ
る
ム

i
サ
達
を
産
ん
だ
母
で
あ
る

3
ミ
ミ
ミ
を
4
3
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、

3
3
4
E
q
u
S
3
と
い
う
意

味
で
の
u
u

の
三
位
。
Z
E
へ
は
、
思
索
と
詩
作
と
の
母
で
も
あ
る
。

(

鴎

)

の
内
に
安
る
う
」
と
言
っ
て
い
る
。

そ
の
二
つ
の
意
味
を
併
せ
て
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
は
「
思
索
す
る
こ
と
の
本
質
辻

の
mwL
位。

r
z
z

「
語
ち
れ
ざ
る
遺
一
一
一
一
口
」

(ZDmoω
胃
o
与
2
2
ぐ

2
5位。
Z
E
ω
)
と
は
、

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
、

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
以
来
西
洋
の
思
索
の
内
に
そ
の
最
も

根
底
的
な
る
事
態
と
し
て
語
り
出
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
伝
え
ら
れ
て
来
た

「宮港二一一口」

で
あ
る
。

そ
の

「遺一一一一口」を、

思
索
の
母
で
あ
り
且
つ
思
索

の
集
中
で
あ
る

3
0
E
位。
}
M
Z
Z
Z
の
内
に
大
き
く
保
持
す
る
と
ほ
、

そ
の

「古市崎二一一口」

の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
大
き
な
力

(
ζ
E
E
)
を
こ
一
一
口
う
こ
と

で
あ
る
。

す
な
わ
ち

「
ア
レ

i
テ
ィ
ア
を
一
一
一
口
う
こ
と
、

す
な
わ
ち
空
地
と
し
て
、

す
な
わ
ち
拒
絶
す
る
権
能
の
露
現
と
し
て
」
言
う
こ
ー
乙
で
あ
る
。

ア
レ

l
テ
ィ
ア

を
「
言
う
こ
と
」

(
g
m
o
D
)
lま

ア
レ

i
テ
ィ
ア
を
「
一
不
す
こ
と
」
(
N
O

五

g)
で
あ
り
、

「
一
不
す
こ
と
」

に
於
て

「
伝
え
る
こ
と
」

(
C
σ

。ュ
z
-
F
2
M
)

併
し
、

現
述
の
如
く
、

こ
こ
で
詰

で
あ
る
が
故
に
、

「
ア
レ

i
テ
ィ
ア
を
さ
一
口
う
こ
と
」

で
あ
る
。

フ
一
二
口
う
こ
と
」
と
三
一
一
口
わ
れ
る
こ
と
」
と
辻
、

ア
レ

i
テ
ィ
ア
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
は
な
く
、

ア
レ

1
テ
ィ
ア
が
そ
れ
自
身
を
言
い
、

不
し
、

一
口
い
伝
え
る
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
、

人

斗
ha

、

八
五



八
六

間
達
の
語
る
言
葉
は
時
と
処
と
に
依
っ
て
変
化
す
る
故
、

「
ア
レ
!
テ
ィ
ア
、

ア
レ

i
テ
ィ
ア
」

と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、

ア
レ

i
テ
ィ
ア
の

一
口
い
伝
え
に
は
な
ち
な
い
。

ア
レ

l
テ
ィ
ア
を
ニ
一
一
口
い
、

一
口
い
伝
え
る
こ
と
は
、

今
の
場
合
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
思
索
の
地
盤
で
あ
る
ド
イ
ツ
語
の

内
ヘ
言
い
移
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち

「
ア
レ

i
テ
ィ
ア
」
を
「
空
地
と
し
て
」
(
己
主

L
Z
どの
Z
Z口
問
)

