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-
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
近
作
を
中
心
と
し
て
ー

中

野

正

順

オ
ル
ダ
ス
・
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
評
論
集
「
ア
ド
ウ
ニ
ス
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
(
一
九
五
六
)
の
う
ち
に
、
次
の
よ
う
な
大
へ
ん
興
味
あ

る
文
章
が
見
ら
れ
る
。

「
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
全
体
系
を
基
礎
づ
け
て
い
る
も
の
は
、
c
O
g
i
t
O
e
r
g
O
S
u
m
-
わ
れ
考
う
、
故
に
わ
れ
在
り
ー
の
主
張
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
尤
も
ら
し
く
聞
こ
え
る
が
、
不
幸
に
し
て
真
実
で
は
な
い
。
実
際
は
、
フ
ォ
ン
・
バ
ー
デ
ル
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
C
O
g
i
t
O

e
r
g
O
S
u
m
で
は
な
く
し
て
、
C
O
g
i
t
O
r
e
r
g
O
S
u
m
(
わ
れ
考
え
ら
る
、
故
に
わ
れ
在
り
)
で
あ
る
。
私
の
存
在
は
、
私
が
考
え
て
い
る
と

云
う
事
実
の
故
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
は
、
私
の
知
る
と
知
ら
ざ
る
に
拘
ら
ず
、
私
が
考
え
ら
れ
て
い
る
ー
私
が
日
常
私
自
身
と
同
一

視
し
て
い
る
意
識
よ
り
も
、
造
か
に
大
き
な
心
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
云
つ
た
事
実
の
故
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。
」
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バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
云
っ
て
い
る
こ
と
の
要
点
は
、
我
と
い
う
も
の
は
我
が
考
え
る
か
ら
存
在
す
る
の
で
は
な
く
て
、
我
々
よ
り
も
大
き

な
も
の
に
よ
っ
て
我
々
が
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
存
在
す
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
論
理
的
思
惟
を
排
し
て
直
接
経
験
を
重
ん
じ

る
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
東
洋
的
神
秘
主
義
の
思
想
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
文
章
で
あ
る
。
c
O
g
i
t
O
は
人
間
の
論
理
的
思
惟
の
働
き
で
あ

り
、
c
O
g
i
t
O
r
は
そ
う
云
っ
た
人
間
自
身
の
思
惟
で
は
な
く
し
て
、
人
間
の
無
意
識
に
内
在
す
る
他
者
の
働
き
で
あ
る
。
概
念
や
思
惟
に

関
す
る
こ
と
が
ら
で
は
な
く
直
観
或
は
直
接
経
験
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
に
と
っ
て
は
寧
ろ
信
念
或
は
信
仰
と
な
っ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
云
っ
た
彼
の
信
念
或
は
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
て
何
か
し
ら
自
己
を
動
か
す
所
の
自
己
以
外
の
も
の
で
し
か

も
自
己
に
内
在
す
る
も
の
、
こ
れ
を
小
論
の
標
題
に
於
て
便
宜
的
に
わ
が
国
で
用
い
ら
れ
て
い
る
哲
学
用
語
「
他
者
」
を
以
て
あ
ら
わ
し

て
お
い
た
が
、
果
し
て
哲
学
の
云
う
「
他
者
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
此
処
で
は
問
わ

な
い
が
、
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
一
九
四
五
年
の
「
永
遠
の
哲
学
」
に
於
て
も
最
近
の
諸
作
の
な
か
で
も
こ
れ
を
N
O
t
・
H
と
か
N
O
t
・
S
e
完
と

云
う
言
葉
を
も
っ
て
あ
ら
わ
し
て
い
る
か
ら
、
寧
ろ
「
非
我
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
我
の
う
ち
に
在
っ
て
我
に
非
ず
、
所
謂
外
界
の

ぅ
ち
に
存
在
す
る
も
の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
そ
の
実
外
界
に
存
在
せ
ず
、
我
の
う
ち
に
在
っ
て
し
か
も
「
彼
方
」
O
u
t
T
h
e
r
e
か

ら
、
換
言
す
れ
ば
我
の
意
識
や
「
は
か
ら
い
」
を
超
え
た
所
か
ら
や
っ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。
普
通
n
O
†
s
e
-
扁
S
と
複
数
で
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
考
に
よ
れ
は
、
「
非
我
」
に
は
種
々
な
種
類
が
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
が
発
動
す
る
場
合
も
色
々
あ
る

の
で
あ
る
が
(
一
三
貢
参
照
)
、
そ
の
際
彼
は
神
学
用
語
の
「
恩
寵
」
g
r
a
c
e
と
か
「
変
貌
」
t
r
a
n
s
紆
u
r
a
t
i
O
n
或
は
哲
学
用
語
「
他
者
の

世
界
」
O
t
h
e
r
n
e
s
s
と
云
っ
た
表
現
を
使
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
知
覚
の
戸
」
(
一
九
五
四
)
の
な
か
で
「
仏
性
」
「
真
如
」
「
菩
提
」
「
浬

菓
」
「
第
一
義
諦
」
な
ど
禅
の
所
謂
「
見
性
開
悟
」
に
似
た
境
地
の
無
意
識
的
展
開
を
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
「
無
償
恩
寵
」
g
r
a
t
u
i
t
O
u
S
g
r
a
C
e

「
他
者
」
の
思
想
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八

で
あ
る
と
し
て
い
る
の
は
そ
の
特
例
で
あ
る
。
こ
う
云
っ
た
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
「
非
我
」
の
思
想
の
性
格
と
そ
の
由
来
を
、
更
に
そ
れ
に

関
連
し
て
彼
の
禅
的
思
想
の
特
色
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
の
が
こ
の
小
論
の
目
的
で
あ
る
。

本
論
に
這
入
る
に
先
立
っ
て
、
是
非
此
処
に
読
者
の
注
意
を
ひ
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
九
二
〇
年

以
来
今
日
ま
で
の
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
数
あ
る
著
作
の
う
ち
、
一
九
四
二
年
に
出
版
さ
れ
た
「
見
る
技
術
」
3
空
芝
云
ご
訂
首
と
云
う

一
風
変
っ
た
書
物
が
あ
る
。
こ
れ
は
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
他
の
著
作
と
臭
っ
て
、
文
学
や
思
想
に
線
の
な
い
、
眼
の
養
生
に
開
す
る
本
で
あ

る
。
彼
は
イ
ー
ト
ソ
在
学
中
十
六
歳
の
時
、
自
点
状
角
膜
炎
k
e
r
a
t
i
s
p
u
n
c
t
a
t
a
に
か
か
っ
て
殆
ん
ど
失
明
状
態
に
な
っ
た
為
め
学
校
を

中
退
し
た
が
、
そ
の
後
小
康
を
得
て
視
力
が
或
程
度
回
復
し
た
の
で
二
年
の
後
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
這
入
り
、
最
初
の
医
学
志
望

を
捨
て
て
文
学
を
専
攻
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
人
の
よ
く
知
る
所
で
あ
る
。
だ
が
彼
の
眼
疾
は
そ
の
後
も
ず
っ
と
続
き
、
読
書
に
は
事

欠
か
な
い
と
は
云
え
、
不
自
由
な
視
力
と
そ
れ
か
ら
来
る
心
身
の
緊
張
や
疲
労
に
悩
ま
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
彼
の
多
彩
な

文
筆
生
活
の
反
面
に
は
、
眼
疾
に
よ
る
永
い
闘
病
生
活
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
ほ
な
ら
ぬ
。
そ
の
間
の
眼
疾
と
そ
の
闘
病
生
活
と
が
彼

の
心
身
の
生
活
に
、
従
っ
て
彼
の
著
作
に
何
等
か
の
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ァ
も
し
与
え
た
と
す
れ
ば
そ
の
両
者
の
関
係
を

跡
づ
け
て
見
る
の
も
、
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
に
関
す
る
興
味
あ
る
研
究
諌
題
の
一
つ
に
な
る
も
の
と
云
え
よ
う
。
兎
に
角
、
そ
う
し
て
い
る
う

ち
に
一
九
三
八
年
頃
彼
の
眼
疾
は
再
び
悪
化
し
て
、
視
力
の
衰
弱
と
疲
労
の
増
進
を
益
々
覚
え
、
漠
然
と
し
た
不
安
と
恐
怖
に
お
そ
あ
れ

た
の
で
あ
る
。
折
し
も
ア
メ
リ
カ
の
眼
科
医
故
W
・
H
・
べ
ー
ツ
博
士
の
創
始
し
た
視
力
再
教
育
法
の
話
を
聞
き
一
九
三
八
年
渡
米
し
て
博

士
の
門
弟
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
コ
ー
ベ
ッ
ト
夫
人
の
巧
み
な
指
導
を
受
け
た
結
果
、
彼
の
視
力
は
著
し
く
改
善
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

以
来
彼
は
カ
リ
フ
ォ
ニ
ア
を
永
住
の
地
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
自
分
の
視
力
の
改
善
に
役
立
っ
た
ベ
ー
ツ
博
士
の
視
力

再
教
育
法
を
世
に
広
く
知
ら
せ
る
た
め
と
、
恩
人
べ
-
ツ
博
士
と
コ
ー
ベ
ッ
ト
夫
人
に
対
す
る
感
謝
報
恩
を
目
的
と
し
て
一
九
四
二
年
に

こ
の
毒
物
「
見
る
技
術
」
を
出
版
し
た
訳
で
あ
る
。



だ
が
こ
の
書
物
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
眼
疾
の
治
療
の
本
で
あ
っ
て
決
し
て
文
学
や
思
想
に
関
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
、
今
日
ま
で

只
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
著
書
目
録
の
一
項
目
と
し
て
そ
の
名
称
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
丈
け
で
、
こ
れ
を
読
ん
だ
人
は
余
り
な
い
で
は
な
か
ろ

う
か
?
従
来
わ
が
国
に
於
け
る
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
に
関
す
る
研
究
書
で
も
、
彼
の
文
学
的
伝
記
に
関
連
し
て
そ
の
書
名
が
言
及
さ
れ
て
い

る
外
、
こ
の
書
物
を
取
り
あ
げ
て
論
究
し
た
も
の
は
皆
無
と
云
っ
て
も
よ
い
。
筆
者
自
身
の
眼
に
も
、
こ
れ
は
風
変
り
の
書
物
と
し
て
写

り
今
日
ま
で
手
に
取
っ
て
読
ん
だ
こ
と
も
な
く
、
但
し
数
年
前
「
知
覚
の
戸
」
を
読
ん
だ
時
こ
れ
と
何
か
関
連
し
た
も
の
で
は
な
い
か
知

ら
ん
と
一
度
手
に
取
っ
て
見
た
が
、
そ
の
内
容
目
録
を
一
見
し
た
際
何
と
な
く
医
学
書
め
い
た
感
じ
が
し
た
の
で
直
ぐ
様
手
放
し
た
も
の

で
あ
る
。
所
が
図
ら
ず
も
こ
の
二
二
二
年
来
筆
者
も
、
角
膜
炎
で
は
な
い
が
或
る
種
の
眼
疾
に
か
か
っ
て
視
力
に
障
害
を
覚
え
た
の
で
、

そ
の
間
幸
に
し
て
こ
の
書
物
を
精
読
す
る
機
会
を
得
た
の
で
あ
る
。
実
に
奇
縁
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
筆
者
は
そ
の
う
ち
の

視
力
再
教
育
に
関
す
る
程
々
な
技
術
と
方
法
が
興
味
深
く
読
ま
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
技
術
や
方
法
が
拠
っ
て
以
て
立
っ
て
い

る
原
理
の
う
ち
に
重
大
な
意
義
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
結
論
的
に
云
え
ば
、
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
他
者
或
は
「
非
我
」
の
思
想
を

単
に
知
識
と
し
て
知
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
ベ
ー
ツ
法
に
よ
っ
て
実
際
に
体
験
し
た
と
云
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
、
視
力
再
教
育
の
べ
ー
ツ
・
メ
ソ
ッ
ド
と
は
何
か
ァ
そ
の
原
理
と
特
質
と
は
ど
う
云
っ
た
も
の
で
あ
る
か
?
そ
れ
を
簡
単

な
が
ら
此
処
に
紹
介
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
先
ず
従
来
の
隈
科
学
で
は
、
そ
の
理
論
と
実
際
の
面
で
、
見
る
と
云
う
生
理
的
な
方
面
に

