
ロ
ゴ
ス

ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
の
言
語
論

i

ー
ー
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
を
通
し
て

四

日

谷

敬

子

ハ
イ
デ

ツ
ガ

l
は
、
『
存
在
と
時
間
』
(
一
九
二
七
)
の
第
七
節

B
で、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

『命
題
論
』

の
ロ
ゴ
ス
、
発
声
さ
れ

た
言
葉
に
つ
い
て
の
規
定

(P

S
雪マ・

r
g白
ω
・
∞
)
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
箇
所
を
初
期
と
後
期
と
で
二
度
訳
し
て
い
る
。

付
一
回
目
は
、

一
九
二
五
/
二
六
年
の
『
論
理
学
』
講
義
に
お
い
て

(
全
集
第
二
十
一
巻
)
、

ω
二
回
目
は
「
言
葉
へ
の
途
上
』
(
一
九

五
九
)
に
収
め
ら
れ
て
い
る
二
つ
の
講
演
(
一
九
五
七
、

一
九
五
九
)
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
訳
は
、

ハ
イ
デ

ッ
ガ

1
自
身
の
、

初
期
と
後
期
に
お
け
る
「
存
在
の
聞
い
」

の
立
て
方
の
相
違
を
、
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
言
葉
の
本
質
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、

ハ
イ
デ
ツ
ガ

l
が
初
期
に
も
後
期
に
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か

ら
出
発
す
る
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、

ハ
イ
デ
ツ
ガ

l
の
言
葉
の
見
方
は
、
或
る
一
つ
の
点
で
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ

ボ
!
ネ
1

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ロ
ゴ
ス
を
、
第
一
義
的
に
「
音
声
」

ス
と
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

と
な
っ
た
言
葉
つ
ま
り
「
話
す
こ
と
」
か
ら
考
察
す
る
の
で
あ
る
が
、

ハ
イ
デ
ツ
ガ

1
が
言
葉
と
そ
の
発
話
に
つ
い
て
論
じ
る
と
き
、

不
思
議
な
こ
と
に
、
初
期
に
も
後
期
に
も
、
発
声
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
発
声
を
可
能
な
ら
し
め
る
「
聴
く
こ
と
」

ハ
イ
デ

ツ
ガ

1
の
言
語
論

"" 



ハ
イ
デ
ツ
ガ
!
の
言
語
論

"" 

(出

U
S固
)

と
「
黙
す
る
こ
と
」

(
ω
n
z
g開

g)
の
ほ
う
を
強
調
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
語
り
」
(
河
包
巾
)
の
一
種
と
し
て
の

良
心
の
「
呼
び
声
」
(
河
氏
)
は
、
「
黙
す
る
と
い
う
様
態
に
お
い
て
」
語
る
と
言
わ
れ
る
。

こ
の
よ
、
つ
に
、

ハ
イ
デ
ツ
ガ
l
の
言
語
論
が
も
と
も
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ロ
ゴ
ス
の
規
定
と
異
質
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
な

ぜ
彼
は
、
初
期
に
も
後
期
に
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
の
規
定
を
保
持
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
異
質

の
こ
の
思
想
は
、
ど
こ
か
ら
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
は
、
従
来
の
ハ
イ
デ
ツ
ガ
l
研
究
に
お
い
て
い
ま

だ
明
確
に
は
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
疑
問
を
導
き
の
糸
と
し
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ツ
ガ

1
の
言
葉
の
捉
え
方
を
解
明
す

る
こ
と
、
そ
れ
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ロ
ゴ
ス
の
規
定
に
ま
で
遡
っ
て
み
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ロ
ゴ
ス
の
規
定

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
『
命
題
論
』

、

一
六

a
三
|
入
で
、
音
声
と
な
っ
た
言
葉
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

の
う
ち
に
あ
る
様
態
は
霊
魂
の
う
ち
に
あ
る
様
態
の
象
徴
(
師

3
g
g)

れ
た
も
の
は
音
声
の
う
ち
に
あ
る
様
態
の
象
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
字
が
す
べ
て
の
人
々
に
と
っ
て
同
一
で
は
な
い
よ
う
に
、

ま
た
音
声
も
〔
す
べ
て
の
人
身
に
と
っ
て
〕
同
一
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
二
つ
の
も
の
が
そ
の
し
る
し
(
払

Bg)
で

「
と
こ
ろ
で
音
声
〔
声
に
さ
れ
る
言
葉
〕

で
あ
り
、
書
か

あ
る
と
こ
ろ
の
最
初
の
も
の
、
す
な
わ
ち
霊
魂
の
様
態
は
す
べ
て
の
人
々
に
と
っ
て
同
一
で
あ
る
、
そ
し
て
こ
の
様
態
が
そ
れ



ら
の
類
似
物

Ecsc-即
日
白

S
)

で
あ
る
と
こ
ろ
の
事
物

(B宮
告
)
は
も
ち
ろ
ん
同
一
で
あ
ぶ
」
。

こ
こ
に
は
、
霊
魂
の
様
態
と
声
に
さ
れ
る
言
葉
、
そ
し
て
さ
ら
に
声
に
さ
れ
た
言
葉
と
書
か
れ
た
文
字
と
の
あ
い
だ
の
対
応
関
係
が
、

シ
ュ
ン
ボ

l
ラ

セ

l

メ
イ
ア

「
象
徴
」
も
し
く
は
「
し
る
し
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
言
い
表
わ
さ
れ
、

ホ
モ
イ
オ
テ
1
ス

類
似
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、

霊
魂
の
様
態
と
事
物
と
の
あ
い
だ
の

言
葉
に
つ
い
て
の
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
見
解
は
、
『
デ
・
ア
ニ
マ
』

で
展
開
さ
れ
る
認
識
論
を
前
提
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
に
お
い
て
事
物
と
霊
魂
と
の
あ
い
だ
に
知
識
が
成
立
す
る
の
は
、
両
者
の
あ
い
だ
の
「
何
ら
か
の
類
似
性
と
近
親
性
に
基
づ

く
」
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
お
悦
、
「
現
実
態
に
あ
る
知
識
は
事
物
と
同
一
で
あ
る
」
と
、
一
般
に
「
霊
魂
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
存

在
す
る
も
の
の
す
べ
て
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
か
ら
で
あ
説
。
そ
れ
は
一
体
い
か
に
し
て
か
。

(ー)

何
よ
り
も
ま
ず
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
、
近
世
と
違
っ
て
、
認
識
に
お
い
て
は
、
認
識
能
力

(感
覚
、
理
性
)
よ

り
も
、
そ
の
対
象
た
る
事
物
の
存
在
の
ほ
う
に
優
位
が
あ
り
、
事
物
の
存
在
に
認
識
は
随
順
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
ま
ず
「
お
の
お
の
の
感
覚
(
包
∞
手
配
窃
)
は
、
そ
れ
に
対
応
し
て
基
体
と
な
る
感
覚
さ
れ
る
も
の

の
で
あ
石
」
。
そ
し
て
感
覚
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
こ
と
は
、
思
惟
に
つ
い
て
も
言
わ
れ
、
「
と
こ
ろ
で
、
思
惟
す
る
こ
と

2
2
5
)
が

(
白
師
長

m
gロ
)
に
つ
い
て
の
も

感
覚
す
る
こ
と
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
思
惟
さ
れ
る
も
の
念
仏
芯
ロ
)
に
よ
っ
て
何
か
を
受
け
と
る
こ
と
か
、
あ

る
い
は
、
何
か
他
の
こ
れ
に
類
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
〔
:
:
:
〕
す
な
わ
ち
、
感
覚
能
力
が
感
覚
の
対
象
に
対
す
る
と
同
じ
よ
う
な

関
係
を
、
理
性
は
思
惟
の
対
象
に
対
し
て
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
ぱ
」
。

に)

と
こ
ろ
で
感
覚
と
は
、
「
質
料
を
含
ま
な
い
感
覚
的
な
形
相
を
受
け
入
れ
る
も
の
)」

で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て

ハ
イ
デ

ツ
ガ

1
の
言
語
論

.". 
= 



ハ
イ
デ

ッ
ガ
!
の
言
語
論

趨

は
、
感
覚
は
、
感
覚
的
事
物
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
た
し
か
に
受
動
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
感
覚
的
事
物
か
ら