一
口
う
こ
と
で
あ
る
。
「
空
地
」
辻
、

既
に
屡
々
言
及
さ
れ
た
よ
う
に
、

密
主

し
た
樹
木
を
伐
っ
て
出
来
た
森
の
中
の
空
地
、

空
間
地
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
開
け
」

と
し
て
の
場
所
で
あ
る
が
、

そ
の
開
け
た
場
所
と
し
て
の

「
空
地
」
に
於
て
の
み
物
が
現
在
し
た
り
不
在
し
た
り
、

不
在
か
与
現
在
へ
移
っ
た
り
、

現
在
か
ら
不
在
へ
移
っ
た
り
し
得
る
の
み
な
ら
ず
、

そ

の
開
け
た
場
所
に
於
て
の
み
吾
々
人
間
が
物
に
関
わ
り
合
っ
た
り
、

自
己
と
関
わ
り
合
っ
た
り
し
得
る
の
で
あ
る

G

こ
こ
で

「
空
地
」
と
言
わ
れ

て
い
る
開
け
辻
、

『
有
と
持
』
以
来
「
現
有
」

(己

2
0山
口
)
と
言
わ
れ
た
場
合
の

「
現
」

(
む
と

に
抱
な
ら
な
い
。
「
空
地
」

と
訳
す
る
抱
は
な
い

w
w
F
r
r
Z
D
K
.
は
「
ア
レ

i
テ
ィ
ア
」
を
そ
の
場
所
的
性
格
に
注
目
し
て
言
っ
て
い
る
。

要
す
る
に
、

ア
レ

i
テ
ィ
ア
を
言
う
こ
と
は
、
今
の
場

合、

そ
れ
を
「
空
地
」
と
し
て
一
不
し
、

一
口
い
伝
え
る
こ
と
で
あ
る
。

然
る
に

3
.
A
h
Mふ
も
足
Q
W唱

に
は
元
々

w
u
A
M
U
九
M
M
U
-
-

が
、
す
な
わ
ち
「
忘
却
」
と
か
「
揺
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
本
質
的
に
罵
し
て
い
る
。

3
.
Aゐ

4Fa--

を
そ
の
生
起
的
性
格
に
注
目
し
て
言
っ
た
の
が
「
性
起
」
(
将
司
包
ぬ
巳
ω)

で
あ
る
が
、

「
性
起
」
に
は
本
震
的
に
「
非
性
起
」
(
恒
三
色
ぬ
巳
ω
)

が
屠

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ア
レ

i
テ
ィ
ア
は
「
そ
れ
自
身
を
覆
蔵
す
る
と
い
う
こ
と
」
(
含
ω
∞
芯

r
g与
2
m
g
)
の

「
露
現
」

(同ロユ》
σ円
m

洲口口鈎・

ピロ
J10
号。£
g
r
a同
)
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を

3
F
r
r
zロ
K
.
に
即
し
て
言
え
ば
、

uuF-nrZDm円
二
は
「
そ
れ
自
身
を
覆
蔵
す
る
と
い
う
こ
と
の
閣
内
け
」

(円、目。
rrHロ
ぬ
円
H
o
m

∞-。
rJ10H1.σ
。『問。ロ
ω)

で
あ
る
。

そ
の
こ
と
の
典
型
的
な
先
例
と
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
が
屡
々
挙
げ
る
の
は
、

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト

ス
の
断
片
一
二
三
に
書
き
残
さ
れ
た

3
S
U
史的

ξ
主
君
主
ミ
も
h
h
h
町
三

で
あ
る
。

こ
の
匂
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
は
「
出
現
す
る
こ
と
は
、

そ
れ
自
身
を

隠
す
こ
と
を
、

好
む
」
と
解
し
て
い
る
。

乙
れ
は
何
も
彼
の
隠
蔽
癖
を
示
す
こ
と
で
は
な
く
、

何
事
に
せ
よ
、

究
極
的
な
事
柄
は
、

そ
れ
自
身
を

現
わ
さ
ぬ
と
し
て
そ
れ
自
身
を
現
わ
す
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
思
索
と
は
遠
く
離
れ
た
伝
統
に
属
す
る
一
例
を
、

幾
つ
か
の
本
質
的
な
桓
違
を
留
保



し
た
上
で
挙
げ
れ
ば
、

「
仏
法
不
現
前
、

(

問

)