丈
け
、
即
ち
眼
と
云
う
物
理
的
な
器
官
に
丈
け
力
を
そ
そ
い
で
、
眼
に
も
の
を
見
さ
せ
る
心
と
云
っ
た
こ
と
に
は
全
く
注
意
を
払
わ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
べ
ー
ツ
法
で
は
、
視
力
の
心
理
的
な
面
を
強
調
す
る
。
一
体
人
間
が
も
の
を
見
る
の
は
、
心
が
、
眼
と

神
経
系
統
の
助
け
に
よ
っ
て
外
界
の
出
来
事
を
知
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
そ
ば
、
見
る
と
い
う
こ
と
は
三
つ
の
補
助
過
程
-
感
覚
し
、

選
択
し
、
知
覚
す
る
過
程
(
感
覚
十
選
択
十
知
覚
=
視
覚
)
に
分
析
さ
れ
る
と
云
う
。

H
感
覚
さ
れ
る
も
の
は
、
見
る
た
め
の
原
料
と
も
云
う
べ
き
一
連
の
感
覚
素
(
色
素
斑
の
一
種
)
で
あ
る
。

「
他
者
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の
思
想
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一
〇

⇔
感
覚
さ
れ
た
一
連
の
感
覚
素
、
即
ち
視
野
の
う
ち
か
ら
選
択
作
用
が
起
る
。
そ
れ
を
生
理
的
に
云
え
ば
、
網
膜
の
中
心
部
(
黄

斑
部
)
で
最
も
明
瞭
な
像
が
記
録
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

⇔
選
択
さ
れ
た
感
覚
素
は
、
外
界
に
在
る
物
理
的
物
体
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
。

そ
し
て
外
部
の
物
理
的
物
体
と
は
何
の
関
係
も
な
い
単
な
る
感
覚
素
を
選
択
し
て
、
網
膜
の
中
心
部
で
そ
れ
を
外
部
空
間
中
の
物
理
的

物
体
と
し
て
解
釈
す
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
心
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
す
る
力
即
ち
心
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
蓄
え
ら
れ
た
経
験
と

そ
れ
を
止
め
お
く
記
憶
力
で
あ
る
。
だ
か
ら
見
る
と
は
、
我
即
ち
現
在
の
自
我
意
識
が
見
る
の
で
は
な
く
し
て
、
ほ
ん
と
う
は
我
の
う
ち

に
蓄
え
ら
れ
た
経
政
と
記
憶
と
が
我
に
見
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
所
が
実
際
は
こ
の
見
さ
せ
る
心
は
、
只
記
憶
ば
か
り
で
な

く
、
そ
れ
等
に
い
ろ
い
ろ
な
欲
望
や
習
慣
が
附
加
さ
れ
て
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
見
る
働
き
が
行
わ
れ
る
際
に
は
、
実
際

は
眼
の
使
用
ば
か
り
で
な
く
、
心
の
使
用
に
於
て
正
し
い
方
法
と
正
し
く
な
い
方
法
と
が
生
れ
る
訳
で
あ
る
。
就
中
、
心
と
眼
の
使
用
が

正
し
く
行
わ
れ
な
い
場
合
は
、
緊
張
と
疲
労
を
生
じ
て
視
力
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
。
眼
の
場
合
で
云
え
ば
、
例
え
は
余
り
酷
使
し
た
り
、

照
明
が
不
充
分
で
あ
っ
た
り
、
姿
勢
が
不
自
然
だ
っ
た
り
す
る
と
疲
労
を
生
じ
て
、
視
力
を
傷
め
る
。
心
の
場
合
で
云
え
ば
、
例
え
ば
物

事
を
旨
く
や
ろ
う
と
余
り
一
生
け
ん
め
い
に
な
っ
た
り
、
失
敗
を
L
や
し
な
い
か
と
不
必
要
に
心
配
す
る
な
ど
余
り
緊
張
す
る
と
視
力
を

弱
め
る
。
こ
う
云
う
風
に
過
度
の
疲
労
や
緊
張
が
視
力
に
悪
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
、
日
常
よ
く
我
々
の
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
殊

に
、
自
我
が
多
け
れ
ば
多
い
程
、
神
は
ま
す
ま
す
少
な
く
な
る
と
云
っ
た
宗
教
上
の
信
仰
は
、
こ
の
視
力
の
場
合
に
も
発
見
さ
れ
た
の
で

あ
っ
て
、
余
り
い
ら
だ
っ
た
り
、
激
し
く
怒
っ
た
り
、
日
夜
脅
か
さ
れ
た
り
、
余
り
苦
し
ん
だ
り
悲
し
ん
だ
り
、
不
必
要
に
あ
せ
っ
た
り

す
る
ー
こ
う
云
っ
た
い
ろ
い
ろ
の
自
我
意
識
を
、
ベ
ー
ツ
法
で
は
「
否
定
的
感
情
」
n
e
g
a
t
i
く
わ
e
m
O
t
i
O
n
S
と
呼
び
、
こ
れ
が
視
力
に

一
番
障
害
を
引
起
す
と
云
っ
て
い
る
。

こ
う
云
っ
た
観
点
か
ら
視
覚
再
教
育
の
種
々
な
具
体
的
方
法
が
取
ら
れ
る
。
宴
に
は
そ
の
具
体
的
説
明
を
し
て
い
る
余
白
が
な
い
た
め

こ
れ
を
省
略
す
る
が
、
要
す
る
に
「
否
定
的
感
情
」
に
溺
れ
な
い
と
云
う
一
種
の
自
己
否
定
を
行
う
こ
と
に
ょ
っ
て
正
常
の
視
覚
を
回
復



す
る
と
云
う
の
が
べ
ー
ツ
法
の
原
理
で
あ
る
。
こ
の
精
神
は
、
ベ
ー
ツ
法
で
は
叉
心
身
の
緊
張
緩
和
、
即
ち
「
弛
緩
」
r
e
-
a
巴
t
i
O
ロ
と
云
う

形
を
以
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
弛
緩
に
は
、
「
被
動
的
弛
緩
」
p
a
s
s
i
扁
r
e
-
a
舛
由
t
i
O
n
と
「
能
動
的
弛
緩
」
p
O
S
i
t
i
く
空
色
a
M
a
t
i
O
n

の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
「
被
動
的
弛
緩
」
は
、
凡
て
の
心
身
の
努
力
か
ら
解
放
す
る
、
即
ち
「
ほ
ぐ
す
」
-
e
t
g
O
の
気
持
を
抱
い
て
完

全
な
休
息
状
態
に
這
入
る
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
丈
け
で
は
効
果
が
十
分
で
な
い
。
い
つ
ま
で
も
こ
の
状
態
に
い
る
訳
に
行
か
な
い
の

で
、
理
想
と
す
る
所
の
も
の
は
弛
緩
と
活
動
と
を
う
ま
く
組
合
せ
た
も
の
、
即
ち
正
し
い
自
然
の
活
動
と
組
合
わ
せ
ら
れ
た
心
身
の
弛
緩

で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
「
能
動
的
弛
緩
」
で
あ
る
。
例
え
ば
物
を
見
て
も
自
分
の
方
か
ら
無
理
に
見
よ
う
と
せ
ず
、
物
の
遠
近
と
運
動
と
に

視
覚
を
自
然
に
順
応
さ
せ
て
見
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
云
っ
た
原
理
と
方
法
の
底
に
更
に
流
れ
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
書
物
の
巻
頭

に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
言
葉
「
医
学
は
保
護
し
、
自
然
は
癒
す
」
M
e
d
i
c
u
s
c
u
r
a
t
V
n
a
t
u
r
a
S
a
n
a
t
の
精
神
で
あ
り
、
ま
た
書
中
の
言
葉

「
自
然
の
治
癒
力
」
5
.
S
m
e
d
i
c
u
t
r
i
舛
n
a
t
u
r
a
e
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
て
い
る
自
然
力
に
対
す
る
信
念
で
あ
る
。
こ
の
「
自
然
の
治
癒
力
」

は
我
々
自
身
の
う
ち
に
存
在
す
る
力
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
が
近
作
「
ア
ド
ウ
ニ
ス
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
の
な
か
で
列
挙

し
て
い
る
「
非
我
」
の
一
つ
「
肉
体
的
非
我
」
d
d
g
e
t
a
t
i
く
e
S
O
u
-
O
r
n
O
t
・
S
e
-
f
と
云
っ
た
も
の
に
相
応
す
る
(
一
三
貢
参
照
)
。
こ
れ
が
無

け
れ
ば
医
学
も
、
べ
ー
ツ
法
も
何
等
の
役
に
立
た
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
前
述
の
如
く
、
見
る
と
は
我
々
自
身
が
見
る
の
で
な
く
我
の
う

ち
に
蓄
え
ら
れ
た
経
険
と
記
憶
と
が
見
る
と
云
っ
た
が
、
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
ま
た
「
ア
ド
ウ
ニ
ス
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
の
な
か
で
、
こ

れ
を
「
個
人
的
非
我
」
p
e
r
s
O
n
a
-
n
O
ナ
s
e
】
f
と
呼
ん
で
い
る
(
一
三
貢
参
照
)
。
だ
か
ら
べ
ー
ツ
法
は
、
正
常
な
視
力
回
復
に
は
人
々
を
し

て
自
分
か
ら
無
理
に
見
よ
う
と
す
る
努
力
を
止
め
さ
せ
、
或
は
種
々
な
「
否
定
的
感
情
」
か
ら
自
我
を
解
放
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

の
よ
う
な
「
非
我
」
の
力
を
発
動
さ
せ
る
こ
と
を
治
療
の
最
大
条
件
と
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
よ
う
(
唖
詣
譜
欝
哺
謂
禦
枇

凱
㌫
告
禦
振
欄
轟
相
監
撃
瑚
鵠
、
の
総
量
蟹
監
禁
㌫
勢
歪
む
指
整
謹
聖
篭
帯
鵠
銃
撃
譜
鯛
禦
冊
勧
謂

酎参)。

「
他
者
」
の
思
想



一
二

バ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
こ
の
視
覚
再
教
育
法
を
受
け
始
め
て
か
ら
二
・
三
カ
月
も
た
た
な
い
う
ち
に
、
日
頃
の
緊
張
と
疲
労
を
す
っ
か
り
忘

れ
て
視
力
が
以
前
の
二
倍
に
回
復
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
に
闇
黒
の
憂
う
つ
か
ら
の
解
放
の
喜
び
を
与
え
た
の
み
な
ら

ず
、
彼
に
と
っ
て
は
笑
に
回
心
的
な
意
義
を
有
つ
重
大
な
出
来
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
後
日
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
述
懐
し
た
よ
う
に
、
そ
れ

は
彼
に
と
っ
て
は
最
高
の
意
義
と
重
要
性
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
或
る
特
別
な
慣
域
で
一
つ
の
環
境
の
奴
隷
と
な
る
か
わ
り

に
、
そ
の
主
人
公
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
可
能
性
を
実
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
べ
ー
ツ
法
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
環

境
に
於
て
、
怒
り
、
悲
し
み
、
苦
し
み
、
不
安
、
恐
れ
、
あ
せ
り
、
貪
欲
と
云
つ
た
彼
の
所
謂
「
否
定
的
感
情
」
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
明

知
の
境
地
に
至
る
所
の
自
由
の
勝
利
を
獲
得
す
る
心
理
的
技
術
の
知
識
と
体
験
を
与
え
た
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
視
覚
に
関

し
て
で
は
あ
る
が
、
一
種
の
他
者
或
は
「
非
我
」
の
実
感
を
彼
に
味
わ
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
広
く
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
生
涯
に
於
て

重
要
な
出
来
事
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
書
「
見
る
技
術
」
が
更
に
別
の
深
い
意
義
を
以
て
わ
れ
等
の
眼
前
に
登
場
し
て
来
る
の
で
あ
る
。

こ
の
別
の
深
い
意
義
を
考
え
る
前
に
、
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
が
べ
ー
ツ
法
に
よ
っ
て
そ
の
一
端
を
体
験
し
た
他
者
或
は
「
非
我
」
な
る
も
の

の
性
格
を
今
此
処
に
、
近
作
「
ア
ド
ウ
ユ
ス
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
及
び
そ
の
他
の
作
品
に
よ
っ
て
一
応
ま
と
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

我
々
人
間
は
矛
盾
の
存
在
物
で
あ
る
。
第
一
に
心
身
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
の
た
め
に
、
人
間
は
動
物
と
神
と
の
生
活
を
同
時
に
営
ん

で
い
る
。
ま
た
人
間
は
、
自
我
中
心
的
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
性
を
も
有
し
て
い
る
。
更
に
ま
た
元
来
自
然
の
創
造
物
で
あ
り
な
が
ら
、