非
質
料
的
な
形
相
を
抽
象
す
る
点
で
は
能
動
的
な
の
で
あ
る

(こ
れ
は
、
カ
ン
ト
の
感
性
(
受
容
性
)
と
の
大
き
な
相
違
で
あ
る
)
。

臼
感
覚
と
理
性
と
の
中
間
に
位
置
す
る
の
が
、
「
表
象
」

(Z
g
g
-乙
で
あ
る
。
表
象
に
つ
い
て
は
、
「
ま
た
、
表
象
は
〔
:
:
:〕

感
覚
な
し
に
は
生
じ
な
い
、
し
か
も
感
覚
す
る
も
の
に
お
い
て
、
ま
た
感
覚
が
対
象
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
し
か
、
生
じ
な
い
と
恩

わ
れ
記
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
一
方
で
感
覚
か
ら
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
表
象
は
他
方
で
思
惟
の
基
礎
を
提

供
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
思
考
的
な
霊
魂
に
と
っ
て
は
、
表
象
は
感
覚
の
対
象
の
よ
う
な
も
の
で
、
「
こ
の
ゆ
え
に

霊
魂
は
、
表
象
な
し
に
は
思
惟
し
な
い
」
と
言
わ
れ
る
か
ら
で
あ
説
。

(四)

こ
の
よ
う
に
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
、
理
性
に
し
て
も
、
感
覚
か
ら
形
成
さ
れ
る
表
象
な
し
に
は
思
惟
し
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
対
象
に
規
定
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
感
覚
と
同
じ
く
受
動
的
で
あ
る

(
こ
の
点
で
、
感
性
(
受
容
性
)
と
原
理
的
に
区

別
さ
れ
た
カ
ン
ト
の
悟
性

(自
発
性
)
と
異
な
る
)。

し
か
し
、
「
と
こ
ろ
で
、
思
惟
能
力
は
、
表
象
に
お
い
て
、
も
ろ
も
ろ
の
形
相
を
思

惟
す
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
理
性
は
感
覚
的
形
相
か
ら
さ
ら
に
形
相
を
抽
象
し
、
「
形
相
の
形
相
」
を
思
惟
す
説
。
そ
の
意
味

で
は
能
動
的
で
あ
る
。
こ
の
受
動
理
性
と
能
動
理
性
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
テ
キ

ス
ト
そ
の
も
の
が
き
わ
め
て
コ
ン
パ
ク
ト
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
難
解
な
問
題
で
あ
り
、
歴
史
的
に
も
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
あ
る
が
、

一
般
に
能
動
理
性
が
形
相
を
抽
象
す
る
働
き
を
し
、
受
動
理
性
は
そ
れ
ら
の
形
相
を
受
け
と
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

有品

能
な
素
材
を
提
供
す
る
。
そ
し
て
理
性
も
、
感
覚
に
基
礎
を
も
っ
表
象
に
基
づ
い
て
思
惟
す
る
。
こ
う
し
て
認
識
が
感
覚
、
表
象
、

す
る
と
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
、
事
物
に
よ
っ
て
感
覚
が
規
定
さ
れ
、
感
覚
は
理
性
に
対
し
て
認
識
の
た
め
の
可

理
性
と
、
よ
り
高
次
の
段
階
に
進
む
ほ
ど
、
感
覚
的
形
相
か
ら
形
相
の
形
相
へ
と
、
よ
り
高
次
の
普
遍
性
を
達
成
す
る
こ
と
に
な
る
。



た
だ
、
感
覚
は
ま
ず
事
物
に
、
ま
た
理
性
は
表
象
に
そ
れ
ぞ
れ
基
づ
い
て
働
く
の
で
あ
る
か
ら
、
事
物
と
霊
魂
と
の
あ
い
だ
に
は
ぴ
っ

た
り
し
た
対
応
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
対
応
関
係
に
基
づ
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
言
う
の
で
あ
る
、

声
に
さ
れ
る
言
葉
は
、
霊
魂
の
様
態
の
「
象
徴
」
な
い
し
「
し
る
し
」
で
あ
り
、
そ
の
霊
魂
の
様
態
は
事
物
に
似
た
も
の
で
あ
る
と
。

ハ
イ
デ
ツ
ガ
ー
に
よ
る
翻
訳
と
解
釈

ハ
イ
デ
ツ
ガ

l
は、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

「命
題
論
』
の
こ
の
箇
所
を
、
初
期
に
は
、

一
九
二
五
/
二
六
年
の
『
論
理
学
」
講
義

で
訳
し
て
い
る
。

「
と
こ
ろ
で
し
か
し
、
言
語
的
な
発
声
、
単
語
は
、
そ
の
う
ち
で
魂
の
態
度
(
聴
取
1

熟
思
)
に
お
い
て
出
会
わ
れ
た
も
の
が
識

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
書
か
れ
た
も
の
は
、
そ
の
う
ち
で
語
が
識
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
文
字
が
す
べ
て
の
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
同
じ
で
は
な
い

(
エ
ジ
プ
ト
人
は
ギ
リ
シ
ア
人
と
は
別
の
文
字
を
も
っ
て
い
る
)
ょ
う

に
、
発
声
さ
れ
た
音
も
(
発
声
の
諸
形
態
も
)
ま
た
同
じ
で
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
発
声
|
|
つ
ま
り
語
が
第
一

義
的
(
本
来
的
)
に
そ
の
し
る
し

(N2nZロ)
で
あ
る
も
の
、
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
発
声
を
語
と
し
て
発
声
せ
し
め
る

も
の
、
す
な
わ
ち
そ
れ
に
対
し
て
単
語
と
し
て
の
発
声
が
〔
意
義
を
も
っ
た
〕
語
と
な
る
も
の
、
そ
の
も
の
は
、
す
べ
て
の
ひ

と
び
と
に
と
っ
て
同
一
の
も
の
と
し
て
出
会
わ
れ
、
思
念
さ
れ
た
も
の
|
|
つ
ま
り
聴
取
さ
れ
た
も
の
と
し
て
出
会
わ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
思
念
さ
れ
た
も
の
や
理
解
さ
れ
た
も
の
、
意
義
が
そ
れ
の
同
化
物
宝
石

E
n
Z
E巾

帥

)

で
あ
る

ハ
ィ
デ

ッ
ガ

1
の
言
語
論

Eヨ
芝三



ハ
イ
デ
y
ガ

1
の
言
語
論

契

も
の
、
わ
れ
わ
れ
が
関
わ
る
と
こ
ろ
の
存
在
者
そ
れ
自
身
|
|
プ
ラ
グ
マ
夕
、
そ
れ
は
、

と
も
と
そ
の
も
の
自
身
に
お
い
て
同
じ
で
あ
る
」
。

い
ず
れ
に
せ
よ
|
|
す
で
に
ー
ー
も

プ
シ
ユ
1
ヶ
ー

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
霊
魂
を
、
「
魂
の
態
度
」
(
含
帥
お
巾
E
R
E
S
E
-
Zロ
)
と
訳
し
、
そ
の
も
と
に

(ロ

}

プ

ラ

グ

マ

タ

現
存
在
の
志
向
的
態
度
を
理
解
し
て
い
る
。
ま
た
事
物
を
、
「
わ
れ
わ
れ
が
関
わ
る
と
こ
ろ
の
存
在
者
そ
れ
自
身
」
と
訳
し
、
ア

当
時
の
ハ
イ
デ

ツ
ガ
l
は、

リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
こ
の
箇
所
で
問
題
と
し
て
い
る
の
が
、
事
物
と
魂
と
の
何
ら
か
の
同
化
な
ど
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。

ノ、

イ

は
、
「
出
会
う
と
こ
ろ
の
も
の
、
そ
し
て
出
会

ホ
モ
イ
オ
マ
タ

う
も
の
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
類
似
物
も
、
「
出
会
う
も
の
と
し
て
存
在

デ
ツ
ガ

1
に
言
わ
せ
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
パ
テ
l
マ
タ

(
様
態
と
訳
さ
れ
る
も
の
)

者
を
そ
れ
自
身
の
よ
う
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ハ
イ
デ
ツ
ガ
l
は
、
『
命
題
論
』

一、

一
六
三

T
八

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
魂
の
様
態
と
事
物
と
の
対
応
関
係
を
、
存
在
者
を
そ
れ
が
在
る
よ
う
に
出
会
わ
し
め
る
こ
と
(
宮
岡
町
宮
S
E
R
E
)

と
し
て
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
初
期
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
l
は、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
語
る
人
間
の
霊
魂
を
現
存
在
の
志
向
的
態
度
と
解
釈
し
、