不
得
成
仏
道
」

法
直
ち
に
仏
法
現
前
、

害
成
仏
道
で
あ
る
。

そ
の
逆
も
ま
た
然
り
で
あ
る
。

そ
れ
故
、

3
.
b
ミ
h
h
Q

ェ
を
祖
国
立
与
さ
ロ
尚
三
と
言
う
な
与
ば
、

3
.
A
i
ぷも
2
R
.
そ
れ
自
身
に
於
け
る
内
的
接
合
条
理
(
与
古
田
り
c
m
0・
Lgcohzo)

に
従
っ
て
、
ヨ
ピ
。

zsk.
辻
単
な
る
露
現
で
は
な
く
し
て
、
ヨ
戸
目
。

r
Z
Dぬ
=

そ
れ
自
身
を
覆
蔑
し
、

五
口
々
人
毘
か
ら
「
逃
げ
去
り
、

そ
れ
自
身

を
拒
絶
し
去
る
」
(
巴
与

g
E与
3
)
一
権
能
の
露
現
」
(
去
。
ロ
三
宮
吋
m
C
2
ぬ
門

H
2
m
k
r
g
z
z
r
g号
ロ
民
主
ロ
鈎
巳
ω
)

で
あ
る
。

そ
'
つ
い
'
つ
い

わ
ば
拒
否
権
、
黙
秘
権
を
も
っ
た
権
詑
の
露
現
と
し
て
i

つ
ま
り
人
記
が
意
の
ま
ま
に
な
し
得
な
い
こ
と
と
し
て
i
に
と
も
も
2
R
J
三
一
一
口
い
、
一
不
し
、

一
口
い
伝
え
る
乙
と
、

そ
の
こ
と
が
「
語
ら
れ
ざ
る
遺
言
を
呂
想
の
内
に
大
き
く
保
持
す
る
こ
と
」

で
る
る
c

こ
こ
に
到
っ
て
思
索
は
、
に
と
ミ
ミ
ミ
ヱ

の
接
合
条
理
に
従
っ
て
、

一
口
う
こ
と
を
止
め
て
一
元
来
の
深
い
沈
黙
の
内
へ
帰
る
。

上、

解
釈
の
試
み
も
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
併
し
、

(
m
m
)
 

「
思
索
の
空
間
」

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
本
文
そ
れ
自
身
が
逐
歩
的
、
移
行
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
以

七
つ
の
事
柄
に
つ
い
て
次
々
と
思
索
し
て
い
る
の
で

『
回
心
い
』

の
本
文
は
、

細
部
に
立
ち
入
り
過
ぎ
た
上
述
の
解
釈
は
逐
歩
的
で
あ
っ
た
。

こ
の

今

E
a
?品
、

B
o

y
-
J
J
J
V
 

そ
こ
に
は

ーコ
の

((目。円

L
O
ロF
O門
戸

ω
の}戸。

河内

E
B
)

が
聞
か
れ
て
い
て
、

そ
の
空
間
内
を
思
索
し
つ
つ
歩
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、

最
後
に
、
逐
歩
的
構
成
と
解
釈
と
に
依
っ
て
覆
蔽
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
彼
の

「
思
索
の
空
間
」
を
透
視
す
る
こ
と
が
試

み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
れ
は
こ
こ
で
は
果
さ
れ
得
な
い
。

。
}
ょ
-

ふ
/
ふ
J

つ
だ
け
言
え
る
こ
と
は
、

乙
の

『
思
い
』

も
そ
の
内
を
歩
ん
で
い
る

「
思
索
の
空
間
」
が
、

そ
の
空
間
か
ら
非
常
に
遠
く
離
れ
去
っ
た
「
最
後
の
神
」
か
ら
開
か
れ
て
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
の

究
明
は
別
稿
に
委
ね
る
。

(
一
九
七
七
・
九
・
一
、
稿
。
一
九
八

0
・
一
・
一
六
、

一
九
八

C
・
一
一
・
一
八
、
改
稿
)

I¥. 
七
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