人
間
は
自
己
の
運
命
を
開
拓
し
て
行
く
力
を
持
っ
て
い
る
な
ど
!
こ
う
云
っ
た
人
間
の
持
っ
て
い
る
矛
盾
或
は
両
棲
的
性
格
か
ら
、
い

ろ
い
ろ
の
人
間
の
困
難
、
錯
誤
、
非
行
、
犯
罪
、
愚
鈍
が
数
限
り
な
く
世
の
中
に
存
在
す
る
。
就
中
、
こ
う
云
っ
た
悲
惨
な
性
格
を
引
起

す
人
間
の
諸
種
の
矛
盾
の
う
ち
で
最
も
力
の
大
き
な
も
の
は
、
済
々
の
欲
望
や
概
念
に
捉
あ
れ
た
日
頃
の
自
分
即
ち
「
意
識
的
自
我
」
a

c
O
n
S
C
i
O
u
S
S
e
-
f
と
、
そ
う
云
う
無
明
の
塵
境
か
ら
汚
れ
て
い
な
い
無
意
識
的
自
我
即
ち
「
非
我
」
n
O
t
・
S
e
完
と
の
二
つ
か
ら
成
る
両
棲

的
性
格
で
あ
る
。
そ
し
て
比
の
「
非
我
」
と
云
わ
れ
る
、
無
意
識
の
う
ち
に
我
を
動
か
す
も
の
は
、
実
は
次
の
六
つ
の
種
類
に
分
け
ら
れ

る
。



H
「
個
人
的
非
我
」
p
e
r
s
O
n
a
l
n
O
t
・
S
e
-
f

個
人
の
う
ち
に
蓄
え
ら
れ
た
色
々
の
経
験
や
記
憶
が
環
境
に
対
し
て
反
射
的
に
発
動
す
る
力
。
べ
ー
ツ
法
に
於
て
見
る
働
き
を
行

う
力
は
こ
れ
に
属
す
る
。
こ
の
「
非
我
」
は
ま
た
精
神
病
学
の
取
扱
う
潜
在
意
識
の
分
野
で
あ
る
。

⇔
「
肉
体
的
非
我
」
扁
g
e
t
a
t
i
記
n
O
ナ
s
e
-
h
O
r
S
O
u
-

こ
れ
は
肉
体
の
自
然
の
働
き
や
生
長
を
司
る
力
。
わ
れ
わ
れ
が
見
る
と
か
、
歩
こ
う
と
す
る
時
に
見
さ
せ
た
り
、
歩
か
せ
た
り
す

る
「
非
我
」
。
わ
れ
わ
れ
の
呼
吸
、
鼓
動
、
分
泌
の
作
用
を
司
る
「
非
我
」
。
そ
れ
か
ら
病
気
を
癒
す
所
の
「
非
我
」
即
ち
「
見
る

技
術
」
の
な
か
で
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
が
「
自
然
の
治
癒
力
」
ま
S
白
e
d
i
c
u
t
r
i
M
n
a
t
u
r
a
e
と
呼
ん
で
い
る
も
の
(
〓
貢
参
照
)
。
こ
れ

等
の
「
非
我
」
全
体
は
彼
が
「
永
遠
の
哲
学
」
3
〔
野
鼠
已
迦
註
点
き
(
一
九
四
五
)
そ
の
他
で
「
動
物
的
恩
寵
」
a
n
i
m
a
-

g
r
a
c
e
と
呼
ん
で
い
る
も
の
、
或
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
所
謂
「
エ
ソ
テ
レ
ケ
イ
ア
」
e
n
t
e
-
e
c
h
y
に
相
当
す
る
。

臼
「
霊
感
的
非
我
」
i
n
s
p
i
r
a
t
i
O
n
a
H
n
O
t
・
e
-
{

古
来
の
哲
学
者
や
文
人
に
恵
智
や
洞
察
力
、
霊
感
や
創
作
力
を
与
え
る
力
。

画
「
原
型
的
非
我
」
a
r
c
h
e
t
y
p
a
-
n
O
t
・
S
e
-
f

霊
感
的
な
も
の
よ
り
も
さ
ら
に
一
段
高
次
な
「
非
我
」
で
、
人
間
の
う
ち
に
最
も
深
く
根
ざ
し
て
い
る
諸
種
の
傾
向
。
昔
か
ら
永

久
に
済
ん
で
い
る
矛
盾
や
遍
在
す
る
問
題
を
象
徴
し
て
い
る
ユ
ン
グ
の
所
謂
「
原
型
」
a
r
c
h
e
t
y
p
e
s
に
相
当
す
る
。

㈲
「
直
観
的
非
我
」
ま
s
i
O
n
a
r
y
g
t
・
S
e
h

古
来
の
宗
教
家
が
「
来
世
」
と
か
、
「
あ
の
世
」
と
か
、
「
天
国
」
と
か
、
「
地
獄
」
と
呼
ん
だ
世
界
、
即
ち
日
常
生
活
に
於
け

る
わ
れ
わ
れ
の
自
我
意
識
を
超
え
た
世
界
に
住
す
る
神
秘
的
な
「
非
我
」
。
し
か
も
こ
れ
は
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
が
「
天
国
と
地
獄
」

(
一
九
五
六
)
の
な
か
で
「
直
観
的
経
験
」
く
i
s
i
O
n
a
r
y
e
召
e
r
i
e
n
c
e
と
呼
ん
で
い
る
も
の
に
相
当
し
、
わ
れ
わ
れ
が
善
悪
の
対
立

か
ら
完
全
に
脱
却
し
得
な
い
で
、
時
に
天
国
と
し
て
観
ず
る
こ
の
神
秘
的
経
験
も
、
恐
怖
と
か
貪
欲
に
よ
っ
て
一
挙
暗
転
し
て
地

「
他
者
」
の
思
想



一
四

款
に
化
す
と
云
っ
た
「
非
我
」
で
、
次
項
の
「
普
遍
的
非
我
」
と
呼
ば
れ
る
究
極
理
想
の
「
非
我
」
か
ら
一
歩
手
前
の
も
の
で
あ

る
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
が
「
知
覚
の
戸
」
の
中
で
「
無
償
恩
寵
」
と
呼
ん
だ
メ
ス
カ
リ
ン
に
よ
る
法
悦
境
(
二
二
貢
参
照
)
も
こ
れ
に
属

す
る
。

㈹
「
普
遍
的
非
我
」

今
ま
で
述
べ
た
諸
種
の
「
非
我
」
の
上
に
位
し
、
凡
て
の
精
神
や
物
質
即
ち
宇
宙
の
内
外
に
遍
在
す
る
所
謂
「
聖
霊
」
、
「
法
身
」
、

「
如
来
」
、
「
真
如
」
、
「
本
来
の
面
目
」
、
「
第
一
義
諦
」
な
ど
何
れ
も
自
分
の
本
性
、
自
我
本
来
の
性
質
を
云
い
現
わ
し
た
も
の
に

相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
人
間
の
本
質
で
あ
り
、
人
間
最
高
理
想
の
姿
で
あ
る
。
最
高
理
想
は
人
間
に
と
っ
て
実
現
不

可
能
の
も
の
で
あ
る
が
、
常
に
そ
れ
を
目
指
し
て
向
上
努
力
す
る
よ
う
人
間
を
刺
戟
鞭
接
す
る
も
の
で
あ
る
。

人
間
は
、
右
に
列
挙
し
た
六
つ
の
「
非
我
」
の
綜
合
的
「
非
我
」
と
、
自
己
の
周
囲
の
環
境
に
即
応
し
て
生
起
す
る
「
意
識
的
自
我
」

と
の
相
互
関
係
に
於
て
生
活
し
て
い
る
。
即
ち
こ
う
云
っ
た
「
非
我
」
と
「
自
我
」
と
の
両
棲
的
存
在
物
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
際

「
非
我
」
殊
に
「
個
人
的
非
我
」
と
「
肉
体
的
非
我
」
と
は
、
人
間
の
現
在
の
姿
「
意
識
的
自
我
」
の
呈
す
る
種
々
様
々
な
恐
怖
、
貪
欲
、

憎
悪
、
悪
意
と
云
っ
た
「
見
る
技
術
」
の
中
で
云
わ
れ
て
い
る
「
否
定
的
感
情
」
n
e
g
a
t
i
く
e
e
m
O
t
i
O
n
S
に
毒
さ
れ
て
、
心
身
の
病
的
状

態
に
陥
っ
て
い
る
の
が
現
実
の
人
間
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
歪
め
ら
れ
た
「
個
人
的
非
我
」
と
「
肉
体
的
非
我
」
と
が
現
実
の
「
意
識
的

自
我
」
と
一
所
に
な
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
錯
誤
や
非
行
を
犯
し
て
い
る
の
が
現
実
に
於
け
る
人
間
の
病
的
な
姿
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

こ
れ
等
「
個
人
的
非
我
」
と
「
肉
体
的
非
我
」
と
「
意
識
的
自
我
」
と
の
間
に
平
衡
関
係
が
存
在
す
る
時
に
人
間
の
心
身
が
健
康
状
態
を

呈
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
0
⇔
の
「
非
我
」
は
「
意
識
的
自
我
」
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
て
現
実
の
人
間
の
姿
(
板
我
)
を
呈
す

る
も
の
と
す
れ
ば
、
画
軸
内
の
「
非
我
」
は
歪
め
ら
れ
た
H
⇔
の
「
非
我
」
や
「
意
識
的
自
我
」
に
毒
さ
れ
な
い
で
人
間
の
本
質

(
真
我
)
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
歪
め
ら
れ
た
H
⇔
と
「
意
識
的
自
我
」
は
㈱
㊥
内
の
放
つ
高
貴
な
内
的
光
明
i
n
n
e
r



ー
i
g
h
t
を
曇
ら
し
、
わ
れ
わ
れ
の
自
我
意
識
と
超
越
的
非
我
と
の
間
に
不
透
明
な
障
壁
を
立
て
て
、
自
我
本
来
の
性
質
-
禅
の
所
謂
「
其

我
」
の
体
得
を
邪
魔
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
障
壁
が
と
れ
た
時
が
見
性
成
仏
で
あ
り
、
「
真
我
」
の
状
態
で
あ
り
、
頓
悟
の
境
地
で

あ
る
。
そ
し
て
障
壁
に
隔
た
れ
た
時
が
、
妄
想
や
虚
妄
に
捉
わ
れ
て
煩
悩
の
大
海
に
沈
滴
す
る
「
仮
我
」
の
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た

バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
著
「
天
国
と
地
獄
」
の
な
か
で
描
か
れ
て
い
る
天
国
と
地
獄
の
境
地
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
凡
人
は
平
素
こ
の
天
国
と

地
獄
と
の
間
に
は
さ
ま
れ
た
同
棲
的
存
在
物
な
の
で
あ
る
。

人
間
は
こ
う
云
っ
た
両
棲
的
存
在
物
で
あ
る
と
は
云
え
、
主
と
し
て
こ
の
障
壁
に
邪
魔
さ
れ
て
無
明
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
の
が
日
常

に
お
け
る
我
々
の
状
態
で
あ
っ
て
、
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
こ
の
障
壁
を
排
し
て
最
高
の
「
非
我
」
の
世
界
に
到
達
す
る
こ
と
を
以
て
人
間
の

最
高
理
想
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
虚
妄
に
充
た
さ
れ
た
「
仮
我
」
を
脱
却
し
て
「
真
我
」
の
世
界
に
這
入
る
こ
と
を
以
て
個
人
並
に
社
会

救
済
の
道
で
あ
る
と
す
る
彼
の
東
洋
神
秘
主
義
的
思
想
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
戦
前
で
は
「
ガ
ザ
に
盲
い
て
」
(
一
九
三
六
)
と
「
目

的
と
手
段
」
(
一
九
三
七
)
か
ら
始
ま
っ
て
「
永
遠
の
哲
学
」
(
一
九
四
五
)
に
至
る
詩
作
で
あ
り
、
戦
後
で
は
「
猿
と
本
質
」
(
一
九
四
八
)

か
ら
始
ま
っ
て
「
ア
ド
ウ
ニ
ス
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
(
一
九
五
六
)
に
至
る
詩
作
で
あ
ろ
う
。
殊
に
近
作
と
し
て
こ
の
小
論
に
取
り
上
げ

た
「
知
覚
の
戸
」
、
「
天
国
と
地
獄
」
、
「
天
才
と
女
神
」
、
「
ア
ド
ウ
ニ
ス
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
の
四
作
は
、
要
す
る
に
「
非
我
」
の
特
質