そ
の
現
存
在
と
存
在
者
と
の
関
わ
り
を
、
近
世
哲
学
的
に
主
観
(
意
識
)
と
客
観
と
の
関
係
と
し
て
で
は
な
く
、
フ
恥
叫
ノ豹
(
そ
れ
自

身
を
示
す
も
の
)
を
そ
れ
自
身
の
ほ
う
か
ら
見
え
し
め
る
と
い
う
ハ
イ
デ
ツ
ガ
l
独
自
の
「
現
象
学
」
の
意
味
で
、
現
存
在
が
そ
の

志
向
性
つ
ま
り
開
示
性
に
基
づ
い
て
存
在
者
を
出
会
わ
し
め
る
こ
と
と
し
て
思
惟
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
ハ
イ
デ
ツ
ガ
l
は
、
こ
の
一
九
二
五
/
二
六
年
の

「
論
理
学
』
講
義
で
、
言
葉
も
現
存
在
の
存
在
理
解
の
ほ
う
か
ら
、

つ
ま
り
「
意
義
づ
け
」

(切

E
2
Zロ
)
と
い
う
こ
と
か
ら
捉
え
て
い
る
。
「
現
存
在
は
、
そ
の
存
在
そ
れ
自
身
に
お
い
て
意
義
づ
け
的



で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
現
存
在
は
、
も
ろ
も
ろ
の
意
義
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
自
ら
を
こ
れ
ら
の
意
義
と
し

て
言
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
意
義
か
ら
生
い
育
っ
た
発
声
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
す
な
わ
ち
語
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

単
語
が
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
意
義
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
刻
印
さ
れ
た
言
葉
の
諸
形
態
が
、
今
や
初
め
て
意
義
か
ら
分
離
可
能
と

な
る
。
現
存
在
の
理
解
は
或
る
意
味
で
発
声
の
そ
の
よ
う
な
全
体
の
う
ち
で
生
い
育
ち
、
実
存
論
的
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
発
声
の
そ

の
よ
う
な
全
体
を
、
わ
れ
わ
れ
は
言
葉
と
表
示
す
る
」
。

『
存
在
と
時
間
』
で
も
、
言
葉
は
、
「
語
り
」
と
い
う
現
存
在
の
開
示
性
の
分
節
つ
ま
り
意
義
づ
け
の
ほ
う
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
語
り
は
そ
の
根
を
開
示
性
に
も
ち
、
開
示
性
は
世
界
内
存
在
と
い
う
現
存
在
の
存
在
体
制
に
よ
っ
て
可
能
に
さ
れ
て
い

る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
語
り
も
ま
た
本
質
的
に
「
或
る
種
別
的
に
世
界
的
な
存
在
仕
方
」
を
も
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
語
り
の
世
界
的
な
存
在
仕
方
、
「
外
へ
発
話
さ
れ
た
在
り
方
」
、
そ
れ
が
言
葉
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
後
期
に
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ツ
ガ

l
は、

一
九
五
七
年
の
講
演
「
言
葉
の
本
質
」
で
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

同
じ
テ
キ
ス
ト
箇
所
を
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。

「
と
こ
ろ
で
、
声
に
よ
る
発
声
に
お
い
て
起
こ
る
こ
と
ど
も
は
、
魂
の
甘
受
に
お
い
て
起
こ
る
こ
と
ど
も
の
し
る
し
で
あ
り
、
書

か
れ
た
も
の
は
、
音
声
の
し
る
し
で
あ
る
。
そ
し
て
文
字
が
す
べ
て
の
ひ
と
び
と
に
お
い
て
同
じ
で
は
な
い
よ
う
に
、
音
声
も

ま
た
同
じ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
(
音
声
と
文
字
)
が
第
一
に
し
る
し
で
あ
る
そ
の
も
の
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
ひ
と
び

と
に
お
い
て
同
じ
魂
の
甘
受
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
(
甘
受
)
が
同
化
的
な
呈
示
を
形
成
す
る
そ
の
事
物
は
、
同
様
に
同
じ

で
あ
る
」
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
の
言
語
論

"" t 



ハ
イ
デ
ッ
ガ

1
の
一
一
言
語
論

"" ̂-

二
年
後
の
一
九
五
九
年
の
講
演
「
言
葉
へ
の
道
」
で
も
、

ハ
イ
デ
ツ
ガ
l
は
同
じ
箇
所
を
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。
た

だ
一
九
五
七
年
に
は
「
し
る
し
」

(
N
2
n
吉
田
)
と
訳
さ
れ
た
シ
ュ
ン
ボ
l
ラ
と
セ

1
メ
イ
ア
に
は
、
す
べ
て
「
示
す
こ
と
」

(
N
g
岡町田)

と
い
う
動
詞
が
当
て
ら
れ
て
い
る
点
が
異
な
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
訳
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

ハ
イ
デ
ツ
ガ
l
は
、
後
期
に
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
文
字
と
音
声
と
の
対
応
関
係
も
、

音
声
と
魂
の
甘
受
と
の
対
応
関
係
も
、
そ
し
て
さ
ら
に
魂
の
甘
受
と
事
物
と
の
対
応
関
係
も
、
す
べ
て
「
し
る
し
」
と
し
て
、

つ
ま

り
「
現
わ
れ
し
め
る
こ
と
」
(
開
同

n
z
g
g
g
zロ
)
と
解
さ
れ
た
「
一
不
す
こ
と
」
の
ほ
う
か
ら
理
解
し
て
お
り
、
「
こ
の
現
わ
れ
し
め

る
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
、
露
現
(
開
三
宮
門
伺

E
四
)
(
ア
レ
l
テ
イ
ア
)
が
統
べ
る
こ
と
の
う
ち
に
成
り
立
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
初
期
に
は
現
存
在
の
志
向
的
態
度
に
定
位
し
て
、
存
在
者
を
「
出
会
わ
し
め
る
こ
と
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
こ
と

が
、
後
期
に
は
、
も
は
や
人
間
の
現
存
在
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
な
く
、
存
在
の
真
理
、

ア
レ
1
テ
イ
ア
の
ほ
う
か
ら
、
そ
の
「
現

わ
れ
し
め
る
こ
と
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
字
母
は
音
声
を
示
す
。
音
声
は
魂
の
う
ち
の
甘
受
を
示
す
。

そ
れ
ら
の
甘
受
は
そ
れ
ら
の
甘
受
が
関
わ
っ
て
い
る
事
象
を
示
す
」
。
そ
の
よ
う
に
示
す
こ
と
が
、
露
わ
に
し
つ
つ
、
ま
た
は
包
み
隠

し
つ
つ
、
何
か
を
現
わ
れ
し
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
、
つ
に
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
テ
キ
ス
ト
の
た
だ
一
箇
所
の
解
釈
で
も
、
初
期
と
後
期
で
ハ
イ
デ

ッ
ガ
l
自
身
の
「
存
在
へ

の
聞
い
」
の
立
て
方
の
転
換
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
彼
が
「
或
る
も
の
に
つ
い
て
或
る
も
の
を
語
る
こ
と
」
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ

ア

ポ

パ

イ

ネ

ス

タ

イ

レ
ス
の
ロ
ゴ
ス
、
レ
ゲ
イ
ン
に
み
て
と
る
こ
と
は
、
初
期
に
も
後
期
に
も
同
じ
で
あ
っ
て
、
何
か
を
見
え
し
め
る
こ
と
、

p

s

t

v

1

ン

{

均
)

顕
わ
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
際
に
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
の
が
、
初
期
に
は
現
存
在
の
開
示
性
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

後
期
に
は
そ
れ
が
言
葉
そ
の
も
の
の
現
わ
れ
し
め
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。



ハ
イ
デ
ツ
ガ
ー
に
よ
る
「
黙
す
る
こ
と
」

の
強
調
と
ヘ
ル
ダ

l
リ
ン

初
期
ハ
イ
デ
ツ
ガ
l
は
、
た
し
か
に
言
葉
が
現
存
在
の
存
在
体
制
の
う
ち
に
、
そ
の
実
存
論
的
存
在
論
的
所
在
を
有
す
る
こ
と
は

論
じ
て
い
る
。
し
か
し
言
葉
そ
の
も
の
、
言
葉
の
存
在
仕
方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
具
体
的
な
分
析
を
行
っ
て
い
な
い
。

む
し
ろ
彼
は
語
り
を
可
能
に
し
、
語
り
を
本
質
的
に
構
成
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
「
聴
く
こ
と
」
に
つ
い
て
語
る
。
「
聴
く
こ
と

