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田

中

峰

雄

【
要
約
目
　
ヨ
ア
ソ
ネ
ス
・
サ
レ
ス
ベ
リ
エ
ン
シ
ス
は
そ
の
盤
蜜
な
著
作
と
書
簡
に
、
彼
の
階
代
の
状
況
、
人
物
像
、
論
争
等
々
に
つ
い
て
記
し
て
お
り
、

そ
の
点
で
十
二
世
紀
文
化
史
上
の
不
可
欠
の
史
料
を
残
し
た
こ
と
か
ら
、
古
く
か
ら
男
工
さ
れ
研
究
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
彼
は
明
確
に
主
張
を
打
出
す

哲
学
者
、
思
想
家
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
研
究
方
向
は
表
白
さ
れ
た
思
想
の
成
果
よ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
支
え
る
精
神
の
面
を
問
題
と
す
る

方
が
有
効
か
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
　
「
十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
」
論
へ
の
否
定
的
見
解
と
、
彼
を
「
人
文
主
義
者
」
と
い
う
点
で
規
定
し
よ
う
と
す
る

傾
向
へ
の
疑
問
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
彼
の
精
神
の
あ
り
方
を
考
え
る
た
め
に
、
著
書
『
メ
タ
二
叉
コ
ン
』
を
軸
に
し
て
彼
の
学
芸
観
を
検
討
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
彼
の
学
芸
修
得
上
の
い
く
つ
か
の
見
鯉
を
明
ら
か
に
し
て
、
次
に
古
典
に
対
し
て
も
っ
た
姿
勢
、
真
理
の
蓑
明
や
自
己
の
判
断

決
定
に
際
し
て
示
し
た
「
中
農
の
精
神
」
を
検
討
し
つ
つ
、
そ
の
基
底
部
に
お
い
て
は
、
人
問
理
性
に
対
す
る
強
い
僑
頼
感
、
学
芸
を
何
よ
り
も
世
俗
倫

理
規
範
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
傾
向
、
そ
し
て
「
中
庸
の
精
神
」
が
彼
の
学
芸
観
を
規
定
し
て
い
た
こ
と
を
結
論
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
五
八
巻
五
号
　
［
九
七
五
年
九
月

囎
　
は
　
じ
　
め
　
に

本
稿
は
、
中
世
文
化
史
を
考
察
す
る
場
合
不
可
欠
と
も
い
え
る
、
十
二
世
紀
に
生
き
た
知
識
人
ヨ
ァ
ン
ネ
ス
・
サ
レ
ス
ベ
リ
エ
ン
シ
ス
の
学

問
観
を
、
特
に
そ
れ
を
成
り
立
た
し
め
て
い
た
精
神
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
思
想
史
は
、
哲

学
史
の
立
場
か
ら
は
勿
論
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
扱
わ
れ
る
場
合
も
、
お
し
な
べ
て
表
凶
さ
れ
た
思
想
の
意
味
の
検
討
や
、
時
間
的
、
空
間
的

比
較
に
主
眼
を
お
い
た
き
ら
い
が
あ
り
、
そ
の
点
で
、
や
や
も
す
れ
ば
そ
の
思
想
を
構
成
し
て
い
る
思
想
家
の
精
神
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
な
お

ざ
り
に
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
点
を
顧
署
し
、
能
う
限
り
、
思
想
形
成
ま
た
は
表
白
の
姿
勢
、
精
神
を
検
討
の
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対
象
と
す
る
よ
う
努
め
た
つ
も
り
で
あ
る
。

　
ヨ
ア
ン
ネ
ス
・
サ
レ
ス
ベ
リ
エ
ン
シ
ス
（
H
。
窪
き
ω
ω
胃
・
ω
σ
9
⑦
霧
一
ω
”
ぢ
げ
p
鼠
ω
ρ
房
9
蔓
一
一
一
五
年
頃
i
二
八
○
年
）
は
十
二
世
紀
中
葉

に
活
躍
し
た
教
会
人
で
あ
り
知
識
人
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
生
ま
れ
、
若
く
し
て
十
二
年
間
を
パ
リ
そ
の
他
に
遊
学
、
ア
ベ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
（
》
げ
O
－

岡
ρ
同
α
）
、
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
（
○
出
げ
①
箕
山
Φ
㌶
℃
o
円
融
③
）
、
テ
ィ
エ
リ
ー
（
6
ぼ
Φ
匿
《
α
①
○
げ
貧
鉾
。
。
。
）
、
コ
ン
シ
ュ
の
ギ
ヨ
ー
ム
（
○
巳
目
ρ
目
配
。

α
①
O
o
昌
。
ぴ
。
ω
）
ら
当
代
一
流
の
マ
ギ
ス
テ
ル
た
ち
に
師
事
し
た
。
の
ち
何
ら
か
の
形
で
＝
五
三
年
頃
ま
で
エ
ウ
ゲ
ニ
ウ
ス
三
世
時
代
の
ロ
ー

　
　
　
　
　
　
　
①

マ
教
皇
庁
に
関
わ
り
、
そ
の
後
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
司
教
テ
オ
バ
ル
ド
ゥ
ス
（
8
『
Φ
O
び
ρ
一
α
）
、
ト
マ
ス
・
ベ
ケ
ッ
ト
（
8
げ
。
ヨ
霧
b
d
①
o
山
霧
）
の
秘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

書
を
つ
と
め
、
　
一
一
八
○
年
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
ル
ト
ル
司
教
と
し
て
世
を
終
え
て
い
る
。

　
ヨ
ア
ソ
ネ
ス
に
つ
い
て
は
、
有
名
な
べ
ケ
ッ
ト
殉
教
事
件
（
一
一
七
〇
年
）
お
よ
び
そ
の
前
後
の
教
会
・
国
王
対
立
の
渦
中
に
生
き
た
人
と
し

て
、
ま
た
彼
の
政
治
論
書
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
に
み
え
る
政
治
思
想
と
結
合
し
て
、
し
ば
し
ば
教
会
政
治
家
、
政
治
思
想
家
と
し
て
の
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

面
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
。
一
方
彼
は
そ
の
該
博
な
知
識
と
幅
広
い
人
生
の
軌
跡
を
通
じ
て
、
当
時
の
事
件
、
人
物
像
、
思
想
状
況
等
々
に
つ

い
て
克
明
に
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
級
の
時
代
証
言
と
し
て
、
十
二
世
紀
文
化
史
研
究
に
不
可
欠
の
史
料
と
し
て
も
扱
わ
れ
て
き
た
。
ま

た
一
般
的
な
哲
学
史
、
文
化
史
の
概
説
書
で
彼
に
与
え
ら
れ
た
位
置
は
、
例
え
ば
ア
ベ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
に
も
比
肩
し
う
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
文
化
史
の
面
か
ら
そ
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
、
扱
わ
れ
て
は
き
た
が
、
そ
の
総
揚
で
本
格
的
に
彼
自
身
を
扱
っ
た
研
究
書
は
そ
れ
ほ
ど

　
　
　
　
　
　
　
④

多
い
と
は
欝
え
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
政
治
思
想
の
面
を
し
ば
ら
く
措
け
ば
、
哲
学
の
領
域
で
多
く
の
証
言
を
残
し
つ
つ
も
、
彼
が
決

定
的
に
は
自
己
の
立
場
を
押
し
出
し
て
い
な
い
と
い
う
そ
の
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
さ
、
　
言
い
か
え
れ
ば
、
思
想
家
と
し
て
の
明
確
さ
の
欠
如
に

起
悶
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
彼
の
生
き
た
十
二
世
紀
は
西
欧
文
化
史
上
画
期
的
な
時
代
で
あ
っ
た
。
圓
廊
の
奥
深
く
眠
っ
て
い
た
古
典
古
代
の
書
物
が
再
発
見
さ

れ
、
そ
れ
と
併
行
し
て
多
く
の
写
本
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
書
物
の
絶
対
量
が
増
加
し
た
こ
と
、
学
芸
が
活
発
と
な
り
、
学
生
や
職
業
教

師
（
ヨ
9
σ
q
醇
巽
）
が
巷
に
あ
ふ
れ
、
学
的
成
熟
の
過
程
か
ら
や
が
て
い
わ
ゆ
る
「
翻
訳
活
動
」
を
招
来
し
た
こ
と
、
そ
の
結
果
ア
リ
ス
ト
テ
レ
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ス
の
新
論
理
学
（
一
〇
σ
q
岡
O
孚
⇔
O
＜
ρ
）
と
総
称
さ
れ
る
論
理
学
諸
書
を
筆
頭
と
す
る
、
そ
れ
ま
で
西
欧
世
界
に
未
知
で
あ
っ
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ

ー
マ
の
集
合
が
イ
ス
ラ
ム
世
界
か
ら
ア
ラ
ビ
ア
の
註
釈
書
と
と
も
に
西
欧
世
界
に
紹
介
さ
れ
、
哲
学
そ
の
他
の
動
向
を
一
変
し
て
し
ま
っ
た
こ

と
、
ま
た
医
学
研
究
や
、
　
『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
の
再
評
価
に
端
を
発
す
る
市
民
法
、
教
会
法
の
研
究
が
、
ボ
ロ
ニ
ア
か
ら
北
上
し
露
仏
、
北
仏

の
諸
学
院
を
席
捲
し
て
多
く
の
学
生
を
引
付
け
た
こ
と
な
ど
、
ど
れ
一
つ
を
と
っ
て
も
刮
国
に
値
す
る
状
況
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
は
、

そ
れ
に
伴
い
従
来
の
自
由
七
科
と
い
う
伝
統
的
な
学
芸
の
枠
組
が
崩
壊
し
つ
つ
、
諸
学
院
の
統
合
や
教
育
制
度
の
組
織
化
、
拡
充
と
い
っ
た
転

変
を
経
て
、
パ
リ
大
学
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
も
こ
の
十
二
世
紀
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
、
学
界
の
事
例
に
限
定
し
て
も
根
源

的
な
変
革
の
時
代
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
一
九
二
七
年
ア
メ
リ
カ
の
中
世
史
家
ハ
ス
キ
ン
ス
が
こ
の
時
代
を
「
十
二
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

紀
ル
ネ
サ
ン
ス
」
な
る
名
称
の
も
と
に
叙
述
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
多
雷
を
要
す
ま
い
。
そ
し
て
、
こ
の
十
二
世
紀
睡
ル
ネ
サ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

論
は
、
ハ
ス
キ
ン
ス
の
著
作
公
刊
当
時
は
活
発
に
論
議
さ
れ
つ
つ
も
、
今
臼
で
は
術
語
と
し
て
の
安
定
を
み
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
ま
た

改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
ヨ
ァ
ン
ネ
ス
へ
の
論
考
は
こ
の
十
二
世
紀
の
文
化
活
動
と
結
び
つ
け
て
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
立
場
は
教
養
主
義
に
求
め
ら
れ
る
。

復
興
の
現
象
を
具
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
膨
大
な
読
書
量
、
知
識
量
や
、
倦
ま
ざ
る
旺
盛
な
探
究
心
、
キ
ケ
ロ
を
模
し
た
と
さ
れ
る
正
統
的

ラ
テ
ン
文
体
は
、
し
ば
し
ば
あ
る
種
の
称
讃
を
伴
っ
て
書
及
さ
れ
て
き
た
。
　
「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
な
る
呼
称
が
背
後
に
予
想
さ
せ
る
「
人
文
主
義

者
」
と
い
う
概
念
で
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
も
、
こ
の
点
で
は
ゆ
え
な
き
こ
と
で
は
な
い
。
そ
し
て
ま
さ
し
く
こ
の
点
で
は
、
ヨ
ァ
ン

ネ
ス
は
十
二
世
紀
の
誰
よ
り
も
そ
の
規
定
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
早
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
、
十
二
世
紀
の
文
化
手
駒
や
ヨ
ア
ン
ネ
ス
そ
の
人
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
揚
重
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
従
来
ま
で
の
研
究
は
そ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
に
お
い
て
、
多
分
に
一
面
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ハ
ス
キ
ン
ス
自
身
が
、
特
に
自

然
科
学
に
お
い
て
は
、
十
二
世
紀
が
古
代
か
ら
受
容
し
た
も
の
は
成
果
の
み
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
成
果
を
生
み
出
し
た
方
法
、
精
神
は
お
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

忘
れ
ら
れ
て
い
た
と
語
り
、
ま
た
続
い
て
フ
ラ
ン
ス
で
出
版
さ
れ
、
ハ
ス
キ
ン
ス
の
著
作
と
並
び
十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
論
創
出
の
双
壁
と
も

5S　（690）
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⑧

需
う
べ
き
パ
レ
ら
の
問
名
の
書
に
お
い
て
も
、
研
究
対
象
は
神
学
運
動
を
別
に
す
れ
ば
教
育
制
度
な
ど
の
外
形
的
側
面
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と

言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
の
研
究
に
共
通
す
る
性
格
で
あ
る
。
　
一
方
ヨ
ア
ソ
ネ
ス
の
思
想
を
問
題
に
す
る
場
合
も
、

　
　
　
　
⑨

少
数
の
例
外
を
除
け
ば
、
著
作
に
示
さ
れ
た
形
で
の
様
態
、
成
果
の
み
を
論
考
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
あ
れ
だ
け
の

大
き
な
文
化
運
動
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
少
く
と
も
当
時
の
人
々
を
つ
き
動
か
し
て
い
た
精
神
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
検
討
す
る
こ
と
を
怠

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
の
博
識
や
教
養
主
義
を
考
察
す
る
に
際
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
彼
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
も
ち
、

彼
の
生
き
方
と
ど
う
接
点
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
配
慮
せ
ず
に
は
、
何
ご
と
も
語
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
に
お
い
て
は
、
彼
の
著

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

書
『
メ
タ
ロ
ギ
コ
ソ
』
を
軸
に
し
て
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
の
精
神
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
学
問
観
を
と
り
あ
げ
、
彼
に
と
っ
て
の
学
芸

の
意
味
と
学
び
方
、
そ
し
て
学
芸
観
の
中
に
示
さ
れ
た
学
芸
修
得
に
み
せ
る
姿
勢
と
い
う
二
点
を
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
十

二
世
紀
の
文
化
運
動
を
考
え
る
ひ
と
つ
の
試
論
と
も
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
日
O
℃
o
緊
」

①
　
こ
の
形
態
に
つ
い
て
二
説
あ
る
。
ま
ず
正
式
な
教
皇
庁
の
書
記
と
す
る
の
が
レ

　
ギ
ナ
ル
ド
・
プ
ー
ル
を
起
点
す
る
通
説
で
、
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
司
教
庁
に
入
っ
た

　
上
で
、
教
豊
庁
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
だ
け
と
す
る
の
が
ブ
ル
ー
タ
ら
の
反
論
で
あ

　
る
。
○
捗
即
．
炉
℃
0
2
P
．
、
回
。
プ
嵩
。
｛
ω
巴
圃
の
σ
¢
蔓
鉢
勺
鱒
℃
β
。
一
〇
〇
襲
爵
．
、
噂
肉
．
国
霜
・

　
ぐ
o
r
O
い
H
（
お
b
⊃
G
Q
）
”
竈
■
ω
b
。
H
ゐ
G
。
O
…
ρ
翠
い
じ
ご
8
。
冨
層
H
目
顔
。
曾
。
江
8
8

　
§
馬
ト
ミ
§
、
恥
＆
智
ぎ
ミ
輌
ミ
き
ミ
い
、
」
竃
N
・
§
§
馬
肉
ミ
⇔
、
窓
§
蚤
①
α
・
噂

　
≦
」
．
護
三
〇
メ
簿
ρ
ス
い
。
嵩
鳥
o
p
お
綬
y
唱
や
戴
く
貞
圃
×
．

②
ヨ
ア
ソ
ネ
ス
の
生
涯
に
つ
い
て
は
各
研
究
書
に
断
片
的
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の

　
で
特
に
ふ
れ
な
い
。
な
お
彼
自
身
の
記
述
は
、
㌧
。
、
帆
ミ
、
ミ
貯
δ
嵩
』
○
。
…
旨
ミ
宇

　
ご
讐
8
卸
目
高
O
・
に
断
片
的
に
み
え
る
。

③
こ
の
研
究
の
頂
点
に
立
つ
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
議
梱
縦
①
ぴ
霧
筈
障
潮
§
織
苧

　
き
ミ
奪
§
§
画
肋
ミ
画
壽
帖
ぎ
ト
替
§
恥
ミ
ミ
註
砦
ミ
冒
｝
嚇
N
ミ
の
ミ
傍
ミ
透
尋

　
ピ
。
乙
o
P
ド
リ
α
ρ
だ
ろ
う
。
そ
の
他
の
論
考
に
つ
い
て
は
同
書
［
～
七
頁
参
照
。

　
な
お
そ
れ
以
外
で
も
い
U
一
。
寓
言
o
P
、
．
8
プ
。
竃
。
巳
。
＜
9
0
0
琴
。
讐
一
〇
昌
鼠

　
囚
ヨ
σ
Q
。
。
三
℃
帥
巳
ω
o
ヨ
o
o
｛
ご
彰
障
舞
悶
。
昌
ω
霧
U
o
〈
¢
δ
難
禦
ぎ

　
。
謎
謎
。
塁
。
楠
圏
ぎ
印
。
隔
o
Q
巳
郷
。
。
9
び
、
、
”
℃
憩
§
ミ
§
．
く
。
ド
同
（
H
ゆ
零
Y
i
℃

　
H
箕
δ
曾
a
o
⇒
8
§
鴨
砺
誉
馬
鴨
§
§
、
乱
切
8
二
歳
智
ぎ
ミ
い
ミ
蔚
ぴ
ミ
陵
噂
δ
ミ
’

　
慧
襲
三
＝
蔭
乙
ご
諄
い
ρ
鎖
。
p
コ
邑
峯
ヨ
．
．
鰍
9
訂
。
賄
Q
っ
農
。
。
巨
曙
㊤
＆
伴
ぎ

　
勺
。
緊
。
雷
鉱
。
奮
、
．
”
貯
§
馬
の
。
職
ミ
§
ミ
勺
。
ミ
馬
ミ
蜘
N
§
蕊
旦
の
。
｝
ミ
O
這
ミ

　
馳
多
望
暗
§
N
§
慧
ぎ
二
一
〇
悼
ω
．
は
霊
要
。
私
の
知
る
限
り
二
本
に
お
け
る
唯
…
の

　
ヨ
ア
ソ
ネ
ス
論
考
も
政
治
論
を
扱
っ
て
い
る
。
兼
平
畠
昭
「
ヨ
ア
ソ
ニ
ス
・
サ
レ

　
ス
ベ
リ
エ
ソ
シ
ス
と
レ
…
ス
・
プ
ブ
リ
カ
概
念
」
　
『
西
洋
史
学
』
第
八
一
巻
、
昭

和
四
四
年
。

④
　
代
表
的
研
究
は
、
ρ
ρ
い
毛
。
σ
ダ
㍉
Q
ぎ
ミ
⇔
ミ
噛
＆
田
蜘
遂
嘲
U
9
孟
9
回
．
お
。
。
“
。

　
（
円
も
・
翼
睾
く
。
蟄
6
謡
）
但
し
概
観
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
そ
の
他
論
文
と
し
て
数
点
列
挙
す
れ
ば
、
　
図
9
劉
勺
o
o
H
ρ
．
、
旨
。
げ
コ
。
断
の
巴
置
－

　
9
還
．
．
噂
ヨ
ミ
芸
蔓
ミ
§
虜
駄
鳳
為
馬
襲
無
。
鳶
＆
》
§
蝕
き
ミ
§
。
薦
譜
き
い
。
亭

　
山
。
欝
藁
。
。
c
。
介
ρ
ρ
噛
。
≦
①
げ
げ
層
、
、
甘
げ
昌
。
囲
ω
聾
。
。
手
蔓
．
．
層
、
き
§
§
薦
恥
畠
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簿
山
羊
義
§
ミ
帆
§
，
砺
。
驚
§
＜
o
ド
囲
轡
8
閣
b
⊃
（
同
。
。
鐙
と
∪
．
U
．
鑑
。
O
霞
曙
「

　
．
．
騎
α
唱
o
o
餓
。
剰
語
8
げ
8
蔓
財
回
芸
。
窯
。
雷
門
〇
σ
貸
8
0
爵
o
h
㎏
o
げ
瓢
。
断
ω
鉱
に
ぴ
賃
曙
、
、
㌧

　
憩
§
き
§
斜
く
。
ド
メ
区
置
目
（
お
劇
○
。
）
…
切
■
矯
魯
亀
。
ざ
．
．
一
9
ロ
o
h
ω
導
引
ω
ぴ
口
曙

　
9
ロ
縣
℃
8
三
〇
ヨ
o
h
d
三
く
Φ
誘
騨
『
．
．
噛
逗
ミ
。
萱
鼠
㌧
ミ
、
黒
塗
ミ
’

⑥
Ω
ピ
第
綴
霧
鉱
化
脚
§
馬
財
§
＆
§
§
二
二
煤
ぎ
ぎ
馬
ミ
壽
G
§
馬
寒
§
O
霞
で

　
ぴ
二
畠
α
q
ρ
レ
R
ρ
い
ψ
；
ド
リ
b
⊃
メ
な
お
「
十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
」
な
る
名
称
は
ハ
ス
キ

　
ン
ス
が
最
初
で
は
な
い
。

⑥
Ω
’
≦
●
｝
髪
冠
．
、
目
冨
ω
o
－
O
巴
δ
α
ゴ
く
①
年
げ
O
象
窪
蔓
影
。
暴
審
ω
窪
8
．
、
、

　
憩
§
§
§
’
〈
o
早
臥
×
目
H
H
（
這
心
。
。
）
…
9
担
誕
。
｝
ヨ
①
。
。
■
、
、
↓
冨
討
①
霧
。
｛
ρ

　
縛
宅
①
琴
7
0
曾
言
曙
菊
①
轟
沸
。
。
ω
塁
8
、
．
り
憩
§
ミ
§
い
「
ぐ
。
ド
図
×
＜
H
（
お
盟
）
叫

　
燭
鼠
鴨
ω
騨
鼠
o
a
”
、
．
円
匿
円
ξ
o
罵
夢
O
Φ
ロ
ε
曙
－
男
§
巴
ω
舞
昌
8
0
門
勺
δ
仲
？

　
切
。
昌
鉱
ω
ω
窪
o
o
り
、
．
憩
§
§
§
噂
ぐ
。
一
己
×
×
く
目
（
竈
竃
）
．
こ
の
う
ち
で
、
私
自
身

　
は
サ
ソ
フ
ォ
ー
ド
論
文
に
比
較
的
に
同
調
し
う
る
。
な
お
、
兼
岩
正
夫
「
十
一
～
世

　
紀
の
間
題
…
灰
謂
『
十
二
世
紀
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
と
そ
の
批
判
を
め
ぐ
っ
て
」

　
『
西
洋
史
学
』
第
二
八
巻
、
昭
和
三
一
年
、
参
照
。

⑦
Ω
ピ
戸
出
器
穿
話
層
愚
■
ミ
．
’
や
ω
も
。
ピ

⑧
ρ
℃
乏
少
〉
．
切
円
暮
簿
。
叶
や
8
目
。
膏
乞
署
層
卜
喬
寄
§
段
§
騨
題
§
詫
」
密

　
憩
零
鳶
、
卜
定
財
8
N
跨
ミ
ト
、
奪
竃
喧
§
ま
ミ
・
○
け
け
p
宅
9
も
男
宮
這
Q
。
。
。
．

⑨
　
ρ
ρ
鞠
．
≦
o
σ
ダ
．
、
智
ザ
昌
o
h
o
り
巳
訪
げ
麟
蔓
．
．
”
℃
き
◎
鼠
“
ぎ
昏
睡
劉
侮
。
亀
馬
§

　
お
よ
び
ホ
イ
ジ
ン
ガ
「
前
ゴ
シ
ッ
ク
精
神
の
入
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
の
ジ
ョ
ン
」
（
里

　
見
元
一
郎
訳
）
『
ホ
イ
ジ
ン
が
選
集
4
』
、
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
島
穴
年
。

⑩
『
メ
タ
ロ
ギ
コ
ン
』
は
ヨ
ア
ン
ネ
ス
が
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
司
教
テ
オ
バ
ル
ド
ゥ

　
ス
（
8
げ
O
O
げ
製
一
望
）
の
秘
書
で
あ
っ
た
一
一
五
九
年
秋
、
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
瞼

　
（
問
年
夏
）
に
引
続
い
て
脱
稿
さ
れ
た
。
後
出
六
五
頁
註
⑦
参
照
。
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二
　
学

曲瓜

観

1

　
　
『
メ
タ
ロ
ギ
コ
ン
』
は
論
理
学
擁
護
の
書
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
言
う
「
論
理
学
」
（
囲
。
σ
Q
一
＄
）
に
彼
は
広
狭
の
両
義
を
こ
め
て
い
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

注
意
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
、
広
義
に
は
「
言
語
表
現
と
論
証
上
の
原
理
」
と
定
義
さ
れ
、
狭
義
に
は
「
論
証
上
の
原
理
」
に
の
み
限
定
さ
れ

②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
。
前
者
は
「
書
聖
に
関
す
る
す
べ
て
の
規
則
を
含
む
も
の
」
で
あ
り
、
後
者
は
「
真
と
偽
を
区
捌
し
、
い
か
な
る
論
法
が
論
争
に
お
い
て
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

固
た
る
証
明
と
な
り
う
る
か
、
い
か
な
る
論
法
が
説
得
力
を
も
つ
の
か
を
示
す
」
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
自
由
七
科
（
。
。
Φ
算
①
武
士
富
ω

＝
び
自
暴
霧
）
体
系
に
そ
っ
て
、
前
者
を
「
三
学
」
（
菖
一
く
ご
∋
）
す
べ
て
を
包
括
す
る
も
の
と
し
、
後
者
を
そ
の
中
の
「
弁
証
法
」
（
畠
斜
路
。
江
o
ρ
）

一
毫
に
符
合
さ
せ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
論
理
学
の
両
義
性
は
重
要
で
あ
っ
て
、
彼
の
論
理
学
擁
護
も
こ
の
両
義
に
お
い
て
な
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

②



ヨアンネス・サレスベリエンシスの学芸観（田中）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
さ
て
ヨ
ア
ソ
ネ
ス
は
『
メ
タ
ロ
ギ
コ
ン
』
序
文
で
、
彼
が
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
で
宮
廷
人
た
ち
の
慰
み
ご
と
を
批
判
し
た
こ
と
を
ふ
ま

え
つ
つ
、
再
び
そ
の
無
用
性
を
一
瞥
し
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
宮
廷
人
に
よ
っ
て
「
論
理
学
者
の
仕
事
が
か
な
り
激
し
く
無
益
な
も
の
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

嘲
弄
さ
れ
て
い
る
」
の
で
論
理
学
を
擁
護
す
べ
く
論
争
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
、
　
と
そ
の
執
筆
事
情
を
述
べ
て
い
る
。
　
形
式
的
に
は
こ
の
書
は