或
は
そ
の
理
想
実
現
の
方
法
に
つ
い
て
評
論
或
は
小
説
の
形
式
で
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
理
想
達
成
の
障
壁
と
な
っ
て
い

る
現
在
「
自
我
」
の
抱
く
済
々
の
欲
望
或
は
煩
悩
、
換
言
す
れ
ば
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
所
謂
「
否
定
的
感
情
」
を
排
除
す
る
手
段
と
し
て

は
、
「
目
的
と
手
段
」
以
来
「
無
執
着
」
n
O
ロ
・
a
t
t
a
C
h
m
e
n
t
の
徳
を
唱
え
て
い
る
態
度
は
今
日
も
な
お
根
本
に
於
て
変
っ
て
い
な
い
。
所

が
こ
の
よ
う
な
障
壁
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
両
棲
的
存
在
物
で
あ
る
と
い
っ
た
人
間
の
性
格
の
う
ち
に
発
生
契
機
が
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
障
壁
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
「
否
定
的
感
情
」
に
帰
し
、
そ
の
対
策
と
し
て
今
日
ま
で
唱
導
し

て
来
た
「
無
執
着
」
と
云
う
消
極
的
手
段
に
満
足
し
な
い
で
、
近
年
は
そ
の
障
壁
に
関
す
る
観
点
を
人
間
社
会
に
於
て
「
言
語
」
が
醸
す

「
他
者
」
の
思
想



一
六

弊
害
と
云
っ
た
寧
ろ
狭
い
具
体
的
問
題
に
絞
っ
て
、
言
語
か
ら
生
れ
る
辞
々
の
「
観
念
」
n
O
t
i
O
P
S
や
「
概
念
」
c
O
n
C
e
p
t
S
が
引
起
す
近

代
の
合
理
主
義
や
科
学
思
想
の
弊
害
を
取
り
上
げ
、
こ
の
弊
害
を
打
改
す
る
目
的
で
「
知
覚
の
戸
」
以
来
提
唱
し
て
い
る
の
が
「
非
言
語

的
教
育
論
」
n
。
n
・
責
b
巴
e
d
u
c
a
t
i
昌
な
の
で
あ
る
(
遠
謂
議
品
紅
讐
「
知
覚
の
戸
」
で
は
メ
ス
カ
リ
ソ
服
用
に
よ
る
他
者
或
は
「
非

我
」
の
体
験
、
即
ち
禅
の
見
性
閲
悟
的
な
境
地
と
そ
の
特
質
を
説
き
(
詣
諸
謁
等
肛
碩
㌫
斯
監
拙
讐
織
豊
㌫
諸
監
瑚
豊
貴
同
時

に
言
語
に
捉
わ
れ
過
ぎ
て
毒
さ
れ
た
人
間
の
姿
が
、
そ
の
本
質
で
あ
る
「
非
我
」
の
明
知
か
ら
如
何
に
遠
い
も
の
で
あ
る
か
と
慨
嘆
し
て

い
る
。
そ
の
対
策
と
し
て
は
、
「
知
覚
の
戸
」
で
は
「
非
言
語
的
教
育
」
の
必
要
を
提
唱
す
る
丈
け
に
止
ま
っ
て
、
具
体
的
な
策
と
し
て

ほ
メ
ス
カ
リ
ソ
服
用
の
推
奨
以
外
何
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
所
が
近
作
「
ア
ド
ウ
ニ
ス
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
は
そ
の
解
答
書

と
も
云
う
べ
く
、
そ
の
な
か
に
具
体
策
が
色
々
列
挙
し
て
あ
る
(
㌶
瑚
詣
蒜
欄
詣
霊
詣
㌫
恕
酢
雛
帥
脚
詣
梗
ト
が
票
瑠
欄
謂
電
離
卵

的
恩
寵
の
具
現
者
、
即
ち
ギ
リ
シ
ャ
杓
自
然
神
と
も
云
う
べ
き
ケ
イ
テ
ィ
夫
人
を
配
し
た
物
語
で
あ
る
が
、
そ
の
筋
も
恩
寵
と
云
っ
た
人
間
の
娘
に
見
え
な
い
大
小
の
「
非
我
」
に
よ
っ
て
進
座
す
る
。
人

間
を
動
か
し
て
い
る
罪
我
と
か
、
恩
寵
と
か
、
意
識
的
自
我
と
か
、
言
語
の
束
縛
と
か
云
う
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
思
想
を
穏
実
の
人
間
生
活
に
よ
っ
て
面
白
く
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
話
の
筋
に
登
患
し
な

か
認
諾
詣
㌶
豊
か
聖
㌫
髭
誓
言
㌶
豊
霊
宍
欄
謂
謂
賞
謡
霊
鵠
競
霊
㌶
硝
Ⅶ
)
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
見
怪
聞
悟
的
な
境
地

を
妨
げ
て
い
る
障
害
が
拠
っ
以
て
て
立
つ
両
棲
的
性
格
を
、
今
ま
で
の
よ
う
に
一
般
の
意
識
的
「
自
我
」
と
理
想
的
「
非
我
」
と
の
間
に

お
か
な
い
で
、
専
ら
言
語
に
禍
さ
れ
た
意
識
的
「
自
我
」
と
理
想
的
「
非
我
」
と
の
間
の
両
棲
的
性
格
に
限
定
し
、
こ
う
云
っ
た
観
点
か

ら
五
項
目
に
亙
っ
て
具
体
的
に
「
非
言
語
的
教
育
」
を
論
じ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
最
も
興
味
あ
る
こ
と
は
ベ
ー
ツ
法
の
視
力
再
教
育
諭
を

再
び
取
り
上
げ
た
こ
と
と
、
禅
の
修
行
を
推
奨
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ベ
ー
ツ
法
に
関
し
て
は
、
べ
ー
ツ
法
の
真
髄
は
視
覚
が
概
念
化
c
O
n
C
e
p
t
u
a
-
i
N
e
d
さ
れ
な
い
、
換
言
す
れ
ば
或
る
概
念
が
先
入
主
と
な

っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
を
主
観
化
し
た
り
、
或
は
自
分
か
ら
無
理
に
見
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
概
念
は
言
葉
に
よ
っ
て

一
そ
う
人
間
の
う
ち
に
固
定
化
さ
れ
る
。
だ
か
ら
言
葉
を
離
れ
て
現
実
の
物
そ
の
も
の
を
直
視
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
肉
体
的

非
我
」
の
発
動
、
更
に
高
次
な
「
非
我
」
の
発
動
を
容
易
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
「
非
言
語
的
教
育
論
」
の
立
場
か
ら
云
っ
て
べ
ー
ツ
法

は
効
果
的
な
手
段
で
あ
る
。



禅
に
関
し
て
は
、
悟
と
は
「
無
意
識
を
意
識
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
云
う
鈴
木
大
拙
博
士
の
言
葉
を
引
い
て
、
こ
れ
は
「
自
我
」
や
諸

々
の
低
次
の
「
非
我
」
を
超
え
た
究
極
の
「
非
我
」
に
到
達
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
個
人
生
活
の
究
極
的
目
的
で
あ
る
。
所
が

日
常
の
戎
々
は
、
自
我
意
識
や
潜
在
意
識
に
よ
っ
て
醸
さ
れ
た
暗
闇
の
た
め
に
「
非
我
」
の
光
明
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
仮
我
の
暗
闇

か
ら
脱
出
し
て
真
実
の
自
我
で
あ
る
究
極
非
我
に
達
す
る
の
が
禅
の
目
的
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
仮
我
で
あ
る
着
々
の
自
我
意
識
や
潜
在

意
識
の
実
体
は
、
現
実
の
間
接
な
経
験
と
か
、
因
襲
的
思
想
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
感
情
と
か
、
内
外
に
関
す
る
固
定
観
念
と
の
混
合
物
で

あ
っ
て
、
こ
う
云
っ
た
諸
々
の
仮
我
か
ら
脱
却
し
た
「
無
心
」
の
境
地
に
這
入
る
、
換
言
す
れ
ば
「
心
貧
し
き
も
の
」
と
か
、
ニ
ッ
ク
バ

ル
ト
の
所
謂
「
処
女
」
3
.
r
g
i
ロ
i
t
y
に
な
る
こ
と
が
見
性
開
悟
或
は
究
極
理
想
の
「
非
我
」
に
達
す
る
王
道
で
あ
る
と
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
云

っ
て
い
る
。

筆
者
は
先
き
に
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
「
見
る
技
術
」
は
、
彼
の
生
涯
に
於
て
深
い
意
義
が
あ
る
と
云
っ
た
。
次
に
そ
の
意
義
に
就
い
て
少

し
考
察
し
て
見
虔
い
。
べ
1
ツ
博
士
の
視
力
再
教
育
法
に
よ
っ
て
彼
が
得
た
も
の
は
、
視
力
改
善
と
云
っ
た
生
理
的
効
果
ば
か
り
で
な

く
、
「
非
我
」
の
実
感
で
あ
っ
た
こ
と
も
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
「
非
我
」
は
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
列
挙
し
た
色
々
の
非
我
の
う

ち
で
「
肉
体
的
非
我
」
扁
駕
t
a
t
i
扁
S
O
u
l
O
。
n
O
t
・
S
e
l
f
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
通
し
て
彼
は
更
に
究
極
の
「
非

我
」
を
邁
か
に
望
見
し
理
想
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
か
に
彼
の
東
洋
神
秘
主
義
、
殊
に
禅
的
態
度
を
物
語
っ
て
い

る
と
思
う
。
こ
う
云
っ
た
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
禅
的
思
想
は
彼
の
以
前
の
作
品
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
見
ら
れ
ぬ
で
も
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ま

で
は
ど
ち
ら
か
と
云
え
ば
、
彼
の
百
科
全
書
的
な
知
識
と
云
う
借
り
物
の
感
を
与
え
ぬ
で
も
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
彼
の
作
品
で

本
格
的
な
彼
の
思
想
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
三
六
年
の
小
説
「
ガ
ザ
に
百
い
て
」
以
来
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
.
主
人
公
ア
ソ
ト
ニ
ー
な
ら
ぬ
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
回
心
的
境
地
を
盛
っ
た
作
品
と
云
う
べ
く
、
続
い
て
翌
年
そ
れ
を
理
論
化
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
評
論
「
目
的
と
手
段
」
に
於
て
「
無
執
着
」
の
徳
を
説
き
、
ま
た
一
九
三
九
年
の
「
幾
夏
す
ぎ
て
」
と
一
九
四
二
年
の

「
他
者
」
の
思
想



一
八

「
時
は
止
ま
ね
は
な
ら
ぬ
」
の
二
つ
の
小
説
に
於
て
は
、
前
者
で
プ
ロ
プ
ク
ー
、
後
者
で
プ
ル
」
ノ
ー
と
云
っ
た
無
執
着
的
人
物
が
描
か

れ
七
い
る
。
こ
の
神
秘
主
義
的
憤
向
は
一
九
四
六
年
に
最
高
潮
に
達
し
、
彼
の
東
洋
神
秘
主
義
乃
至
禅
的
傾
向
室
長
づ
け
る
た
め
に
「
永

遠
の
哲
学
」
が
出
版
さ
れ
た
。
榛
題
の
永
遠
の
哲
学
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
根
本
原
理
で
あ
る
所
の
「
内
在
す
る
永
速
の
我
J
壷
認
め

る
人
間
の
学
問
と
云
う
意
味
で
、
そ
れ
に
関
す
る
古
来
東
西
の
神
秘
主
義
者
か
ら
の
引
用
文
を
集
め
′
、
そ
れ
た
彼
自
身
の
評
富
を
附
し
て

廟
ん
だ
二
・
種
の
.
ア
ン
ソ
ロ
ヂ
ー
で
あ
る
。
と
う
云
う
紋
の
精
神
と
′
態
度
は
そ
の
後
馬
今
日
ま
で
依
然
上
し
て
庇
い
.
て
い
も
。

然
ら
.
ば
問
題
は
、
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
回
心
は
何
が
動
機
と
な
っ
た
か
で
あ
る
。
一
体
ハ
・
・
ツ
ク
ス
レ
イ
の
神
秘
思
憩
に
掬
す
る
知
識
は
、

知
識
欲
旺
盛
の
彼
の
こ
と
だ
か
ら
∵
丁
菰
遠
の
哲
学
」
に
よ
っ
て
も
分
る
通
り
以
前
か
ら
東
西
の
文
献
を
漁
っ
て
い
た
ら
し
く
、
ま
た
無