は
語
る
こ
と
に
と
っ
て
構
成
的
で
あ
る
。
し
か
も
言
葉
に
よ
っ
て
発
声
す
る
こ
と
が
語
り
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
に
、
音
響
的
に
聴

取
す
る
こ
と
は
聴
く
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。

:
:
;
へ
傾
聴
す
る
こ
と

2
2
国
待

2

2
同
:
)
は
、
共
存
在
と
し
て
の
現
存
在
が
他

者
に
対
し
て
実
存
論
的
に
開
か
れ
て
在
る
こ
と

(
O
F
5
2ロ
)
で
あ
る
」
。
さ
ら
に
は
「
黙
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
よ
り
多
く
を
語
る
。

つ
ま
り
黙
す
る
こ
と
も
、
同
じ
実
存
論
的
基
礎
を
も
っ
て
い
る
。
〔
:
:
:
〕
沈
黙

「
語
る
こ
と
の
も
う
一
つ
別
の
本
質
的
な
可
能
性
、

は
、
語
る
こ
と
の
様
態
と
し
て
、
現
存
在
の
理
解
可
能
性
を
次
の
よ
う
に
根
源
的
に
分
節
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
沈
黙
か
ら
真
正

な
仕
方
で
聴
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
透
徹
し
た
相
互
存
在
が
生
じ
て
く
る
と
い
う
仕
方
で
分
節
し
て
い
る
」
。

こ
の
よ
う
に
、
言
葉
に
よ
っ
て
語
る
こ
と
の
実
存
論
的
可
能
性
と
し
て
、
聴
く
こ
と
と
黙
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
い
う
の
は
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ロ
ゴ
ス
の
規
定
に
は
異
質
の
思
想
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
ロ
ゴ
ス
を
発
声
と
い
う
こ
と
か
ら
捉

{n) 

え
る
と
き
、
そ
こ
に
聴
く
者
が
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
読
み
と
り
う
る
。
ま
た
彼
は
、
感
覚
さ
れ
る
も
の
の

ポ
ー
ネ
1

ア
コエ
1

現
実
態
と
感
覚
の
現
実
態
は
一
つ
な
の
だ
か
ら
、
発
声
と
聴
覚
、
つ
ま
り
そ
の
発
声
を
聴
く
こ
と
と
は
一
つ
の
こ
と
で
あ
る
と
明
確

(幻
〉

に
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ツ
ガ
l
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
聴
く
こ
と
が
語
る
こ
と
の
制
約
と
し
て
思
惟
さ
れ
て
い
る
と
ま

ハ
イ
デ
ッ
ガ

1
の
言
語
論

Eヨ
才L



ハ
イ
デ
ツ
ガ

l
の
一
一
冨
語
諭

き

で
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
後
期
ハ
イ
デ
ツ
ガ

l
は、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ロ
ゴ
ス
の
規
定
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
、
聴
く
こ
と
、
黙
す
る
こ
と

を
重
視
す
る
自
ら
の
言
語
論
に
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
、
大
々
的
な
解
釈
を
施
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お

い
て
は
「
言
葉
は
声
に
よ
る
発
声
と
し
て
の
発
話
す
る
こ
と
の
ほ
う
か
ら
表
象
さ
れ
る
(
き
同
官
帥

EZ)」
こ
と
を
確
認
し
は
す
る
が
、

こ
の
表
象
を
、
形
而
上
学
的
に
、
感
性
的
な
も
の
と
精
神
的
な
も
の
と
い
う
対
概
念
で
説
明
し
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
。
つ
ま
り
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
声
に
よ
る
発
声
」
を
「
身
体
的
な
現
象
」
や
「
言
葉
に
お
け
る
単
に
感
性
的
な
も
の
」
と
し
て
、
ま
た
話
さ
れ

た
こ
と
の
意
義
内
容
を
「
精
神
的
な
も
の
」
や
「
言
葉
の
精
神
」
と
し
て
解
釈
す
る
行
き
方
を
、
彼
は
斥
け
る
。
む
し
ろ
ハ
イ
デ

ツ

ガ
ー
は
、
ち
ょ
う
ど
一
九
三
六
年
の
論
文
「
芸
術
作
品
の
根
源
」
(
『
森
の
道
』
所
収
)
で
、
芸
術
作
品
の
存
在
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ

て
、
形
而
上
学
的
な
形
相
と
質
料
(
形
式
と
素
材
)
の
対
概
念
を
排
し
て
、
そ
れ
ら
を
世
界
と
大
地
の
対
概
念
へ
と
克
服
し
た
よ
う
に
、

こ
こ
で
も
言
葉
の
存
在
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
言
葉
の
音
声
的
な
も
の
を
「
大
地
的
な
も
の
」

(ι
g
何
昼
間
開
)
と
し
て
、
ま
た

意
味
的
な
も
の
を
「
世
界
」
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
言
葉
そ
の
も
の
を
臨
れ
か
ら
の
隠
れ
な
さ
と
い
う
意

味
で
の
ア
レ

l
テ
イ
ア

2
5
Z
S
)
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
り
、
古
高
ド
イ
ツ
語
の
ザ
1
ガ
ン
(
明
白
官
ロ
)、
現
わ
れ
し

(
剖
)

め
る
こ
と
の
ほ
う
か
ら
「
言

-(ω
晶
冊
)
と
し
て
捉
え
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
す
る
と
初
期
に
は
語
る
こ
と
に
本
質
的
と
さ
れ
た
黙

す
る
こ
と
は
、
後
期
に
は
言
葉
の
現
わ
れ
し
め
る
こ
と
を
統
べ
て
い
る
隠
れ
、
隠
し
と
し
て
思
惟
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
言
葉
そ
の
も
の
を
、
形
式
と
素
材
と
い
う
形
而
上
学
的
対
概
念
で
表
象
し
な
い
と
い
う
こ
と
、
む
し
ろ
世
界
と
大
地
、

も
し
く
は
天
空
と
大
地
と
し
て
思
惟
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉
を
単
な
る
「
表
現
手
段
や
了
解
手
段
」
と
は
み
な
さ
な
い
こ
と
、

つ
ま
り
「
わ
れ
わ
れ
の
発
話
の
活
動
性
の
単
-
な
る
造
り
物
」
と
は
み
な
さ
な
い
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
人
間
も
、



言
葉
ヲ
モ
ツ
タ
生
キ
物

(NEロ
-
D同

S
R
F
g
)
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
言
葉
が
わ
れ
わ
れ
を
も
っ
」

(
0
5
8円
R
Z
E同

E印

)

と
思
惟
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
結
局
後
期
ハ
イ
デ
ツ
ガ

1
は
、
世
界
と
大
地
と
し
て
思
惟
さ
れ
た
言
葉
そ
の
も
の
と
、
人
聞
が
語
る

言
葉
と
の
関
わ
り
あ
い
を
、
「
性
起
」
(
開
同

2
3凹
)
と
し
て
、

つ
ま
り
言
葉
そ
の
も
の
に
基
づ
い
て
初
め
て
人
間
の
本
質
が
、
し
た
が
っ

て
ま
た
人
間
の
言
葉
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
卓
抜
な
出
来
事
と
し
て
思
惟
し
て
い
る
。
「
言
葉
は
言
う
こ
と
に
お
い
て
語
る
。
言
葉
が

気
に
懸
け
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
発
話
す
る
こ
と
が
語
ら
れ
、
さ
る
こ
と
を
傾
聴
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
の
言
わ
れ
た
こ
と
に
呼

応
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
人
聞
は
、
言
葉
そ
の
も
の
の
「
言
」
に
傾
聴
し
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
語
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
音
声
的
に
発
話
す
る
こ
と
を
超
え
て
、
言
と
し
て
の
言
葉
に
傾
聴
し
、
そ
れ
に
呼
応
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、

日

黙
す
る
こ
と
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
『
存
在
と
時
間
』

で
言
葉
の
本
質
に
属
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
「
黙
す
る
こ
と
」
は
、
後

期
に
は
「
呼
応
す
る
こ
と
」

(
E
Z宮市
n
吉
田
)
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
「
こ
う
し
て
ま
た
、
わ
た
し
が
好
ん
で
発
話
す
る
こ
と
の
根
源

と
し
て
、
発
話
す
る
こ
と
の
も
と
に
置
い
た
黙
す
る
こ
と
も
、
す
で
に
ひ
と
つ
の
呼
応
す
る
こ
と
で
あ
る
。
黙
す
る
こ
と
は
、
生
起