「
論
理
学
の
敵
紺
者
」
と
形
容
さ
れ
う
る
「
コ
ル
ニ
フ
ィ
キ
ゥ
ス
」
（
○
○
桟
一
P
一
⇔
O
一
¢
ω
）
な
る
匿
名
の
一
人
物
に
呈
す
る
論
駁
書
で
あ
る
。
し
か
し

彼
の
批
判
の
鋒
先
は
単
に
一
コ
ル
ニ
フ
ィ
キ
ウ
ス
に
と
ど
ま
ら
ず
、
例
え
ば
コ
ル
ニ
フ
ィ
キ
ウ
ス
の
教
師
、
同
僚
か
ら
、
コ
ル
ニ
フ
ィ
キ
ウ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
追
随
す
る
者
ま
で
含
め
た
一
群
の
コ
ル
ニ
フ
ィ
キ
ウ
ス
一
派
、
つ
ま
り
彼
の
意
識
で
は
当
代
の
悪
し
き
風
潮
そ
の
も
の
に
ま
で
拡
大
す
る
。

す
べ
て
彼
の
眼
か
ら
は
論
理
学
を
侮
蔑
し
攻
撃
す
る
者
た
ち
で
あ
る
。
あ
る
老
は
学
芸
を
ま
じ
め
に
学
ぶ
こ
と
を
軽
蔑
し
、
文
法
学
や
雄
弁
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

な
ど
「
唖
で
な
け
れ
ば
議
し
奮
で
な
け
れ
ば
見
る
」
よ
う
に
人
間
に
生
来
の
も
の
で
あ
る
か
ら
学
ぶ
に
足
り
ず
と
豪
語
し
、
あ
る
者
は
賢
く
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

る
よ
り
は
そ
う
み
え
る
こ
と
を
好
み
、
ま
た
あ
る
者
は
学
芸
を
営
利
事
業
と
み
な
し
、
さ
ら
に
あ
る
老
は
錯
綜
し
た
講
弁
論
に
没
頭
し
、
　
「
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

場
に
曳
か
れ
て
い
く
豚
は
人
が
引
い
て
い
る
の
か
綱
が
引
い
て
い
る
の
か
」
な
ど
と
空
虚
な
議
論
に
熱
中
し
て
い
る
。
多
少
図
式
的
に
み
れ
ば
、

前
三
例
に
広
義
の
論
理
学
（
詳
凹
く
ご
営
）
の
価
値
を
侮
蔑
し
て
い
る
例
を
、
後
一
例
に
狭
義
の
論
理
学
（
鳥
坤
巴
①
o
慧
0
9
）
本
来
の
あ
り
方
を
誤
っ

て
い
る
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
は
こ
う
し
て
論
理
学
の
敵
対
者
コ
ル
ニ
フ
ィ
キ
ウ
ス
一
派
に
豪
し
、
両
義
に
お
い
て
論
理
学
を
擁

護
し
、
そ
の
有
用
性
、
本
来
的
あ
り
方
を
論
じ
る
こ
と
に
な
る
。
本
章
の
考
察
は
こ
の
擁
護
論
に
示
さ
れ
た
彼
の
学
芸
観
に
向
け
ら
れ
る
。

　
ま
ず
彼
が
学
芸
（
錠
ω
）
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
彼
は
正
面
か
ら
明
言
し
て
は

い
な
い
が
、
全
篇
を
通
じ
て
の
彼
の
意
識
は
次
の
言
葉
に
集
約
的
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
学
芸
と
は
、
自
己
に
含
ま
れ
て
い
る
生
来
の
能
力
（
℃
。
。
。
。
。
彦
喜
ヨ
貯
。
巳
汁
暮
①
ヨ
）
を
最
短
距
離
で
自
然
に
開
発
す
る
よ
う
に
理
性
が
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
つ
た
体
系
で
あ
り
、
…
…
〔
そ
れ
な
ぐ
し
て
は
陥
っ
て
し
ま
う
〕
ま
わ
り
道
を
、
簡
潔
で
直
接
的
な
方
法
に
お
き
か
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〔
〕
内
引
用
者
）

こ
こ
で
学
芸
は
「
生
来
の
能
力
」
す
な
わ
ち
慣
用
的
語
法
に
従
え
ば
「
本
性
」
（
コ
ρ
貯
舜
）
開
発
の
体
系
と
捉
え
ら
れ
る
。
　
一
方
別
の
個
所
で
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彼
は
、
　
「
本
性
」
す
な
わ
ち
「
生
来
の
才
能
し
（
貯
σ
q
窪
旨
旨
）
は
「
努
力
」
（
ω
葺
傷
旨
旨
）
を
通
し
て
こ
そ
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
と
言
う
。

　
　
生
来
の
才
能
…
…
も
努
力
な
く
し
て
ナ
分
開
花
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
ほ
ど
効
果
的
な
も
の
で
は
な
い
。
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
弱
く
な
ら

　
な
い
ほ
ど
強
壮
な
も
の
は
何
も
な
い
し
、
こ
わ
れ
て
し
ま
わ
な
い
ほ
ど
堅
固
な
も
の
も
な
い
。
反
対
に
精
勤
に
錬
磨
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
き
わ
め
て
乏
し
い
才
能
を
も
成
長
さ
せ
、
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
し
才
能
が
恵
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
不

　
断
に
修
養
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
は
豊
か
に
収
穫
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
も
し
恵
ま
れ
た
も
の
で
な
く
て
も
、
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
り
一
層
注
意
深
く
は
ぐ
く
む
べ
き
だ
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
徳
の
助
け
が
加
わ
っ
て
、
よ
り
輝
か
し
く
強
く
成
長
す
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
彼
に
と
っ
て
学
芸
と
は
、
個
々
人
が
翠
煙
的
に
賦
与
さ
れ
て
い
る
才
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
よ
う
努
力
す
る
、
そ
の
努
力
を
効
果
的

に
行
な
わ
せ
る
手
段
と
意
識
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
　
「
哲
学
」
（
や
ぼ
ご
ω
o
も
凱
勲
）
と
は
彼
に
と
っ
て
一
々
で
は
諸
学
芸
の
総
体
で
あ
る
。
こ
の

面
に
お
い
て
学
芸
が
笹
野
学
と
し
て
そ
の
各
々
の
領
域
で
作
用
す
る
の
に
対
し
、
哲
学
は
総
体
と
し
て
ひ
と
つ
の
方
向
性
を
も
つ
。
し
た
が
っ

て
諸
学
芸
は
、
そ
れ
ら
の
総
体
と
し
て
の
哲
学
の
も
つ
方
向
性
に
合
致
す
る
形
で
作
用
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
哲
学
の
方
向

性
は
彼
に
お
い
て
も
や
は
り
逸
興
通
り
「
智
恵
」
（
鶏
営
Φ
口
少
曽
）
で
あ
る
。
か
く
し
て
諸
学
芸
は
、
一
方
で
個
々
の
領
域
に
お
け
る
本
性
の
開

発
に
審
与
し
つ
つ
、
　
一
方
で
そ
の
方
向
性
と
し
て
乱
悪
の
探
究
を
志
向
す
る
こ
と
に
な
る
（
こ
の
こ
と
の
閥
に
空
隙
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
。
し
か
し
彼
は
こ
の
段
階
に
と
ど
ま
り
は
し
な
い
。

　
　
あ
ら
ゆ
る
こ
と
の
中
で
最
も
望
ま
し
い
こ
と
は
智
恵
で
あ
り
、
智
恵
の
実
は
善
性
へ
の
愛
と
徳
の
湧
養
に
（
ぎ
ρ
ヨ
。
器
σ
o
巳
卑
託
纂
早

　
貯
ヨ
。
巳
ε
）
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
精
神
を
智
恵
の
探
究
に
ふ
り
向
け
て
、
善
と
徳
に
関
す
る
明
確
で
不
動
の
判
断
力
を
形
成
す
べ
く
、
こ
と

が
ら
に
つ
い
て
完
全
に
探
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
噛
・

こ
こ
で
は
智
恵
の
意
味
が
積
極
的
に
問
わ
れ
、
智
恵
は
善
と
徳
に
結
合
す
る
こ
と
に
価
値
が
あ
る
と
意
識
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
諸
学
芸
は

智
恵
を
志
向
す
べ
き
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
そ
の
領
域
に
お
い
て
「
善
と
徳
に
関
す
る
明
確
で
不
動
の
判
断
力
」
形
成
を
め
ざ
し
て
学
ば

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
で
序
文
に
お
け
る
次
の
宣
雷
も
彼
の
学
芸
観
の
必
然
的
表
戯
で
あ
る
。
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ヨアンネス・サレスベリエンシスの学芸観（田中）

　
　
私
は
こ
の
作
品
の
中
に
道
徳
（
憎
P
O
同
①
o
a
）
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
こ
と
を
折
に
ふ
れ
て
挿
入
し
た
。
も
し
何
か
人
生
の
支
え
（
ρ
α
巨
嵩
や

　
o
巴
郎
資
三
什
器
）
と
な
ら
な
い
よ
う
な
ら
ば
、
読
ま
れ
る
こ
と
、
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
の
す
べ
て
が
無
益
な
も
の
に
な
る
と
私
は
考
え
て
い

　
る
ゆ
え
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
徳
の
瀬
養
（
o
巳
9
＜
貯
貯
げ
♂
）
や
生
の
営
み
（
＜
搾
器
①
襟
三
ぼ
鉱
○
⇔
Φ
）
の
中
に
関
連
を
も
た
な
い
い
か
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
哲
学
の
作
業
も
無
益
で
偽
り
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
以
上
の
点
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
次
に
、
個
々
の
学
芸
修
得
に
あ
た
っ
て
彼
の
示
し
た
観
点
の
う
ち
特
に
工
点
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
第
一
は
雄
弁
衛
（
9
0
ρ
自
①
蓉
ご
）
の
重
視
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
雄
弁
と
は
単
に
話
す
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
く
、
　
「
適
切
に
そ
し
て

効
果
的
に
、
意
図
す
る
と
こ
ろ
に
そ
っ
て
自
分
自
身
を
表
現
す
る
」
こ
と
、
さ
ら
に
は
「
意
識
の
内
奥
に
〔
自
分
で
も
気
付
か
ず
〕
秘
め
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

て
い
る
も
の
に
光
を
あ
て
、
表
現
に
よ
っ
て
公
け
に
す
る
」
こ
と
を
さ
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
確
か
に
、
　
「
智
恵
を
欠
い
た
雄
弁
は
不
毛

　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

で
あ
る
」
が
、
同
時
に
、
雄
弁
を
欠
い
た
智
恵
も
「
個
入
の
自
己
満
足
に
終
始
し
、
社
会
生
活
に
益
す
る
こ
と
は
稀
」
で
あ
っ
て
、
智
恵
（
あ

る
い
は
知
識
）
ま
た
は
理
性
と
雄
弁
と
は
不
可
分
な
も
の
と
し
て
並
列
的
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
彼
は
、
人
間
を
他
の
生
物

よ
り
分
つ
も
の
は
人
間
に
の
み
属
す
る
「
理
性
と
表
現
の
力
と
い
う
尊
厳
」
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
観
点
を
背
景
に
し
て
い
る
。
第
二
に
強
調

す
べ
き
は
、
彼
に
は
、
長
い
年
月
を
費
し
て
、
基
礎
課
程
を
確
実
に
踏
破
し
つ
つ
段
階
的
に
学
ぶ
こ
と
を
説
く
姿
勢
が
強
く
み
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
学
芸
修
得
の
順
序
で
あ
れ
、
一
学
芸
に
取
組
む
場
合
で
あ
れ
、
初
学
者
が
は
じ
め
か
ら
高
度
な
階
梯
を
修
め
る
べ
き
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
す
る
姿
勢
で
あ
り
、
難
解
な
作
業
も
然
る
べ
き
課
程
を
修
め
て
き
た
者
に
は
容
易
な
も
の
に
な
り
う
る
は
ず
と
確
儒
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
こ

れ
は
学
芸
修
得
の
順
序
と
し
て
、
ま
ず
文
法
学
（
σ
q
養
影
ヨ
㊤
鉱
8
）
に
十
分
習
熟
す
る
べ
き
こ
と
を
説
く
こ
と
に
結
び
付
く
。
何
故
な
ら
文
法
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

と
は
「
正
し
く
話
す
こ
と
読
む
こ
と
を
教
え
る
学
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
「
す
べ
て
の
自
由
学
芸
の
出
発
点
」
　
「
す
べ
て
の
哲
学
の
淵
源
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

で
あ
る
ば
か
り
か
、
少
年
期
の
学
習
に
お
い
て
「
少
年
の
才
能
を
鋭
敏
に
し
、
き
わ
め
て
高
い
学
識
と
真
の
知
識
の
獲
得
を
可
能
に
す
る
」
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ヨ
ア
ン
ネ
ス
は
、
文
法
学
に
習
熟
す
る
こ
と
を
怠
れ
ば
、
弁
証
法
を
学
ぼ
う
と
し
て
も
「
生
ま
れ
た
時
か
ら

視
力
聴
力
を
欠
く
者
よ
り
」
学
ぶ
こ
と
は
困
難
と
断
定
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
文
法
学
と
い
う
基
礎
課
程
の
強
調
は
、
さ
ら
に
「
論
理
学
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（
弁
証
法
）
を
知
ら
ず
し
て
哲
学
し
ょ
う
と
夢
み
る
者
は
…
…
」
と
い
う
形
で
、
諸
学
芸
の
段
階
的
修
得
の
強
調
へ
と
発
展
し
て
い
く
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
彼
は
学
芸
修
得
に
お
い
て
雄
弁
術
の
必
要
性
と
基
礎
課
程
に
習
熟
し
た
段
階
的
学
習
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。
と
こ
ろ
が

彼
の
議
論
の
当
面
の
対
象
た
る
コ
ル
ニ
フ
ィ
キ
ゥ
ス
一
派
は
、
先
程
述
べ
た
よ
う
に
文
法
、
雄
弁
を
生
来
の
才
能
と
す
る
の
み
で
、
そ
の
価
値

や
本
性
の
も
つ
可
能
性
に
対
し
て
払
う
べ
き
配
慮
が
欠
如
し
て
い
る
か
ら
、
訓
練
は
不
必
要
と
主
張
し
、
ま
た
学
芸
を
修
め
る
場
合
に
も
「
二
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

三
年
以
内
に
哲
学
す
べ
て
を
与
え
よ
」
と
要
求
す
る
ご
と
き
俄
勉
強
で
も
っ
て
哲
学
者
ら
し
く
み
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ヨ
ア
ン
ネ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
眼
か
ら
み
れ
ば
明
ら
か
に
広
義
の
論
理
学
を
な
お
ざ
り
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
コ
ル
ニ
フ
ィ
キ
ウ
ス
一
派
が
過
度
に

重
視
す
る
の
が
弁
証
法
で
あ
る
。
ヨ
ァ
ン
ネ
ス
に
と
っ
て
弁
証
法
は
き
わ
め
て
重
要
な
学
芸
で
あ
る
。
そ
れ
は
真
偽
を
弁
別
し
、
あ
り
う
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
と
あ
り
え
な
い
こ
と
と
を
識
別
し
、
証
開
の
構
造
を
分
析
し
論
争
の
様
式
を
決
定
す
る
学
芸
で
あ
っ
て
、
弁
証
法
を
欠
如
し
て
は
い
か
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

哲
学
も
理
解
さ
れ
な
い
以
上
、
哲
学
研
究
に
不
可
欠
の
要
素
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
お
の
ず
か
ら
限
定
が
つ
く
。
ま
ず

あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
学
芸
の
連
関
に
正
当
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
学
芸
為
来
の
意
味
と
目
的
と
を
認
識
し
、

雄
弁
を
伴
い
基
礎
課
程
（
文
法
学
）
に
習
熟
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
初
め
て
価
値
と
効
用
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
コ
ル
ニ
フ
ィ

キ
ウ
ス
一
派
の
よ
う
に
た
だ
弁
証
法
の
み
学
ん
で
も
弁
証
法
本
来
の
効
力
は
生
ま
れ
な
い
。
ま
た
弁
証
法
は
そ
の
論
理
的
命
題
、
証
明
力
、
推

理
力
が
他
の
学
芸
あ
る
い
は
現
実
社
会
の
場
に
適
用
さ
れ
て
こ
そ
真
の
価
値
を
発
揮
す
る
の
で
あ
り
、
自
己
目
的
的
ま
た
は
自
己
回
帰
的
学
芸

で
は
な
い
。
　
〃
二
つ
の
相
矛
麿
す
る
命
題
は
同
時
に
真
た
り
う
る
か
〃
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
弁
証
法
だ
け
で
解
決
し
う
る
が
、
こ
れ
ら
は
個

々
の
場
合
に
応
用
せ
ず
に
は
何
ら
有
効
性
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
り
、
「
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
の
人
生
が
幸
福
か
、
救
済
に
至
り
う
る
か
が
関
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
い
る
」
〃
楽
し
み
は
善
か
〃
〃
徳
は
他
の
何
よ
り
も
好
ま
し
い
か
〃
等
々
の
こ
と
は
弁
証
法
に
よ
っ
て
解
き
え
な
い
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
点
に
お
い
て
も
ま
た
、
弁
証
法
し
か
学
ば
な
い
コ
ル
ニ
フ
ィ
キ
ウ
ス
一
派
に
は
そ
の
真
の
価
値
は
示
さ
れ
な
い
。
彼
ら
似
而
非
弁

証
法
家
が
「
弁
証
法
」
と
称
し
て
、
た
だ
〃
整
合
性
”
（
O
O
鐸
く
Φ
コ
一
Φ
⇒
け
一
㊧
）
と
か
〃
理
法
〃
（
毒
賦
。
）
と
い
う
名
辞
ば
か
り
を
口
に
し
、
否
定
に

否
定
を
重
ね
て
、
つ
い
に
は
否
定
の
数
（
く
冨
零
σ
q
暮
δ
甑
ω
日
否
定
の
力
）
を
数
え
る
た
め
の
計
算
盤
（
。
巴
。
巳
器
）
を
も
た
ね
ば
論
争
で
き
ぬ
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位
に
混
乱
し
、
そ
し
て
先
程
の
引
用
を
繰
返
せ
ば
、
　
「
市
場
に
曳
か
れ
て
い
く
豚
は
、
人
が
引
い
て
い
る
の
か
綱
が
引
い
て
い
る
の
か
」
な
ど

と
激
論
し
て
い
る
の
は
、
学
芸
・
本
来
の
姿
を
忘
れ
た
象
徴
的
な
戯
画
で
し
か
な
い
。

　
　
当
代
の
人
々
が
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
、
弁
証
法
だ
け
が
独
占
さ
れ
、
弁
証
法
だ
け
が
一
人
で
歩
き
ま
わ
り
、
他
に
関
心
も
示
さ
ず
、
自
ら

　
の
深
さ
や
秘
奥
を
何
度
も
は
か
る
だ
け
で
、
家
政
に
も
軍
隊
に
も
商
売
に
も
宗
教
に
も
、
政
治
に
も
教
会
に
も
全
く
有
効
で
な
い
よ
う
な
こ

　
と
に
自
己
を
限
定
し
、
学
校
だ
け
で
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
ら
、
弁
証
法
は
無
意
味
で
あ
る
。

　
ヨ
ア
ソ
ネ
ス
は
広
狭
両
義
に
お
い
て
論
理
学
を
擁
護
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
、
両
義
に
お
い
て
擁
護
の
対
象
と
な
る
論

理
学
の
頽
廃
の
根
は
、
彼
の
意
識
に
お
い
て
実
は
同
一
で
あ
る
。
狭
義
に
お
け
る
論
理
学
の
無
意
味
さ
は
ま
さ
に
広
義
に
お
け
る
論
理
学
を
な

お
ざ
り
に
し
た
こ
と
に
由
来
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
弁
証
法
に
実
を
与
え
る
た
め
に
は
学
芸
全
体
の
擁
護
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
『
メ
タ

ロ
ギ
コ
ソ
』
は
そ
の
内
容
配
分
か
ら
み
て
も
弁
証
法
擁
護
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
結
局
そ
の
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
学
芸

全
体
を
擁
護
す
る
こ
と
ぬ
き
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

①
ざ
ρ
自
窪
象
、
〈
a
象
沼
㊤
窪
臼
話
臨
ρ
　
一
応
文
意
か
ら
み
て
本
文
の
ご
と
く
訳

　
し
て
お
く
。
象
。
。
器
お
コ
象
は
厳
密
に
は
「
論
証
」
と
限
定
す
る
よ
り
「
議
論
」
と

　
す
べ
き
だ
ろ
う
が
、
他
の
箇
所
（
二
巻
二
章
）
と
の
関
連
で
こ
う
訳
す
方
が
よ
り

　
彼
の
意
に
そ
う
と
判
断
し
た
。

②
罫
w
ミ
。
魁
§
智
（
以
下
冬
山
と
省
略
）
、
H
占
ρ
℃
』
P
（
頁
数
は
Ω
ぽ
ω
版

　
O
富
ミ
O
ミ
遷
ミ
第
五
巻
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
｝
．
｝
O
津
。
。
。
℃
巴
こ
、
暑
§
N
蹄

　
恥
ミ
騎
ぴ
ミ
凡
§
無
角
O
富
ミ
O
§
ミ
3
α
〈
9
。
。
‘
い
o
p
伽
。
冨
噛
お
A
o
。
（
μ
唱
．
い
③
6
臥
σ
貸
團

　
お
O
り
．
）

③
§
外
目
ム
ρ
や
諺
．

④
　
さ
外
囲
囲
I
b
∂
噛
や
①
避

⑤
　
O
．
ρ
い
≦
㊦
げ
σ
噛
巴
こ
ぽ
勲
§
ド
静
い
ミ
a
富
蕊
§
面
恥
℃
ミ
篤
ミ
ミ
跨
簑
亀
ミ
§
壽
£
鉢

　
“
ミ
軌
ミ
§
嵩
ミ
竃
ミ
鴫
跨
特
神
籍
禽
愚
詠
ミ
ミ
詳
一
州
σ
ユ
く
H
囲
押
U
o
金
鳥
§
’
H
O
8
（
曇
や

　
鼠
壁
三
（
貯
冨
p
竃
‘
一
㊤
①
G
n
）
．

⑥
§
栖
国
o
r
や
。
。
噂

⑦
一
一
五
六
一
五
七
年
に
わ
た
り
誓
ア
ソ
ネ
ス
の
教
会
至
上
主
義
的
観
点
が
、
国

　
王
ヘ
ソ
リ
⊥
一
世
の
ア
ソ
ジ
ュ
ー
偵
暗
代
か
ら
の
側
近
た
ち
（
特
に
〉
彗
ロ
魔
山
。

　
ζ
ω
δ
舞
）
の
欝
気
を
う
け
、
彼
の
立
場
が
き
わ
め
て
不
利
な
も
の
と
な
り
、
亡

　
命
を
す
ら
考
え
ざ
る
を
え
な
い
（
導
．
8
。
。
”
9
冨
ρ
O
㌣
ミ
漏
圏
や
嵩
。
。
嚇
ト
ミ
誉
喬

　
ミ
、
o
ぎ
碧
い
ミ
並
並
曙
曽
や
ω
O
（
客
ρ
一
Q
Q
）
）
状
況
に
陥
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

　
い
る
。
こ
れ
以
来
側
近
た
ち
と
の
対
立
不
和
は
続
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

　
辺
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
慰
・
㊤
◎
ゆ
メ
困
O
Q
。
「
嵩
b
。
’
戸
お
’
H
昼
旨
押
這
Q
。
．
に
彼

　
の
記
述
が
み
え
る
。
な
お
、
図
噛
炉
勺
0
9
ρ
、
．
8
7
0
国
電
ぞ
O
o
畦
霧
や
9
乱
窪
o
o

　
o
軌
冒
プ
嵩
。
｛
ω
巴
δ
σ
＝
曙
、
”
噛
℃
、
o
p
ミ
し
d
ミ
．
箆
§
§
§
黛
「
〈
9
区
図
（
巳
卜
⊃
心
）
層

　
o
紹
●
℃
℃
マ
。
。
1
お
∴
ρ
O
g
ω
蜜
ぴ
一
〇
噛
、
．
同
9
と
剛
。
◎
Q
巴
鷺
ω
σ
q
轡
8
0
囲
匂
。
げ
μ
o
囲
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の
巴
尻
げ
弓
舛
ぎ
ド
鵬
O
、
、
サ
郵
蛍
沁
‘
く
。
ド
ピ
図
目
麟
（
お
G
随
膳
）
閣
℃
堂
竃
も
Φ
■
等
参
．

　
照
。
な
お
こ
の
纂
件
を
℃
o
o
δ
ら
は
一
一
五
九
年
の
こ
と
と
し
て
『
ポ
リ
ク
ラ

　
テ
ィ
ク
ス
』
　
『
メ
タ
ロ
ギ
コ
ソ
』
執
筆
を
そ
の
よ
う
な
対
立
と
直
接
結
び
つ
け
た

　
が
、
O
o
島
欝
露
。
は
一
一
五
六
－
七
奪
の
こ
と
と
反
証
し
、
こ
の
購
件
は
一
一
五

　
七
年
夏
に
は
解
決
し
て
い
る
か
ら
事
件
と
両
著
執
筆
は
無
関
係
と
断
定
し
て
い
る
。

　
私
と
し
て
は
審
件
の
年
代
で
は
O
o
ロ
ω
富
三
¢
説
を
と
り
た
い
が
、
対
立
不
和
そ

　
の
も
の
は
一
轡
五
九
年
時
点
で
な
お
心
理
的
に
継
続
し
て
い
た
感
が
両
玄
の
端
々

　
に
読
み
と
れ
る
こ
と
よ
り
、
特
に
、
さ
栖
℃
同
。
訂
H
H
劉
鷲
σ
ご
目
く
－
鷲
。
ド
…
捌
く
－

お
…
㌻
ミ
着
§
揖
津
9
■
“
憩
．
α
P
執
筆
が
事
件
と
無
関
係
と
い
う
結
論
に
は

　
承
服
し
か
ね
る
。

⑧
コ
ル
ニ
フ
ィ
キ
ウ
ス
は
誰
か
と
は
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば

　
Ω
o
署
鉱
は
シ
ャ
ル
ト
ル
学
院
の
学
生
に
措
定
し
　
（
。
》
ミ
ご
”
」
。
。
ω
）
、
ま
た

　
蜜
冨
凶
♀
勺
騨
貯
①
＝
o
は
遵
ア
ン
ネ
ス
の
コ
ル
ユ
フ
ィ
キ
ウ
ス
描
写
と
ア
ダ
ム
・
ド

　
ゥ
・
プ
テ
ィ
ポ
ソ
の
学
説
と
の
鮮
や
か
な
一
致
点
を
証
明
し
て
い
る
（
．
．
月
財
ω
鼠
凌

　
ミ
鈎
ミ
§
ミ
帖
o
h
｝
山
ρ
旨
o
h
切
石
δ
プ
p
ヨ
、
勺
鴛
く
首
。
二
審
昌
島
．
、
、
」
§
§
ミ
ミ
§
ミ

　
訪
§
ミ
題
ミ
§
砺
“
零
ミ
馬
防
句
く
。
ド
H
H
H
（
お
㎝
恥
）
”
℃
や
ば
H
I
①
）
。
し
か
し
こ
れ
ら
は

　
す
べ
て
彼
の
言
う
「
コ
ル
ニ
フ
ィ
キ
ウ
ス
一
派
」
の
こ
と
で
あ
り
、
コ
ル
ニ
フ
ィ

　
キ
ウ
ス
そ
の
人
を
措
定
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
二
丁
」
に
つ
い