執
着
の
思
想
は
早
く
二
九
二
九
年
の
.
「
汝
の
欲
す
る
所
を
▼
な
す
l
と
も
」
に
於
け
る
パ
ス
カ
ル
諭
の
準
備
中
に
芽
は
え
た
と
云
う
こ
と
・
で
あ

る
。
.
但
し
「
ガ
ザ
に
盲
い
て
J
の
な
か
で
描
か
れ
て
い
る
ア
ン
ト
ニ
ー
回
心
の
動
機
と
な
っ
た
所
の
ミ
ラ
ー
博
士
は
、
一
説
に
ヴ
エ
ソ
ダ

ソ
ダ
哲
学
の
信
奉
者
ゼ
ラ
ル
ド
・
ハ
ー
ド
と
も
云
わ
れ
て
居
る
し
、
ま
た
時
代
的
に
は
イ
タ
リ
ア
の
エ
チ
オ
ピ
ア
痩
略
に
刺
戟
さ
れ
た
と

も
云
え
る
だ
ろ
う
(
報
詣
勒
増
競
舶
精
霊
賀
㌶
豊
艶
宗
蜘
猷
語
誓
賃
譜
譜
禁
裏
摺
殊
に
禅
に
関
し
て
は
鈴
木
博
士
の
も
の
を
以

前
か
ら
読
ん
で
い
た
と
の
こ
と
だ
か
ら
、
こ
れ
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
一
要
素
と
考
え
ら
れ
る
。
の
み
な
ら
ず
先
に
云
っ
た
よ
う

に
、
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
が
「
璧
一
百
語
的
教
育
」
.
の
た
め
に
樽
と
列
べ
て
ベ
ー
ツ
法
を
推
奨
し
て
い
る
所
を
見
る
と
、
こ
の
視
覚
再
教
育
法
も

ハ
ッ
ク
ー
ス
レ
.
イ
の
回
心
に
一
役
覚
っ
て
い
る
の
.
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
(
か
れ
如
用
餌
詣
謎
碩
㌫
琵
詣
礪
㌫
詣
欄
等
)
。
た
だ
併
し
、
㍉

「
見
る
技
術
」
が
出
版
さ
れ
た
の
が
一
九
四
二
年
で
、
そ
の
序
文
に
ょ
れ
は
正
式
に
べ
ー
ツ
法
の
指
導
を
実
地
に
受
け
た
の
は
一
九
三
九

年
と
あ
る
か
ら
、
「
ガ
ザ
に
肯
い
て
」
の
出
た
一
九
三
六
年
と
の
間
に
少
し
時
期
の
ず
れ
が
見
ら
れ
る
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
よ
り
以
前
の

一
九
三
四
年
と
一
九
三
五
年
に
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
中
央
ア
メ
リ
カ
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
旅
行
し
て
い
る
し
、
ま
た
ベ
ー
ツ
法
に
関
す
る

文
献
が
そ
れ
以
前
に
.
既
に
世
間
に
多
く
出
て
お
う
、
殊
に
べ
ー
ツ
博
士
自
身
の
書
い
た
「
眼
鏡
の
い
ら
な
い
完
全
な
視
力
」
が
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
で
一
九
二
〇
年
に
出
版
さ
れ
、
ま
た
C
・
C
・
プ
ラ
イ
ス
著
「
自
然
な
方
法
に
よ
る
視
力
の
改
善
」
が
一
九
三
四
年
に
ロ
ン
ド
ソ
か
ち



出
版
さ
れ
て
い
る
所
を
見
る
と
、
「
ガ
ザ
に
盲
い
て
」
が
書
か
れ
た
前
に
す
で
に
、
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
べ
ー
ツ
法
の
こ
と
を
、
彼
の
闘
病

生
活
に
於
て
こ
れ
等
の
文
献
を
読
ん
で
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ベ
ー
ツ
法
の
説
い
て
い
る
原
理

と
技
術
と
が
先
き
に
筆
者
が
挙
げ
た
当
時
の
事
情
と
一
所
に
な
っ
て
、
「
ガ
ザ
に
盲
い
て
」
に
お
け
る
ア
ソ
ト
ー
ニ
ー
の
回
心
に
役
立
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
?
こ
れ
は
、
飽
く
ま
で
科
学
的
根
拠
に
立
た
な
い
筆
者
の
単
な
る
推
論
で
あ
っ
て
断
言
出
来
る
事
柄
で
は
な

く
、
「
見
る
技
術
」
の
な
か
に
技
涯
さ
れ
て
い
る
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
が
体
験
し
た
「
非
我
」
の
実
感
と
か
ね
て
彼
が
持
っ
て
い
る
禅
に
関
す

る
知
識
と
に
よ
っ
て
、
筆
者
が
後
か
ら
も
の
し
た
想
像
諭
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
こ
の
推
論
の
是
非
は
将
来
の
課
題
と
し
て
残
し
て
お
き

度
い
。
兎
に
角
、
以
上
が
筆
者
の
云
う
「
見
る
技
術
」
が
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
生
涯
に
於
て
持
つ
所
の
第
一
の
意
義
で
あ
る
。

そ
の
第
二
の
意
義
と
し
て
、
次
に
こ
の
「
見
る
技
術
」
と
そ
れ
に
よ
っ
て
総
括
さ
れ
る
べ
ー
ツ
博
士
の
視
力
再
教
育
法
の
体
験
が
、
バ

ッ
ク
ス
レ
イ
の
思
想
と
文
学
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
述
べ
て
見
た
い
。
第
一
の
意
義
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
あ

く
ま
で
筆
者
の
推
諭
に
過
ぎ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
が
べ
ー
ツ
法
を
体
放
し
た
限
り
に
於
て
、
今
度
は
次
の
こ
と
が
断
言

出
来
る
と
思
う
。
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
、
現
代
文
明
の
呈
す
る
諸
々
の
弊
害
な
る
も
の
は
、
要
す
る
に
、
人
間
が
種
々
の
欲
望
と
概
念
に
捉

わ
れ
て
人
間
の
本
質
を
失
っ
た
所
に
発
し
て
い
る
と
し
、
そ
の
著
し
い
例
は
誤
っ
た
科
学
精
神
に
毒
さ
れ
た
民
主
主
義
と
共
産
主
義
で
あ

る
と
云
う
。
こ
れ
は
「
科
学
、
自
由
、
平
和
」
(
一
九
四
七
)
や
「
猿
と
本
質
」
(
一
九
四
八
)
な
ど
に
於
て
彼
が
指
摘
し
て
い
る
所
の
も
の

で
あ
る
。
欲
望
と
云
い
、
概
念
と
云
い
、
科
学
と
云
い
、
知
識
と
云
い
、
こ
れ
等
の
も
の
に
毒
さ
れ
た
現
代
人
は
、
日
常
生
活
に
於
て
言

葉
に
捉
わ
れ
過
ぎ
た
姿
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
言
語
は
人
類
生
活
に
と
っ
て
無
く
て
ほ
な
ら
ぬ
も
の
で
、
人
間
は
そ
れ
に
よ

っ
て
動
物
と
区
別
さ
れ
る
。
文
明
と
文
化
を
築
き
、
そ
れ
を
過
去
か
ら
現
在
、
現
在
か
ら
未
来
え
と
伝
え
て
行
く
の
は
言
語
の
お
か
げ
で

あ
る
。
所
が
言
語
に
は
自
ら
限
界
が
あ
っ
て
、
深
遠
な
宇
宙
の
実
在
を
悉
く
伝
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
同
時
に
言
語
に
は
、
全
体
か

ら
分
化
歪
曲
し
、
実
在
か
ら
抽
象
離
反
す
る
破
壊
作
用
の
面
が
あ
る
。
こ
れ
人
間
が
神
で
な
い
所
以
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
は
言
語

「
他
者
」
の
思
想



二
〇

を
持
つ
が
故
に
動
物
に
優
り
、
そ
れ
あ
る
が
故
に
神
に
劣
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
人
間
は
物
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
な

い
で
、
物
を
あ
ら
わ
し
た
言
葉
そ
の
も
の
に
捉
わ
れ
て
い
ろ
ん
な
弊
害
に
悩
む
。
こ
う
云
っ
た
人
間
の
両
棲
的
性
格
と
そ
れ
か
ら
生
れ
る

悲
惨
な
運
命
を
、
「
ア
ド
ウ
ニ
ス
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
に
於
て
あ
の
宇
宙
の
生
産
力
を
象
徴
す
る
ア
ド
ウ
ニ
ス
伝
説
に
線
が
深
く
、
ま

た
ア
ド
ウ
ニ
ス
と
そ
の
女
神
を
祭
る
シ
リ
ア
の
ビ
プ
ロ
ス
の
町
に
そ
の
か
み
始
め
て
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
発
明
さ
れ
た
と
云
う
皮
肉
な
事

実
の
う
ち
に
暗
示
し
て
い
る
(
欄
譜
笠
鳥
㌫
鮎
)
。
こ
う
云
う
人
間
は
ま
た
知
識
k
n
。
W
-
e
d
g
e
に
よ
っ
て
悟
性
u
n
d
e
r
s
I
a
n
d
i
n
g
を

失
う
憤
向
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
古
い
経
験
か
ら
生
れ
た
観
念
の
集
積
が
知
識
で
あ
り
、
こ
の
知
識
か
ら
解
放
さ
れ
て
日
常
生
活
に
於
け

る
わ
れ
わ
れ
の
新
し
い
経
験
、
時
々
刻
々
現
象
と
な
っ
て
生
起
す
る
実
在
の
神
秘
を
直
接
に
感
得
す
る
の
が
悟
性
な
の
で
あ
る
(
那
語
短

鮎
)
。
所
が
事
実
人
間
は
こ
の
よ
う
な
知
識
か
ら
仲
々
脱
却
す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
知
性
の
持
つ
魅
力
は
人
間
に
と
っ
て

価
千
金
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
知
識
は
感
情
と
結
び
つ
き
、
い
ろ
い
ろ
な
記
憶
と
な
っ
て
我
々
を
束
縛
す
る
(
㌶
㌶
凱
翫
拷
鐸
㌢
鍔
の

霊
電
謂
諸
鐙
髭
謡
踪
愴
謳
脚
即
禦
詣
詣
盟
㌫
瑠
箪
韻
曇
藷
譜
)
。
古
典
と
て
も
今
日
ま
で
文
化
の
建
設
に
役
立
っ
て
来
た

け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
余
り
拘
泥
す
る
と
、
言
葉
の
場
合
と
同
様
に
却
っ
て
人
間
の
自
由
を
奪
う
。
だ
か
ら
現
代
の
言
語
に
偏
し
た
教
育
に

対
し
て
、
出
来
る
限
り
言
葉
、
概
念
、
記
憶
、
知
識
か
ら
離
れ
て
現
実
に
於
け
る
直
接
経
験
を
味
わ
し
め
、
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
云
う
「
非

我
」
の
実
感
を
体
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
た
め
の
「
非
言
語
的
教
育
」
を
「
知
覚
の
戸
」
以
来
の
種
々
の
作
品
の
な
か
で
強
調
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
か
く
知
識
は
古
い
経
験
の
概
念
と
そ
の
記
憶
で
あ
り
、
従
っ
て
間
接
経
験
で
あ
る
の
に
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
捉
わ
れ
て
悟
性

を
害
い
明
知
の
光
り
を
曇
ら
せ
て
い
る
と
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
指
摘
し
た
が
、
彼
は
更
に
進
ん
で
人
間
、
殊
に
知
識
人
は
、
真
実
に
関
し
て

は
間
接
経
験
に
外
な
ら
な
い
知
識
を
以
て
直
ち
に
そ
れ
の
直
接
経
験
で
あ
る
と
す
る
、
換
言
す
れ
ば
知
識
即
悟
性
と
云
っ
た
誤
謬
を
犯
し

て
い
る
と
云
う
。
こ
れ
は
十
五
夜
の
明
月
を
見
て
、
そ
れ
に
差
向
け
ら
れ
た
指
を
以
て
月
そ
の
も
の
で
あ
る
と
観
ず
る
態
度
で
あ
る
。
こ

の
知
識
即
悟
性
の
態
度
は
、
自
分
の
愛
好
す
る
知
識
と
そ
れ
を
現
わ
す
言
葉
を
過
度
に
尊
重
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
は
勝
て
ド
グ
マ
の

偶
像
的
崇
拝
を
譲
成
し
、
信
仰
や
思
想
の
統
一
化
え
と
人
間
を
駆
っ
て
行
く
だ
ろ
う
。
こ
う
云
っ
た
現
代
知
識
人
の
犯
す
実
在
の
知
識
即