へ
幻
}

せ
し
め
つ
つ
示
す
言
の
静
寂
の
、
音
声
な
き
音
に
呼
応
す
る
」
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ロ
ゴ
ス
の
規
定
に
異
質
の
、
「
聴
く
こ
と
」
、
「
黙
す
る
こ
と
」

の
重
視
は
、
ど

こ
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
さ
し
あ
た
っ
て
ま
ず
示
唆
さ
れ
る
の
は
、

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
ロ
ゴ
ス
、
も
し
く
は

そ
の
ハ
イ
デ
ツ
ガ
ー
に
よ
る
解
釈
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、

ハ
イ
デ
ツ
ガ
1
が
一
九
四
四
年
の

『
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
』
講
義
で
、
断
片
五

O
の
ロ
ゴ
ス
に
つ
い
て
ま
ず
最
初
に
言
う
こ
と
は
、
「
し
た
が
っ
て
ロ
ゴ
ス
は
何
か
聴
き
う

る
も
の
、

一
種
の
語
り
で
あ
り
、
声
で
あ
る
。
し
か
し
明
ら
か
に
、
音
声
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
発
声
に
お
い
て
語
る
人
間
の
声
で
は

ハ
イ
デ
ア
ガ

1
の
言
語
論

E 



ハ
イ
デ
ツ
ガ

l
の
言
語
論

(
お
}

な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
初
期
ハ
イ
デ
ツ
ガ

l
が
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
ロ
ゴ
ス
に
言
及
す

(

却

)

、

る
と
き
は
、
も
っ
ぱ
ら
語
り
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
の
機
能
、
つ
ま
り
何
か
を
露
呈
す
る
こ
と
(
何
回
同
含
尖
2
・

白

-2F22=)
を
際
立
た
せ

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
聴
く
こ
と
」
と
「
黙
す
る
こ
と
」
の
強
調
が
、
当
時
の
こ
の
よ
う
な
ヘ

ヨヨこ

ラ
ク
レ
イ
ト
ス
解
釈
か
ら
汲
み
と
ら
れ
た
こ
と
を
証
明
し
う
る
よ
う
な
引
証
を
、
わ
れ
わ
れ
は
も
た
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ま
ず
第
一
に
、
語
り
を
外
へ
発
話
す
る
こ
と
に
は
、
そ
の
実
存
論
的
可
能
性
と
し
て
他
者
の
語
り
を
聴
く
こ
と

が
対
応
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
想
、
こ
れ
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ

1
が
若
い
頃
か
ら
親
し
ん
で
い
た
ヘ
ル
ダ

1
リ
ン

の
影
響
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
実
際
ハ
イ
デ
ツ
ガ
l
は、

講
義
で
も
、
ま
た
一
九
三
六
年
の
講
演
「
ヘ
ル
ダ
1
リ
ン
と
詩
作
の
本
質
」

(
「
ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
の
詩
作
の
解
明
』
所
収
)

九

四
/ 

五
年
の
最
初
の

'̂ 
でル
も§ダ

J〆
'̂ 
1レ

ダ
l
リ
ン
の
讃
歌
「
宥
和
す
る
者
よ
:
:
:
」
(
〈
叩
Z
S
Z
E
R

島
市
吋

E
E
g
B
R哲
也

Ez---)
第
三
稿

(
4
・

$
'
E
)
を
引
用
す
る
。

〈
』
巾
-

V
白
丹
巾
同
日
一
白
一
F
円
剛
山
口
島
町
円

Y4【
巾
ロ
∞

nv.

。2・
出

-EB--∞nvo口
三
o
-
m
m
g
gロ
ロ
デ

ω色丹

0
5
の
何
回
目
】
門
跡

n
V
4
1『
由

吉

弘

ロ
ロ
向
日

F
O円
m四
回
目
向
。
ロ
ロ
何
回
〈
。
ロ

2
ロ
白
ロ
円

rw円

多
く
の
こ
と
を
人
間
は
聞
き
知
っ
た
。
天
上
の
者
た
ち
の
多
く
の
も
の
が
名
づ
け
ら
れ
た
。

わ
れ
わ
れ
が
ひ
と
つ
の
対
話
と
な
り
、

互
い
に
耳
を
傾
け
聴
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
。



そ
し
て
「
対
話
」
の
可
能
性
を
「
聴
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
」

の
ほ
う
か
ら
思
惟
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
聴
く
こ
と
」
の
強
調
が
ヘ
ル
ダ
1
リ
ン
に
由
来
す
る
と
す
れ
ば
、
第
二
に
「
黙
す
る
こ
と
」
の
強
調
も
、

ヘ
ル
ダ
l

リ
ン
か
ら
汲
み
出
さ
れ
た
思
想
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
予
想
を
立
て
て
み
る
と
、
た
し
か
に
ハ
イ
デ
ツ
ガ

l
は、

一
九
三

四
/
三
五
年
の
ヘ
ル
ダ
1
リ
ン
講
義
で
、
「
聴
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
」
を
対
話
の
可
能
性
と
し
て
際
立
た
せ
た
と
き
、
同
時
に
「
黙

す
る
こ
と
」
の
積
極
性
に
も
言
及
し
て
お
り
、
「
た
だ
黙
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
み
が
、
ま
た
語
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
っ
て

る。で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ダ
l
リ
ン
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
見
通
し
か
ら
、
後
期
ハ
イ
デ
ツ
ガ
ー
に
よ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ロ
ゴ
ス
解
釈

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
ひ
と
つ
の
見
通
し
を
立
て
た
い
。
そ
れ
は
、
従
来
の
ハ
イ
デ
ツ
ガ

1
研
究
に
よ
っ
て
看
過
さ
れ
て
き
た
点

ハ
イ
デ
ッ
ガ

I
の
言
葉
の
捉
え
方
を
規
定
し
て
い
る
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
ヘ
ル

を
、
も
う
一
度
見
直
し
て
み
よ
う
。

四

大
地
と
天
空
の
花
と
し
て
の
言
葉

後
期
ハ
イ
デ
ツ
ガ

1
が、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ロ
ゴ
ス
の
規
定
を
、
形
式
と
素
材
と
い
う
形
而
上
学
的
な
対
概
念
に
よ
っ
て
で
は

な
く
、
世
界
と
大
地
の
対
概
念
に
よ
っ
て
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
簡
単
に
触
れ
た
。
と
こ
ろ
で
ハ
イ
デ
ツ
ガ

l

の
「
大
地
」
概
念
は
、
も
と
も
と
へ
ル
ダ

1
リ
ン
か
ら
継
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ツ
ガ

l
の
言
語
論

主喜



ハ
イ
デ
ツ
ガ

l
の
一
一
膏
跨
論

話

し
か
も
ハ
イ
デ
ツ
ガ

1
は
、
言
葉
そ
の
も
の
を
世
界
と
大
地
と
し
て
解
釈
す
る
自
ら
の
方
向
に
説
得
力
を
も
た
せ
る
た
め
に
、
「
方

言」

(
Z
E
E
R同
)
に
言
及
す
る
が
、
そ
の
際
に
同
時
に
ヘ
ル
ダ

1
リ
ン
の
讃
歌
か
ら
い
く
つ
か
の
詩
句
を
引
用
し
て
い
る
。
「
方
言
の

う
ち
に
は
、
そ
の
つ
ど
異
な
る
仕
方
で
、
風
景
が
、
そ
し
て
言
い
か
え
れ
ば
大
地
(
開
三
市
)
が
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

口
(
冨
巨
ロ
ι
)

は
単
に
有
機
体
と
し
て
表
象
さ
れ
た
身
体
の
器
官
の
一
種
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
身
体
と
口
は
、
大
地
の
流
れ
と
生
育
に
属

し
、
そ
の
よ
う
な
大
地
の
流
れ
と
生
育
の
う
ち
で
、
わ
れ
わ
れ
、

つ
ま
り
死
す
べ
き
も
の
は
生
い
茂
り
、
大
地
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
土

着
性
を
受
け
と
る
」
と
言
わ
れ
た
あ
と
に
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
に
お
い
て
、
言
葉
は
「
口
の
花
」
(
品
芯
回
Z
B
g
常的

(お
}

p
p
z
g
)
と
し
て
、
ま
た
「
天
空
の
開
花
」
(
且

g
E
g自
己
加
盟
ロ
岳
町
)
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
、
と
付
言
さ
れ
る
。

世
界
と
大
地
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
言
葉
は
、
さ
ら
に
ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
の
「
口
の
花
」
と
し
て
の
言
葉
を
介
し
て
、
や
は
り
も
と
も

と
へ
ル
ダ
l
リ
ン
か
ら
汲
み
と
ら
れ
た
大
地
と
天
空
、
死
す
べ
き
も
の
と
神
的
な
も
の
と
の
四
方
域
へ
と
捉
え
直
さ
れ
て
い
く
。
「語

は
口
の
花
に
し
て
開
花
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
は
、
言
葉
の
響
き
が
大
地
的
(
巾
邑
E
P
)
に
立
ち
現
わ
れ
る
の
を

聴
く
。
ど
こ
か
ら
〔
立
ち
現
わ
れ
る
の
〕
か
?