　
て
の
記
述
は
ヨ
ア
ン
ネ
ス
自
身
に
も
混
同
多
く
、
例
え
ば
明
ら
か
に
誤
っ
て
ア
ベ

　
ラ
ル
ド
ゥ
ス
の
言
説
ま
で
こ
の
一
派
の
も
の
と
し
て
い
る
。
　
（
さ
栖
碧
伊
や
器

　
と
『
ア
ベ
ラ
ー
ル
と
エ
ロ
イ
ー
ズ
晦
　
（
畠
中
訳
、
岩
波
文
庫
、
昭
和
三
九
年
）
一

　
五
頁
を
比
較
さ
れ
た
い
）
。
な
お
私
は
「
コ
ル
ニ
フ
ィ
キ
ウ
ス
」
そ
の
人
は
、
前

　
註
の
》
ヨ
億
ぽ
山
。
ζ
ω
δ
∬
×
と
推
定
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
が
、
こ
の
穿
墾
論

　
議
に
意
味
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

⑨
§
蔦
●
図
1
ど
ω
辱

⑩
さ
糖
H
I
P

⑪
寒
馬
●
￥
ω
。
，
酔

⑫
ざ
栖
器
．

⑬
　
さ
栖
H
I
に
．
や
ω
ρ

⑭
§
馬
」
甲
。
。
．
や
b
。
。
。
●

⑮
§
鳳
■
目
7
押
や
爵
。
。
孕

⑯
き
栖
距
9
り
や
ρ

⑰
ミ
罫
H
1
8
や
隠
ω
ρ
凸

⑱
§
馬
．
囲
緊
ρ
や
誤
（
9
。
曾
p
b
馬
O
§
“
ミ
馬
℃
吐
く
1
窓
）

⑲
さ
勝
H
み
や
這
。
・
ρ
■

⑳
§
馬
．
H
歯
や
b
。
伊

⑳
　
こ
の
意
識
を
最
も
典
型
的
に
示
し
て
い
る
箇
所
を
引
用
し
て
お
く
。

　
　
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
言
う
よ
う
に
、
　
〃
あ
る
課
題
に
つ
い
て
存
在
す
る
多
く

　
の
意
見
を
認
識
し
て
お
く
こ
と
は
、
論
争
に
お
い
て
は
有
益
で
あ
り
効
果
的
で
あ

　
る
。
〃
…
…
し
か
し
初
歩
的
な
論
理
学
〔
の
階
梯
〕
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
や

　
り
方
が
適
妨
で
あ
る
と
は
私
に
は
思
え
な
い
。
可
能
な
限
り
の
単
純
さ
、
簡
潔
さ
、

　
そ
し
て
課
題
の
平
明
さ
こ
そ
が
、
初
歩
の
学
習
に
お
い
て
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で

　
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
難
解
な
箇
所
を
、
そ
の
も
の
（
本
性
ロ
帥
貯
審
）
が
厳
密
に
要

　
求
し
て
い
る
よ
り
も
っ
と
単
純
な
や
り
方
で
註
釈
し
て
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
わ
れ
わ
れ
が
若
き
頃
学
ん
で
き
た
こ
と
の
多
く
が
、
後
に
な
り
、

　
よ
り
進
ん
だ
研
究
の
階
梯
で
訂
正
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か

　
わ
ら
ず
今
日
で
は
す
べ
て
の
人
々
が
こ
こ
（
初
歩
的
論
理
学
の
階
梯
）
で
「
普
遍
」

　
の
性
格
に
つ
い
て
熱
弁
を
ふ
る
い
、
説
明
し
よ
う
と
試
み
る
か
ら
、
　
「
著
作
家
」

　
　
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）
の
〔
普
遍
に
つ
い
て
の
〕
意
図
か
ら
は
ず
れ
て
し
ま
う
こ

　
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
　
（
§
陪
雪
占
メ
や
8
）
　
（
〔
：
・
…
〕
お
よ
び
（
…
…
）
は

　
引
用
者
）

＠
　
§
艶
圃
ム
ω
ら
．
ら
。
．
ド
（
一
。
D
乙
。
包
ω
冒
韓
陵
§
ミ
。
曳
§
，
§
畑
籔
窯
ミ
帖
鷺
↓
ミ
ミ
」
ふ
翅
同
）

⑱
§
、
．
H
ー
ド
ω
噛
や
竃
．

⑳
寒
罫
H
漏
ω
璽
や
。
。
曲

（698）66



⑳
§
鮪
H
占
伊
や
鏡
．
（
ρ
鶴
ぎ
ユ
｝
潔
き
ω
噂
b
偽
営
動
ミ
ミ
帖
＄
四
馬
ミ
ミ
。
§
㍉
ム
あ
O
）

⑭
　
§
“
．
H
占
ω
魑
や
し
ゅ
餅

⑳
　
「
し
か
し
後
に
な
る
と
｛
般
の
意
見
が
真
理
よ
り
は
ず
れ
、
人
々
は
哲
学
者
で

　
あ
る
よ
り
も
そ
う
思
わ
れ
る
こ
と
を
好
む
よ
う
に
な
り
、
学
芸
の
教
師
た
ち
が
二
、

　
三
年
以
内
に
哲
学
す
べ
て
を
与
え
る
と
約
束
す
る
に
及
ん
で
、
　
〔
私
の
文
法
学
上

　
の
師
で
あ
り
、
生
活
態
度
、
学
究
姿
勢
と
も
ど
も
す
ぐ
れ
て
い
た
〕
ギ
ヨ
ー
ム
と

　
リ
カ
ル
ド
ゥ
ス
は
無
知
な
連
中
の
猛
攻
撃
を
く
ら
っ
て
引
退
し
た
」
（
§
W
．
緊
隠
嘲

　
や
①
9
）
（
括
弧
内
は
直
前
の
文
章
か
ら
）

⑳
　
ヨ
ア
ソ
ネ
ス
は
彼
ら
を
「
狂
気
の
巌
上
に
立
つ
者
」
（
§
跡
H
ー
メ
や
b
。
の
）
と
か

呼
び
、
ま
た
「
ポ
エ
ブ
ス
を
見
た
だ
け
で
ム
ー
サ
の
仲
間
と
記
さ
れ
る
資
格
あ
り

　
と
す
る
連
中
」
よ
り
ま
だ
低
劣
と
擶
罵
し
て
い
る
（
さ
w
・
H
－
N
℃
」
蒔
）
。

⑳
§
外
H
肖
画
や
逡
．
…
凝
謀
臣
唱
6
0
。
。
ρ

⑳
鍔
㊦
鉾
犠
壷
や
Φ
α
・

⑳
ミ
ミ
■
緊
占
押
や
。
。
一
ω
タ

⑫
　
さ
跳
H
－
ρ
や
δ
．

⑱
…
器
。
伍
。
巨
「
濤
。
巨
葺
一
9
ρ
壽
。
冒
8
噌
ρ
g
。
ぎ
巳
四
霧
¢
ρ
嵩
8
言

　
o
錘
博
ρ
⇒
8
ぎ
国
8
冨
甑
P
凶
ヨ
o
p
話
ρ
5
ρ
ヨ
噛
鼠
獣
ぎ
ψ
o
び
。
げ
噂
℃
δ
撃
簿
含

　
（
§
鳳
■
H
緊
P
や
ミ
）

2

ヨアソネス・サレスベリエソシスの学芸観（国中）

　
さ
て
彼
の
学
芸
観
を
当
時
の
時
代
状
況
の
中
で
考
え
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
少
し
自
由
雪
空
の
扱
わ
れ
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
周

知
の
ご
と
く
、
十
二
世
紀
ま
で
の
西
欧
中
世
批
界
に
一
亜
種
て
支
配
的
で
あ
っ
た
学
芸
の
枠
組
み
は
「
自
由
七
科
」
（
石
釜
Φ
露
9
・
詳
①
ω
に
σ
段
㌣

一
Φ
ω
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
法
学
、
修
辞
学
、
弁
証
法
と
、
算
術
、
音
楽
、
幾
何
、
天
文
の
七
科
か
ら
成
り
、
通
例
前
三
科
を
「
画
学
」
（
げ
誌
く
ξ
ヨ
）
、

後
四
号
を
「
実
科
」
（
ゆ
舜
α
甑
三
編
ヨ
）
と
総
称
す
る
。
ア
ル
ク
ィ
ン
（
≧
8
貯
）
は
こ
れ
を
哲
学
の
七
階
梯
と
し
て
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
通
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
精
神
は
「
聖
書
の
高
み
に
登
り
ゆ
く
」
と
し
た
し
、
ま
た
「
智
恵
を
支
え
る
七
つ
の
柱
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
し
か
し
こ
こ
に
問
題
は
残
る
。

す
な
わ
ち
、
尉
薦
被
科
は
元
来
あ
く
ま
で
入
門
的
基
礎
学
芸
と
し
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
哲
学
す
べ
て
の
分
類
法
と
し
て
の
、
例
え

ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
、
「
理
論
哲
学
」
i
第
一
哲
学
、
数
学
、
自
然
学
一
、
「
実
用
哲
学
」
～
倫
理
学
、
家
政
学
、
政
治
学
i
、

、
「
詩
学
」
そ
し
て
「
論
理
学
」
と
い
う
区
分
法
、
あ
る
い
は
「
自
然
学
」
　
「
倫
理
学
」
　
「
論
理
学
」
と
い
う
ス
ト
ア
的
三
区
分
法
と
併
存
す
る
、

ま
た
は
、
併
存
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
事
実
自
由
七
科
な
る
枠
組
み
を
中
世
に
伝
え
た
イ
シ
ド
ル
ス
も
カ
シ
オ
ド
ル
ス
も
と
む

に
哲
学
の
分
類
と
魚
巣
な
玄
そ
の
入
門
と
し
て
七
科
を
記
述
し
て
い
麺
と
こ
ろ
が
毒
に
お
い
て
は
・
棄
哲
学
の
”
人
門
課
程
に
す
ぎ
な

い
七
科
が
、
哲
学
を
欠
落
さ
せ
た
ま
ま
そ
れ
自
身
哲
学
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
り
、
七
番
の
み
で
直
接
聖
書
解
釈
に
結
び
つ
け
ら
れ
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て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
奇
妙
な
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
ス
テ
ー
ソ
ベ
ル
ヘ
ン
は
、
古
代
哲
学
の
も
つ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
い
る
自
己
完
結
性
を
う
ち
棄
て
て
「
異
教
的
哲
学
を
キ
リ
ス
ト
教
的
総
合
で
お
き
代
え
た
」
も
の
だ
と
説
明
す
る
し
、
ま
た
も
っ
と
直
接
に
、

翻
訳
活
動
以
前
の
西
欧
は
〈
形
而
上
学
〉
　
〈
自
然
学
〉
　
〈
倫
理
学
〉
と
い
っ
た
「
哲
学
」
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
の
説
開
も
な

さ
れ
て
い
殉
・
私
の
考
え
と
し
て
は
・
お
そ
ら
註
讐
に
よ
り
薯
…
を
お
い
た
上
で
共
に
考
え
ら
れ
る
説
明
で
あ
る
患
㍉
と
も
か
毛
・

こ
の
奇
妙
さ
の
中
で
十
二
世
紀
前
半
期
の
思
想
家
が
苦
闘
し
て
い
る
例
を
い
く
つ
か
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

．
ま
ず
テ
ィ
エ
リ
ー
（
円
転
禽
蔓
伽
①
O
げ
霞
茸
＄
）
の
場
合
を
み
て
み
よ
う
。
彼
は
一
一
四
〇
年
頃
著
し
た
『
エ
プ
タ
テ
ウ
コ
ソ
（
自
由
豊
科

教
程
ご
（
目
零
纂
窪
。
げ
。
質
）
の
序
文
で
、
自
由
七
科
の
必
要
性
を
説
き
、
そ
の
伝
統
の
発
展
継
承
を
謳
い
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
自
由
七
科
と
い
う
科
目
を
ギ
リ
シ
ア
人
は
エ
プ
タ
テ
ウ
コ
ン
と
呼
ん
で
い
る
。
マ
ル
ク
ス
・
ワ
ッ
ロ
…
が
ラ
テ
ン
世
界
で
最
初
に
そ
れ
を

　
構
成
し
、
続
い
て
プ
リ
ニ
ウ
ス
が
、
さ
ら
に
は
マ
ル
テ
ィ
ア
ヌ
ス
・
カ
ペ
ッ
ラ
が
引
継
い
だ
。
彼
ら
は
そ
の
土
台
を
か
た
め
た
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
の
為
す
べ
き
こ
と
は
、
細
心
の
注
意
を
も
っ
て
ま
た
秩
序
正
し
く
そ
れ
ら
を
一
体
と
し
て
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
作
品
を
で
は
な
く
、

　
そ
の
学
芸
に
つ
い
て
の
一
級
の
教
師
た
ち
の
作
品
を
展
開
し
、
さ
ら
に
哲
学
と
い
う
高
貴
な
分
野
を
高
め
る
た
め
に
、
三
学
と
四
王
を
と
も

　
に
、
あ
た
か
も
夫
婦
の
ご
と
く
結
合
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
…
…
哲
学
老
に
と
っ
て
二
つ
の
道
具
（
貯
ω
け
歪
日
①
馨
ρ
）
が
あ
る
。
曰
く
、
知

　
性
と
表
現
力
で
あ
る
。
知
性
は
四
這
に
よ
っ
て
輝
き
を
増
し
、
優
雅
で
説
得
力
の
あ
る
美
し
い
表
現
は
三
間
に
よ
っ
て
つ
ち
か
わ
れ
る
。
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
く
し
て
、
エ
プ
タ
テ
ウ
コ
ン
は
す
べ
て
の
哲
学
者
に
と
っ
て
適
切
に
し
て
唯
一
の
道
具
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。

こ
の
よ
う
に
彼
は
伝
統
的
な
形
で
、
　
「
三
学
」
を
言
語
表
現
に
、
　
「
百
科
」
を
知
性
錬
磨
に
結
び
つ
け
た
が
、
あ
ま
り
に
も
教
条
的
断
言
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
三
学
」
申
の
弁
証
法
は
当
時
既
に
言
語
蓑
現
に
と
ど
ま
ら
ず
、
言
語
解
釈
を
通
じ
て
の
認
識
論
の
領
域
に
ま
で
入
っ
て
い

た
し
、
ま
た
何
よ
り
も
「
工
学
」
（
す
な
わ
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
語
法
で
の
く
数
学
〉
）
を
知
性
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

故
な
ら
当
時
の
思
想
家
に
と
っ
て
の
数
学
研
究
の
原
典
た
る
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
そ
の
人
が
、
　
〈
第
一
哲
学
〉
　
〈
数
学
〉
　
〈
自
然
学
〉
の
い
わ
ゆ
る

「
理
論
哲
学
」
の
一
系
と
し
て
数
学
を
あ
げ
、
そ
れ
は
当
然
に
〈
自
然
学
〉
を
前
提
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
　
「
翻
訳
活
動
」
の
成
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ヨアソネス・サレスベリエンシスの学芸観（田中）

果
と
し
て
〈
自
然
学
〉
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
西
欧
人
は
、
パ
リ
大
学
に
お
い
て
は
十
三
世
紀
前
半
の
数
次
の
禁
令
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

研
究
し
た
こ
と
が
跡
付
け
ら
れ
て
い
る
し
、
禁
今
の
な
か
っ
た
オ
ヅ
ク
ス
フ
ォ
！
ボ
大
学
で
は
、
　
ロ
バ
ー
ト
・
グ
ロ
ス
テ
ス
ト
（
閃
。
げ
①
隣

○
δ
ω
器
富
ω
富
）
、
ロ
バ
ー
ト
・
キ
ル
ウ
ォ
ー
ド
ビ
イ
（
H
ρ
O
び
①
同
け
　
H
（
一
一
ぞ
ρ
吋
α
び
団
）
そ
し
て
べ
ー
コ
ソ
（
図
○
σ
q
巽
切
ρ
8
昌
）
ら
に
よ
っ
て
熱
心
に
研

究
さ
れ
・
そ
の
倉
然
学
〉
研
究
を
前
提
と
し
た
上
で
〈
数
学
〉
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
殉
・
こ
の
点
で
〈
自
然
学
〉
を
知
ら
な

い
テ
ィ
エ
リ
ー
の
宣
言
に
は
無
理
が
あ
り
、
宜
雪
山
自
体
、
気
負
い
に
内
実
が
付
随
せ
ぬ
ま
ま
空
転
し
て
し
ま
っ
て
い
る
観
を
免
か
れ
な
い
。
次

に
「
ホ
ノ
リ
ウ
ス
・
ア
ウ
グ
ス
ト
ド
ゥ
ネ
ン
シ
ス
」
（
団
8
0
数
島
》
環
σ
q
話
8
含
⇔
①
ロ
ω
芭
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
謎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
多
く
、
彼
自
身
言
う
匿
名
の
こ
の
名
で
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。
彼
に
は
十
工
世
紀
前
半
と
推
定
さ
れ
る
『
た
ま
し
い
の
放
浪
と
故
郷
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

い
て
』
（
U
①
き
謬
言
①
×
。
。
ぎ
簿
駆
霞
一
9
）
と
い
う
小
論
が
あ
る
が
、
彼
は
こ
の
中
で
、
人
間
の
現
在
の
状
況
を
故
郷
よ
り
遠
く
離
れ
た
旅
人
の

状
況
と
み
た
て
、
真
理
認
識
に
不
可
欠
の
学
芸
を
、
旅
人
が
故
郷
に
至
る
た
め
に
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
論
拠
に
な
ぞ
ら
え
つ
つ
彼
の
学

芸
観
を
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
帰
郷
を
志
し
た
旅
人
は
、
ま
ず
ω
〈
文
法
〉
の
町
に
入
り
、
こ
こ
で
ド
ナ
ー
ト
ゥ
ス
と
プ
リ
ス
キ
ア
ー
ヌ

ス
よ
り
言
語
を
学
び
、
②
〈
修
辞
学
〉
の
町
で
キ
ケ
戸
よ
り
基
本
徳
目
を
学
び
、
　
③
〈
弁
証
法
〉
の
町
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
よ
り
弁
証
法
な
る

武
器
を
付
与
さ
れ
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
よ
り
ω
〈
箕
岡
〉
の
町
で
数
の
関
係
、
⑤
〈
音
楽
〉
の
町
で
音
の
調
和
を
学
び
、
⑥
〈
幾
何
学
（
地
理
学
）
〉

の
町
で
ア
ラ
ー
ト
ゥ
ス
よ
り
世
界
の
地
図
を
示
さ
れ
て
、
現
在
の
よ
る
べ
な
い
状
況
を
喚
起
す
る
。
続
い
て
⑦
〈
天
文
学
〉
の
町
で
天
体
の
配

列
の
妙
を
学
び
創
造
主
を
讃
美
す
る
。
ま
た
⑧
〈
医
学
〉
の
町
で
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
よ
り
肉
体
の
治
療
を
学
ん
で
魂
の
治
療
の
必
要
性
を
痛
感
し
、

⑨
〈
機
械
学
〉
（
ヨ
8
訂
巳
。
ρ
）
の
町
で
ソ
ロ
モ
ン
の
寺
院
、
　
ノ
ア
の
箱
船
の
構
造
を
知
り
、
そ
し
て
⑩
〈
家
政
学
〉
の
町
で
支
配
と
尊
厳

（
お
σ
q
津
①
♂
蝕
σ
q
⇔
ぎ
＄
ω
）
、
奉
仕
と
命
令
（
o
津
。
昼
簿
b
H
蝕
口
①
ω
）
の
ち
が
い
を
学
ぶ
。
こ
う
し
て
旅
人
は
十
の
町
を
経
過
し
た
後
つ
い
に

故
郷
で
あ
る
「
至
上
の
町
」
（
。
。
毛
馬
舜
。
三
雲
ω
）
に
至
り
、
そ
の
山
に
モ
ー
ゼ
、
エ
リ
ア
と
と
も
に
旅
人
を
迎
え
る
キ
リ
ス
ト
の
姿
を
視
る

の
で
あ
る
。
　
「
ホ
ノ
リ
ウ
ス
」
は
こ
の
よ
う
に
真
理
認
識
の
た
め
の
学
芸
と
し
て
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
、
イ
シ
ド
ル
ス
の
順
序
に
従
っ
て
七
科
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

そ
し
て
医
学
（
℃
ξ
。
。
一
畠
）
、
機
械
学
（
日
①
。
冨
巳
＄
）
、
家
政
学
（
○
Φ
8
口
。
日
ざ
ρ
）
と
を
あ
げ
た
。
こ
の
十
科
の
配
列
は
珍
し
く
そ
の
点
で
独
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創
的
だ
が
、
・
し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
、
根
本
に
お
い
て
こ
こ
に
も
ア
ル
ク
ィ
ン
的
短
絡
が
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
う
ひ
と
り
、
さ
ら
に
　
吻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

興
味
深
い
の
が
聖
ヴ
ィ
ク
ト
ル
教
会
の
フ
ゴ
i
（
類
煽
σ
q
ゲ
。
ω
9
0
ψ
＜
帥
9
0
同
）
の
場
合
で
あ
る
。
彼
は
彼
の
同
時
代
人
コ
ソ
シ
ュ
の
ギ
ヨ
ー
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
0

（
0
9
ロ
一
9
ρ
山
妻
①
　
伽
①
　
｛
0
0
0
0
げ
Φ
q
a
）
を
通
じ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ー
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
的
哲
学
分
類
を
知
っ
て
い
た
と
み
え
、
「
そ
の
分
類
を
大
幅
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

彼
の
学
芸
論
書
『
デ
ィ
ダ
ス
カ
リ
コ
ン
』
（
U
置
霧
。
巴
8
0
跡
）
に
と
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
．
さ
て
彼
は
、
人
間
の
本
性
は
原
罪
に
よ
り
堕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

落
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
基
塞
認
識
と
し
て
、
哲
学
を
何
よ
り
も
そ
の
本
性
の
厩
復
、
番
い
換
え
れ
ば
「
人
間
に
と
っ
て
は
形
相
で
し
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
が
、
神
に
と
っ
て
は
本
性
で
あ
る
聖
な
る
類
似
性
（
α
帥
く
一
ゆ
ρ
　
ω
帥
ヨ
埠
一
げ
¢
α
O
）
、
の
園
復
レ
と
捉
え
る
。
す
な
わ
ち
「
そ
の
中
に
完
全
な
善
の
形
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

相
（
や
①
ほ
Φ
。
賦
げ
。
菖
♂
H
ヨ
斜
）
を
含
む
轄
な
る
智
恵
（
ω
ρ
覧
①
⇒
獣
ρ
と
を
愛
す
る
こ
と
が
哲
学
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
哲
学
の
ブ
ラ
ン
チ
と
し
て

の
諸
学
芸
は
、
本
性
の
回
復
の
た
め
に
学
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
そ
っ
て
フ
ゴ
ー
は
、
一
応
初
等
科
目
と
し
て
七
科

を
認
め
つ
つ
も
、
哲
学
に
ふ
く
ま
れ
る
諸
学
芸
と
し
て
二
一
の
個
鋼
学
芸
を
あ
げ
、
そ
れ
ら
を
真
理
認
識
を
学
的
と
す
る
「
理
論
的
し
あ
る
い

は
「
思
弁
的
」
哲
学
、
徳
の
実
践
に
関
わ
る
「
実
践
的
」
あ
る
い
は
「
現
実
的
（
倫
理
的
）
」
哲
学
、
人
間
の
肉
体
に
よ
る
束
縛
軽
減
を
促
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

「
機
械
的
」
誓
学
、
そ
し
て
「
論
理
学
」
の
四
種
に
分
類
す
る
（
章
末
学
図
参
照
）
。
こ
の
よ
う
な
分
類
は
古
代
に
は
一
般
的
で
あ
っ
て
も
十

二
世
紀
ま
で
の
中
世
に
は
あ
ま
り
類
例
を
み
ず
、
フ
ゴ
ー
を
祖
と
し
て
こ
れ
以
降
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
！
ラ
（
じ
ご
○
⇔
9
〈
①
φ
け
自
吋
曽
）
に
至
る
ま
で
の

学
芸
分
類
の
主
流
と
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
意
味
で
斬
新
で
、
フ
ゴ
ー
の
哲
学
論
形
成
の
苦
心
を
物
語
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
と

は
書
っ
て
も
こ
の
分
類
は
シ
ェ
ー
マ
と
し
て
の
斬
新
さ
と
は
逆
に
た
だ
配
列
し
た
だ
け
と
い
う
観
は
免
か
れ
な
い
。
　
「
現
実
的
哲
学
」
に
つ
い

て
は
『
デ
ィ
ダ
ス
カ
リ
コ
ン
』
中
に
言
及
は
な
く
、
ま
た
「
理
論
的
哲
学
」
に
お
い
て
も
く
自
然
学
〉
は
岡
山
で
あ
り
、
新
し
く
付
加
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

「
機
械
的
哲
学
」
も
、
そ
の
必
要
性
の
強
調
と
は
裏
腹
に
実
際
の
記
述
は
イ
シ
ド
ル
ス
よ
り
借
用
し
た
語
義
の
説
開
に
終
始
し
て
い
る
。
つ
ま

り
『
デ
ィ
ダ
ス
カ
リ
コ
ン
』
に
お
い
て
も
、
現
実
的
に
問
題
と
さ
れ
た
の
は
「
論
理
学
」
と
あ
ま
り
に
も
稚
拙
な
形
で
の
く
数
学
〉
、
す
な
わ

ち
従
来
の
三
面
と
四
科
で
し
か
な
い
。
ブ
ゴ
ー
の
意
図
と
自
負
と
に
か
か
わ
り
な
く
、
こ
こ
に
も
学
芸
内
容
の
非
存
在
と
い
う
あ
ま
り
に
も
大

き
な
時
代
の
壁
に
つ
き
あ
た
っ
て
い
る
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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さ
て
こ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
ヨ
ァ
ソ
ネ
ス
も
ま
た
自
由
学
芸
の
重
要
性
を
標
圧
す
る
が
、
そ
こ
に
は
今
あ
げ
た
人
々
と
は
若
干
異
な
っ