実
在
と
す
る
誤
謬
と
そ
れ
に
起
因
す
る
も
ろ
も
ろ
の
人
間
の
虚
妄
と
を
非
難
す
る
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
態
度
は
、
す
で
に
一
九
三
〇
年
に
出

版
さ
れ
た
「
文
学
の
卑
俗
性
」
の
う
ち
に
そ
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
は
、
自
分
が
実
際
に
感
じ
て
い
る
以
上
に
意
識
的
に
表

わ
し
た
り
、
自
分
の
主
張
を
大
げ
さ
に
強
調
す
る
作
家
、
例
え
ば
ポ
ー
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
を
俗
悪
と
し
て
非
難
し
、
就
中
バ

ル
ザ
ッ
ク
の
神
秘
主
義
に
関
す
る
知
識
は
単
に
抽
象
的
知
識
に
過
ぎ
な
い
の
に
そ
れ
を
余
り
に
強
調
し
て
い
る
態
度
を
攻
撃
し
て
い
る
。

こ
れ
は
ま
た
、
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
自
身
を
も
含
め
た
現
代
知
識
人
の
欠
点
で
あ
る
所
の
、
知
識
即
実
在
と
云
う
態
度
に
対
す
る
反
省
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
の
「
見
る
技
術
」
と
そ
れ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
べ
ー
ツ
法
の
体
験
は
、
「
永
遠
の
哲
学
」
に
集
的
さ
れ
た

神
秘
主
義
に
関
す
る
彼
の
豊
富
な
知
識
に
対
し
て
、
眼
病
治
療
と
云
う
偶
然
的
出
来
事
に
ょ
っ
て
、
図
ら
ず
も
無
意
識
の
う
ち
に
な
さ
れ

た
反
省
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
神
秘
主
義
に
関
す
る
従
来
の
抽
象
的
意
識
で
あ
っ
た
も
の
を
幾
分
で
も
実
証
し
そ
れ
を
骨
肉
化
す
る

機
縁
に
な
っ
た
と
云
う
こ
と
が
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
?
こ
れ
が
「
見
る
技
術
」
の
持
つ
第
二
の
重
要
性
で
あ
る
。

こ
の
知
識
即
実
在
と
す
る
知
識
人
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
に
対
し
て
「
見
る
技
術
」
が
持
っ
た
重
要
性
は
、
ま
た
「
知
覚
の
戸
」
と
そ
れ
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
メ
ス
カ
リ
ソ
服
用
体
験
に
も
同
じ
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
只
両
者
の
間
に
異
る
点
は
、
知
識
即
実
在
の
態
度
に
対
す
る

反
省
が
、
「
見
る
技
術
」
に
在
っ
て
は
眼
病
治
療
と
云
う
偶
然
事
か
ら
、
即
ち
彼
の
所
謂
「
恩
寵
」
と
で
も
云
う
べ
き
働
き
に
よ
っ
て
無

意
識
の
う
ち
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
「
知
覚
の
戸
」
に
あ
っ
て
は
「
非
言
語
的
教
育
」
の
一
環
と
し
て
、
自
分
か
ら
進
ん
で
実
験
台

に
上
る
と
云
っ
た
意
識
的
行
動
に
よ
る
反
省
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
此
処
に
注
意
す
べ
き
点
は
、
メ
ス
カ
リ
ソ
服
用
に
よ
っ
て
バ
ッ

ク
ス
レ
イ
が
体
験
し
た
と
云
う
「
存
在
自
体
」
I
s
t
i
g
k
e
i
t
的
状
態
は
、
果
し
て
禅
の
云
う
開
悟
の
境
地
と
全
く
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う

か
ァ
と
云
う
の
は
、
そ
の
実
験
報
告
書
で
あ
る
「
知
覚
の
戸
」
の
中
で
彼
は
メ
ス
カ
リ
ソ
に
依
る
存
在
自
体
的
境
地
は
、
プ
ラ
ト
ー
の

イ
デ
ア
の
よ
う
な
静
止
的
且
抽
象
的
観
念
の
世
界
で
も
な
く
、
ま
た
人
間
最
高
の
目
的
で
あ
る
「
開
悟
」
e
已
i
g
h
t
e
n
m
e
n
t
や
「
至
福

直
観
」
B
e
a
t
i
詳
く
訂
i
。
ロ
そ
の
も
の
で
な
く
、
そ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
者
が
呼
ん
で
い
る
「
無
償
恩
声
g
r
a
t
u
i
t
。
u
S
g
r
a
C
e
(
鎧
謡

「

他

者

」

の

思

想

二

一



㌔
軌
票
臥
許
)
と
呼
ん
で
い
る
も
の
で
、
期
せ
ず
し
て
自
然
に
内
界
と
外
界
が
一
体
と
な
り
そ
の
瞬
間
に
永
遠
を
感
じ
る
境
地
で
あ
っ

て
、
こ
れ
は
救
済
に
是
非
必
要
な
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
助
け
と
な
る
も
の
だ
と
云
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
碗
丈
け
で
も
、
そ
れ
に
よ
っ

て
我
々
は
平
素
の
言
語
や
、
概
念
や
、
知
識
の
世
界
か
ら
解
放
さ
れ
て
「
大
我
」
M
i
n
d
a
t
L
a
r
g
e
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で

あ
る
。
「
天
国
と
地
獄
」
に
於
て
は
こ
れ
を
亦
「
直
観
的
経
験
」
ま
s
i
O
n
a
r
y
e
舞
扇
r
i
e
n
c
e
と
呼
び
、
こ
れ
は
神
秘
的
経
験
即
ち
開
悟
の
境

地
と
同
じ
で
は
な
い
と
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
云
っ
て
い
る
。
開
悟
と
云
う
神
秘
的
経
験
は
現
実
の
対
立
の
世
界
を
全
く
超
越
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
直
観
的
経
験
は
対
立
の
世
界
か
ら
超
越
し
て
は
い
な
い
。
だ
か
ら
そ
こ
で
は
天
国
が
地
獄
と
共
に
存
在
し
、
そ
の
天
国
と
鍵
も
地

獄
と
同
じ
よ
う
に
完
全
な
自
由
解
放
の
世
界
で
は
な
い
。
た
だ
諸
々
の
我
欲
と
観
念
に
束
縛
さ
れ
た
個
人
の
存
在
よ
り
年
そ
こ
か
ら
神

の
国
主
1
・
究
極
の
「
非
我
」
の
世
界
が
比
較
的
明
瞭
に
望
見
せ
ら
れ
る
「
有
利
な
地
点
」
く
p
n
t
a
駕
p
O
i
n
t
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
メ
ス
カ
リ
ソ
服
用
に
よ
る
存
在
自
体
的
境
地
と
か
「
天
国
と
地
獄
」
の
直
観
的
経
験
な
る
も
の
は
、
先
に
挙
げ
た
「
非
我
」
の
分
類

の
う
ち
第
五
の
「
直
観
的
非
我
」
に
相
当
す
る
(
一
四
貢
参
照
)
。
即
ち
日
常
生
活
に
於
け
る
自
我
意
識
を
超
え
て
は
い
る
が
、
第
六
の
「
普

遍
的
非
我
」
の
一
歩
手
前
の
境
地
で
あ
る
。
実
生
活
に
於
て
、
そ
こ
か
ら
理
想
を
望
見
し
そ
れ
に
向
っ
て
人
間
を
駆
り
立
て
る
と
云
っ
た

能
動
的
O
p
e
r
a
t
i
O
n
a
-
な
も
の
で
あ
る
。
「
知
覚
の
戸
」
に
於
け
る
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
言
葉
で
云
え
は
、
完
全
な
明
光
が
啓
示
的
に
示
現
す

る
過
程
で
あ
り
、
こ
れ
を
仏
教
的
に
云
え
ば
、
仮
相
の
世
界
か
ら
超
越
し
た
阿
羅
漢
の
住
む
提
案
の
世
界
で
は
な
く
っ
て
、
絶
対
と
現
象

を
同
一
に
眺
め
、
現
象
の
一
つ
一
つ
に
よ
っ
て
仏
心
が
慈
悲
の
行
動
に
発
動
す
る
菩
薩
の
世
界
で
あ
る
。
煩
悩
即
菩
提
と
観
じ
た
境
地

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
う
云
っ
た
境
地
を
体
験
す
る
べ
く
、
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
が
自
ら
進
ん
で
メ
ス
カ
リ
ソ
服
用
の
実
験
台
に
上
っ
た
と

云
う
こ
と
は
、
其
処
に
彼
の
作
為
的
な
芝
居
的
な
態
度
と
か
、
薬
品
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
境
地
が
擬
似
的
な
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
け
れ
ど

も
、
こ
れ
は
彼
が
日
頃
批
難
し
て
い
る
知
識
即
実
在
と
云
っ
た
彼
自
身
を
も
含
め
た
現
代
知
識
人
に
対
す
る
反
省
的
行
動
で
あ
り
、
警
鐘

的
意
義
を
有
し
た
も
の
で
あ
り
、
と
同
時
に
一
般
神
秘
主
義
に
対
す
る
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
自
身
の
立
場
を
明
か
に
し
た
と
云
う
こ
と
が
出
来

よ
う
。



以
上
述
べ
て
来
た
所
か
ら
分
る
よ
う
に
、
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
他
者
或
は
「
非
我
」
の
思
想
は
、
東
洋
の
神
秘
主
義
、
殊
に
禅
の
思
想
に

大
へ
ん
似
て
い
る
。
そ
の
由
来
す
る
所
を
内
的
、
外
的
契
機
か
ら
い
ろ
い
ろ
考
え
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
云
っ
た
彼
の
禅
的
思
想
が

何
処
ま
で
が
単
な
る
彼
の
知
識
で
あ
り
、
何
処
ま
で
が
彼
の
体
験
で
あ
る
か
を
厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
殊
に
彼
が
果
し
て

実
際
本
格
的
な
禅
の
修
行
を
し
た
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
単
な
る
間
接
的
知
識
で
そ
れ
を
参
考
に
し
て
彼
独
自
の
生
活
体
験
か
ら
展
開
し

た
も
の
で
あ
る
の
か
、
従
っ
て
彼
の
「
非
我
」
の
思
想
が
禅
の
「
開
悟
」
と
か
r
見
性
成
仏
」
な
ど
と
全
く
同
じ
も
の
で
あ
る
か
香
か

ー
こ
れ
等
は
厳
密
に
せ
ん
さ
く
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
彼
の
神
秘
的
思
想
が
仏
教
的
、
殊
に
弾
的
特
色
を
多
分
に
有
し

て
い
る
こ
と
は
言
を
供
た
な
い
所
で
あ
る
。
例
え
ば
、
禅
は
「
枯
葉
微
笑
」
を
以
て
始
ま
る
と
云
う
。
釈
迦
は
そ
の
弟
子
迦
某
に
向
っ

て
、
そ
れ
ま
で
ひ
ね
く
り
廻
し
て
い
た
花
を
微
笑
し
な
が
ら
「
不
思
議
な
法
門
を
汝
に
渡
す
」
と
云
っ
て
渡
し
た
そ
う
で
あ
る
。
「
不
思

議
な
法
門
」
と
は
無
限
の
真
理
で
あ
り
、
悟
の
境
地
で
あ
り
、
真
実
の
世
界
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
文
字
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
が
出
来
な

い
、
教
え
に
も
あ
ら
わ
せ
な
い
、
教
え
の
外
に
於
て
伝
え
ら
れ
る
も
の
、
所
謂
「
不
立
文
字
」
、
「
教
外
別
伝
」
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
仏

と
は
「
双
手
の
声
」
と
か
、
「
麻
三
斤
」
と
か
、
「
庭
前
の
柏
の
木
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
皆
こ
の
類
で
あ
る
。
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
も
「
庭
前

の
生
垣
じ
ゃ
」
と
云
う
師
家
の
言
を
引
い
て
、
本
質
に
於
て
自
然
と
人
間
の
同
一
性
を
説
き
、
文
字
や
概
念
か
ら
離
れ
て
直
観
、
即
ち
直

接
体
験
に
よ
.
っ
て
現
実
の
う
ち
に
「
非
我
」
を
看
取
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
禅
で
は
「
無
」
を
云
う
。
こ
れ
は
哲
学
で
云
う
「
有
」
に
対
す
る
「
無
」
で
は
な
い
。
強
い
て
云
え
ば
「
絶
対
無
」
で
あ