言
う
こ
と

(ω
白
岡
市
ロ
)
か
ら
で
あ
る
。
言
う
こ
と
に
お
い
て
、
世
界
(
巧
冊
目
同
)
を
現
わ

れ
し
め
る
こ
と
が
起
こ
る
。
〔
:
:
:
〕
言
葉
の
も
つ
音
声
的
な
も
の
、
大
地
的
な
も
の
は
、
声
を
響
か
せ
る
こ
と

2
g
E
E
H
M
g
)
の

う
ち
に
保
持
さ
れ
る
。
声
を
響
か
せ
る
こ
と
は
、
世
界
接
合
の
四
つ
の
地
域
を
、
そ
れ
ら
を
互
い
に
投
げ
渡
し
つ
つ
互
い
へ
と
一
つ

(剖
)

の
声
に
調
和
さ
せ
る
(
巾
g
E
B
B
g
)
」
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
語
ら
れ
る
の
は
、

一
九
五
七
年
の
講
演
「
言
葉
の
本
質
」
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
講
演
と
同
じ
年
に
、

ハ
イ
デ
ツ
ガ

I
は
詩
人
へ

1
ベ
ル
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
人
聞
が
「
エ
ー
テ
ル
の
な
か
に
咲
き
、
実
を
つ
け
う
る
た
め

に
、
根
を
張
っ
て
大
地
か
ら
立
ち
昇
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
植
物
」
で
あ
る
と
い
う
へ

l
ベ
ル
の
句
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
彼



は
や
は
り
大
地
を
「
感
性
的
な
も
の
」
と
、
そ
し
て
「
エ
ー
テ
ル
(
天
空
こ
を
「
非
感
性
的
な
も
の
」
と
等
置
す
る
形
而
上
学
的
な

捉
え
方
を
、
大
地
と
天
空
の
対
概
念
へ
乗
り
超
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
言
葉
は
、
人
聞
が
大
地
の
上
で
天
空
の
下
で
世
界
の
家
に
住

む
と
こ
ろ
の
境
域
を
、
聞
い
て
保
つ
」
。

と
こ
ろ
で
、
も
し
も
後
期
ハ
イ
デ
ツ
ガ

l
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ロ
ゴ
ス
の
規
定
を
、

ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
の
大
地
と
天
空
に
よ
っ
て

捉
え
直
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
捉
え
ら
れ
た
言
葉
に
「
黙
す
る
こ
と
」
が
本
質
的
に
属
す
る
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、

当
然
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
言
葉
の
音
声
的
な
も
の
は
「
大
地
的
な
も
の
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
が
、

大
地
と
は
第
一
義
的
に
「
黙
し
た
大
地
」
(
〈

3
2
2
5
2巾
)
に
ほ
か
な
ら
ず
、
本
質
的
に
「
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
」

(zf'

{
お
)

帥

n
z
z
z
g巾
)
、
「
隠
れ
た
も
の
」
室
内

F
5
2官
固
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
に
お
い
て

ハ
イ
デ
ツ
ガ

1
は
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
捉
え
ら
れ
た
言
葉
そ
の
も
の
と
、
人
間
の
言
葉
と
の
関
連
を
思
惟
す
る
に
あ
た
っ

て
も
、

ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
の
讃
歌
「
ラ
イ
ン
」
宙
開
円

E
2ロ
)
第
八
節
(
戸

H
S・
己
品
)

の
思
想
を
受
容
す
る
。
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ハ
イ
デ
ツ
ガ
!
の
言
語
諭

五
六

な
ぜ
な
ら
ば

こ
よ
な
く
至
福
な
る
も
の
た
ち
は

自
身
で
は
何
も
感
ぜ
ず
、

」
う
言
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、

神
々
の
名
に
お
い
て

或
る
他
の
者
が

思
い
を
分
か
ち
あ
っ
て
感
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
他
の
者
を

神
々
は
用
い
る
。

A

幻
}

ハ
イ
デ

ッ
ガ
1
は
、
他
の
著
作
の
な
か
で
、
こ
の
讃
歌
の
「
用
い
る
」

(
F
S
E
Zロ)
と
い
う
語
の
深
い
本
質
を
追
思
す
る
準
備
は
で

き
て
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
し
か
し
彼
の
言
語
論
で
は
こ
の
語
を
積
極
的
に
受
容
し
、
「
言
葉
は
、
人
間
の
発
話
す
る
こ
と
を

用
い

b
」
、
「
人
聞
は
、
言
葉
の
語
り
渡
し
に
言
い
渡
さ
れ
て
言
葉
の
た
め
に
言
葉
を
発
話
す
る
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
か
ぎ
り
で
の
み
、

(
泊
}

人
間
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
(
傍
点
筆
者
)
。

言
葉
そ
の
も
の
は
人
間
の
言
葉
を
用
い
、
人
間
は
言
葉
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
初
め
て
人
間
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関

連
が
、
さ
き
に
人
間
の
言
葉
の
言
葉
そ
の
も
の
へ
の
「
呼
応
」
と
し
て
思
惟
さ
れ
た
事
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
一
九
四
四
年
の
へ

ラ
ク
レ
イ
ト
ス
解
釈
で
、
大
文
字
で
書
か
れ
た
大
き
な
ロ
ゴ
ス
(
F
D
雪
印
)
と
、
小
文
字
で
書
か
れ
た
小
さ
な
ロ
ゴ
ス

(Z
問
。
帥
)
と
の

関
連
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
事
態
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
も
ハ
イ
デ
ツ
ガ
l
は、

『言
葉
へ
の
途
上
」
で
も
、

一
九
四
四
年
の
へ
ラ
ク
レ



イ
ト
ス
解
釈
で
も
、
大
き
な
ロ
ゴ
ス
は
「
言
う
こ
と
」
に
対
す
る
語
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
存
在
」
に
対
す
る
語
で
も
あ
る
と
言
い
、

(
却
)

ま
た
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
前
節
で
掲
げ
ら
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
見
通
し
は
正
当
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
に

明
ら
か
と
な
る
と
と
も
に
、

ハ
イ
デ
ツ
ガ

l
の
言
語
論
が
や
は
り
彼
の
「
存
在
へ
の
問
い
」
と
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は

知
る
の
で
あ
る
。五

ヘ
ル
ダ

i
リ
ン
の
言
語
論
と
ハ
イ
デ
ツ
ガ

l

こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
、

ハ
イ
デ
ツ
ガ
ー
に
よ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ロ
ゴ
ス
の
規
定
の
二
度
に
わ
た
る
解
釈
か
ら
出
発
し
て
、
そ

こ
に
表
わ
れ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
は
異
質
の
思
想
の
由
来
を
追
究
し
、

ヘ
ル
ダ

l
リ
ン
の
言
語
論
に
到
達
し
た
。
こ
の
ヘ
ル
ダ
1

リ
ン
の
言
語
論
を
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
考
察
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
た
し
か
に
ハ
イ
デ
ツ
ガ

I
の
言
語
論
の
原
型
を
成
し
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
と
な
る
。

(ー)

ま
ず
第
一
に
、
ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
に
と
っ
て
も
、
言
葉
は
「
人
聞
が
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
を
証
言
し
う
る
た
め
」
に
与
え
ら

(
咽
)

つ
ま
り
人
間
の
本
質
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
言
葉
が
ま
た
「
あ
ら
ゆ
る
財
の
う
ち
で
最
も
危
険
な
も
の
」
で

れ
た
も
の
、

も
あ
る
こ
と
の
根
拠
を
、

ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
自
身
は
、
人
間
が
言
葉
に
よ
っ
て
創
造
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
破
壊
す
る
こ
と
も
で
き

る
こ
と
に
み
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
正
反
対
の
可
能
性
が
言
葉
に
よ
っ
て
聞
か
れ
る
の
か
、
そ
の
点
を
ヘ
ル
ダ
l