た
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
諸
学
芸
に
は
多
く
の
類
が
あ
る
が
、
哲
学
せ
ん
と
す
る
者
の
ま
ず
第
一
に
関
わ
る
の
が
自
由
学
芸
で
あ
り
、
無
学
と
購
科
か
ら
成
っ
て
い

　
る
。
…
…
わ
れ
わ
れ
の
舌
先
は
自
由
学
芸
を
勤
勉
に
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
読
む
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
理
解
し
う
る
よ
う
に
な
り
、
す
べ
て
に
対

　
す
る
理
解
力
を
高
め
、
解
決
可
能
な
問
題
の
糸
口
を
と
き
ほ
ぐ
し
て
い
っ
た
。
…
…
三
学
の
体
系
が
雷
葉
の
す
べ
て
の
重
要
性
を
あ
ら
わ
し
、

　
四
科
の
規
則
が
自
然
の
す
べ
て
の
秘
奥
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
人
々
に
と
っ
て
、
書
物
の
意
味
を
理
解
し
、
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
教
師
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
助
け
な
ど
い
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
続
け
て
彼
は
、
そ
れ
ら
が
「
リ
ベ
ラ
ー
レ
ス
」
（
臨
び
興
巴
①
ω
）
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
古
代
人
が
そ
れ
で
子
供
（
凱
σ
Φ
甑
）
を
教
育
し
た
た

め
か
、
あ
る
い
は
そ
の
目
的
が
人
間
の
自
由
（
類
σ
①
洋
霧
〉
の
実
現
に
あ
る
た
め
で
あ
る
と
述
べ
て
、
次
の
よ
う
に
結
ぶ
。

　
　
き
わ
め
て
し
ば
し
ば
そ
れ
ら
（
自
由
学
芸
）
は
我
々
を
、
智
恵
と
は
関
わ
り
な
い
関
心
事
よ
り
自
由
に
し
、
〔
地
上
的
〕
欠
乏
を
取
除
く
。

　
ま
た
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
哲
学
せ
ん
と
す
る
精
神
が
よ
り
自
由
に
そ
の
道
を
歩
め
る
よ
う
に
、
〔
肉
体
的
〕
欠
乏
の
わ
ず
ら
い
を

　
　
　
　
　
　
⑲

　
取
除
き
も
す
る
。
（
〔
…
…
〕
お
よ
び
（
…
：
・
）
は
引
用
者
）

以
上
の
よ
う
に
ヨ
ァ
ソ
ネ
ス
は
自
由
七
科
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
彼
の
特
色
と
も
い
え
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
留
保
を
つ

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
第
一
に
、
彼
が
自
由
学
芸
な
る
概
念
と
哲
学
な
る
概
念
と
を
区
別
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
　
『
メ
タ
ロ
ギ
コ
ソ
』
の
用
語
は
厳
密
さ
を
欠
き
、
前
節
で
み
た
よ
う
に
哲
学
に
自
由
学
芸
を
ふ
く
め
た
全
学
芸
を
包
摂
さ
せ
て
考
え
て

い
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
少
く
と
も
廟
由
学
芸
の
定
義
を
正
面
か
ら
扱
お
う
と
す
る
時
、
彼
は
意
識
的
に
も
自
由
学
芸
を
本
来
的
意
味
で

哲
学
せ
ん
と
す
る
者
の
基
礎
課
程
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
第
二
に
、
彼
は
自
由
七
科
を
強
調
は
し
て
も
、
伝
統
の
枠
の

中
に
自
己
を
限
定
し
て
は
い
な
い
。
自
由
七
科
の
伝
統
は
そ
の
シ
ェ
ー
マ
と
し
て
の
根
強
さ
と
と
も
に
、
例
え
ば
先
程
述
べ
た
テ
ィ
エ
リ
ー
も

、「

墲
黷
墲
黷
ﾌ
作
品
を
で
は
な
く
、
そ
の
学
芸
に
つ
い
て
の
一
級
の
教
師
た
ち
の
作
品
を
」
と
装
う
よ
う
に
、
各
学
芸
に
つ
い
て
権
威
あ
る
薯

7i （703）



作
あ
る
い
は
著
作
家
が
決
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
特
色
が
あ
る
。
し
か
し
ヨ
ア
ン
ネ
ス
が
例
え
ば
次
章
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
伝
統
的
典
拠
の

み
な
ら
ず
同
時
代
人
の
所
論
を
も
意
識
的
に
援
用
し
、
さ
ら
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
新
論
理
学
」
（
δ
σ
q
6
ρ
口
。
養
）
の
ひ
と
つ
『
ト
ピ
カ
』

の
価
値
が
定
ま
っ
て
い
な
い
時
期
に
い
ち
早
く
そ
の
価
値
を
認
め
て
い
る
点
な
ど
、
伝
統
の
継
承
と
と
も
に
新
し
い
も
の
を
も
積
極
的
に
取
入

れ
て
い
こ
う
と
し
た
姿
勢
に
は
評
価
す
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
彼
に
は
フ
ゴ
ー
の
哲
学
の
分
類
案
を
知
っ
て
い
た
形
跡
が
認
め
ら

れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
メ
タ
ロ
ギ
コ
ン
』
で
、
そ
の
こ
と
に
言
及
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
彼
が
『
デ
ィ
ダ
ス
カ
リ
コ
ン
』
よ
り
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

に
二
、
三
箇
所
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
多
分
彼
は
こ
の
書
を
読
み
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ー
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
的
区
分
を
知
り
え
た
で
あ
ろ
う

し
、
ま
た
「
翻
訳
活
動
」
の
成
果
の
ま
さ
に
流
入
期
に
い
ち
早
く
『
ト
ピ
カ
』
に
着
目
し
た
点
な
ど
か
ら
、
捌
の
系
統
か
ら
も
そ
の
分
類
を
知

り
え
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
彼
は
か
か
る
分
類
法
に
も
、
ま
た
フ
ゴ
ー
の
い
わ
ゆ
る
「
機
械
的
哲
学
」
な
る
概
念
に
も
全
く
沈
黙
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

私
の
み
た
と
こ
ろ
で
は
た
だ
一
個
所
、
ス
ト
ア
の
分
類
を
（
誤
っ
て
遣
遙
学
派
の
分
類
と
し
て
）
紹
介
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

『
メ
タ
ロ
ギ
コ
ン
』
が
丁
合
を
広
狭
両
義
の
論
理
学
の
擁
護
に
定
め
て
い
る
こ
と
や
、
彼
が
上
級
初
級
の
内
容
を
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

等
で
も
一
部
説
明
は
つ
く
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
彼
の
観
点
の
重
要
な
一
画
面
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
前
節
で
少
し
触
れ
た
こ
と
を
よ
り
明
瞭
に
す
る
た
め
に
、
ヨ
ア
ソ
ネ
ス
の
哲
学
観
と
フ
ゴ
ー
の
哲
学
観
と
の
相
違
は
検
討
し
て
み
る
必

要
が
あ
る
。
　
「
哲
学
」
を
「
智
恵
」
の
探
究
と
し
、
　
「
智
恵
」
を
「
善
鳳
と
結
び
つ
け
る
点
に
お
い
て
両
者
は
共
通
す
る
が
、
フ
ゴ
ー
に
と
っ

て
の
「
智
恵
」
が
神
と
同
置
さ
れ
る
「
善
」
を
内
含
す
る
の
に
対
し
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
に
と
っ
て
は
、
　
「
善
」
お
よ
び
「
徳
」
は
一
般
に
世
俗
倫

理
規
範
と
し
て
意
識
さ
れ
る
傾
向
が
強
く
、
ま
た
「
智
恵
」
（
・
・
竜
δ
二
一
㊤
）
も
少
く
と
も
一
般
的
用
例
と
し
て
は
「
知
識
」
（
。
・
○
δ
⇔
臨
㊤
）
と
代
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

可
能
な
場
合
が
き
わ
め
て
多
い
。
　
『
メ
タ
ロ
ギ
コ
ソ
』
の
雰
厳
密
性
に
も
因
が
あ
る
が
、
ヨ
ァ
ン
ネ
ス
に
と
っ
て
の
「
智
恵
」
ま
た
は
「
善
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

さ
ら
に
は
「
哲
学
」
に
は
フ
ゴ
ー
の
よ
う
な
形
で
の
神
聖
さ
と
の
関
連
は
稀
薄
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
フ
．
コ
ー
が
塞
性
の
堕
落
を
基
本
認
識
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
の
に
対
し
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
は
む
し
ろ
本
性
の
尊
厳
に
重
点
を
お
く
。
本
性
の
回
復
で
は
な
く
、
そ
れ
の
も
つ
可
能
性
の
開
発
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
ヨ
ア
ン
ネ
ス
に
と
っ
て
の
哲
学
は
、
聖
学
の
面
よ
り
現
実
社
会
に
お
け
る
効
用
の
面
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
。
既
に
み
た
ご
と
く
、
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ヨアンネス・サレスベリエソシスの学芸観（田中｝

③

プ

ア

ン

ス
テ
1

ン

ベ
ノレ

ヘ
ン

ゆ
十

世
紀
革
命
』

②

　
望．

ao
「

μ

含

ミ
禽

♪

岡
津…
亡つ

《

o
諺
δ’

ユ
誓
願

philosophia

，racti．．　li？ir．t，／Lgr／la　1．ll

1・9・・a ｮ1灘ca鷹羅t’o｛欝
Didascali・・tt（tr．，」．　Taylor），　III－1，　P．83による。

＊これはPム（CLXXVI，765　Bsq．）にはみられない。

　
　
　
　
同
系
ミ
o
N
o
優
へ
§
賢
凸
戯
．
叫
O
毒
し
・
剛
。
血
〇
三
。
p
り
辱
諺
ミ
、
ミ
。
ミ
勲
賛
ゐ

　
フ
ァ
ン
・
ス
テ
ー
ン
ベ
ル
ヘ
ン
『
十
　
二
世
紀
革
命
』
（
青
木
靖
三
訳
）
、

書
房
、
昭
和
四
三
年
、
四
二
頁
。

学
芸
を
生
来
の
才
能
の
開
発
で
あ
る
と
し
、
ま
た
人
生
の
支
え
と
な
ら
な
い
書
物
は
無
益

で
あ
り
、
徳
の
滋
養
や
生
の
営
み
の
中
で
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
い
哲
学
は
偽
り
で
あ
る
と
断

定
す
る
こ
と
な
ど
、
処
々
に
そ
の
意
識
を
旧
聞
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
『
ポ
リ
ク
ラ

テ
ィ
ク
ス
』
に
お
い
て
、
そ
の
副
題
「
宮
廷
人
の
慰
み
ご
と
と
哲
学
老
の
足
跡
に
つ
い
て
」

が
示
す
よ
う
に
、
宮
廷
人
と
哲
学
老
と
を
対
置
し
、
宮
廷
社
会
の
弊
風
救
済
を
哲
学
に
求

め
た
こ
と
に
、
彼
の
意
識
は
よ
り
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
、
彼
は
分
類
案
の
み
知
ら
れ
、
実
体
に
つ
い
て
未
だ
明
ら

か
で
は
な
い
「
哲
学
」
な
る
も
の
を
正
面
か
ら
論
じ
、
そ
し
て
結
局
は
空
虚
な
議
論
に
終

始
し
て
し
ま
う
よ
り
、
あ
く
ま
で
も
自
由
学
芸
を
基
礎
課
程
と
し
、
哲
学
を
倫
理
規
範
と

結
び
つ
け
た
徳
の
実
践
と
の
関
連
で
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
各
自
の
現
実
生
活

の
場
に
お
い
て
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
満
足
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
の
点
で
ヨ
ア
ン
ネ
ス
は
、
　
「
ホ
ノ
リ
ウ
ス
」
に
み
ら
れ
た
奇
妙
な
錯
綜
と
も
無
縁

で
あ
り
、
フ
ゴ
ー
の
よ
う
な
実
体
を
伴
わ
な
い
自
負
に
陥
る
こ
と
を
さ
け
え
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
付
言
す
る
な
ら
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
基
礎
課
程
と
の
意
識
に
立
っ
て
探
究

さ
る
べ
き
弁
証
法
が
自
己
屋
的
的
に
独
走
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
の
彼
の
非
難
が
う
ま

れ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
い
〉
ン
＜
o
乾
ゴ
。
一
℃
一
、
ρ
や
層
．
．
9
霧
ω
鰯
。
馨
δ
＝
o
＝
ぎ
Q
Q
o
一
碧
8
ω
貯
冨
巴
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
く
巴
、
叢
。
戸
屯
二
．
．
魑
寧
§
ミ
へ
即
き
ミ
騎
ミ
ミ
塁
く
。
轡
×
窪
く
類
（
ε
の
窃
）
噛
や
8
．

　
　
　
　
み
す
ず
　
　
　
　
⑤
　
朔
冒
箋
ま
窪
層
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O
．
”
．
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い
。
始
き
ご
偽
塁
§
慰
馬
ミ
ぎ
輔
＆
§
山
⑦
↓
三
〇
羅
団
山
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
7
霞
貫
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ω
．
、
”
§
ミ
題
§
N
晦
ミ
ミ
3
＜
o
一
’
乾
く
H
（
H
㊤
鐙
y
や
嵩
駆
。
。
ρ
。
…
9
り
｝
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Ω
霞
く
巴
讐
議
題
肉
s
、
象
§
O
き
ミ
讐
、
生
恥
…
噛
や
b
。
鐸
．

⑥
テ
ィ
エ
リ
ー
は
〈
算
術
〉
の
コ
級
の
教
師
」
と
し
て
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
と
カ
ペ

　
ッ
ラ
を
、
〈
音
楽
〉
は
ボ
エ
テ
メ
，
ウ
ス
を
、
〈
幾
何
〉
は
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
と
イ
シ
ド

　
ル
ス
と
十
、
十
　
心
墨
の
ジ
ェ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
（
Ω
2
σ
o
詳
）
そ
の
他
を
、
〈
天
文
〉

　
は
ヒ
ギ
ヌ
ス
と
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
を
あ
げ
て
い
る
。
（
O
鉾
》
■
国
費
く
騨
押
。
》
ミ
鮮
噂

　
℃
』
楠
ω
）
な
お
幾
何
学
に
ク
レ
ー
ヴ
ァ
ル
は
「
翻
訳
者
」
ア
デ
ラ
ー
ド
（
》
伽
。
冨
a
o
幽

　
じ
d
鉢
プ
）
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
シ
ャ
ル
ト
ル
の
写
本
に
断
片
と
し
て
翻
訳
活

　
動
以
前
か
ら
あ
っ
た
も
の
を
、
誤
っ
て
ア
デ
ラ
ー
ド
に
帰
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
て

　
い
る
。
（
O
劉
出
噂
国
ρ
ω
鉱
暴
始
9
輔
嵐
帖
禽
き
導
恥
議
了
。
蓮
ミ
§
山
台
讐
、
い
職
§
題
勲

　
や
⑩
押
戸
総
…
O
捗
目
■
冒
三
門
㊦
餌
戸
。
や
。
罫
’
や
同
誠
層
ρ
一
）

⑦
フ
ァ
ン
・
ス
テ
ー
ソ
ベ
ル
ヘ
ン
、
前
掲
書
、
六
二
～
七
一
頁
。

⑧
回
｝
≦
蝕
ω
冨
寝
押
。
や
。
搾
・
℃
も
や
鵡
あ
ド

⑨
　
彼
は
世
俗
の
迫
害
に
よ
っ
て
自
己
の
有
益
な
書
が
抹
殺
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ

　
う
本
名
を
匿
し
た
と
自
ら
言
っ
て
い
る
。
（
O
捨
鵠
0
8
ユ
霧
臣
鐸
σ
q
貿
鴇
。
α
ニ
ロ
。
霧
β

　
鞘
§
ミ
ミ
き
ミ
層
陶
器
騰
ρ
賦
ρ
、
い
O
U
×
×
麟
層
嵩
8
》
）

⑩
鵠
勢
O
い
メ
×
鍔
這
濠
u
I
お
ま
u
●

⑪
適
切
な
訳
語
が
み
あ
た
ら
ず
　
応
こ
う
訳
し
て
お
い
た
。
後
述
す
る
フ
ゴ
ー
の

　
場
合
も
同
じ
だ
が
、
字
義
通
り
の
「
機
械
学
」
で
な
く
、
建
築
、
農
学
、
狩
猟
術
、

　
兵
学
等
を
含
む
「
実
際
学
」
で
あ
る
。

⑫
、
い
O
い
×
×
≦
・
謹
㌣
。
。
。
。
。
。
…
回
↓
曙
ざ
が
嘗
帽
§
馬
覇
§
笥
ミ
“
§
。
、

　
奪
薦
｝
駄
勲
・
ミ
乳
ミ
讐
累
。
≦
鴫
g
ぎ
お
①
押

⑬
b
ミ
§
§
、
画
§
3
H
山
（
↓
即
日
。
製
零
國
喩
℃
■
ミ
）
…
H
凸
（
想
．
訟
ご

⑭
霞
§
亀
ミ
§
斜
目
高
（
月
ρ
覧
。
同
蓉
噌
‘
や
①
H
Y

⑮
b
ミ
翁
自
黛
§
3
囲
凸
（
ハ
門
P
《
一
〇
噌
噛
げ
吋
二
　
や
噂
　
A
o
◎
）
註
釈
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
い
う

　
「
完
全
な
智
恵
の
形
相
」
は
通
常
ボ
テ
ィ
ウ
ス
に
準
拠
し
て
（
　
「
聖
三
位
の
第
二

　
格
」
の
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。
（
｝
．
6
㊤
覧
O
メ
客
O
滞
。
。
け
O
b
ミ
象
逡
ミ
詩
0
3
や
ミ
①
捗

　
戸
ω
）
な
お
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
呪
哲
学
の
慰
め
』
第
三
巻
十
章
（
渡
辺
義
雄
訳
）

　
筑
摩
強
房
、
　
九
六
九
年
、
　
一
＝
二
一
一
一
九
頁
参
照
。

⑯
O
h
■
、
窯
§
象
ミ
馬
§
3
囲
昌
芦
（
↓
㊤
覧
。
さ
陣
巴
こ
や
。
。
も
。
）
…
や
。
。
（
唱
・
緕
）
…
H
H
－
一

　
（
や
O
b
。
）
簿
℃
㊤
鴇
一
捻
・
な
お
フ
ゴ
…
は
、
『
デ
ィ
ダ
ス
カ
リ
コ
ン
』
の
少
し
前
に

　
書
か
れ
た
『
哲
学
研
究
概
要
』
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
「
善
へ
の
無
知
や
悪
へ
の
欲
望
が
人
間
の
心
を
動
物
の
よ
う
に
し
た
。
心
の
弱

　
さ
は
そ
の
肉
体
ま
で
病
ま
せ
た
。
…
…
か
く
し
て
人
聞
は
自
由
に
向
っ
て
、
悪
を

　
遠
ざ
け
善
を
回
復
す
る
べ
く
進
み
は
じ
め
た
。
こ
こ
に
智
恵
の
深
陥
1
…
こ
れ
が

　
哲
学
と
呼
ば
れ
る
一
が
お
こ
っ
て
き
た
。
真
理
の
認
識
が
無
知
を
照
ら
し
、
徳

　
へ
の
愛
が
邪
悪
な
欲
塾
を
取
り
は
ら
い
、
そ
の
た
め
の
手
段
の
探
求
が
わ
れ
わ
れ

　
の
弱
さ
を
軽
減
す
る
よ
う
に
。
真
理
を
求
め
る
こ
と
は
く
理
論
的
〉
と
呼
ば
れ
、

　
徳
の
助
成
は
△
倫
理
的
〉
と
呼
ば
れ
、
そ
の
手
段
の
追
求
は
〈
機
械
的
〉
と
呼
ば

　
れ
る
。
（
導
き
§
馬
∪
§
ミ
§
こ
や
い
慧
§
亀
慧
ミ
§
℃
。
9
即
切
留
。
F
凶
器

　
寄
犠
ミ
欺
P
8
ヨ
。
メ
H
（
お
繰
）
噂
や
＝
ρ
）

⑰
Ω
‘
b
ミ
翁
ミ
篤
§
3
H
H
－
挿
O
～
卜
。
メ
（
月
白
百
”
貯
‘
憲
・
謡
も
O
）
■

⑱
§
勝
H
占
b
。
．
や
G
。
ω
曾

⑲
§
栖
H
占
N
や
ω
。
。
・

⑳
例
え
ば
、
§
外
学
訟
と
b
ミ
翁
ミ
ミ
§
’
回
H
H
も
参
照
。

⑳
　
罫
外
H
H
凸
脚
や
忠
．

＠
彼
は
『
メ
タ
只
ジ
コ
ソ
幽
第
四
巻
、
特
に
十
三
章
で
は
「
智
恵
」
と
「
知
識
」

　
と
を
区
別
し
、
前
者
を
精
神
的
山
麓
こ
と
が
ら
に
、
後
者
を
感
覚
的
人
間
的
こ
と

　
が
ら
に
関
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
（
§
跡
H
く
－
一
。
。
い
℃
」
＄
）
。
し
か
し
一
般
に
彼

　
の
記
述
に
あ
ら
わ
れ
る
用
法
と
し
て
は
厳
密
な
区
別
が
な
ざ
れ
て
い
る
と
は
思
え

　
ず
、
明
ら
か
に
「
知
識
」
の
意
味
で
用
い
て
い
る
個
所
も
多
い
（
O
劉
℃
円
o
r
H
芦
。
。

　
①
梓
℃
㊤
ω
切
一
ヨ
）

⑭
　
O
臨
こ
勺
ミ
普
§
獄
ミ
恥
句
囲
、
紙
押
麟
遍
く
H
摂
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ヨアソネス・サレスベリエソシスの学芸観（田中）

三
　
古
典
観
と
「
中
庸
の
精
神
」

1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
「
そ
の
記
憶
力
は
中
世
の
い
か
な
る
大
図
書
館
を
も
凌
駕
す
る
」
と
い
う
評
価
に
集
約
さ
れ
る
ご
と
く
、
ヨ
ァ
ン
ネ
ス
の
知
識
量
、
記
憶
力

に
は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
該
博
な
知
識
は
十
二
分
に
彼
の
著
作
に
展
開
さ
れ
、
そ
こ
に
は
当
時
知
ら
れ
て
い
た
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
の
古
典
作
家
の
文
章
が
組
込
ま
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
も
の
で
あ
れ
異
教
時
代
の
著
作
家
の
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

あ
れ
、
哲
学
者
、
教
父
、
詩
人
、
雄
弁
家
、
風
刺
作
家
を
問
わ
ず
、
彼
の
著
作
に
引
用
さ
れ
た
著
作
家
、
著
作
数
は
膨
大
な
董
に
達
す
る
。
こ
の

点
は
ヨ
ア
ン
ネ
ス
研
究
史
上
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
、
多
く
の
研
究
老
は
そ
こ
に
彼
の
古
典
愛
好
、
古
典
へ
の
傾
倒
を
読
取
っ
て

き
た
。
し
か
も
彼
の
文
体
が
キ
ケ
ロ
の
文
体
を
模
し
、
中
世
に
お
い
て
き
わ
め
て
稀
な
る
典
雅
さ
を
も
っ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
と

も
関
連
し
、
彼
が
通
例
「
人
文
主
義
者
」
の
名
で
呼
ば
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
「
ペ
ト
ラ
ル
カ
以
前
の
、
中
世
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

人
文
主
義
者
の
代
表
の
一
人
」
　
「
中
世
に
お
け
る
最
も
純
粋
か
つ
輝
か
し
い
ラ
テ
ィ
ニ
ス
ト
」
　
「
正
統
的
な
学
識
あ
る
人
文
主
義
者
」
と
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
⑦

「
十
二
世
紀
に
お
け
る
最
も
完
成
さ
れ
た
文
章
家
」
等
々
で
あ
る
。

　
し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
、
引
用
文
献
の
す
べ
て
を
彼
が
原
文
に
て
読
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
当
時
流
布
し
て
い
た
諸
註
釈
書
や
イ
シ
ド
ル

ス
の
百
科
全
書
そ
の
他
か
ら
の
孫
引
き
や
、
あ
る
い
は
文
法
書
に
例
文
と
さ
れ
た
章
句
を
も
自
由
に
引
用
し
て
自
己
の
所
説
の
補
強
と
し
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
断
章
の
ま
ま
そ
の
言
い
ま
わ
し
の
み
を
愛
好
し
て
い
る
例
も
多
い
。
そ
し
て
断
片
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
原
著
の
汐
留
を
損
ね
る
こ
と
が
し
ば

し
ば
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
、
今
度
は
、
こ
の
よ
う
な
古
典
引
用
、
古
典
愛
好
が
果
し
て
真
の
古
典
愛
好
の
名
に
値
す
る
だ
ろ
う
か
と
い
う

批
判
が
展
開
さ
れ
た
。
彼
を
人
文
主
義
老
と
規
定
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
研
究
者
の
一
致
し
た
見
解
で
あ
る
。
例
え
ば
ヨ
ァ
ン
ネ
ス
研
究
に
多

大
の
業
績
を
残
し
た
り
ー
ベ
シ
ュ
ッ
ツ
は
、
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
に
お
け
る
彼
の
キ
ケ
ロ
、
セ
ネ
カ
等
宵
典
の
引
用
と
そ
の
原
著
の
簗
ン
テ

ク
ス
ト
を
丹
念
に
調
べ
、
何
ら
古
典
を
本
当
に
理
解
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
　
「
ジ
ョ
ン
の
古
代
哲
学
の
利
用

75　（707）



は
、
　
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
の
道
徳
的
、
政
治
的
問
題
に
関
す
る
限
り
、
同
時
代
人
に
対
す
る
彼
の
意
見
に
合
致
し
、
そ
れ
を
代
弁
す
る
場

合
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
…
…
古
代
思
想
の
体
系
を
掘
起
こ
そ
う
と
す
る
こ
と
な
ど
彼
の
意
図
し
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
反
対
に
わ
れ

わ
れ
に
は
、
彼
が
セ
ネ
カ
や
特
に
キ
ケ
ロ
を
引
用
し
よ
う
と
す
る
傾
向
は
、
古
典
の
思
想
を
構
成
し
て
い
る
す
べ
て
の
理
念
を
排
斥
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
英
国
の
中
世
史
家
サ
ザ
ン
は
、
中
世
の
人
文
主
義
に
ふ
れ
た
講

演
の
中
で
、
中
世
の
人
文
主
義
を
古
典
愛
好
の
面
か
ら
論
ず
る
の
は
的
は
ず
れ
で
あ
り
、
中
世
の
古
典
愛
好
な
ど
と
る
に
た
り
な
い
と
し
て
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。
　
「
中
世
の
文
章
家
や
古
典
愛
好
家
を
み
て
い
る
と
、
彼
ら
が
あ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
引
用
し
て
い
る
そ
の
古
典
作
家
た
ち
に
あ

ま
り
に
も
無
関
心
で
あ
る
こ
と
を
知
り
面
く
ら
っ
て
し
ま
う
。
例
え
ば
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
の
ジ
ョ
ン
の
よ
う
な
著
名
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
を
み