り
、
こ
れ
は
亦
「
絶
対
有
」
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
「
無
」
と
は
「
一
切
空
」
で
あ
る
。
凡
ゆ
る
も
の
を
否
定
し
て
「
無
」
と
感
ず
る
時

は
、
妄
想
的
な
感
覚
や
意
識
の
執
着
が
無
く
な
る
。
貪
欲
、
性
欲
、
財
欲
、
名
誉
欲
、
権
勢
欲
な
ど
に
対
し
て
所
謂
「
無
執
着
」
の
状
態

に
な
り
、
心
は
晴
々
と
自
由
に
な
り
、
真
実
の
自
己
の
姿
を
発
見
す
る
。
こ
れ
が
「
見
性
開
悟
」
の
体
験
で
あ
る
。
即
ち
禅
の
無
心
は
ま

た
現
実
に
対
し
て
無
執
着
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
、
べ
ー
ツ
法
に
於
て
、
「
否
定
的
感
情
」
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
云
う

「
他
者
」
の
思
想



二
四

訓
練
に
よ
っ
て
こ
れ
を
体
険
し
、
環
境
に
煩
わ
さ
れ
な
い
精
神
の
自
由
を
体
得
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
境
地
を
、
彼
は
エ
ッ
ク
バ
ル
ト
の

言
葉
に
因
ん
で
「
処
女
性
」
訃
g
i
n
i
t
y
と
呼
ん
で
い
る
。
「
処
女
性
」
と
は
仮
我
が
お
う
わ
れ
て
い
る
五
欲
の
塵
挨
を
打
払
い
、
い
ろ
い

ろ
の
偏
見
や
概
念
か
ら
解
か
れ
た
「
心
貧
し
き
者
」
に
な
っ
た
心
境
で
あ
る
。
だ
か
ら
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
提
唱
す
る
「
非
言
語
的
教
育
」

の
真
髄
は
、
言
語
や
概
念
か
ら
、
知
識
や
思
考
か
ら
離
れ
て
、
経
険
に
直
接
応
ず
る
こ
と
の
出
来
る
「
処
女
の
無
心
」
a
喜
g
i
n
n
O
t
・

m
i
n
d
を
体
得
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
云
う
。
そ
れ
は
我
々
の
仮
我
が
呈
す
る
色
々
の
「
は
か
ら
い
」
に
依
る
の
で
な
く
、
「
非
我
」
に
よ

っ
て
c
O
g
i
t
O
r
さ
れ
る
境
地
を
体
得
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

次
に
禅
の
開
悟
に
「
頓
悟
」
と
「
漸
悟
」
と
云
う
の
が
あ
る
。
坐
禅
し
て
「
双
手
の
声
」
と
か
「
闇
夜
に
囁
か
ざ
る
鳥
の
声
」
と
云
っ

た
超
論
理
的
な
問
題
を
解
い
て
ハ
ッ
と
悟
る
の
が
「
頓
悟
」
で
あ
る
が
、
何
も
坐
禅
す
る
丈
け
が
「
見
性
開
悟
」
の
唯
一
の
道
で
は
な

い
。
平
常
心
是
れ
道
で
、
実
生
活
に
於
て
妄
想
と
か
煩
悩
と
云
っ
た
仮
我
の
化
粧
を
ぬ
い
で
自
己
を
ご
ま
か
さ
ず
、
自
己
の
本
性
即
ち
真

我
の
姿
を
体
得
す
る
。
こ
れ
が
「
契
修
漸
悟
」
で
あ
る
。
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
も
亦
「
処
女
の
無
心
」
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
只
煩
悩
の
塵

を
払
お
う
と
試
み
る
丈
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
は
実
際
六
ケ
し
い
。
現
実
を
脱
し
ょ
ぅ
と
す
る
ほ
ん
と
う
の
道

ほ
、
現
実
を
避
け
な
い
で
そ
の
中
に
突
入
す
る
よ
り
外
に
な
い
。
そ
れ
は
現
実
に
於
て
そ
の
時
そ
の
時
に
起
る
問
題
に
、
抵
抗
し
な
い
で

専
心
突
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
実
や
煩
悩
を
通
し
て
真
実
を
見
よ
う
と
す
る
、
換
言
す
れ
ば
煩
悩
即
菩
接
の
態
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
バ

ッ
ク
ス
レ
イ
が
ベ
ー
ツ
法
の
「
能
動
的
弛
緩
」
(
〓
貢
参
照
)
か
ら
学
ん
だ
恵
知
で
あ
る
。
只
の
弛
緩
に
よ
っ
て
緊
張
を
ほ
ぐ
す
は
か
り

で
は
い
け
な
い
。
弛
緩
と
活
動
と
を
旨
く
組
合
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
緊
張
を
ほ
ぐ
し
、
心
身
の
活
動
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
が
出
来

る
と
云
っ
た
心
理
的
技
術
で
あ
る
。
こ
れ
は
ゴ
ル
フ
、
演
劇
、
声
楽
、
ダ
ン
ス
等
凡
ゆ
る
技
術
の
世
界
に
見
ら
れ
る
所
謂
「
コ
ツ
」
の
失

態
で
あ
る
。
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
「
非
言
語
的
教
育
」
の
分
野
に
重
要
な
技
術
と
し
て
取
入
れ
、
「
正
し
い
活
動
は
弛
緩
で
あ
る
」
と
云
う

命
題
に
よ
っ
て
我
々
に
人
生
の
恵
知
を
訓
え
て
い
る
。
こ
の
心
理
的
技
術
、
即
ち
人
生
の
恵
知
に
関
し
て
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
、
エ
ッ
ク
バ

ル
ト
の
言
を
い
ろ
い
ろ
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。



「
「
仏
陀
を
求
め
る
者
は
、
仏
陀
を
見
ず
」
。
「
自
ら
仏
陀
た
ら
ん
と
す
る
者
の
仏
陀
は
輪
廻
で
あ
る
」
。
「
道
を
求
め
る
人
は
、
道
を
得

ず
」
。
「
真
如
に
人
ら
ん
と
す
れ
ば
、
直
ち
に
迷
う
」
。
「
わ
が
身
を
救
わ
ん
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
失
う
」
。
そ
れ
は
努
力
逆
行
の
法
則
の
一

例
で
あ
る
。
何
か
事
を
し
ょ
う
と
意
識
し
て
専
念
す
れ
ば
す
る
程
、
成
功
は
覚
束
な
い
。
熟
練
と
そ
の
成
果
は
、
行
為
と
無
為
の
同
時
的

実
行
と
云
う
、
弛
緩
と
活
動
の
組
合
せ
と
云
う
、
内
在
的
且
つ
超
越
的
未
知
量
の
開
現
の
た
め
の
人
間
脱
却
と
云
っ
た
逆
説
的
技
術
を
学

ん
だ
者
の
み
生
に
れ
る
。
我
々
は
自
分
で
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
我
々
の
せ
い
ぜ
い
出
来
る
こ
と
は
、
理
解
が
我
々
に
生
れ
る
精

神
状
態
を
培
う
こ
と
丈
け
で
あ
る
。
」
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m
e
t
h
i
n
g
-

t
h
e
-
e
s
s
w
e
s
h
a
-
-
∽
ロ
C
e
e
d
.
P
r
O
訂
i
e
n
c
y
a
ロ
d
t
h
e
r
e
s
u
訂
O
h
p
r
O
許
i
e
n
c
y
c
O
m
e
O
n
肯
t
O
t
h
O
S
e
W
h
O
h
a
く
e
㌃
a
r
n
e
d

t
h
e
p
a
r
乱
○
軋
c
a
-
a
r
t
O
鴫
s
i
m
u
F
n
c
O
n
S
H
y
d
c
i
n
g
a
n
d
n
O
t
d
O
i
n
g
.
〇
嶋
c
O
m
b
i
n
i
n
g
r
e
-
a
H
a
t
i
O
n
W
i
t
h
a
c
t
i
ま
t
y
-
O
f
訂
t
t
i
n
g

g
O
a
S
a
p
e
r
S
O
n
i
n
O
r
d
e
r
t
h
a
t
t
h
e
i
m
m
a
n
e
n
t
a
n
d
t
r
a
n
s
c
e
n
d
e
n
t
U
n
k
n
O
W
n
の
u
a
n
t
i
t
y
m
a
y
t
a
k
e
h
O
-
d
.
W
e

C
a
n
n
O
t
m
a
k
e
O
u
H
の
e
1
4
d
S
u
n
d
H
S
t
a
n
d
こ
h
e
m
O
S
t
W
e
C
a
n
d
O
i
s
t
O
f
O
S
t
e
H
a
S
t
a
t
e
O
f
m
i
n
d
i
n
w
h
i
c
h
u
e
d
e
H
S
t
a
n
d
i
n
g

m
a
y
c
O
m
e
t
O
u
S
.

目
的
を
実
現
し
ょ
う
と
あ
せ
れ
ば
あ
せ
る
程
目
的
を
見
失
い
、
対
象
に
近
づ
こ
う
と
す
れ
ば
す
る
程
対
称
か
ら
遠
ざ
か
る
。
そ
う
云
っ

「
他
者
」
の
思
想



二
六

た
無
理
l
に
見
よ
う
、
無
理
に
近
づ
こ
う
と
す
る
自
我
の
「
は
か
ら
い
」
を
脱
し
た
努
力
、
換
言
す
れ
ば
「
無
努
力
の
努
力
」
と
も
云
う
べ

き
も
の
が
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
云
う
心
理
的
技
術
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
非
我
」
に
至
る
意
知
で
あ
る
。
か
く
「
非
我
」
に
至
る
に
は
自
我

否
定
が
重
要
な
条
件
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
云
っ
て
「
非
我
」
は
自
我
の
外
に
あ
る
も
の
で
な
く
、
自
我
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
そ
れ
は
自
我
に
内
在
す
る
真
我
或
は
大
我
で
あ
る
。
だ
か
ら
ほ
ん
と
う
に
究
極
的
非
我
を
得
る
た
め
に
は
、
自
我
の
実
態
を
知
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
に
依
れ
ば
、
こ
の
日
我
は
現
在
の
自
我
意
識
と
静
々
の
「
非
我
」
か
ら
成
っ
て
い
る
の
が
そ

の
実
態
で
あ
る
。
こ
う
云
う
自
我
の
実
態
に
関
す
る
認
識
を
、
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
全
体
的
自
覚
w
h
O
-
e
a
w
a
r
e
n
e
s
s
と
呼
び
、
「
普
遍
的

非
我
」
に
到
達
し
、
或
は
「
処
女
の
無
心
」
を
得
る
に
必
要
な
精
神
的
状
態
で
あ
る
と
云
う
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の

云
う
心
理
的
技
術
で
あ
る
人
生
の
恵
知
を
し
て
完
全
に
そ
の
職
能
を
果
さ
せ
る
に
必
要
な
精
神
的
な
場
と
云
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
、
こ
の
「
全
体
的
自
覚
」
の
発
動
を
我
々
に
▼
促
す
た
め
に
、
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
云
う
古
来
の
命
題
を
持
出
し

て
「
ア
ド
ウ
ニ
ス
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
。

「
「
汝
自
身
を
知
れ
」
は
文
明
と
共
に
生
れ
、
ま
た
恐
ら
く
そ
れ
よ
り
も
造
か
に
古
い
一
つ
の
忠
告
で
あ
る
。
こ
の
忠
告
に
従
う
た
め
に

は
、
人
間
は
単
に
内
省
に
耽
る
丈
け
で
は
い
け
な
い
。
私
が
私
自
身
を
知
ろ
う
と
欲
す
れ
ば
、
私
の
環
境
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
云

う
の
は
、
肉
体
と
し
て
私
は
環
境
の
一
部
、
即
ち
他
の
間
に
あ
る
一
つ
の
自
然
物
で
あ
り
、
そ
し
て
精
神
と
し
て
の
私
は
、
主
と
し
て
、

環
境
え
の
即
応
と
そ
の
第
一
次
反
応
え
の
第
二
次
反
応
と
か
ら
成
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
「
汝
自
身
を
知
れ
」
は
全
体
的
自
覚
え

の
呼
び
か
け
で
あ
る
」

ミ
K
n
O
W
t
h
y
s
e
-
㌢
i
s
a
p
i
e
c
e
O
嶋
a
d
ま
c
e
w
h
i
c
h
i
s
a
s
O
-
d
a
s
c
i
鼓
i
z
a
t
i
O
n
-
a
n
d
p
r
〇
.
b
a
b
-
y
a
g
r
e
a
t
d
e
a
-
0
1
d
e
r
.