リ
ン
に
代
わ
っ
て
補
足
的
に
思
惟
し
て
い
る
の
が
、

ハ
イ
デ
ツ
ガ
ー
で
あ
る
。
し
か
も
彼
は
そ
の
際
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ロ
ゴ
ス

の
規
定
か
ら
出
発
し
た
。
す
な
わ
ち
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
し
た
が
え
ば
、
「
そ
し
て
文

(-ag)
は
す
べ
て
意
味
を
も
つ
も
の

ハ
イ
デ
ツ
ガ

l
の
言
語
論

毛



ハ
イ
デ
ッ
ガ
l
の
言
語
諭

ヨ主/、、

(
帥
伽
同
国
曲
目

zr。
帥
)

で
あ
る
〔
:
:
:
〕。
そ
し
て
命
題
的

(副司

8
Eさ
ぎ
印
)
な
の
は
す
べ
て
の
文
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
真
を
語
る
こ
と

(
白

-
g
Z
5
5
)
、
あ
る
い
は
偽
を
語
る
こ
と

(司
8
E
g
p巳
)
が
存
す
る
文
だ
け
で
あ
る
」
。
そ
し
て
命
題
的
な
文
の
最
初
の
も
の
は
肯

定
の
主
張

(
E
Z司
E
2乙
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
何
か
を
何
か
に
つ
い
て
言
う
言
明
」
官
官
官
官
ロ

g
苦
g
E
g
g
s
)
と
規
定
さ

れ
る
。
そ
こ
か
ら
ハ
イ
デ
ツ
ガ
!
は
、
ロ
ゴ
ス
と
そ
の
レ
ゲ
イ
ン
つ
ま
り
語
る
こ
と
の
構
造
を
、
「
或
ル
モ
ノ
ニ
ツ
イ
テ
或
ル
モ
ノ
ヲ

語
ル
コ
ト
」
(
宮
岡
市
F
E
C
E
S
5
0
帥
)
と
し
て
取
り
出
し
、
ロ
ゴ
ス
と
は
何
か
を
見
え
し
め
る
こ
と
、
顕
わ
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と

思
惟
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
言
葉
は
隠
し
覆
う
と
い
う
可
能
性
、
仮
象
の
可
能
性
を
も
も
つ
こ
と
に
な
り
、
ま
た
存
在

【一拍}

者
を
顕
わ
に
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
存
在
を
忘
却
せ
し
め
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

(ニ)

次
に
し
か
し
、

ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
に
と
っ
て
言
葉
は
単
に
人
間
の
本
質
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
彼
に
は
神
の
言
葉
と
い
う
も

の
が
あ
る
。
墳
歌
「
ル
ソ

1
」
に
は
、
「
合
図
は
/
遠
い
昔
か
ら
神
々
の
言
葉
」
と
あ
り
、
ま
た
断
片
二
六
に
は
、
「
し
か
し
言
葉
|

い
か
づ
ち

A

制
】

/

雷
の
う
ち
に
/
神
は
語
る
」
と
あ
る
。

神
の
言
葉
に
つ
い
て
の
ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
の
こ
の
よ
う
な
見
解
の
背
景
に
は
、

ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
の
神
学
が
あ
る
。
そ
の
主
要
思
想
は
、

彼
が
チ
ュ

1
ピ
ン
ゲ
ン
神
学
校
で
学
ん
だ
ル
タ
!
神
学
の
「
隠
れ
た
神
」
(
含
5
同

Z
g回
全
宮
印
)

の
思
想
、

つ
ま
り
神
は
合
図
や
し

る
し
を
通
し
て
自
ら
を
示
す
点
に
お
い
て
、
同
時
に
自
ら
を
隠
す
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
ま
た
、

ヘ
ル
ダ

1
リ
ン
が
ロ

マ
1
ン
『
ヒ
ュ
ペ

l
リ
オ
ン
』
(
一
七
九
七
、
九
九
)
で
受
容
し
た
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
思
想
に
も
通
ず
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
断
片
九
三

(
H
・
デ
ィ

1
ル
ス
訳
)
に
は
、
「
そ
の
神
託
が
デ
ル
フ
ィ
に
あ
る
と
こ
ろ
の
主
〔
ア
ポ
ロ
ン
}
は
、
言
う
の
で
も
な
く
、
隠
す
の
で
も
な

く
、
ほ
の
め
か
す
」
と
あ
る
。

し
か
し
、
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
は
ハ
イ
デ
ツ
ガ

1
の
「
存
在
」
思
想
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
も
ま
た
若
き
日
に
ル
タ
l
の
影



{
輔
)

響
を
受
け
、
中
期
以
降
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
解
釈
に
向
か
い
、
存
在
を
「
そ
れ
自
身
を
隠
す
も
の
の
明
け
開
け
」
と
し
て
思
惟
す
る
。

(三)

そ
し
て
第
三
に
、

ヘ
ル
ダ

l
リ
ン
に
し
た
が
え
ば
、
詩
人
の
使
命
は
、
こ
の
よ
う
な
合
図
と
し
て
の
神
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
、

耳
を
澄
ま
し
、
「
語
が
花
の
よ
う
に
」
咲
く
の
を
待
つ
の
で
あ
る
。

ヘ
ル
ダ

1
リ
ン
は
す
で
に
早
く
か
ら
、
「
わ
た
し
に
と
っ
て
の
天

職
は
/
よ
り
高
き
も
の
を
誉
め
称
え
る
こ
と

そ
の
た
め
に
/
神
は
わ
た
し
の
心
に
言
葉
と
感
謝
を
与
え
給
、
っ
た
。
」
と
言
っ
て
い
た

が
、
断
片
三
九
に
は
、
「
神
か
ら
わ
た
し
の
作
品
は
出
発
す
る
」
と
あ
る
。
い
か
に
詩
人
が
「
夜
」
の
時
代
に
「
光
」
を
待
ち
望
み
、

い
か
づ
ち

雷
の
神
の
声
に
耳
を
澄
ま
し
、
そ
の
響
き
に
反
響
し
て
詩
人
の
言
葉
が
響
く
か
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
の
は
、
領
歌
「
盲
目
の
詩

人
」
(
宮
司

E
g島
市

ω吉
岡
町
叶
)

で
あ
る
。
「
す
る
と
あ
の
神
の
あ
と
を
追
っ
て
、
わ
た
し
の
弦
よ
!

あ
の
神
と
と
も
に
/
わ
た
し
の

歌
は
生
き
る
」
(
〈
包
『

)。

こ
の
よ
う
に
、
神
の
合
図
に
耳
を
傾
け
、
そ
こ
か
ら
詩
人
の
言
葉
が
生
い
育
つ
と
い
う
構
造
、
そ
れ
は
、
言
葉
そ
の
も
の
(
大
文

字
で
書
か
れ
た
ロ
ゴ
ス
)
に
耳
を
傾
け
、
そ
れ
に
呼
応
し
て
の
み
人
間
の
言
葉
(
小
文
字
で
書
か
れ
た
ロ
ゴ
ス
)
は
語
る
と
い
う
後
期
ハ
イ

デ

ツ
ガ

l
の
言
語
論
の
構
造
と
同
じ
で
あ
る
。

も
だ

こ
の
よ
う
な
詩
人
の
言
葉
に
は
、
幾
重
に
も
「
沈
黙
」

(
ω
n
F
Zお

g)
の
契
機
が
存
す
る
。

κ何
よ
り
も
ま
ず
、
「
黙
し
て
い
る

通
)

神
々
」
に
呼
応
し
て
、
詩
人
の
胸
も
「
沈
黙
し
て
い
る
」

o
U
ま
た
ヘ
ル
ダ

I
リ
ン
の
第
一
次
ホ
ン
プ
ル
ク
時
代
(
一
七
九
八
l
一八

0
0
)
以
来
の
悲
劇
論
に
し
た
が
っ
て
、
神
々
と
の
親
密
性
を
直
接
的
に
言
表
す
る
こ
と
は
「
漬
神
」
(
ロ
伺
P
乙
で
あ
り
、
し
た
が
っ

黙て
はそ
存れ
すは
る~-，
。反

(iiv 対
さに
らょ
につ
まで
たー

司

'" 
。
ロ

= ヨ

の
み
、
否
定
を
介
し
て
の
み
言
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
も
、
沈

ヘ
ル
ダ

l
リ
ン
に
と
っ
て
、
神
的
な
も
の
の
本
質
は
「
喜
び
」
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
は
「
喜
悦
の