て
み
れ
ば
、
彼
が
古
典
を
漁
り
、
自
己
の
文
章
を
彩
し
い
引
用
文
で
飾
り
な
が
ら
、
そ
の
古
典
の
根
源
の
精
神
に
徹
底
的
に
無
関
心
で
あ
る
こ

と
を
知
り
、
こ
の
偉
大
な
男
が
古
代
文
学
に
ど
ん
な
感
覚
を
も
っ
て
い
た
の
か
考
え
こ
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
こ
ん
な
も
の
は
ぺ
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ラ
ル
カ
の
感
覚
で
は
な
い
」
。
こ
の
観
点
は
明
ら
か
に
ブ
ー
ル
ダ
ッ
ハ
以
来
の
ル
ネ
サ
ン
ス
史
家
の
観
点
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
古
典
の
知
識
、
古
典
の
単
な
る
受
容
と
い
う
視
点
で
は
中
世
と
ル
ネ
サ
ン
ス
を
分
つ
も
の
は
な
い
と
一
応
認
め
た
上
で
、
し
か
し
中
世

に
は
「
一
恐
ら
く
は
そ
れ
こ
そ
主
要
な
こ
と
な
の
だ
が
一
－
模
倣
さ
れ
る
著
作
家
た
ち
の
人
間
性
と
彼
ら
の
文
体
の
独
自
な
個
性
に
対
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

新
た
に
目
醒
め
た
感
覚
」
と
い
う
ル
ネ
サ
ン
ス
の
特
性
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
受
容
の
あ
り
方
、
古
典
に
対
す
る
態
度
が
全
く
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

な
っ
て
い
る
、
と
す
る
観
点
で
あ
る
。
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
こ
れ
を
「
遠
近
法
的
視
点
」
の
欠
如
と
裏
現
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
観
点
は
確
か
に
説
得
力
に
富
む
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
十
二
世
紀
の
精
神
や
ヨ
ア
ソ
ネ
ス
を
考
え
る
場
舎
、
こ
の
よ
う
な
観

点
で
割
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
有
効
か
ど
う
か
は
疑
聞
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
こ
の
観
点
は
古
典
利
用
の
あ
り
方
に
焦
点
を
あ
て
つ
つ
も
、
よ

り
本
質
的
に
、
そ
の
中
に
示
さ
れ
た
「
古
典
観
」
の
検
討
と
い
う
視
点
を
明
ら
か
に
欠
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
古
典
は
規
範
と

し
て
彼
に
と
っ
て
確
か
に
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
と
、
彼
が
古
典
を
利
用
し
た
こ
と
と
の
間
に
は
、
な
お
短
絡
を
許
さ
な

い
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
が
ど
の
よ
う
に
宵
典
を
利
用
し
愛
好
し
た
か
と
い
う
側
面
と
と
も
に
、
古
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、

典
と
は
彼
に
と
っ
て
何
で
あ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
何
故
古
典
を
引
用
し
た
の
か
と
い
う
側
面
を
も
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
さ
て
ヨ
ァ
ン
ネ
ス
は
あ
れ
だ
け
古
典
作
家
を
引
用
し
な
が
ら
、
し
か
し
一
方
で
現
代
人
を
引
用
す
る
こ
と
に
誇
り
を
も
っ
て
い
る
と
明
言
し
、

古
典
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
単
純
な
発
想
は
し
て
い
な
い
。
彼
は
『
メ
タ
ロ
ギ
コ
ン
』
序
文
に
書
う
。

　
　
私
は
現
代
人
の
意
見
を
引
用
す
る
こ
と
を
少
し
も
無
価
値
だ
と
し
て
点
け
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
意
見
が
多
く
の
点
で
古

　
代
人
の
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
確
信
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
私
は
確
か
に
、
現
代
の
人
々
の
栄
光
を
〔
わ
れ
わ
れ
が
古
典
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
し
て
す
る
よ
う
に
〕
後
の
時
代
の
人
々
は
称
讃
す
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
（
〔
〕
内
は
引
用
者
）

古
典
は
「
規
範
」
と
し
て
尊
重
し
つ
つ
も
、
な
お
規
範
た
り
え
た
と
き
現
代
の
著
作
も
古
典
と
同
列
に
位
置
し
う
る
。
そ
れ
は
パ
ノ
フ
ス
キ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
言
う
「
現
代
と
過
ぎ
去
っ
た
古
代
と
の
間
に
一
定
の
距
離
を
認
め
」
る
も
の
で
は
な
く
て
も
、
な
お
「
規
範
」
の
意
味
を
彼
が
ど
の
よ
う
に

捉
え
て
い
た
か
の
ひ
と
つ
の
例
示
と
は
な
り
え
よ
う
。
こ
の
観
点
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
表
現
を
生
む
。

　
　
ば
か
で
な
け
れ
ば
誰
が
一
体
、
そ
れ
が
た
だ
コ
リ
ッ
ク
ス
や
ブ
リ
ヅ
ソ
や
メ
リ
ッ
ス
ス
に
よ
っ
て
言
わ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
、
そ
の
主
張

　
を
真
正
の
も
の
と
言
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
皆
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
そ
の
名
前
を
例
に
挙
げ
た
と
い
う
以
外
と
る
に
た
り
な
い
連
中
な

　
の
だ
。
ま
た
誰
が
…
…
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
、
ア
ペ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
や
わ
れ
わ
れ
の
ア
ダ
ム
に
よ
っ
て
言
わ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
、
そ
の
命
題
を

　
排
斥
し
た
り
す
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
自
分
自
身
の
時
代
の
よ
き
も
の
を
侮
蔑
し
、
自
分
た
ち
の
時
代
の
も
の
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と
を
惜

し
む
よ
う
な
連
中
に
同
意
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
晦
・

後
三
名
の
う
ち
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
（
O
出
ぴ
。
誌
缶
Φ
㌶
℃
o
旨
①
o
）
、
ア
ベ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
（
》
げ
巴
三
舞
）
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
当
時
宗
教
界
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

お
け
る
そ
の
権
威
絶
大
と
さ
れ
た
聖
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
（
ω
・
ゆ
興
⇔
霞
畠
畠
Φ
Ω
鉱
著
窪
図
）
に
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
教
説
を
告
発
さ
れ
た
人
で
あ
り
、

ま
た
ア
ダ
ム
・
（
》
α
ρ
岩
P
　
α
鐸
　
℃
①
二
一
げ
一
勺
○
鵠
げ
）
は
一
種
の
当
今
学
派
の
祖
と
さ
れ
、
当
時
の
世
評
が
芳
し
く
な
か
っ
た
こ
と
は
他
の
個
所
の
ヨ
ア
‘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ン
ネ
ス
の
口
調
よ
り
も
察
し
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
と
も
ど
も
賞
揚
す
る
に
た
め
ら
い
の
も
た
れ
て
い
た
そ
の
三
焦
を
敢
え
て

こ
の
よ
う
に
引
合
い
に
出
し
た
点
に
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
の
古
典
を
含
め
た
他
人
の
著
作
、
学
説
を
利
用
す
る
際
の
姿
勢
が
明
確
に
現
わ
れ
て
い
る
。
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彼
は
古
典
に
何
を
求
め
、
そ
し
て
何
故
古
典
を
利
用
し
た
の
か
、
そ
れ
は
次
の
工
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
真
な
る
も
の
の
追
求
を
前
面
に
押
し
出
し
、
古
典
を
そ
の
補
助
と
し
て
利
用
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
「
規
範
」
は
著
作
家

の
側
に
あ
る
の
で
は
な
く
そ
の
思
想
の
側
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
規
範
と
し
て
他
人
の
所
説
、
文
章
を
引
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
彼
は
古
代
、

現
代
と
い
う
蓑
面
的
バ
ロ
メ
ー
タ
に
関
ら
ず
、
ま
た
世
評
や
政
治
的
配
慮
等
を
度
外
視
し
、
そ
の
意
見
が
真
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
唯
一
の
基

準
と
す
る
純
粋
な
姿
勢
を
保
と
う
と
す
る
。
一
見
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
こ
の
点
は
強
調
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
け
だ
し
「
規
範
」
の
意
味

が
、
こ
の
点
ば
か
り
は
不
当
に
も
何
故
か
未
だ
払
拭
さ
れ
ず
に
残
る
十
九
世
紀
的
中
世
観
か
ら
脱
し
て
、
現
代
的
色
彩
を
お
び
て
く
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
彼
の
古
典
利
用
も
こ
の
姿
勢
の
枠
内
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
彼
に
と
っ
て
古
典
と
は
、
す
な
わ
ち
規
範
た
り
う

る
古
典
と
は
真
理
に
至
る
た
め
の
知
識
の
宝
庫
な
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
で
み
れ
ば
古
典
の
等
閑
視
は
無
知
に
結
び
つ
く
。
無
知
は
し
た
が
っ

て
ヨ
ァ
ン
ネ
ス
に
と
っ
て
は
怠
惰
に
他
な
ら
な
い
。
文
法
上
の
「
破
格
」
（
ゆ
◎
q
霞
ρ
）
の
も
つ
意
義
、
お
よ
び
「
理
性
」
（
宇
治
○
）
の
永
遠
性
に

関
し
て
彼
の
下
す
コ
メ
ン
ト
の
行
間
に
、
彼
の
こ
の
よ
う
な
意
識
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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ド
ナ
ー
ト
ゥ
ス
、
セ
ル
ヴ
ィ
ウ
ス
、
プ
リ
ス
キ
ア
ー
ヌ
ス
、
イ
シ
ド
ル
ス
…
…
そ
の
他
多
く
の
人
々
が
す
べ
て
こ
れ
に
つ
い
て
論
じ
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
れ
に
無
知
で
あ
る
こ
と
は
た
だ
怠
慢
で
あ
る
ば
か
り
な
の
に
。

　
も
し
誰
か
こ
う
い
う
こ
と
は
ば
か
げ
た
こ
と
だ
と
讐
口
う
者
が
あ
れ
ば
、
そ
の
人
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
自
由
意
志
論
』
を
読
む
が
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
。
こ
の
書
は
十
分
に
彼
を
納
得
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

古
典
と
は
長
い
時
代
に
お
け
る
人
間
思
考
の
集
積
で
あ
る
。
過
去
の
偉
大
な
人
々
が
聖
な
る
も
の
を
追
求
し
後
世
に
残
し
、
し
か
も
後
代
の
多

く
の
人
々
が
検
証
し
真
と
し
て
伝
え
て
き
た
も
の
が
古
典
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
古
典
に
は
、
古
代
の
も
の
と
い
う
特
性
以
上
に
真
な
る
も
の
と

い
う
価
値
が
付
帯
し
て
い
る
。
彼
が
古
典
に
求
め
た
も
の
は
こ
の
真
と
い
う
価
値
な
の
で
あ
っ
た
。
さ
て
こ
こ
か
ら
当
然
に
帰
結
さ
れ
る
よ
う

に
、
彼
の
古
典
利
用
の
第
二
点
は
、
古
典
を
手
段
と
捉
え
て
い
る
点
に
求
め
ら
れ
る
。
彼
は
自
己
の
、
す
な
わ
ち
現
在
あ
る
自
己
の
知
識
の
拡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
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⑳

大
を
、
過
去
の
人
間
思
考
の
集
積
た
る
古
典
に
求
め
る
。
そ
れ
は
知
識
の
拡
大
に
と
っ
て
き
わ
め
て
効
果
的
な
手
段
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
吸
収

す
る
こ
と
は
、
過
去
の
偉
大
な
人
々
が
長
年
月
を
か
け
て
得
た
も
の
を
す
べ
て
短
時
日
の
う
ち
に
体
得
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
姿

勢
は
古
来
い
く
た
び
と
な
く
引
用
さ
れ
て
き
た
有
名
な
次
の
言
葉
に
典
型
的
に
表
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
シ
ャ
ル
ト
ル
の
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
は
、
わ
れ
わ
れ
を
よ
く
巨
人
の
肩
に
乗
っ
て
い
る
小
人
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
わ

　
れ
わ
れ
の
先
行
老
た
ち
よ
り
も
確
か
に
広
く
遠
く
ま
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
彼
ら
よ
り
鋭
い
視
力
や

　
高
い
身
長
を
も
っ
て
い
る
た
め
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
巨
人
の
体
で
高
く
持
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
た
。
私
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
喜
ん
で
こ
の
こ
と
に
岡
意
す
る
。

古
典
学
習
の
彼
岸
に
約
束
さ
れ
た
凱
歌
を
控
目
に
、
だ
が
大
い
な
る
自
負
心
を
秘
め
て
謳
っ
た
こ
の
意
気
込
み
は
、
し
か
し
当
面
の
課
題
に
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
へ

し
て
言
え
ば
、
古
典
は
利
用
し
つ
つ
も
、
彼
に
と
っ
て
の
主
体
が
あ
く
ま
で
自
己
自
身
の
側
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
が
古
典
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ぬ

あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
真
な
る
も
の
を
内
含
し
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
自
己
に
益
す
る
か
ら
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
付
言
す
る

な
ら
、
古
典
の
規
範
性
を
そ
の
古
さ
に
で
は
な
く
真
な
る
教
説
に
求
め
る
第
一
の
姿
勢
も
、
手
段
と
し
て
古
典
の
知
識
を
利
用
す
る
第
二
の
姿

勢
も
、
何
が
真
で
あ
り
、
何
が
自
己
の
身
長
を
高
め
る
手
段
と
な
り
う
る
か
を
決
定
す
る
の
は
あ
く
ま
で
自
己
の
判
断
力
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、

自
己
の
理
性
の
鋭
さ
が
古
典
利
用
に
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
理
性
を
研
澄
ま
す
の
は
学
芸
で
あ
り
と
り
わ
け
古
典
学

習
で
あ
る
が
、
逆
に
古
典
を
十
分
に
利
用
す
る
た
め
に
は
鋭
敏
な
理
性
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
モ
　
　
リ
　
　
カ

　
確
か
に
、
サ
ザ
ン
の
言
う
よ
う
に
「
古
典
の
根
源
の
精
神
に
徹
底
的
に
無
関
心
」
と
も
い
え
る
し
、
リ
ー
ベ
シ
ュ
ヅ
ッ
の
言
う
「
古
代
思
想

ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
体
系
を
掘
起
こ
す
」
こ
と
は
ヨ
ア
ン
ネ
ス
に
望
む
べ
く
も
な
い
。
し
か
し
ヨ
ア
ン
ネ
ス
に
と
っ
て
何
が
最
も
重
要
な
こ
と
と
さ
れ
、
古
典
の

愛
好
、
利
用
の
質
が
彼
に
と
っ
て
何
で
あ
っ
た
か
を
考
え
て
み
る
な
ら
、
サ
ザ
ン
や
り
ー
ベ
シ
ュ
ヅ
ツ
の
着
眼
点
そ
の
も
の
が
的
の
は
ず
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
と
　
＝
q
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
点
で
ル
ネ
サ
ン
ス
史
家
の
観
点
は
、
連
続
史
観
に
立
と
う
と
断
絶
史
観
に
立
と
う

と
、
　
「
模
倣
す
る
現
代
」
よ
り
「
模
倣
さ
れ
る
過
去
」
の
方
に
よ
り
大
き
く
視
座
を
据
え
た
が
ゆ
え
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
中
世
の
双
方
の
質
の
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息
み
を
公
正
に
判
断
す
る
視
角
を
欠
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
同
様
に
、
彼
の
古
典
利
用
．
博
引
傍
証
と
い
う
外

形
的
側
面
の
み
で
彼
の
人
文
主
義
を
論
じ
て
も
、
彼
自
身
の
本
質
に
何
ら
迫
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
費
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

　
先
程
私
は
自
由
七
科
と
い
う
学
芸
区
分
の
伝
統
に
対
し
て
彼
の
み
せ
た
姿
勢
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
徐
々
に
崩
壊
し
て
い
く
中

に
あ
っ
て
、
ヨ
ァ
ン
ネ
ス
が
新
し
い
時
代
へ
の
対
応
を
み
せ
つ
つ
、
な
お
そ
の
伝
統
の
継
承
を
志
向
し
て
い
る
こ
と
を
み
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
彼
が
古
典
に
濡
し
て
示
し
た
姿
勢
と
岡
じ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
立
科
の
枠
が
連
綿
と
受
容
さ
れ
続
け
て
き
た

伝
統
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
そ
こ
に
彼
が
有
効
な
も
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
、
そ
の
伝
統
の
崩
壊
過
程
に
な
お
踏
み
止
っ
て
継

承
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
伝
統
の
も
つ
権
威
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
新
し
い
潮
流
に
対
応
し
う
る
充
実
し
た
も
の
に
し
よ
う

と
す
る
柔
軟
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

、
古
典
や
伝
統
が
表
層
的
に
有
し
て
い
る
権
威
も
、
所
詮
は
そ
れ
と
対
資
す
る
自
己
を
ま
っ
て
価
値
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
一
方
で

規
範
と
し
て
自
己
を
鍛
え
、
知
識
の
拡
大
を
促
す
が
、
何
が
真
の
規
範
と
し
て
古
典
た
り
う
る
か
伝
統
た
り
う
る
か
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
自

己
の
理
性
が
決
定
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヨ
ア
ン
ネ
ス
が
古
典
や
伝
統
と
い
う
「
権
威
」
に
銘
し
て
示
し
た
姿
勢
を
こ
の
よ
う
に

検
討
し
て
み
れ
ば
、
　
一
方
で
彼
は
そ
の
よ
う
な
姿
勢
を
堅
持
す
べ
き
こ
と
を
読
者
に
説
き
つ
つ
、
他
方
で
、
自
己
の
判
断
で
真
正
と
決
定
し
た

「
典
拠
」
を
、
そ
れ
が
学
芸
修
得
に
と
っ
て
重
要
で
あ
り
有
効
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
　
『
メ
タ
減
ギ
コ
ン
』
で
の
引
用
を
通
し
て
、
読
者
に
提
示

し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
彼
が
そ
の
膨
大
な
知
識
量
と
す
ぐ
れ
た
記
憶
力
を
駆
使
し
て
、
彼
の
文
章
に
多
く
の
引
用
を
ち

り
ば
め
た
こ
と
も
、
ま
た
彼
の
引
用
が
古
典
の
根
源
の
精
神
に
肉
迫
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
も
、
と
も
に
ヨ
ア
ン
ネ
ス
を
理
解
す
る
上
で
本
質

的
な
こ
と
で
は
な
い
。
彼
が
古
典
、
伝
統
と
い
う
権
威
に
対
し
て
、
意
識
的
、
無
意
識
的
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
く
ま
で
自
己
自
身
の
理

性
、
判
断
力
を
根
抵
に
据
え
た
そ
の
姿
勢
に
こ
そ
、
最
も
評
価
す
べ
き
も
の
を
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

①
　
ρ
渚
炉
切
δ
o
ぎ
噂
ぎ
葺
。
曾
。
仲
一
〇
昌
伴
。
§
馬
腎
誉
謎
魚
智
ぎ
置
潮
貸
駐
ぎ
遣
、

や
x
窪
一
■

②
　
例
え
ば
索
引
の
整
備
さ
れ
た
ウ
ェ
ッ
ブ
版
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
の
索
引
か

ら
数
え
れ
ば
、
耕
用
著
作
家
総
数
二
五
一
名
、
引
用
文
献
数
五
一
八
冊
に
お
よ
ぶ

80　（712）
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（
新
旧
聖
書
含
ま
ず
）
。
な
お
参
考
の
た
め
五
〇
回
以
上
引
絹
さ
れ
た
文
献
を
列
挙

　
す
る
。
　
い
ミ
疑
§
（
熱
く
長
長
｝
ω
ど
等
6
執
ミ
§
㌶
典
b
慧
9
、
§
革
§
§
さ
遷
翼
鋤
“
§

　
…
（
〈
巴
⑦
ユ
寡
ω
蜜
■
ど
b
q
O
き
鳶
ミ
恥
b
ミ
…
」
馬
“
ミ
ミ
。
色
翠
窺
誘
ミ
封
．
：
（
い
蝿
0
2
≡
脇
）
…

　
O
o
壽
覧
ミ
。
ミ
ミ
　
特
柳
川
周
画
ミ
ミ
恥
ミ
§
、
§
ミ
焼
ミ
袋
ミ
（
鍔
8
『
o
ぼ
蝿
二
日
）
叫
b
題
》
．
馬
ミ
§
…

　
b
画
恥
婁
∴
筒
黛
吻
ミ
§
（
類
O
寺
僧
♂
陣
ρ
切
）
｝
貯
§
器
（
一
〉
．
な
お
『
メ
タ
ロ
ギ
コ
ソ
瞼

　
で
は
当
然
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
加
わ
る
で
あ
ろ
う
。

③
◇
o
D
o
冨
鍵
ω
。
玄
凱
陣
讐
智
ミ
N
↓
§
砺
ミ
三
富
蔑
§
遺
勲
ピ
。
ゼ
臨
σ
q
魅
同
◎
。
魯
（
後
註

　
⑨
一
二
頁
に
よ
る
）

④
〉
．
Ω
霧
く
p
♂
o
辱
．
無
譜
や
b
。
ω
ρ

⑤
　
O
．
ρ
い
白
。
げ
げ
噛
．
．
㎏
o
び
溝
。
｛
Q
D
巴
圃
ω
げ
儲
戦
団
、
、
層
℃
き
回
書
鼠
篭
島
田
。
欺
ミ
8

　
や
り
ご
マ

⑥
客
○
鉱
σ
謬
貫
ぎ
貯
。
曾
騨
一
〇
昌
8
§
“
製
絵
ミ
ミ
℃
§
W
慧
q
＆
薄
「
ら
α
9

　
や
×
一
■

⑦
現
に
一
九
六
五
年
パ
リ
で
闘
か
れ
た
「
十
ご
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
学
会
」
で
の
ヨ

　
ア
ソ
ネ
ス
に
つ
い
て
の
代
表
講
演
は
．
．
ぴ
、
国
彪
導
四
三
ω
ヨ
①
伽
①
日
。
螢
騙
馬
Φ
ω
巴
凶
ω
－

　
一
）
爲
『
響
d
昌
Ω
o
曾
。
鼠
。
コ
㊤
予
選
①
ω
δ
9
0
．
．
（
b
ご
写
σ
q
o
7
竃
毎
汗
－
O
置
。
コ
）
層
肉
ミ
篭
－

　
畿
ミ
窮
象
ミ
ざ
葡
ミ
§
傍
器
濤
聴
職
窓
鳳
N
偽
鴇
9
N
馬
．
諸
・
O
㊦
0
9
鵠
象
｝
冨
。
’
o
け
潤
一
？

　
舘
口
。
磐
、
①
島
二
℃
巴
，
圃
ω
嘲
一
り
①
Q
。
9
で
あ
っ
た
。

⑧
彼
の
直
接
も
っ
て
い
た
古
典
の
知
識
を
そ
の
引
用
形
態
か
ら
探
ろ
う
と
し
て
い

　
る
野
心
的
労
作
が
あ
る
。
こ
の
種
の
研
究
の
常
と
し
て
あ
ま
り
成
功
レ
て
い
る
と

　
は
言
い
が
た
い
が
一
応
あ
げ
て
お
く
。
｝
■
ρ
鋭
「
①
ざ
、
．
嗣
。
げ
箒
o
h
ω
差
脚
ω
げ
口
『
団
．
の

　
国
二
9
く
一
〇
戯
α
q
o
9
二
お
Ω
霧
ω
一
〇
ω
．
．
噸
写
ミ
い
旨
無
画
。
噛
窮
魚
W
ぎ
§
軌
q
o
隷
紙
嵩
這
q
㌣

　
§
§
発
駄
ω
織
§
聴
ミ
ミ
ト
馬
驚
ミ
勲
く
。
ド
メ
ぐ
ゲ
ト
ρ
（
同
緯
O
）
吻
℃
勺
リ
ホ
ー
り
Q
◎
刈
．

⑨
串
目
。
σ
①
。
・
。
憲
豊
｝
§
ミ
馬
§
N
奪
“
§
§
§
ミ
§
牒
ぎ
ト
薯
§
ミ
奉
ミ
濤
讐

　
ミ
智
ミ
煙
ミ
的
ミ
帖
S
§
負
い
9
回
α
o
P
δ
㎝
ρ
や
Q
。
餅

⑩
図
．
≦
■
ω
o
葺
冨
慧
’
§
ミ
題
ミ
喪
い
§
§
睦
嵩
§
ミ
O
導
ミ
9
楠
ミ
§
曹
O
駄
o
a
．

　
一
㊤
刈
ρ
や
ω
O
排
な
お
彼
は
中
世
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
「
神
の
認
識
」
　
「
神
と

　
の
粋
δ
巳
。
。
三
℃
」
に
求
め
、
　
こ
れ
こ
そ
「
中
世
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
き
わ
め
て

　
偉
大
な
勝
利
」
と
規
両
疋
す
る
。
そ
の
点
で
彼
の
需
う
中
世
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は

　
聖
ア
ン
セ
ル
ム
ス
、
聖
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
で
あ
る
。
（
℃
や
ω
ω
山
“
）

⑪
　
こ
こ
で
は
【
応
次
の
諸
著
を
措
定
し
て
い
る
。
K
・
ブ
ー
ル
ダ
ッ
ハ
、
　
『
宗
教

　
改
革
・
ル
ネ
サ
ン
ス
・
人
文
主
義
』
（
鋏
虫
轟
吉
訳
）
、
舞
文
社
、
昭
和
四
九
年

　
（
原
著
一
九
二
六
年
）

　
E
・
ガ
レ
ン
、
　
『
イ
タ
リ
ア
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』
（
清
水
純
一
訳
）
、
創
文
社
、

　
昭
和
三
五
年
（
一
九
五
二
年
〉

　
一
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
育
』
（
近
藤
恒
一
訳
）
、
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
昭
和
四
九

　
年
（
一
九
五
七
年
）

　
E
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
、
噸
ル
ネ
サ
ン
ス
の
春
』
（
中
森
義
宗
、
清
水
忠
訳
）
、
思
索

　
社
、
昭
和
四
八
年
（
一
九
穴
○
年
）

　
…
…
「
人
文
学
の
実
践
と
し
て
の
美
術
史
」
（
柏
木
隆
夫
訳
）
、
中
央
公
論
社
『
世

　
界
の
名
著
』
続
一
五
巻
、
昭
和
四
九
年
（
一
九
七
〇
年
）
、
四
四
五
一
七
〇
頁
。

⑫
　
K
・
ブ
ー
ル
ダ
ッ
ハ
、
前
掲
書
八
五
頁
。

⑱
E
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
、
「
人
文
学
の
実
践
と
し
て
の
美
術
史
扁
羽
裏
九
頁
、
謎

　
ω
。
な
お
、
岡
『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
春
』
第
二
章
参
照
。

⑭
ミ
舞
甲
9
や
P

⑮
E
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
、
「
人
文
学
の
実
践
と
し
て
の
美
県
史
」
四
四
九
頁
、
註