T
O
E
-
O
W
t
h
a
t
a
d
ま
c
e
-
P
m
a
ロ
m
u
S
t
d
O
m
O
r
e
t
h
a
n
i
n
d
u
H
g
e
i
ロ
i
n
t
r
O
S
p
e
C
t
i
O
n
.
H
〓
w
O
u
】
d
k
n
O
W
m
y
S
e
-
誉
I



臼
已
由
t
訂
3
:
星
e
n
ま
r
O
D
m
e
n
t
こ
O
r
-
a
S
a
『
d
y
こ
a
m
p
a
r
t
O
ご
h
e
e
ロ
ゴ
.
r
O
n
m
e
n
t
Y
a
n
a
t
u
r
a
H
O
g
e
C
t
a
m
O
n
g
O
t
h
e
r

n
a
t
u
軋
O
g
e
C
t
S
=
a
n
d
-
a
仏
a
m
i
n
d
.
I
c
O
n
S
i
s
t
t
O
a
g
r
e
a
t
e
已
e
n
t
O
f
m
y
i
m
m
e
d
i
a
t
e
r
e
a
c
t
i
O
n
S
t
O
t
h
e
e
n
ま
r
昌
m
e
n
t

a
n
d
O
h
m
y
s
e
c
O
n
d
a
r
y
r
e
a
c
t
i
O
ロ
S
t
O
t
h
e
p
r
i
m
a
r
y
r
e
g
t
i
O
n
S
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
.
h
K
ロ
O
W
t
h
y
s
e
-
㌢
i
s
a
c
a
ロ
ー
O
t
O
邑

a
W
a
r
e
n
e
S
S
.

即
ち
我
々
自
身
を
知
る
と
は
、
肉
体
的
作
用
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
の
「
非
我
」
の
働
き
(
第
一
次
反
応
)
や
、
そ
れ
に
応
じ
て
発
生
す
る
現

在
の
自
我
意
識
(
第
二
次
反
応
)
か
ら
成
立
し
て
い
る
自
我
全
体
を
知
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
時
、
第
一
に
分
る
こ
と
は
、
自

我
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
限
界
と
愚
鈍
さ
で
あ
る
。

「
全
体
的
自
覚
は
、
二
一
一
日
に
せ
ば
、
自
分
の
無
知
と
無
力
の
自
覚
か
ら
始
ま
る
。
自
分
の
脳
髄
に
お
け
る
ど
ん
な
電
気
化
学
的
現
象
で
ハ

イ
ド
ソ
の
四
重
奏
と
か
、
或
は
、
例
え
ば
、
ジ
ョ
ソ
・
ダ
ー
ク
に
関
す
る
思
想
を
知
覚
す
る
の
か
7
日
分
に
は
少
し
も
分
ら
な
い
ー

ま
た
他
人
も
分
ら
な
い
。
或
は
も
っ
と
蓬
か
簡
単
に
見
え
る
問
題
を
考
え
て
見
よ
う
。
自
分
は
自
分
の
右
手
を
持
上
げ
る
こ
と
が
出
来
る

か
7
答
は
、
否
、
自
分
は
出
来
な
い
、
自
分
に
出
来
る
の
は
命
令
す
る
丈
け
で
あ
っ
て
、
実
際
持
上
げ
る
の
は
誰
か
他
の
者
で
あ
る
。

誰
か
ァ
自
分
ほ
知
ら
な
い
。
ど
う
い
う
風
に
し
て
ァ
自
分
は
知
ら
な
い
。
そ
し
て
自
分
が
食
事
し
た
時
、
。
バ
ン
や
チ
ー
ズ
を
消
化
す

る
の
は
誰
か
?
・
自
分
が
切
傷
を
し
た
時
、
そ
の
傷
を
癒
す
の
は
誰
か
ァ
自
分
が
眠
っ
て
い
る
時
、
、
疲
れ
た
体
に
元
気
を
回
復
し
、
精

神
の
混
乱
を
正
常
に
戻
す
の
は
誰
か
?
只
自
分
に
云
え
る
こ
と
は
、
「
こ
れ
等
の
こ
と
は
何
れ
も
自
分
に
は
出
来
な
い
」
で
あ
る
。
」

T
O
邑
a
w
a
r
e
n
e
s
s
s
t
P
ユ
S
∵
n
a
w
O
r
d
,
W
i
t
h
t
h
e
r
e
a
-
i
邑
i
O
n
O
f
m
y
i
g
詳
O
r
a
n
C
e
a
ロ
d
m
y
i
m
p
O
t
e
n
C
e
.
H
O
W
d
O

e
H
毘
r
?
C
h
e
邑
c
a
-
e
扁
n
t
S
i
n
m
y
雷
a
i
P
t
u
r
n
i
n
t
O
t
h
e
p
e
r
c
e
p
t
i
O
n
O
鴫
P
q
u
星
e
t
b
y
詳
且
n
O
r
a
t
h
昌
g
h
J
-
e
t
u
s

「
他
者
」
の
思
想
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八

s
a
y
.
〇
{
J
O
a
n
O
f
A
r
c
叫
I
h
a
く
e
n
J
t
h
e
f
a
i
n
t
e
s
t
E
e
p
I
n
O
r
h
a
s
昌
y
O
n
e
e
訂
e
.
O
H
C
O
n
S
i
d
e
H
a
S
e
e
m
i
n
g
-
y
m
u
c
h

s
i
m
p
-
e
r
p
r
O
b
H
e
m
.
C
a
n
〓
i
f
t
m
y
r
i
g
h
t
h
a
n
d
叫
T
h
e
a
n
s
w
e
r
i
s
.
N
O
.
I
c
巴
さ
「
H
c
a
n
O
n
】
y
g
i
扁
t
h
e
O
r
d
e
r
こ
h
e

a
c
t
a
〓
i
畏
n
g
i
s
d
O
n
e
b
y
s
O
m
e
b
O
d
y
e
H
s
e
.
W
h
O
叫
H
d
O
n
J
k
n
O
W
.
H
O
W
～
I
d
O
n
-
t
k
n
O
W
.
A
n
d
w
h
e
n
H
h
a
く
e

e
a
t
e
n
、
W
h
O
d
i
g
e
s
t
s
t
h
e
F
e
a
d
a
ロ
d
c
h
e
e
s
e
叫
一
号
h
e
n
I
h
a
く
の
C
u
t
m
y
S
e
】
f
-
W
h
O
h
e
a
-
s
t
h
e
w
O
u
ロ
d
叫
W
h
i
訂
H
a
m

s
-
e
e
p
i
n
g
.
w
h
O
r
e
S
t
O
r
e
∽
t
h
e
t
i
r
e
d
訂
d
y
t
O
S
t
r
e
n
g
t
h
こ
h
e
n
e
u
r
O
t
i
c
m
i
n
d
t
O
S
a
n
i
t
y
叫
A
-
-
H
c
a
n
s
a
y
i
的
t
h
a
t
J
、

c
a
n
n
O
t
d
O
a
n
y
O
f
t
h
e
s
e
t
h
i
n
g
s
.

即
ち
、
我
は
考
え
ら
れ
る
(
c
O
乳
t
O
r
)
。
そ
の
自
我
を
考
え
る
「
非
我
」
は
、
繰
返
し
て
云
っ
た
よ
う
に
、
自
我
の
外
に
在
る
の
で
な

く
し
て
、
笑
は
自
我
に
内
在
す
る
。
そ
れ
は
外
な
ら
ぬ
只
自
己
の
無
知
と
無
能
に
眼
覚
め
る
こ
と
か
ら
直
観
さ
れ
る
。
こ
れ
が
全
体
的
自

覚
な
の
で
あ
る
。

最
後
に
附
言
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
う
云
っ
た
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
全
体
的
自
覚
に
於
け
る
「
非
我
」
の
思
想
に
は
、
精
神
と
肉
体
の
二
要

素
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
常
に
肉
体
的
自
我
と
精
神
的
自
我
と
が
、
革
の
両
輪
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
心
身
両
面
的
な
観
点
は
、
こ
れ
に
限
ら
ず
、
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
思
想
の
一
つ
の
特
色
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
健
全
な
自
我
は
精
神
的
非
我

と
肉
体
的
非
我
と
の
調
和
の
上
に
立
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
い
、
ま
た
彼
は
「
非
言
語
的
教
育
論
」
に
於
て
人
間
を
「
心
身
の

器
具
」
p
s
y
c
h
?
p
h
y
s
i
c
a
〓
n
s
t
r
u
m
e
n
t
と
し
て
そ
の
訓
練
を
論
じ
て
い
る
の
を
見
て
も
窺
わ
れ
る
。
肉
体
は
自
然
の
一
部
で
あ
る
。
こ

う
云
う
肉
体
と
精
神
の
上
に
立
っ
た
全
体
的
自
覚
で
あ
り
、
「
非
我
」
で
あ
る
。
禅
の
開
悟
と
蜂
も
決
し
て
肉
体
を
無
視
し
な
い
。
肉
体

は
開
悟
に
至
る
導
体
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
禅
の
開
悟
に
は
、
ど
ち
ら
か
と
云
え
ば
、
自
然
物
の
要
素
が
重
大
な
役
目
を
果
し

て
い
る
。
禅
は
先
に
述
べ
た
「
砧
華
微
笑
」
の
よ
う
に
、
自
然
物
と
肉
体
と
の
超
論
理
的
融
合
を
以
て
そ
の
特
色
と
す
る
。
そ
し
て
ハ
ッ



ク
ス
レ
イ
の
神
秘
思
想
に
も
、
こ
う
云
っ
た
禅
的
自
然
観
も
な
い
で
は
な
い
。
例
え
ば
「
知
覚
の
戸
」
に
於
て
は
、
花
瓶
の
生
け
花
、
椅

子
、
シ
ャ
グ
マ
ユ
リ
等
に
よ
る
「
存
在
自
体
」
的
な
体
験
を
告
げ
、
「
天
国
と
地
獄
」
に
於
て
は
「
直
観
的
経
験
」
に
線
の
深
い
工
芸
品

的
要
素
の
ガ
ラ
ス
と
か
宝
石
の
こ
と
、
進
ん
で
は
静
物
画
や
宋
画
の
持
つ
禅
的
特
色
を
論
じ
る
な
ど
、
彼
に
も
禅
的
自
然
観
は
見
ら
れ

る
。
が
併
し
彼
の
神
秘
思
想
に
は
、
そ
の
上
に
更
に
彼
の
「
全
体
的
自
覚
」
に
考
え
ら
れ
て
い
る
自
然
が
あ
る
。
こ
れ
は
肉
体
の
う
ち
に

在
っ
て
生
理
作
用
を
行
っ
て
い
る
自
然
の
力
で
あ
り
、
こ
れ
は
禅
の
自
然
観
に
は
な
い
特
色
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
自
然
力
を
も
含
め

た
い
ろ
い
ろ
の
「
非
我
」
の
上
に
成
立
し
て
い
る
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
所
謂
「
非
我
」
の
思
想
は
、
禅
に
見
ら
れ
な
い
特
色
で
あ
っ
て
、
こ

れ
は
ま
た
彼
の
神
秘
思
想
を
考
え
る
上
に
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
重
要
な
点
で
あ
る
。

こ
の
小
論
に
取
扱
っ
た
バ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
近
作
と
は

「
知
覚
の
戸
」
3
q
h
Q
宅
叫
も
恕
苛
合
計
3
二
転
舎

「
天
才
と
女
神
」
ゴ
訂
(
㌢
諷
E
b
さ
軋
誌
缶
の
訂
迂
打
.
(
宗
鑑
)

「
天
国
と
地
獄
」
貪
§
§
:
買
㌣
違
善
(
-
父
宋
)

「
ア
ド
ウ
ニ
ス
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
き
ざ
計
§
軋
罫
:
ぶ
計
訂
二
品
登

そ
の
外
こ
こ
に
言
及
し
た
旧
作
と
し
て
は

「
汝
の
欲
す
る
所
を
な
す
と
も
」
b
Q
ヨ
粗
さ
紀
喜
べ
♪
(
-
り
N
⑫
)

「
文
学
に
於
け
る
卑
俗
性
」
昌
を
注
せ
計
こ
註
ヨ
き
ぷ
(
-
崇
5
)

「
ガ
ザ
に
肯
い
て
」
き
乱
琶
:
ざ
〔
訂
ぶ
(
蔓
の
)

「
目
的
と
手
段
」
的
3
討
§
軋
ゝ
計
蛍
♪
(
5
3

「
幾
夏
す
ぎ
て
」
と
吋
へ
1
5
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