ひ

と

」

(

島

市

吋

H
J
2品
仲
間
的
丹
市
)

で
あ
る
が
、
「
弱
い
容
器
は
つ
ね
に
神
々
を
容
れ
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、

/
た
だ
と
き
お
り

ハ
イ
デ
ツ
ガ

l
の
一
言
語
論

交



ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
の
言
語
論

7'て
に〉

人
聞
は
神
的
な
充
溢
に
堪
え
う
る
ば
か
り
」
で
あ
り
、
「
神
を
捉
え
る
に
は
わ
れ
わ
れ
の
喜
び
は
ほ
と
ん
ど
あ
ま
り
に
も
小
さ
い
」
。
そ

{
田
)

の
で
あ
る
。

れ
ゆ
え
に
人
聞
は
こ
こ
で
も
「
し
ば
し
ば
沈
黙
せ
ざ
る
を
え
な
い
」

と
こ
ろ
で
、
も
し
も
こ
の
よ
う
に
人
間
の
言
葉
が
神
々
の
言
葉
へ
の
反
響
と
し
て
の
み
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
最
初
に
挙
げ

問
問

ら
れ
た
言
葉
の
危
険
性
、
そ
れ
は
、
神
々
の
言
葉
に
耳
を
澄
ま
す
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
よ
う
な
可
能
性
の
う
ち
に
存
す
る
の
で
は

で
語
っ
た
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
対
置
さ
れ
た
近
代
ド

な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ヘ
ル
ダ

l
リ
ン
が
「
多
島
海
」
(
宮
門
E
P
R
E宮
宮
岡

5
)

イ
ツ
の
姿
、
神
の
声
も
言
葉
も
掻
き
消
し
て
し
ま
う
機
械
の
轟
音
と
、
そ
れ
の
み
を
追
求
す
る
人
間
の
営
み
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
災
い
な
る
か
な
!

わ
れ
ら
の
種
族
は
夜
の
な
か
を
さ
迷
い
、
オ
ル
ク
ス
の
な
か
で
の
よ
う
に

神
的
な
も
の
も
な
く
住
ん
で
い
る
。
か
れ
ら
は
自
分
た
ち
の
営
み
だ
け
に

鍛
え
ら
れ
て
い
て
、
騒
々
し
く
ど
よ
め
く
仕
事
場
の
な
か
で

だ
れ
も
が
自
分
の
声
し
か
聞
か
ず
、
荒
々
し
い
者
た
ち
は
力
強
い
腕
を
ふ
る
っ
て

絶
え
ま
な
く
多
く
の
仕
事
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
憐
れ
な
者
た
ち
の
労
苦
は

き
な
が
ら
フ
ー
リ
エ
の
よ
う
に
ま
す
ま
す
不
毛
と
な
る
ば
か
り
だ
。

こ
の
よ
う
な
言
葉
に
関
す
る
現
代
の
情
勢
と
い
う
点
で
も
、

ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
の
言
語
論
は
、

ハ
イ
デ
ツ
ガ

l
の
言
語
論
の
根
底
に
存

す
る
問
題
意
識
を
先
取
し
て
い
る
。

ヘ
ル
ダ

1
リ
ン
は
、
讃
歌
「
ム
ネ
l
モ
シ
ユ
ネ
l
」
(
冨

z
g
g百
冊
)
の
第
二
稿
の
冒
頭

(
4・

5)

で
言
っ
て
い
る
。



同ロロ

N
g
n
v
oロ
包
ロ
仏
語
目

n
a
m
Z円ロロ岡田-。一印・

ω
n
y
g巾
円

N-o帥
師
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色
老
町
ロ
ロ
色
宮
白

σ
2
M
P
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0
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ω
目

M
E
n
y巾
弓

岳

山

門

司

円

巾

gR】
巾
〈
何
一
己

O
円
巾
ロ
・

わ
れ
ら
は
ひ
と
つ
の
し
る
し
、
意
義
も
な
く
、

苦
痛
も
な
く
、
わ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど

言
葉
を
異
郷
に
て
喪
失
し
た
。

ヘ
ル
ダ
1
リ
ン
に
お
い
て
、
「
し
る
し
」

(N
2
n
Zロ
)

は
「
根
底
」
(
の
E
E
)
と
対
を
成
す
概
念
で
あ
り
、
第
一
次
ホ
ン
プ
ル
ク
時
代

の
詩
論
的
研
究
で
導
入
さ
れ
た
。
「
根
底
」
と
は
、
(ベ
1
メ
の
神
秘
思
想
の
流
れ
を
汲
む
ピ
エ

テ
ィ
ス
ム
ス
の
伝
統
に
あ
る
)
ヘ
ル
ダ
l
リ
ン

に
と
っ
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
決
し
て
顕
わ
に
な
ら
な
い
も
の
、
「
し
る
し
」
を
通
し
て
の
み
自
ら
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
こ
の
「
ム
ネ
l
モ
シ
ユ
ネ
l
-
第
二
稿
の
冒
頭
に
し
た
が
え
ば
、
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
「
ひ
と
つ
の
し
る
し
」
で
あ
る
が
、
し

か
し
「
意
義
の
な
い
」
(
号

E
E窃
宮
前
)
し
る
し
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
る
し
は
本
来
、
根
底
の
し
る
し
と
し
て
根
底
を
指
し

示
し
、
根
底
の
ほ
う
か
ら
そ
の
意
義
づ
け
を
得
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
し
る
し
が
意
義
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
し
る
し

に
は
そ
の
根
底
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
根
な
し
草
の
状
態
は
、
本
来
な
ら
ば
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
「
苦

痛
」
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
「
苦
痛
が
な
い
」
(
帥
nF
g巾
R
Z明
)
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
わ
け
は
、
そ
こ
に
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
の
言
語
論

，可



ハ
イ
デ

ツ
ガ

l
の
言
語
論

ず竜之

わ
れ
わ
れ
が
根
底
を
欠
い
た
単
な
る
し
る
し
と
化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
恐
ろ
し
き
の
自
覚
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
に
と
っ
て
、
言
葉
は
、
「
人
聞
が
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
を
証
言
す
る
た
め
」
に
与
え
ら
れ
た
も
の
、

つ
ま
り
人
間

の
本
質
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
自
ら
の
本
質
を
、
「
異
郷
に
て
喪
失
し
た
」
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
疎
外

(
開
口
同
町
円
。
自
品
ロ
ロ
伺
)

の
状
態
で
あ
る
。
し
か
し
ヘ
ル
ダ

1
リ
ン
は
決
し
て
、
わ
れ
わ
れ
人
聞
が
自
ら
の
本
質
で
あ
る
言
葉
を
全
面
的
に

喪
失
し
た
、
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
「
ほ
と
ん
ど
」
喪
失
し
た
、
と
言
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
自
ら
の
本
質
に
我
が
家
の
よ
う
に
安
ら

う
こ
と
へ
の
一
筋
の
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ

ツ
ガ

1
の
言
葉
へ
の
問
い
も
、
全
く
同
じ
問
題
意
識
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
が
初
期
か
ら
後
期
に
至
る

ま
で
、
論
理
学
へ
の
聞
い
を
真
理
へ
の
聞
い
と
し
て
問
う
の
は
、

ロ
ゴ
ス
つ
ま
り
言
葉
の
本
質
を
捉
え
直
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
「
言

葉
ヲ
モ
ッ
タ
生
キ
物
」
と
し
て
の
人
間
存
在
そ
の
も
の
を
捉
え
直
し
、
人
聞
が
真
の
意
味
で
自
ら
の
本
質
に
安
ら
う
こ
と
を
目
指
す

た
め
で
あ
る
。

一
九
五
一
年
の
講
演
「
言
葉
」
で
彼
は
言
っ
て
い
る
、
「
言
葉
を
所
在
究
明
す
る
こ
と
」
は
、
「
わ
れ
わ
れ
を
言
葉
の

本
質
の
所
在
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
」
を
意
味
す
る
と
、
「
言
葉
に
つ
い
て
新
し
い
見
解
を
提
起
す
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
は
な
い
。
言

一
切
が
存
す
る
」
と
。

業
が
語
る
こ
と
に
お
い
て
住
む
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
に
、

こ
の
よ
、
つ
に
し
て
、

ハ
イ
デ

ツ
ガ

1
の
言
語
論
を
規
定
し
て
い
る
の
が
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
だ
け
で
は
な
く
、

ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
で

も
あ
る
こ
と
が
、
明
白
と
な
っ
た
。
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