　
ω
。

⑯
§
沖
二
恩
鷲
o
r
℃
」
置
。
。
ρ
．

⑰
　
ア
ベ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
は
一
一
四
〇
年
サ
ン
（
ω
o
渇
ω
）
公
会
議
で
異
端
雲
霞
、
ジ
ル

　
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
一
一
四
七
年
パ
リ
、
　
お
よ
び
一
一
四
八
年
ラ
ソ
ス
（
園
げ
2
津
ω
）

　
公
会
議
で
審
問
を
う
け
る
。
な
お
次
節
参
照
。

⑱
例
え
ば
℃
暮
呂
緯
葺
〔
｝
象
ヨ
〕
・
巴
ヨ
一
肖
冒
三
夏
ρ
冨
σ
三
七
㊦
．
（
護
山
O
層
℃
．

　
o
◎
ρ
）
…
…
o
乱
環
。
。
（
》
α
騨
ヨ
）
ぐ
⑦
ω
鉱
α
q
凹
p
。
D
①
ρ
β
巳
拝
霞
導
二
一
諜
舳
ω
①
畠
℃
p
¢
鉱
憎
雷
⑦
唱
？

　
象
¢
馨
①
置
く
δ
冨
領
。
蜂
⑦
嵩
什
舞
’
（
嵩
H
l
。
。
り
℃
」
b
。
¢
．
）
な
お
ア
ダ
ム
の
著
作
に
つ
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い
て
は
○
め
い
窓
凶
三
？
勺
巴
ロ
。
＝
ρ
o
や
。
罫
も
や
μ
れ
晶
帯
①
◆
ヨ
ア
ソ
ネ
ス
は

　
彼
が
弁
証
法
し
か
学
ば
な
い
こ
と
を
批
判
し
つ
つ
そ
の
知
性
、
学
識
は
評
価
し
て

　
い
る
。
ヨ
ネ
ソ
ネ
ス
が
ア
ダ
ム
に
常
に
つ
け
る
形
容
語
2
面
冨
ω
玉
縁
凶
℃
暮
。
峠
一
〇
島

　
は
、
ア
ベ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
を
さ
す
℃
曾
な
暮
。
欽
。
質
ω
℃
p
冨
二
昌
ロ
。
。
と
通
じ
る
（
彼

　
が
勺
曾
首
舞
⑦
鉱
。
諺
と
呼
ん
だ
の
は
こ
の
両
者
の
み
）
。

⑲
ミ
黒
H
高
P
や
㎝
P

⑳
§
鵯
■
H
く
1
昼
唱
L
謡
．

⑳
　
「
わ
れ
わ
れ
は
偉
大
な
署
作
家
の
言
葉
に
尊
敬
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
…
そ
れ
ら
は
証
明
ま
た
は
反
駁
の
と
き
用
い
る
と
き
わ
め
て
効
果
的
で
あ
る
の
で
、

　
そ
れ
ら
を
知
ら
な
い
人
は
他
人
に
お
く
れ
を
と
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
」

　
（
馨
跡
目
員
ム
”
℃
■
一
叢
）

⑫
ミ
W
鳳
』
旨
ム
㌧
や
雛
滑

82 （714）

2

　
ヨ
ア
ン
ネ
ス
は
あ
る
論
争
の
叙
述
や
自
己
の
判
断
の
表
明
の
際
、
控
目
で
、
当
該
の
問
題
に
深
く
没
入
す
る
こ
と
な
く
対
象
と
距
離
を
保
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

姿
勢
を
し
ば
し
ば
み
せ
る
。
こ
の
姿
勢
は
あ
る
場
合
に
は
懐
疑
的
、
相
贈
主
義
的
印
象
を
読
者
に
与
え
、
ま
た
態
度
決
定
に
お
け
る
明
確
さ
の

欠
如
が
、
哲
学
史
上
一
級
の
思
想
家
と
し
て
は
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
一
因
と
も
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
姿
勢
は
彼
の
意

識
の
産
物
で
あ
り
、
彼
自
身
著
作
の
端
々
に
積
極
的
に
こ
の
こ
と
の
価
値
を
賞
揚
す
る
記
述
を
残
し
て
い
る
。
例
え
ば
『
メ
タ
ロ
ギ
コ
ソ
』
序

文
で
、
著
作
す
る
者
（
ω
o
根
合
。
お
ω
）
の
戒
め
る
べ
き
こ
と
と
し
て
「
真
理
に
対
す
る
無
知
」
の
他
に
、
「
虚
偽
の
恥
知
ら
ず
な
断
言
」
「
真
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
傲
慢
な
表
明
」
（
ゴ
出
置
ρ
嘆
○
冷
ω
ω
δ
〈
①
山
け
暮
芭
を
あ
げ
て
い
る
。
偽
を
真
と
錯
覚
し
て
断
定
す
る
こ
と
ほ
ど
著
作
老
に
と
っ
て
恥
ず
べ

き
こ
と
は
な
い
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
た
と
え
真
と
確
信
し
て
い
て
も
偽
た
り
う
る
可
能
性
は
常
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
真
理
の
も

つ
特
性
の
ゆ
え
に
も
、
真
だ
か
ら
と
て
横
柄
に
表
明
す
る
こ
と
は
や
は
り
慎
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
彼
は
こ
の
言
葉
の
中
に
真
な
る
こ
と
の
決
定
、

表
明
に
は
あ
く
ま
で
慎
重
、
謙
虚
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
自
戒
を
こ
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
次
の
よ
う
に
も
宣
言
す
る
。

　
　
私
は
ア
カ
デ
ミ
ー
の
学
徒
で
あ
る
か
ら
、
賢
者
（
q
O
斜
℃
　
①
剛
9
ω
）
に
も
疑
わ
し
い
よ
う
な
こ
と
で
、
自
分
の
巡
っ
た
こ
と
を
、
こ
れ
こ
そ
真
だ

　
な
ど
と
誓
い
は
し
な
い
。
真
で
あ
る
に
せ
よ
偽
で
あ
る
に
せ
よ
、
私
は
た
だ
蓋
然
性
だ
け
で
（
。
。
o
冠
鷲
。
び
孚
玄
導
纂
①
）
満
足
し
て
い
る
の
で

　
　
③

　
あ
る
。
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こ
の
こ
と
は
、
同
二
巻
十
章
で
彼
の
弁
証
法
上
の
師
の
一
人
で
あ
る
ロ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
（
切
。
げ
①
洋
α
①
自
色
呂
）
の
教
授
法
を
回
顧
し
て
、

　
　
彼
は
、
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
に
対
し
反
対
の
立
場
を
取
出
さ
ず
に
は
、
ま
た
そ
の
言
葉
の
多
義
性
を
決
定
す
る
に
あ
た
り
解
釈
は
一
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
り
だ
け
で
は
な
い
と
教
え
ず
に
は
、
決
し
て
そ
の
問
題
に
対
す
る
追
求
を
や
め
な
か
っ
た
。

と
い
う
態
度
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
に
も
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
種
の
懐
疑
主
義
の
中
に
、
な
お
彼
が
積
極
的
に
、
独
断
に
陥
る
か
も
知

れ
ぬ
断
定
を
避
け
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
に
途
を
残
す
こ
と
こ
そ
真
の
思
索
着
に
ふ
さ
わ
し
い
と
自
負
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
ま
た
さ

ら
に
同
第
四
巻
で
は
、
真
理
到
達
に
と
っ
て
の
阻
害
要
因
を
八
項
目
列
挙
し
た
中
に
門
可
能
性
を
有
す
る
意
見
の
混
乱
し
た
争
い
」
　
（
鷲
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

び
騨
び
讐
幻
巴
o
o
自
津
。
9
ω
o
覧
郎
δ
口
彊
B
）
な
る
一
項
を
加
え
、
ま
た
、
「
中
庸
の
心
」
（
。
・
o
げ
江
ρ
）
で
学
ぶ
者
は
「
自
己
の
理
解
力
を
越
え
る
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
無
分
別
に
突
込
ん
で
い
き
は
し
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
可
能
性
を
有
す
る
」
と
か
「
自
己
の
理
解
力
を
越
え
る
」
と
い
う

表
現
は
、
先
の
「
賢
者
に
も
疑
し
い
」
と
同
様
逆
説
的
に
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
先
程
述
べ
た
コ
ル
ニ
フ
ィ
キ
ゥ
ス
一
派
の
ご
と

き
似
而
非
弁
証
法
家
を
直
接
に
措
定
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
閉
塞
し
た
空
虚
な
議
論
へ
の
埋
没
は
結
局
真
の
目
的
に
と
っ
て
否
定
的
価
値

し
か
も
ち
え
な
い
こ
と
を
雷
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
彼
の
態
度
を
仮
に
「
中
庸
」
と
名
付
け
て
お
く
な
ら
ば
、
こ
の
「
中
庸
の
精
神
」
は
ヨ
ァ
ソ
ネ
ス
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な

一
面
を
構
成
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
彼
の
著
し
た
年
代
記
『
教
皇
史
』
中
の
ラ
ン
ス
公
会
議
で
の
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
審
問
の
叙
述

の
あ
り
方
を
検
討
し
つ
つ
、
こ
の
「
中
庸
の
精
神
」
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
一
一
四
八
年
ラ
ソ
ス
に
て
開
か
れ
た
公
会
議
で
は
、
十
二
世
紀
の
神
学
、
哲
学
史
上
無
視
し
え
ぬ
重
要
な
論
争
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
当
時
ポ
ワ
チ
エ
司
教
で
あ
っ
た
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
（
○
隷
σ
①
色
目
①
ご
℃
o
H
獄
Φ
）
が
、
そ
の
教
説
に
異
端
の
疑
い
あ
り
と
し
て
彼
の
副

司
教
に
告
訴
さ
れ
、
当
時
の
宗
教
界
に
絶
大
な
影
響
力
を
も
つ
と
い
わ
れ
た
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
修
道
院
修
院
長
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
（
Q
Q
・
b
d
Φ
ヨ
霞
α

α
①
Ω
ρ
蒼
く
磐
×
）
を
中
心
に
こ
の
公
会
議
で
そ
の
教
説
が
審
問
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
審
問
に
お
い
て
は
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
異
端
性
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

結
局
証
明
で
き
ぬ
ま
ま
落
着
を
み
た
が
、
そ
こ
に
は
多
く
の
疑
惑
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
て
ヨ
ァ
ン
ネ
ス
に
は
無
記
名
で
著
わ
さ
れ
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⑧

た
『
教
皇
史
』
（
嵩
一
も
6
汁
O
随
一
ρ
　
剛
O
づ
げ
帥
ゆ
O
ρ
一
一
も
ほ
）
と
い
う
年
代
記
が
あ
る
が
、
こ
の
公
会
議
に
出
席
し
た
彼
は
こ
の
裏
件
を
『
教
皇
史
』
八
…
十
四
章

に
詳
述
し
て
い
る
。
　
『
教
皇
史
』
は
彼
が
フ
ラ
ン
ス
亡
命
中
一
一
六
四
年
ご
ろ
脱
稿
し
た
も
の
で
、
作
者
自
ら
、
ル
カ
か
ら
エ
ゥ
セ
ビ
ォ
ス
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

べ
！
ダ
等
々
を
経
て
連
綿
と
継
続
さ
れ
た
一
連
の
教
会
年
代
記
の
延
長
線
上
に
こ
の
書
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
直
接
に
は
＝
四
八
年
か
ら
…

一
五
三
年
ま
で
、
す
な
わ
ち
彼
が
教
皇
庁
に
何
ら
か
の
形
で
関
っ
て
い
た
時
代
の
教
皇
庁
に
関
す
る
諸
々
の
事
件
を
紺
象
と
す
る
が
、
全
体
の

約
三
分
の
一
は
こ
の
審
問
の
叙
述
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
て
彼
は
こ
の
叙
述
に
お
い
て
、
論
争
の
主
役
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
と
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
を
徹
底
し
て
対
等
に
扱
お
う
と
し
て
い
る
。
修
飾
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

も
同
級
（
ほ
と
ん
ど
最
上
級
）
を
ほ
ぼ
間
じ
長
さ
で
用
い
、
叙
述
も
一
方
に
片
寄
ら
せ
る
こ
と
は
し
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
事
件
は
単
に
両
者

の
神
学
論
争
に
と
ど
ま
ら
ず
、
背
後
に
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
の
影
響
力
増
大
を
お
そ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
を
支
持
す
る
枢
機
卿
グ

ル
ー
プ
と
、
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
を
支
持
す
る
フ
ラ
ン
ス
聖
職
者
と
を
配
す
る
、
政
治
的
色
彩
の
濃
好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
近
年
の
研
究
は
指
摘

　
　
⑪

す
る
が
、
ヨ
ァ
ン
ネ
ス
は
、
枢
機
卿
の
行
為
は
、
「
神
の
栄
光
に
つ
つ
ま
れ
て
行
動
に
お
い
て
も
説
得
力
に
お
い
て
も
力
強
い
」
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ス
に
対
す
る
「
嫉
妬
」
で
あ
り
、
一
方
フ
ラ
ン
ス
墾
玉
露
が
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
を
攻
撃
す
る
の
は
、
彼
の
「
名
声
や
徳
性
に
対
す
る
嫉
妬
（
競

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

合
心
。
ヨ
巳
暮
紳
。
）
」
か
、
　
「
そ
の
権
威
が
妾
時
絶
頂
に
あ
っ
た
修
院
長
（
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
）
へ
の
配
慮
」
だ
ろ
う
と
し
て
、
背
後
勢
力
の
動

き
を
視
角
か
ら
は
ず
し
対
立
を
両
老
の
み
に
限
定
す
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
純
粋
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
私
に
し
て
み
れ
ば
、
あ
れ
ほ
ど
の
金
性
に
充
ち
た
あ
の
人
が
神
へ
の
愛
に
導
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
も
、
あ
れ
ほ
ど
荘
厳
で
博
学
な
あ
の

　
司
教
が
、
た
と
え
他
者
の
眼
に
ど
う
映
ろ
う
と
も
、
理
性
に
合
致
し
な
い
よ
う
な
い
か
な
る
こ
と
に
も
関
っ
て
い
た
な
ど
と
は
、
信
ず
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
て
背
後
勢
力
の
動
ぎ
を
斥
け
、
し
か
も
両
者
と
も
謬
る
は
ず
は
な
い
と
し
た
彼
は
、
論
争
対
立
の
原
因
を
両
者
の
立
揚
、
専
門
領
域
の

相
違
に
求
め
る
。
す
な
わ
ち
一
方
に
は
世
俗
学
芸
に
お
け
る
学
識
を
評
価
し
、
他
方
に
は
聖
職
者
と
し
て
の
徳
性
や
知
性
を
評
価
す
る
。

　
　
彼
（
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
）
は
き
わ
め
て
鋭
い
知
性
の
持
ち
主
で
、
膨
大
な
読
書
を
重
ね
、
読
書
と
熱
心
な
研
究
に
ほ
と
ん
ど
六
十
年
余
り

84　（716）
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⑮

　
を
費
し
て
、
公
正
に
判
断
し
て
、
自
由
学
芸
に
お
い
て
は
他
者
の
追
随
を
許
さ
な
い
ほ
ど
該
博
と
な
っ
た
人
で
あ
る
。

　
　
修
院
長
は
す
ぐ
れ
た
説
教
者
で
あ
っ
て
、
私
に
は
聖
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
以
来
誰
も
彼
に
匹
敵
す
る
者
が
な
い
と
思
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
彼
は

　
文
体
の
典
雅
さ
で
す
べ
て
の
人
々
を
凌
駕
し
、
聖
書
研
究
に
造
詣
深
く
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
予
書
者
や
使
徒
の
言
葉
で
十
分
に
説
明
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
こ
と
が
で
き
る
位
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
両
者
と
も
「
聖
書
の
す
ぐ
れ
た
註
解
者
」
で
あ
る
点
で
は
共
通
と
し
つ
つ
も
、
聖
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
を
「
聖
務
に
堪
能
」
だ
が
「
世
俗

学
芸
に
は
あ
ま
り
通
じ
て
い
な
い
」
と
し
、
一
方
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
を
、
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
が
す
ぐ
れ
て
い
る
「
聖
書
の
章
句
に
は
そ
れ
ほ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

通
じ
て
い
な
い
」
が
、
教
会
博
士
た
ち
の
教
説
や
世
俗
学
芸
に
秀
で
て
い
る
と
し
て
そ
の
差
異
を
明
確
に
し
つ
つ
、
論
争
は
そ
の
よ
う
な
領
域

を
異
に
す
る
両
者
の
齪
齢
か
ら
生
ま
れ
た
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
完
壁
な
ま
で
の
中
立
性
は
み
ご
と
な
も
の
で
あ
る
。
個
人
的
に
は
、
ヨ

ア
ン
ネ
ス
は
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
神
学
上
の
痩
接
の
弟
子
で
あ
り
、
ま
た
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
と
も
親
し
い
と
い
う
錯
綜
し
た
関
係
に
あ
り
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
公
会
議
中
に
は
、
両
者
の
仲
介
老
た
り
つ
つ
も
な
お
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
側
の
一
員
と
し
て
行
動
し
た
形
跡
も
み
ら
れ
る
が
、
　
『
教
皇
史
』
の

叙
述
で
は
あ
く
ま
で
も
両
老
を
と
も
に
評
価
し
た
中
立
的
立
場
に
徹
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
は
、
両
者
に
も
た
れ
た
非
難
、
疑
惑
を
紹
介
し
つ
つ
、
彼
が
そ
れ
ら
に
つ
い
て
ど
う
答
え
て
い
る
か
を
み
て
み
た
い
。
ま
ず
ベ
ル
ナ

ル
ド
ゥ
ス
に
つ
い
て
は
、
　
一
一
四
〇
年
サ
ン
の
公
会
議
で
、
ア
ベ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
に
弁
明
の
余
地
も
与
え
ぬ
ま
ま
異
端
宣
告
を
下
し
た
思
い
出
が

強
く
人
々
の
心
に
焼
付
い
て
お
り
、
今
回
も
そ
の
再
現
か
と
疑
わ
れ
た
の
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ヨ
ァ
ソ
ネ
ス
は
こ
の
ラ
ソ
ス

と
サ
ン
の
両
事
件
の
関
連
に
は
強
い
て
沈
黙
す
る
。
た
だ
一
ケ
所
、
あ
る
場
面
に
お
け
る
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
の
や
り
方
に
ふ
れ
て
「
枢
機
卿
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ち
は
、
彼
が
か
っ
て
ま
さ
に
同
じ
や
り
方
で
ペ
ト
ル
ス
師
（
ア
ベ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
）
を
攻
撃
し
た
と
言
い
合
っ
た
」
と
記
し
て
は
い
る
が
、
そ
の

あ
と
で
、
　
「
枢
機
獺
の
あ
る
者
た
ち
は
彼
に
嫉
妬
を
燃
や
し
、
中
傷
を
や
め
な
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
」
と
付
記
し
、
事
実
上
そ
れ
ら
枢
機

卿
の
言
説
を
斥
け
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
の
史
料
と
し
て
は
同
時
代
人
の
手
に
な
る
も
の
が
あ
と
二
つ
現

存
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
、
　
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
の
司
教
オ
ッ
ト
ー
（
○
算
。
＜
o
質
切
お
凶
ω
貯
σ
q
）
の
『
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
皇
帝
伝
』
（
○
①
ω
夢

85　（717）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

男
お
α
Φ
ユ
無
心
H
ヨ
℃
①
零
丁
o
嵩
ω
）
（
以
下
『
皇
帝
伝
』
と
略
す
）
第
～
巻
四
八
一
六
一
章
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
オ
ッ
ト
ー
は
ま
ず
こ
の
事
件
の
導
入

だ
け
述
べ
た
の
ち
す
ぐ
ア
ベ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
の
場
合
を
詳
述
し
（
四
九
－
五
一
章
）
、
「
上
述
の
ペ
ト
ル
ス
と
同
様
の
手
口
で
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

教
を
有
罪
に
し
ょ
う
と
企
て
て
い
た
」
と
、
爾
事
件
に
お
け
る
聖
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
の
や
り
方
の
類
似
性
を
強
く
指
摘
す
る
。
し
か
し
オ
ッ
ト

ー
に
よ
れ
ば
、
ア
ベ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
は
高
慢
で
自
尊
心
強
く
、
　
「
若
鷺
の
教
師
た
ち
の
言
う
こ
と
を
聞
く
と
い
う
、
そ
ん
な
身
の
処
し
方
の
で
き

　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
い
人
」
だ
が
、
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
「
自
分
自
身
の
知
性
よ
り
は
む
し
ろ
教
師
た
ち
の
権
威
の
重
さ
に
よ
り
多
く
の
儒
頼
を
お
く
」
タ
イ
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

で
、
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
の
企
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
今
度
は
隅
じ
理
由
も
よ
く
似
た
材
料
も
な
か
っ
た
」
。
こ
の
よ
う
な
オ
ッ
ト
ー
の
叙
述
は
、

ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
を
「
世
俗
の
智
恵
に
信
を
お
い
た
り
、
あ
ま
り
に
も
人
間
的
議
論
に
執
着
す
る
よ
う
な
マ
ギ
ス
テ
ル
た
ち
に
は
憎
悪
を
も
つ

　
　
㊧

て
い
た
」
と
表
現
し
て
、
そ
の
批
判
の
対
象
の
一
般
的
共
通
性
を
強
調
す
る
こ
と
と
相
懸
っ
て
、
　
こ
の
事
件
の
原
因
を
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
の

「
策
謀
」
に
帰
し
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
彼
は
、
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
が
説
教
、
講
義
で
も
異
端
的
言
説
を
弄
し
た
こ
と
を
証
言
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

者
た
ち
が
、
お
よ
そ
学
識
あ
る
人
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
方
法
で
し
た
こ
と
を
「
出
席
し
て
い
た
多
く
の
入
々
は
驚
い
た
」
と
記
し
て
、
暗
に
そ

の
耳
垂
を
否
定
す
る
。
さ
ら
に
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
陣
営
は
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
神
学
を
論
駁
す
る
た
め
、
四
ケ
条
の
『
信
仰
命
題
』
（
。
ぞ
諄
巳
・
・
ヤ
）

を
作
製
し
彼
に
同
意
を
迫
る
が
、
オ
ッ
ト
ー
は
、
こ
の
こ
と
は
伝
統
的
な
枢
機
卿
の
権
威
を
無
視
し
た
と
し
て
枢
機
郷
た
ち
を
激
怒
さ
せ
、
彼

ら
は
教
皇
に
然
る
べ
き
対
応
を
迫
っ
た
と
記
し
、
さ
ら
に
、
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
は
し
か
し
雷
葉
巧
み
に
教
皇
に
弁
護
し
て
そ
の
行
動
を
封
じ
た

と
付
言
す
る
。
こ
の
よ
う
な
オ
ッ
ト
ー
の
叙
述
は
開
ら
か
に
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
に
批
判
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
彼
は
死
の
床
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
ま
り
に
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
に
好
意
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
歪
め
て
し
ま
っ
た
部
分
を
訂
正
し
た
い
と
語
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
し
か
し
現
実
に

彼
は
こ
の
よ
う
に
記
し
て
発
表
し
た
し
、
ま
た
こ
の
観
点
は
一
面
で
は
当
時
あ
る
一
般
性
を
お
び
て
い
た
と
は
言
え
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

オ
ッ
ト
…
の
叙
述
を
一
方
に
お
い
て
み
れ
ば
、
ヨ
ア
ソ
ネ
ス
が
こ
の
事
件
と
ア
ベ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
の
場
合
と
の
関
連
を
強
い
て
・
無
視
し
た
こ
と
の

意
味
は
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
噂
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
ア
ベ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
の
時
と
の
関
連
を
認
め
る
こ
と
は
、
方
法
の

問
題
と
し
て
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
を
一
般
化
す
る
こ
と
に
な
り
、
策
謀
と
い
う
側
爾
が
強
く
出
る
。
彼
は
こ
の
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
だ
と
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考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
は
あ
く
ま
で
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
の
行
動
を
純
粋
な
宗
教
心
の
発
露
と
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、

彼
の
行
動
は
「
信
仰
に
対
す
る
熱
情
と
熱
烈
な
神
愛
に
よ
っ
て
吹
舞
さ
れ
て
い
な
い
と
は
信
じ
が
た
い
」
と
随
所
で
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
に
関
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
聖
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
の
秘
書
で
、
公
会
議
で
も
彼
の
手
足
と
な
っ
て
行
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
た
、
の
ち
の
第
四
代
ク
レ
ル
ヴ
ォ
；
修
院
長
オ
ー
ゼ
ル
の
ガ
ウ
ブ
リ
ド
ゥ
ス
（
○
Φ
o
辱
Φ
蜜
α
、
》
爲
×
Φ
護
Φ
）
の
著
作
と
比
較
し
て
考
え
て
み
た

い
。
こ
の
書
は
筆
者
の
立
場
か
ら
も
予
想
さ
れ
る
ご
と
く
、
き
わ
め
て
論
争
的
性
格
を
お
び
た
も
の
で
、
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
に
は
教
説
か
ら
用

語
、
態
度
に
至
る
ま
で
徹
底
的
に
批
判
的
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
次
の
三
点
で
有
罪
と
さ
れ
る
。
ω
証
拠
に
賎
ら
ぬ
説
教
、

講
義
で
の
異
端
的
言
説
、
②
ボ
ェ
テ
ィ
ゥ
ス
『
三
位
一
体
論
』
へ
の
註
釈
に
み
ら
れ
る
明
白
な
誤
謬
、
㈲
公
教
会
に
と
っ
て
明
白
に
真
で
あ
る

『
信
仰
命
題
』
へ
の
不
同
意
。
そ
し
て
彼
は
さ
ら
に
、
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
用
語
の
難
解
さ
で
人
々
を
眩
惑
さ
せ
、
巧
妙
に
自
己
の
教
説
を
覆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

い
隠
し
て
い
る
と
非
難
し
、
彼
の
弁
明
は
偽
り
の
も
の
と
断
言
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
に
幽
し
ヨ
ア
ン
ネ
ス
は
②
に
つ
い
て
、
問
題
の
個

所
は
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
自
身
の
手
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
弟
子
が
勝
手
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
、
と
す
る
彼
自
身
の
弁
明
を
詳
し
く
紹
介
し

て
、
司
教
（
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
）
の
弁
明
は
こ
れ
で
十
分
に
な
さ
れ
た
と
枢
機
卿
た
ち
が
認
め
た
こ
と
、
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
の
反
論
に
も
か
か

わ
ら
ず
教
皇
も
認
め
そ
の
よ
う
に
宣
言
し
た
こ
と
、
と
い
う
「
事
実
」
を
叙
述
す
る
。
ま
た
③
に
つ
い
て
も
、
自
己
の
信
仰
や
教
説
が
「
正

し
く
理
解
さ
れ
さ
え
ず
れ
ば
」
決
し
て
『
信
仰
命
題
』
と
矛
盾
し
な
い
と
司
教
自
身
が
主
張
し
て
い
る
と
記
し
、
さ
ら
に
そ
れ
の
補
説
と
し
て
、

司
教
に
と
っ
て
「
異
端
の
区
別
を
す
ら
満
足
に
で
き
な
い
よ
う
な
無
教
養
な
老
が
、
執
拗
に
も
彼
に
異
端
の
汚
名
を
き
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
」
は
耐
え
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
コ
メ
ン
ト
す
る
。
ま
た
『
教
皇
史
』
か
ら
逸
脱
し
つ
つ
も
彼
自
身
の
立
場
で
、
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

説
と
『
信
仰
命
題
』
を
註
解
し
、
神
学
的
に
も
弁
護
す
る
。
な
お
ω
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
な
い
が
、
こ
の
点
に
言
及
し
な
い
こ
と
と
、
多
く

の
人
々
の
審
問
に
対
し
て
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
が
「
確
固
た
る
論
証
と
典
拠
に
よ
っ
て
」
返
答
し
た
と
記
す
こ
と
に
、
彼
の
判
断
は
窺
え
よ
う
。

そ
し
て
最
後
に
用
語
に
関
し
て
も
、
難
解
で
あ
る
こ
と
は
一
応
認
め
つ
つ
も
「
し
か
し
初
学
老
に
は
難
解
に
思
え
た
が
、
よ
り
研
究
の
進
ん
だ

　
　
　
　
　
　
　
⑳

者
に
は
簡
潔
で
深
遠
」
と
評
価
し
、
そ
の
非
難
に
反
駁
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
彼
は
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
に
も
た
れ
た
疑
惑
を
次
々
に
晴
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ら
し
、
彼
の
側
に
非
難
の
余
地
は
全
く
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
。
し
か
し
ま
た
一
方
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
残
さ
れ
た
事
件
の
原
因
の
唯
一
の
可
能

性
た
る
聖
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
の
策
謀
と
い
う
面
も
、
彼
に
と
っ
て
は
認
め
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
彼
は
両
者
と
も
「
白
」
と
決
定

し
、
そ
の
原
因
を
両
者
の
専
門
領
域
の
相
違
か
ら
来
る
齪
鶴
に
求
め
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
て
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
の
彼
の
叙
述
は
あ
く
ま
で
客
観
的
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
『
教
皇
史
』
の
史
料
を
直
接
見

聞
に
基
く
も
の
か
、
然
る
べ
き
権
威
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
定
し
た
と
序
文
で
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
事
件
を
述
べ
る
に
際
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
再
び
「
私
は
自
分
の
見
た
こ
と
を
話
す
」
と
注
記
し
て
離
述
の
客
観
性
を
強
調
し
て
い
る
。
叙
述
が
あ
る
い
は
独
断
に
あ
る
い
は
誤
謬
に
陥

る
か
も
し
れ
ぬ
危
険
性
を
考
慮
し
、
客
観
性
の
中
に
「
事
実
」
の
確
か
さ
を
信
じ
、
そ
れ
の
み
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
初
め
に
述
べ
た

偽
を
真
と
誤
っ
て
表
白
す
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
意
識
、
あ
る
い
は
真
な
る
こ
と
に
対
す
る
謙
虚
さ
を
保
と
う
と
し
た
意
識
の
現
わ
れ
で

あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
叙
述
は
あ
ま
り
に
中
立
的
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
臆
測
や
疑
惑
に
包
ま
れ
た
両
者
に
対
し
、
自
己
の
判
断
を

表
面
に
出
さ
ず
に
、
あ
る
意
味
で
は
す
り
か
え
と
も
雷
え
る
形
で
な
さ
れ
た
対
等
の
叙
述
が
、
断
定
を
避
け
、
両
者
の
も
つ
正
し
さ
の
可
能
性

を
と
も
に
保
持
し
よ
う
と
し
た
意
識
の
現
わ
れ
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
客
観
性
中
立
性
は
、
年
代
記
二
番
と

し
て
の
調
約
や
、
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
、
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
と
い
う
そ
の
影
響
力
大
な
る
両
者
へ
の
政
治
的
配
慮
等
を
越
え
て
、
何
よ
り
も
ヨ
ァ

ン
ネ
ス
の
も
つ
「
中
庸
の
精
神
」
の
所
産
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
一
方
彼
の
客
観
的
、
中
立
的
な
叙
述
の
背
後
に
、
こ
の
事
件
に
対
す
る
彼
自
身
の
強
い
確
信
が
窺
わ
れ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

こ
の
事
件
の
記
述
中
墨
が
評
価
し
て
い
る
の
は
こ
の
両
者
だ
け
で
あ
り
、
当
然
に
こ
の
審
問
に
関
係
し
た
フ
ラ
ン
ス
聖
職
者
や
枢
機
卿
グ
ル
ー

プ
は
、
そ
の
行
動
の
原
理
が
嫉
妬
、
追
従
で
あ
る
と
し
て
、
視
角
よ
り
除
外
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
う
し
て
お
い
て
彼
が
ベ
ル
ナ

ル
ド
ゥ
ス
、
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
に
求
め
た
行
動
原
理
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
鱈
仰
に
対
す
る
熱
情
」
と
世
俗
学
芸
を
通
し
た
「
真
理
へ
の
愛
」
で
あ

っ
た
。
こ
の
視
点
の
紺
照
は
次
の
二
様
の
意
味
で
鮮
や
か
で
あ
る
。
第
一
に
、
少
く
と
も
彼
の
意
識
に
お
い
て
は
、
聡
慧
の
行
動
原
理
と
、
嫉

妬
、
追
従
に
よ
る
行
動
原
理
と
の
対
照
が
こ
こ
に
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
す
な
わ
ち
背
後
勢
力
を
控
目
だ
が
手
厳
し
い
言
葉
で
も
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っ
て
視
点
か
ら
は
ず
す
こ
と
と
、
対
立
を
両
者
に
限
定
し
て
叙
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
対
立
に
示
さ
れ
た
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
結
局
は

こ
う
い
う
対
立
を
生
み
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
ま
で
に
真
摯
な
、
両
者
の
探
究
の
誠
実
さ
、
純
粋
さ
を
謳
っ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
真
塾
さ
を
こ
そ
評
価
す
る
価
値
観
は
、
　
『
教
皇
史
』
の
他
の
叙
述
に
も
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
市
民
を
扇
動
し
教
会
と
対
立
さ
せ
、

「
シ
ス
マ
の
張
本
人
」
（
孚
爆
O
げ
O
円
　
ω
O
一
ω
邑
P
ρ
げ
一
Q
o
）
と
し
て
結
局
は
隠
笠
に
処
せ
ら
れ
た
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ダ
・
ブ
レ
ッ
シ
ア
（
諺
ヨ
。
置
α
ρ
切
器
ω
○
冨
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
比
較
的
好
意
的
な
叙
述
を
み
せ
る
の
は
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。
結
果
的
に
は
公
教
会
に
敵
対
し
、
異
端
の
烙
印
を
お
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
彼
は
ア
ー
ノ
ル
ド
の
も
つ
「
こ
の
世
の
虚
栄
の
攻
撃
老
」
と
し
て
の
熱
烈
な
信
仰
心
を
、
ふ
と
公
教
会
の
年
代
記
作
老
た
る
制
約
を
逸
脱

し
て
評
価
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
第
二
に
、
　
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
、
　
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
両
者
の
探
究
方
向
の
対
照
が
示
さ
れ
る
。

一
方
は
神
秘
主
義
的
思
想
家
で
あ
り
修
道
者
で
あ
り
、
他
方
は
ア
ベ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
同
様
世
俗
学
芸
を
用
い
て
看
護
解
釈
を
試
み
よ
う
と
し
た
知

識
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
聖
書
の
真
理
に
対
す
る
に
あ
る
意
味
で
は
正
反
対
と
も
言
え
る
方
向
を
示
し
、
決
し
て
和
解
し
よ
う
と
は
し
な
か

っ
た
両
者
を
、
し
か
し
彼
は
甲
乙
を
つ
け
ず
に
徹
底
し
て
対
等
に
叙
述
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
次
の
言
葉
は
示
唆
的
で
あ
る
。

　
　
そ
し
て
私
の
考
え
る
に
、
彼
（
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
）
は
今
（
一
＝
ハ
四
年
。
両
国
と
も
既
に
故
人
）
も
は
や
、
修
院
長
や
そ
の
他
の
聖
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
あ
　
　
へ

　
た
ち
と
意
見
を
異
に
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
両
者
と
も
、
そ
の
生
涯
を
そ
の
探
究
に
か
け
て
き
た
真
理
と
、
今
直
接
に
出

　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
⑳

　
会
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
（
括
弧
内
、
傍
点
は
引
用
者
）

こ
こ
で
い
う
真
理
と
は
神
の
真
理
で
あ
ろ
う
が
、
彼
は
、
異
な
っ
た
探
究
方
向
を
示
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
は
真
理
に
到
達
し
て
い
る

（
は
ず
）
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
そ
の
方
向
性
の
差
異
は
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
彼
が
両
者
を
対
等
に
叙
述
し
た

こ
と
は
、
ま
た
、
そ
の
方
向
性
に
甲
乙
を
つ
け
る
こ
と
な
く
、
真
理
に
至
る
途
の
多
様
性
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
当
然
に
両
者
が
異
な
っ
た
途
を
た
ど
り
つ
つ
も
、
し
か
し
と
も
に
そ
の
探
究
に
お
い
て
は
誠
実
で
純
粋
で
あ
る

こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
こ
の
点
に
こ
そ
彼
の
「
中
庸
の
精
神
」
の
最
も
端
的
な
発
現
を
認
め
る
こ
と
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ゐ
　
　
　
　
　
　
　
む

　
をカ

で
き
る

　
ヨ
ァ
ソ
ネ
ス
に
と
っ
て
「
中
庸
」
と
は
、
判
断
停
止
で
も
な
け
れ
ば
妊
得
な
相
対
主
義
で
も
な
い
。
そ
れ
は
一
次
的
な
こ
と
と
副
次
的
な
こ

と
、
本
質
的
な
こ
と
と
非
本
質
的
な
こ
と
と
を
区
別
し
て
、
一
次
的
な
こ
と
に
十
全
に
関
わ
る
た
め
に
、
二
次
的
な
係
争
を
遠
ざ
け
て
そ
れ
に

拘
泥
す
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
た
慎
重
な
姿
勢
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
本
質
的
な
こ
と
か
ら
視
点
を
そ
ら
さ
な
け
れ
ば
、
む
し
ろ
積
極
的
に
、

非
本
質
的
次
元
で
の
混
乱
に
介
入
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
姿
勢
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
「
中
庸
の
精
神
」
は
真
繋
な
研
究
と
対
立
す
る
も
の
で

は
な
い
。
当
然
そ
こ
に
は
、
副
次
的
非
本
質
的
な
係
争
に
対
す
る
「
中
庸
」
の
対
偶
と
し
て
、
　
一
次
的
本
質
的
な
問
題
に
対
す
る
真
懲
で
妥
協

を
許
さ
ぬ
態
度
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
時
代
の
問
題
に
積
極
的
に
没
入
し
て
い
か
な
い
の
も
、
　
「
可
能
性
を
有
す
る
意
見
の
混
乱
し
た
争

い
」
を
真
理
到
達
の
阻
害
要
因
と
し
た
の
も
、
あ
る
い
は
似
而
非
弁
証
法
家
の
煩
墳
な
議
論
を
侮
蔑
し
、
ア
ダ
ム
・
ド
ウ
・
プ
テ
ィ
ポ
ン
の
善
濤

葉
だ
か
ら
と
て
軽
視
す
べ
き
で
な
い
と
抗
弁
し
た
の
も
、
い
ず
れ
も
そ
れ
が
非
本
質
的
次
元
で
の
こ
と
に
関
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
、

例
え
ば
自
己
の
判
断
で
は
な
く
他
者
へ
の
嫉
妬
あ
る
い
は
追
従
で
行
動
す
る
（
と
彼
に
は
思
え
た
）
者
た
ち
に
は
、
サ
ン
・
ド
ニ
修
道
院
修
院

長
シ
ュ
ジ
ェ
ル
や
自
己
の
煮
た
ち
ま
で
を
も
含
め
て
手
厳
し
く
論
評
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヨ
ア
ン
ネ
ス
の
こ
の
「
中
庸
の
精
神
」
は
十

二
世
紀
の
他
の
思
想
家
た
ち
に
は
あ
ま
り
類
例
を
み
な
い
彼
の
特
性
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
彼
が
職
業
教
師
で
な
か
っ
た
こ
と

と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
が
、
と
も
か
く
こ
こ
に
ヨ
ア
ン
ネ
ス
の
思
想
を
根
抵
で
規
定
し
て
い
る
重
要
な
核
が
み
ら
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
①
ホ
イ
ジ
ソ
ガ
は
こ
の
点
に
つ
い
て
「
眺
。
界
。
と
い
う
言
葉
が
彼
の
作
品
に
し
ば
　

⑦
こ
の
購
件
を
主
に
哲
学
的
、
神
学
的
に
扱
っ
た
論
考
は
多
い
。
特
に
次
の
諸
論

＠＠＠＠＠
　　　　3射し§§さK．§
跡　．”　E”　．”　外

？？麗ぎ
蒔ホto曽oρ’　”　”

ややややや
　　ヘコ リH
騨撃P

ぱ
矯

い
ら

静
e
ホ
フ

に

墨
2
さ
記
し

て

じ
鬼

箭
掲
論
文
：

西

真
莚

を
参
照
さ
れ
た
い
。
　
諺
．
頃
曽
磯
①
P
．
、
U
①
O
o
琴
＝
o
鳥
。
国
げ
。
一
8
。
・
簿
一
、
曾
器
霞

仲
ま
9
0
σ
貸
δ
器
脅
○
鵠
ぴ
曾
叶
α
Φ
貯
℃
o
膣
①
飢
．
り
鼠
§
ミ
罵
防
翫
．
ミ
防
§
驚
§
鳥
罫

ミ
ミ
外
§
“
§
遷
§
薦
恥
噂
ε
ヨ
⑦
×
（
お
繊
＼
。
。
①
y
℃
ワ
込
⇒
㊤
1
δ
b
。
．
…
客
レ
轡
誕
㌶
ぎ
σ
q
’

、
、
8
ぎ
O
舘
㊦
o
h
O
二
げ
⑦
ユ
岱
①
冨
℃
o
護
曾
（
掃
H
薩
b
o
！
H
ド
餓
A
）
、
．
噛
》
§
ミ
ミ
ミ
硫
ミ
ー

ミ
舞
く
〇
一
■
メ
目
H
（
ご
窪
γ
℃
や
H
ム
ρ
…
蜜
9
い
．
O
o
鱒
。
さ
、
．
目
9
円
ほ
巴
。
｛

Q
＝
σ
o
昇
。
時
℃
〇
三
〇
3
＝
幽
◎
。
．
．
噛
ン
§
§
き
ミ
い
ミ
ミ
刷
く
。
一
■
×
×
く
肖
（
お
霧
）
曜

竈
」
認
声
。
。
。
。
舳
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③
多
妻
℃
0
9
ρ
O
鳥
二
ぽ
§
ミ
誉
句
ミ
騎
轡
ミ
馬
§
恥
詩
聖
一
色
ミ
、
ミ
噂
O
ミ
慧
ら
ミ
静
ミ
ミ
恥

　
験
㌧
ミ
φ
§
斜
○
圏
建
ρ
お
込
。
8
な
お
英
訳
と
の
対
訳
で
次
の
テ
キ
ス
ト
が
出
さ
れ

　
て
い
る
。
》
旨
〇
三
ぴ
コ
巴
ど
⑦
α
こ
『
ぎ
鳶
四
恩
。
嚇
、
討
℃
o
ミ
慧
ら
ミ
騎
ミ
㍉
o
ぎ
焦

　
切
ミ
帖
急
§
．
9
♂
い
。
訂
島
o
P
お
密
．

⑨
『
教
皇
史
』
は
、
ヨ
ア
ソ
ネ
ス
が
英
王
ヘ
ン
リ
ー
二
世
と
対
立
し
た
カ
ソ
タ
ベ

　
リ
ー
大
司
教
ト
マ
ス
・
ベ
ケ
ッ
ト
の
秘
書
窟
時
代
、
そ
の
対
立
に
ま
き
こ
ま
れ
て

　
フ
ラ
ン
ス
に
亡
命
中
の
一
一
穴
四
年
に
執
筆
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
一
応
友
人

　
で
あ
り
、
亡
命
中
の
保
護
者
セ
ル
の
ぺ
ト
ル
ス
（
℃
一
〇
村
冠
Φ
　
伽
Φ
　
O
⑦
H
一
①
）
の
依
頼
に

　
応
え
て
書
か
れ
、
ペ
ト
ル
ス
を
言
と
呼
ぶ
形
式
で
記
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

　
そ
の
序
文
の
記
述
に
は
明
ら
か
に
普
遍
的
年
代
記
た
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
彼
は
序
文
に
お
い
て
、
公
教
会
の
栄
光
の
歴
史
に
お
い
て
年
代
記
は
必

　
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
続
い
て
ル
カ
、
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
、
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
に
始

　
ま
り
、
ベ
ー
ダ
を
経
て
聾
ヴ
ィ
ク
ト
ル
教
会
参
事
会
員
フ
ゴ
ー
に
至
る
一
連
の
年

　
代
記
を
列
挙
し
、
そ
れ
を
引
継
い
だ
ゲ
ソ
ブ
ロ
ー
の
修
道
士
シ
ジ
ェ
ベ
ル
ト
ゥ
ス

　
（
ω
貫
①
げ
。
＃
儒
。
Ω
①
ヨ
σ
一
〇
二
×
）
の
年
代
記
が
一
一
四
八
年
を
も
っ
て
終
わ
っ
て
お

　
り
、
　
「
そ
れ
以
来
教
会
文
書
の
中
に
は
将
来
の
著
述
者
の
助
け
と
な
る
多
く
の
記

　
憶
す
べ
ぎ
事
件
を
み
つ
け
な
が
ら
年
代
記
は
一
つ
も
知
ら
な
い
」
の
で
こ
れ
を
記

　
す
と
述
べ
る
。
開
ら
か
に
伝
統
的
年
代
記
の
系
列
の
一
と
し
て
、
読
ま
れ
る
こ
と

　
を
意
識
し
た
著
作
と
し
て
書
い
た
と
思
わ
れ
る
所
似
で
あ
る
。

⑩
　
例
と
し
て
源
頭
の
文
を
あ
げ
る
。
国
き
。
p
9
ω
巷
℃
胃
①
σ
障
営
。
篇
識
ρ
巳
厭

　
0
3
8
　
昌
。
。
。
霞
ρ
　
一
剛
洋
葭
葺
陣
。
。
声
誉
戸
あ
層
ヨ
ρ
σ
Q
剛
○
。
9
触
　
O
訪
♂
げ
巽
ε
ω
　
o
℃
一
ω
o
o
℃
口
ω

　
勺
ざ
言
岱
。
吋
餌
ヨ
㌧
お
ω
娼
。
富
貰
紹
。
◎
o
貯
ユ
。
。
。
。
一
ヨ
o
o
覧
巳
。
巳
ψ
簿
巴
o
ρ
環
。
昌
け
陶
。
。
。
噂
一
ヨ
。

　
鼠
村
o
p
轟
轟
一
Ω
鷲
2
冨
一
一
魯
ω
押
鈴
℃
卑
”
（
ミ
無
ミ
ミ
、
。
ミ
．
慧
§
、
鋳
〔
以
下
幾
韓
・

　
ぎ
ミ
．
と
省
略
〕
。
9
や
く
暮
。
山
．
娼
。
。
5
唱
・
δ

⑫
　
璃
■
ρ
く
p
建
国
冨
詫
剛
一
ぎ
0
9
男
こ
O
帖
き
偽
轟
℃
ミ
、
噺
、
馬
ミ
、
器
慧
魁
払
塁
。
ミ
馬
ミ
恥
恥
曜
恥
翁

　
§
ミ
ミ
馬
噛
い
①
g
ぐ
o
P
ち
①
9
℃
や
霧
1
り
8

⑫
。
話
叶
：
．
’
8
目
讐
旨
の
き
島
包
（
圃
．
①
．
ゆ
Φ
叫
＝
伊
「
島
O
）
ρ
三
愚
書
。
鴛
鳥
貯
ρ
＝
・
旨
覧
午

　
ユ
諺
貿
翁
忌
巳
急
。
げ
田
鰻
℃
昌
o
o
餌
ユ
簿
難
。
銘
o
p
㊦
唱
。
器
歴
錠
訴
0
9
黙
ぎ
。
噌
。
・
（
ミ
無
’

　
㌧
o
ミ
．
囲
×
嘘
や
b
ρ
b
。
・
）

⑬
H
琴
㊦
彰
彰
二
茜
σ
8
撃
N
。
δ
ゆ
日
曜
．
窪
⑦
§
＝
冨
鉱
9
δ
昌
。
慧
凱
。
。
9
貴
剛
。
垂

　
o
け
彰
⑦
ユ
箪
ρ
嵩
錫
梓
忽
。
℃
『
o
一
5
0
お
お
曇
霞
ρ
げ
σ
翼
。
コ
ど
〇
三
蕊
叶
巳
回
。
。
陰
償
ヨ
ヨ
ρ

　
霞
㌶
ρ
＝
0
8
ユ
三
脚
n
…
（
ミ
G
・
覧
．
、
9
蝕
く
目
目
噛
唱
噛
嵩
）
■

⑭
霞
§
℃
。
ミ
。
≦
層
H
層
や
ミ
噛

⑮
国
ミ
．
、
。
ミ
9
＜
H
目
押
℃
」
刈
「

⑯
ミ
恥
“
■
、
§
栖
×
H
が
や
ト
。
刈
■

⑰
ミ
劉
℃
§
外
×
囲
押
や
㌶

⑯
　
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
に
は
一
一
四
二
年
ポ
ワ
チ
エ
司
教
に
叙
品
さ
れ
る
ま
で
の
約

　
一
年
間
神
学
を
学
ん
で
い
る
。
（
辱
§
外
員
点
O
…
労
い
・
憎
o
o
δ
尋
、
．
蜜
器
3
誘
…
．
．
甲

　
℃
や
。
。
b
。
㎝
I
G
。
ω
ω
・
）
期
間
そ
の
も
の
は
短
い
が
、
し
か
し
『
メ
タ
底
上
コ
ソ
』
に
み

　
え
る
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
描
写
に
は
深
い
尊
敬
の
念
が
読
み
と
れ
る
（
特
に
第
一

　
巻
五
章
）
。

　
　
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
と
は
史
料
的
に
は
紹
介
状
一
本
が
接
点
で
し
か
な
い
が
、
後

　
述
（
註
⑲
）
の
関
係
か
ら
あ
る
程
度
の
接
触
は
予
想
さ
れ
る
。
通
説
に
従
え
ば
、

　
こ
の
公
会
議
で
、
彼
は
彼
の
神
学
お
よ
び
教
会
法
上
の
師
で
あ
り
、
ま
た
彼
が
教

　
皇
庁
に
あ
っ
た
時
代
据
機
卿
と
し
て
彼
の
政
治
思
想
に
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
し
た

　
（
鵠
・
U
陶
㊦
σ
㊦
。
。
o
プ
馨
N
層
。
憾
．
氣
～
’
”
℃
．
卜
δ
Q
。
胤
．
）
シ
ト
ー
派
会
士
ロ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
プ

　
ル
ス
（
口
O
σ
O
門
司
　
戯
O
　
℃
鐸
一
一
⑦
嵩
）
を
通
じ
て
聖
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
と
堀
識
し
、
そ
し

　
て
こ
の
べ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
の
紹
介
（
じ
d
o
『
⇒
写
象
憩
・
c
。
O
ご
や
ト
9
0
×
メ
×
H
押

　
9
露
）
で
、
の
ち
ヨ
ア
ソ
ネ
ス
は
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
司
教
の
秘
霞
官
と
な
っ
た
、
と

　
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
紹
介
状
お
よ
び
秘
露
就
任
の
年
代
決
定
に
は
諸
説
入

　
り
乱
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
「
は
じ
め
に
」
註
①
参
照
。
Ω
二
男
・
い
・
勺
o
o
H
ρ

　
、
．
一
〇
ワ
昌
。
断
ω
巴
向
ω
び
葺
団
暮
℃
塑
℃
箇
一
〇
〇
三
界
．
．
讐
マ
G
・
悼
一
舞
一
国
巳
い
δ
げ
①
ω
o
げ
餌
け
N
噛

　
o
賢
．
無
鳳
二
℃
．
り
h
．
…
O
．
累
・
ピ
●
し
d
8
0
渥
ρ
o
賢
翫
畑
三
唱
や
乾
く
1
己
拷
讐
欝
℃
や
謡
こ
。
1
①
■

　
但
し
私
の
立
揚
と
し
て
は
、
こ
の
紹
介
状
を
ヨ
ア
ソ
ネ
ス
が
利
用
し
た
と
し
て
論
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幽
す
る
こ
と
か
ら
は
な
れ
て
、
利
用
し
て
い
な
い
可
能
性
か
ら
検
討
す
る
視
点
が

　
必
要
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
モ
　
　
　
ヨ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

⑲
　
「
私
は
私
自
身
が
修
院
長
の
側
に
立
っ
て
（
賃
℃
曾
8
p
げ
σ
四
就
。
。
）
司
教
に
会

　
翻
し
、
ポ
ワ
チ
エ
で
も
フ
ラ
ン
ス
で
．
も
ブ
ル
グ
ソ
デ
ィ
で
も
ど
こ
で
も
い
い
、
ど

　
こ
か
彼
（
司
教
）
の
好
む
修
道
院
で
修
院
長
に
会
っ
て
、
鰹
ヒ
ラ
リ
ゥ
ス
の
著
作

　
を
親
し
く
、
恨
み
な
く
議
論
し
て
ほ
し
い
と
言
っ
た
の
遊
憶
え
て
い
る
」
（
ミ
恥
“
．

　
℃
o
ミ
．
婦
困
押
や
島
。
刈
）
（
傍
点
は
引
用
者
）

⑳
鞘
潮
浴
。
ミ
」
罫
℃
．
b
。
O
野

⑳
旨
塗
蛍
ω
し
。
℃
図
メ
℃
や
ら
。
圃
？
。
。
ご
閑
9
国
ヨ
⑦
蔓
輸
窪
こ
§
恥
b
題
§
鼠
単
馬
－

　
§
噛
、
画
罫
鳴
ミ
、
ぴ
ミ
寓
器
“
随
O
篭
。
ミ
．
等
既
紅
瞭
蝿
：
二
翼
Φ
考
鴫
o
H
ぎ
娼
や
Q
。
b
σ
一
陣
窪
．

　
（
以
後
の
頁
数
は
こ
の
英
訳
の
頁
を
さ
す
γ

⑫
　
O
馬
防
ミ
鳩
鳶
園
ミ
§
外
：
（
以
下
O
肉
と
省
略
y
旧
観
辱
℃
。
G
◎
紳

＠
　
O
知
㍗
お
讐
娼
9
Q
Q
ω
凸

⑳
　
G
肉
H
I
詔
、
や
G
o
Q
Q
■

㊥
　
O
旗
H
1
0
卜
∂
噂
や
Q
。
c
◎
．

⑳
Q
瀬
H
ム
ρ
ワ
。
。
ρ

⑳
　
「
彼
ら
は
あ
た
か
も
誓
い
を
た
て
る
か
の
ご
と
く
、
そ
れ
ら
の
教
説
の
い
く
つ

　
か
を
彼
自
身
の
ロ
か
ら
憂
い
た
、
と
宣
言
し
た
。
出
席
し
て
い
た
多
く
の
人
々
は
、

　
論
争
の
術
に
も
た
け
た
こ
の
よ
う
な
偉
大
な
者
た
ち
が
、
論
証
の
代
り
に
醤
い
を

　
す
る
と
は
と
い
っ
て
驚
い
た
」
（
O
肉
目
ふ
ω
、
や
。
。
ゆ
）

　
　
な
お
前
章
と
の
関
係
で
附
言
す
る
な
ら
、
こ
の
証
言
者
の
一
人
が
ア
ダ
ム
・
下

　
ウ
・
プ
テ
ィ
ポ
ン
で
、
．
オ
ッ
ト
ー
は
「
油
断
の
な
ら
ぬ
男
」
と
蓑
現
し
て
い
る
。

　
　
祝
い
○
い
メ
区
書
く
魑
四
日
O
ω
ρ
い
O
蟹
困
一
伊
㊤
…
鵯
箕
．
㌧
Q
ミ
■
区
歴
　
な
お
O
r

　
菊
■
U
・
℃
O
O
一
〇
魑
℃
触
①
h
欝
O
O
仲
O
¢
μ
㊦
虚
無
梱
．
℃
S
導
二
戸
一
謡
h
■

⑬
　
O
肉
目
占
ρ
℃
や
㊤
り
播

⑳
　
こ
れ
は
オ
ッ
ト
ー
の
死
後
『
皇
帝
盆
山
執
籔
『
を
引
き
継
い
だ
ラ
ド
ウ
ィ
ソ
の
証

　
雷
に
よ
る
。
Ω
‘
Q
肉
H
く
1
置
層
噂
。
§
◎
◎
、

⑳
　
O
ミ
駄
蕊
ミ
ト
隷
ミ
ミ
恥
8
噛
噛
“
ミ
鳴
息
嫉
ミ
ぎ
O
蔑
守
ミ
賦
㌧
篤
黛
a
ミ
ミ
副
肝
慰
蔚
8
特
鮮

　
（
ヤ
ト
O
い
×
〆
×
く
、
㎝
り
⑦
1
Φ
一
G
◎
）
嚇
寒
傍
ミ
ざ
9
（
悔
卜
O
い
区
図
凄
く
り
α
o
。
『
－
＄
q
）

　
四
則
者
は
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
教
撹
駁
論
。
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
死
後
執
筆
さ
れ
、

　
ま
た
『
教
皇
史
』
に
雷
及
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
　
一
一
五
四
－
六
三
年
の
問
の
も
の
。

　
後
者
は
一
一
九
〇
年
頃
、
巷
に
流
布
さ
れ
た
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
無
舞
論
へ
の
反
論
。

　
こ
の
婁
の
執
筆
経
緯
に
つ
い
て
は
、
Ω
‘
置
剛
ρ
ぐ
餌
膨
田
旧
劇
鴇
㌧
o
辱
．
9
譜
℃
℃
■

　
勺
◎
。
l
o
。
b
σ
噛

⑳
　
ト
き
ミ
ミ
恥
8
ミ
着
鳴
魯
軌
馬
ミ
飛
O
鵠
曾
ミ
噛
：
二
、
卜
．
O
い
×
×
メ
〈
”
＄
圃
切
．

⑳
〉
国
鍔
鋏
℃
o
ミ
，
メ
層
唱
℃
．
陣
図
I
N
餅

⑭
ミ
塾
℃
§
“
．
×
同
葺
℃
b
㊤
’

⑳
　
ミ
劉
℃
o
ミ
．
×
嵩
H
ω
の
こ
℃
℃
・
諺
ム
鯉

⑱
鑓
恥
蝋
・
℃
。
ミ
■
メ
や
鉾

⑰
　
窺
傍
栖
℃
o
ミ
・
メ
H
押
℃
．
N
g
。
。

⑳
　
『
教
皇
史
』
は
ト
尊
ミ
h
寒
恥
へ
の
反
論
を
表
面
に
出
し
は
し
な
い
が
、
ト
き
ミ
、
暗
δ

　
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
叙
述
で
あ
る
こ
と
は
推
定
し
て
さ
し
つ
か
え
な
か
ろ
う
。
な

　
お
一
個
所
、
ヨ
ア
ソ
ネ
ス
は
獄
ぴ
ミ
霧
に
ふ
れ
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
　
「
こ
の

　
書
は
文
体
も
優
雅
で
訴
え
る
力
も
も
つ
が
、
た
だ
論
争
的
性
絡
を
お
び
、
あ
る
種

　
の
遺
恨
よ
り
発
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
」
（
ミ
鴇
、
o
ミ
．
誕
同
、
や
N
①
）

⑳
　
　
「
今
か
ら
書
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
中
に
、
私
は
、
神
の
権
威
の
名
に
か
け

　
て
、
私
自
身
が
実
際
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
真
実
で
あ
る
と
私
の

　
認
め
て
い
る
も
の
、
ま
た
は
確
実
な
人
物
の
記
述
に
よ
っ
て
権
威
の
お
か
れ
て
い

　
る
も
の
以
外
は
書
か
な
い
つ
も
り
で
あ
る
。
（
三
無
．
㌧
。
ミ
．
勺
民
。
一
‘
や
野
）

⑳
ρ
β
a
巳
傷
＝
β
8
圏
馨
ω
。
嵩
ぴ
ρ
（
ミ
象
㌧
§
外
く
齪
押
や
同
G
。
．
）

＠
　
霞
傍
野
㌧
o
ミ
．
図
メ
×
押
℃
℃
■
⑤
Q
。
占
◎

＠
　
前
出
註
⑲
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
は
爾
者
の
問
に
　
応
の
妥
協
…
が
成

　
立
し
た
後
、
両
者
を
親
し
く
会
見
さ
せ
よ
う
と
行
動
す
る
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し

　
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
、
自
分
は
十
分
語
っ
て
き
た
し
執
筆
し
て
示
し
て
き
た
、
こ
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れ
で
分
ら
な
い
の
は
聖
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
が
無
教
養
だ
か
ら
で
、
自
分
と
会
う
前

に
自
由
学
芸
を
学
び
直
し
て
来
い
と
返
答
し
、
　
み
ご
と
に
拒
絶
さ
れ
て
い
る
。

（
韓
象
㌧
o
ミ
．
図
囲
押
や
雪
．
）

⑬
髪
霧
畏
玄
窪
。
口
μ
∈
ざ
拶
σ
拶
ヴ
σ
鋒
圃
ω
簿
鑑
。
『
§
μ
募
雷
。
8
罎
ヨ
ω
。
募
。
暮
貯

　
5
0
毎
a
。
陸
8
a
暮
”
ρ
a
僧
。
降
一
一
り
崔
一
㏄
9
H
も
霞
。
℃
富
箭
ヨ
団
湧
豆
。
ご
馨
ま
ユ
霞
ぎ
ヨ
．

　
（
襲
防
跳
㌧
O
噛
こ
．
＜
瞬
囲
押
℃
・
一
c
Q
・
）

四
　
お
　
わ
　
り
　
に

ヨアンネス・サレスベリエソシスの学芸観（田中）

　
以
上
ヨ
ア
ン
ネ
ス
の
学
芸
観
を
学
芸
修
得
に
み
せ
た
姿
勢
を
含
め
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
こ
に
は
次
の
三
つ
の
精
神
が
基
底
部
で
彼
の
観
点

を
支
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
人
聞
理
性
に
対
す
る
強
い
信
頼
感
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
間
理
性
の
射
程
内
に
あ
る
こ
と
は
す
べ
て

知
識
と
し
て
獲
得
す
べ
き
で
あ
る
し
、
ま
た
人
々
の
能
力
は
十
分
に
そ
れ
を
可
能
に
す
る
と
い
う
、
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ヅ
ク
な
ま
で
の
確
信

で
あ
る
。
彼
の
学
芸
観
の
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、
基
礎
課
程
を
長
い
時
間
を
か
け
て
修
め
る
こ
と
を
説
く
点
に
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、

そ
う
し
さ
え
ず
れ
ば
「
解
決
可
能
な
問
題
の
糸
目
を
と
き
ほ
ぐ
す
」
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
強
い
確
信
を
背
景
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

無
知
を
怠
慢
と
す
る
こ
と
も
同
様
の
意
識
の
所
産
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
「
巨
人
の
肩
に
乗
っ
た
小
人
」
の
讐
に
如
実
に
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
過
去
を
吸
収
し
つ
つ
人
間
の
知
識
は
常
に
拡
大
進
歩
す
る
と
楽
天
的
に
信
じ
え
た
意
識
と
も
共
通
し
よ
う
。
第
二
に
、
学
芸
は
現
実
社

会
で
の
効
用
、
厳
密
に
は
倫
理
規
範
と
し
て
の
効
用
を
も
つ
べ
き
だ
と
す
る
価
値
観
で
あ
る
。
知
識
は
そ
れ
自
体
と
し
て
自
誓
で
は
な
く
、
ま

た
哲
学
は
単
な
る
机
上
の
思
弁
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
多
少
修
辞
的
な
に
お
い
が
し
な
い
で
も
な
い
が
、
　
「
家
政
に
も
軍
隊
に
も
商

売
に
も
宗
教
に
も
、
政
治
に
も
教
会
に
も
全
く
有
効
で
な
い
よ
う
な
こ
と
に
自
己
を
限
定
し
、
学
校
だ
け
で
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
ら
、
弁

証
法
は
無
意
味
で
あ
る
」
と
い
う
蓑
現
は
十
二
世
紀
に
類
例
を
み
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
は
、
既
に
検
討
し
て
き
た
「
中
庸
の
精

神
」
で
あ
る
。

　
彼
の
「
中
庸
の
精
神
」
や
、
限
定
的
に
み
た
理
性
へ
の
信
頼
あ
る
い
は
人
間
本
性
の
尊
厳
の
評
価
は
、
確
か
に
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
人
文
主
義

老
た
ち
と
の
共
通
性
を
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ヴ
ァ
ッ
ラ
や
あ
る
い
は
エ
ラ
ス
ム
ス
に
接
し
て
感
じ
る
、
彼
ら
の
精
神
の

中
庸
さ
、
理
性
に
対
す
る
確
信
、
等
々
は
、
若
干
の
留
保
を
ほ
ど
こ
せ
ば
大
筋
に
お
い
て
ヨ
ア
ン
ネ
ス
の
中
に
既
に
跡
付
け
う
る
も
の
で
あ
る
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と
言
え
る
。
そ
し
て
も
し
彼
が
人
文
主
義
者
と
呼
ば
れ
る
な
ら
ば
、
古
典
の
引
用
や
文
体
を
聞
題
に
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
の
精
神
の
面
か

ら
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
私
は
彼
を
人
文
主
義
者
と
か
そ
の
先
駆
者
で
あ
る
な
ど
と
新
た
に
提

唱
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
何
故
な
ら
第
一
に
は
、
彼
は
ま
た
十
五
、
六
世
紀
の
人
文
主
義
者
た
ち
と
鋭
く
対
立
す
る
面
も
多
く
も
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
人
文
主
義
老
た
ち
は
、
仮
に
学
芸
を
現
実
社
会
で
の
効
用
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
点
で
彼
に
同
意
し
た
と
し
て
も
、

決
し
て
そ
れ
を
倫
理
規
範
の
意
味
で
考
え
は
し
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た
「
巨
人
の
肩
に
乗
っ
た
小
人
」
の
讐
と
も
無
縁
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お

い
て
は
価
値
観
を
含
め
ず
に
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
は
古
代
を
断
絶
し
た
も
の
と
は
捉
え
ず
、
　
「
知
識
の
宝
庫
」
と
し
て
あ
く
ま
で
連
続
的
に
捉
え
て

い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
第
二
に
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
よ
り
本
質
的
で
あ
る
と
思
え
る
の
だ
が
、
十
五
、
六
世
紀
に
あ
ら
わ
れ
た
文
化
運
動
、

あ
る
い
は
そ
の
潮
流
を
規
定
す
る
過
程
で
う
ま
れ
た
「
人
文
主
義
者
」
な
る
概
念
を
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
に
適
用
す
る
こ
と
が
そ
れ
ほ
ど
生
産
的
で

あ
る
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
方
法
と
し
て
の
比
較
論
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
そ
の
主
張
や
意
識
あ
る

い
は
姿
勢
に
共
通
点
が
み
ら
れ
よ
う
と
、
人
文
主
義
者
た
ち
は
十
五
、
六
世
紀
の
現
実
の
中
で
そ
れ
ら
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
だ
し
、
ヨ
ア
ン

ネ
ス
は
何
よ
り
も
十
二
世
紀
中
葉
の
現
実
に
そ
の
基
盤
を
お
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
も
既
に
雷
っ
て
い
る
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

『
あ
る
人
に
先
駆
老
の
レ
ヅ
テ
ル
を
は
る
と
、
そ
の
人
は
、
本
来
そ
こ
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
彼
の
時
代
か
ら
引
き
は
な
さ
れ
て
し
ま
う
」
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
慎
重
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
通
常
十
二
世
紀
は
ま
と
ま
っ
た
一
時
代
と
し
て
考
察
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
「
十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
」
論
に
も
関
係
し
、
十
二
世
紀
の

「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
し
て
の
特
性
あ
る
い
は
十
二
世
紀
の
果
し
た
文
化
的
業
績
を
一
層
強
調
す
る
た
め
に
も
、
ハ
ス
キ
ン
ス
自
ら
が
行
な
っ
た

　
　
②

よ
う
に
、
　
「
十
二
世
紀
」
を
そ
れ
以
前
と
以
後
に
拡
大
し
て
考
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
中
で
常
に
十
二
世
紀
に
不
可
分
割
的
な
結
合
が

与
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
思
想
史
的
に
は
、
十
二
世
紀
は
明
確
に
そ
の
中
葉
期
を
転
学
に
二
分
さ
れ
う
る
こ
と
は
軽
視

す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
十
二
世
紀
を
彼
ら
で
語
る
哲
学
者
た
ち
…
1
例
え
ば
ア
ベ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
や
シ
ャ
ル
ト
ル
の
ベ
ル
ナ
ル

ド
ゥ
ス
、
ジ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
、
テ
ィ
エ
リ
ー
、
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
・
シ
ル
ベ
ル
ト
リ
ス
、
さ
ら
に
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
の
聖
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
や
サ
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ヨアンネス・サレスベリエソシスの学芸観（田中）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ン
・
ヴ
ィ
ク
ト
ル
の
フ
ゴ
ー
等
－
一
が
す
べ
て
＝
五
〇
年
代
末
ま
で
に
世
を
去
っ
て
い
る
こ
と
は
、
余
り
に
も
典
型
的
な
そ
の
象
徴
で
あ
る
。

「
十
二
世
紀
」
精
神
の
特
徴
と
も
さ
れ
た
古
典
主
義
が
、
世
紀
後
半
に
は
衰
退
し
て
い
く
こ
と
も
し
ば
し
ば
説
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
「
ル
ネ

サ
ン
ス
」
の
名
に
値
す
る
「
十
二
世
紀
」
の
思
想
運
動
は
厳
密
に
は
世
紀
前
半
に
限
定
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
世
紀
後
半
に
は
そ
れ
に

代
っ
て
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
法
学
研
究
や
、
翻
訳
活
動
に
起
因
す
る
一
層
シ
ェ
マ
ー
テ
ィ
ッ
ク
な
論
理
学
研
究
が
活
発
と
な
り
大
学
の
形
成

を
促
し
て
い
く
一
方
、
学
的
成
熟
特
に
弁
証
法
の
隆
盛
の
必
然
的
副
産
物
と
し
て
、
　
「
三
無
」
の
均
衡
が
崩
れ
基
礎
教
程
が
軽
視
さ
れ
て
い
く

こ
と
や
、
煩
輔
填
な
議
論
の
横
行
、
学
生
の
質
の
低
下
と
い
っ
た
傾
向
が
著
し
く
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
樺
山
紘
一
氏
が
ハ
ス
キ

ン
ス
の
あ
げ
た
十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
の
諸
要
素
の
う
ち
、
　
「
大
学
の
成
立
」
　
「
翻
訳
活
動
」
　
「
法
学
の
復
活
」
は
む
し
ろ
除
く
べ
き
だ
と
し

て
、
そ
れ
ら
は
「
い
ず
れ
も
、
十
二
世
紀
に
起
源
し
な
が
ら
、
十
二
世
紀
精
神
を
積
極
的
に
否
定
し
、
解
体
す
る
方
向
を
む
い
て
さ
え
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

そ
れ
は
、
十
二
世
紀
精
神
の
構
成
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
破
壊
老
と
し
て
十
三
世
紀
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
指
摘
さ
れ
る
の
は
卓
論

で
あ
る
。
た
だ
も
っ
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
、
　
「
十
二
世
紀
精
神
」
を
（
氏
の
よ
う
な
形
で
規
定
で
き
る
と
し
て
の
話
だ
が
）
世
紀
前
半
に
限
定
し

て
し
ま
う
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
も
か
く
も
い
わ
ゆ
る
「
ス
コ
ラ
学
の
時
代
」
、
樺
山
氏
の
用
語
を
拝
借
す
れ
ば
「
ゴ
シ
ッ
ク
世
界
」
は
十

二
世
紀
後
半
に
始
ま
っ
て
い
た
、
あ
る
い
は
そ
の
予
兆
を
呈
し
て
い
た
と
は
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ヨ
ァ
ン
ネ
ス
は
ま
さ
に
こ
の
十
二

世
紀
中
葉
の
過
渡
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
十
五
、
六
世
紀
の
人
文
主
義
者
た
ち
は
、
十
三
世
紀
と
い
う
哲
学
史
上
偉
大
な
世
紀
の
形
骸
化
し
た
後
塵
た
ち
に
対
し
、
基
本
的
に
は
過
去

を
否
定
す
る
形
で
彼
ら
の
観
念
を
形
成
し
た
。
し
か
し
ヨ
ア
ン
ネ
ス
は
逆
に
十
三
世
紀
哲
学
に
整
合
さ
れ
て
い
く
前
の
混
乱
し
た
状
況
に
対
し
、

む
し
ろ
十
工
世
紀
前
半
期
の
成
果
に
基
盤
を
お
い
て
抵
抗
し
よ
う
と
し
て
、
自
己
の
観
念
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
に
と
っ
て
は

過
去
は
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
継
承
す
べ
き
も
の
と
映
る
。
人
間
理
性
の
確
実
な
進
歩
を
確
儒
し
え
た
所
以
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
本
質
的
に

保
守
的
で
あ
る
。
何
故
な
ら
彼
の
眼
前
に
展
開
さ
れ
て
い
く
状
況
は
、
た
と
え
後
に
な
っ
て
実
り
豊
か
な
成
果
を
掘
来
す
る
と
は
し
て
も
、
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
時
代
に
は
少
く
と
も
彼
の
意
識
に
お
け
る
古
き
よ
き
伝
統
の
破
壊
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
弁
証
法
の
過
度
の
重
視
が
文
法
学
や
雄
弁
術
の
軽
視
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を
十
三
世
紀
に
は
よ
り
鮮
明
に
結
果
す
る
こ
と
へ
の
予
兆
を
、
既
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
過
去
の
伝
統
の
継
承
の
中
に
こ
そ

発
展
が
あ
る
と
儒
ず
る
所
以
で
あ
る
。
人
文
主
義
者
た
ち
が
古
代
を
自
己
の
世
代
と
の
断
絶
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
ゆ
え
古
典
を
完
結
的
に
把
握

し
た
の
に
対
し
、
ヨ
ァ
ン
ネ
ス
に
は
そ
の
断
絶
感
が
意
識
さ
れ
ず
、
古
典
の
十
分
な
摂
取
の
上
に
彼
ら
以
上
の
成
果
を
創
造
し
う
る
と
信
じ
た

の
も
、
時
代
状
況
の
所
産
で
あ
り
、
比
較
以
上
の
評
価
に
は
や
は
り
慎
重
さ
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
点
で
ホ
イ
ジ
ン
ガ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ヨ
ア
ン
ネ
ス
を
慎
重
に
「
前
ゴ
シ
ッ
ク
精
神
の
人
」
と
規
定
し
た
慧
眼
に
は
、
今
更
な
が
ら
感
服
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

①
ホ
イ
ジ
ソ
ガ
、
「
ル
ネ
サ
ン
ス
の
闇
黒
」
黒
鉱
元
～
郎
訳
『
ホ
イ
ジ
ソ
が
選
集

　
4
騙
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
四
六
年
、
六
八
頁
。

②
O
劉
国
．
踏
霧
ざ
昌
。
。
、
§
冷
肉
ミ
N
ミ
器
§
§
潔
き
馬
ぎ
恥
ミ
｝
9
ミ
畿
健
噂
誕
㊤
7

　
く
p
a
閣
δ
繋
嚇
や
伊

③
諺
9
ご
乙
（
訟
心
b
p
）
尋
し
σ
塾
員
H
山
紆
O
冨
詳
話
ω
（
嵩
b
。
O
ω
）
層
O
一
ま
Φ
冨
9
冨

　
℃
o
『
審
Φ
（
o
勲
嵩
㎝
偽
）
、
6
三
霞
蔓
（
o
ρ
．
置
㎝
O
）
．
b
ゴ
轟
轟
a
ω
播
く
Φ
ω
跨
。
（
ド
窃
ω
）
噛

　
ω
，
ゆ
（
。
導
餌
乙
（
二
器
）
鴨
瓢
爵
σ
q
ゴ
。
の
O
。
ρ
≦
o
♂
禽
つ
戸
仁
）
層
O
燭
一
｝
｝
髭
ヨ
。
量

　
O
§
9
。
ω
（
。
p
目
一
綬
y
O
洋
。
〈
§
写
。
凶
の
ヨ
σ
q
（
廻
国
）
．
象
ρ

④
　
樺
山
紘
一
、
　
「
ゴ
シ
ッ
ク
批
田
介
の
田
心
想
像
」
　
『
思
韻
樹
　
一
九
七
四
年
十
月
口
万
、

　
一
〇
二
頁
。

⑤
．
例
え
ば
彼
は
疇
代
の
混
乱
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
コ
体
何
が
い
わ
ゆ
る
粗
野
な
ま
ま
に
残
っ
て
い
る
か
。
｝
体
何
が
彼
ら
に
言

　
わ
せ
れ
ば
洗
練
さ
れ
ず
に
残
っ
て
い
る
か
。
…
…
み
よ
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
新
し

　
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
文
法
は
刷
新
さ
れ
、
弁
証
法
は
や
ぎ
直
さ
れ
、
修
辞
学
な

　
ど
は
唾
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
先
人
た
ち
の
た
て
た
準
規
鋼
を
無

　
視
し
、
四
科
（
雲
霞
ユ
く
訂
日
）
す
べ
て
の
新
し
い
方
途
（
証
ロ
ヨ
）
を
、
哲
学
と

　
い
う
名
の
も
と
に
生
み
娼
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
（
§
跡
雪
山
。
。
噂
℃
レ
圃
．
〉

⑥
　
ホ
イ
ジ
ン
ガ
、
　
「
前
ゴ
シ
ッ
ク
精
神
の
人
1
…
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
の
ジ
ョ
ン
」

　
『
選
集
4
』

　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
生
・
京
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　　　The　Establishrnent　of　the　Cian　Community　and

the　Centralized　Local　Administration　of　Ri李Dynasty

by

Hong－sil〈　Kim

　　The　reorganlzation　of　the　local　adininistration　was　a　basis　of　the

despotic　monarchy　of　the　early　Ri　dynasty．　On　the　other　hand　it　was

a　reflection　of　the　rural　community　controlled　by　doseishizollu土野士族，

native　aristocracy．　1　think　it　is　wortliy　of　notice　that　the　centralized

local　admiBistration　depended　upon　such　a　rural　community．　ln　this

article，　therefore，　1　would　like　to　investigate　into　the　relation　between

the　centralized　local　administration　and　the　rural　comiinunity．　lnvesti－

gating　into　tke　relation　1　will　pay　attention　to　these　points　；　the　forming

process　of　doseishizoleu　and　its　character；　the　development　of　the

a就onomy　of　doseishizoflu　frorn　7y露妙δsん。留郷所establishing　movement

to　the　establishmellt　of　leyδyaku郷約and　shoin書院；dominion　of

doseishizoku　over　the　other　member’S　of　the　rural　community　；　finally　the

continuous　intention　of　doseishi20ku　to　hold　a　central　government　post．

Jolm　of　Saiisbury’s　View　of　Learning

by

Mineo　Tanaka

　John　of　Salisbury　marks　a　distingulslied　figure　in　the　intellectual

activities　of　the　twelfth　century．　His　attitude　to　the　so－called　Becl〈e’t－

confiict，　his　political　theory，　his　vai’ied　career　as　vLrell　as　his　vast

descriptions　of　the　various　problems　of　his　time，　those　are　all　interesting

and　have　well　called　our　attention．　But　we　inust　not　underestimate

laim　as　a　phi！osopher　or　an　educational　theorist，　and　in　tliat　aspect，　I

think，　his　inost　interesting　figure　is　iaid　out．

　　In　this　treatise，　first，　1　ana｝yze　his　view　of　leaming．　The　main　theme

of　his　Metalogicon　is　logica，　which　is　a　valuable　asset　in　all　fields　of

philosophy，　but　whlch，　if　isolated，　is　nothing　but　useless　and　sterile．
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．q．eeing　his　assertion　that　artes　aim　at　sapientia，　the　fruits　of　which　are

amor　boni　and　virtutum　cultacs，　and　that　the　potentialities　of　one’s　natural

talent　are　realized　by　pursuing　artes，　we　can　consider　his　view　of

learning　essentially　practical　rather　than　specially　philosophical　or

theological．　Secondly，　1　examlne’　h2s　attitude　to　the　auctoritas　and　his

distingtiished　character　of，　“moderation”．　The　most　important　thing

for　him　is　to　search　tiie　truth．　Tlierefore，　he　attached　great　value　to

the　classical　authors　（aor．ctoritas）　not　because　they　were　aRcients　but

because　they　told　the　truth：　and　if　only　the　truth　was　pursued，　he

did　not　adhere　to　the　complicated　varieties　of　tlie　ways　to　it．

Some　Reflections　on　the　Agricuittti’al

　　　　　Policy　of　the　SRs　in　1917

by

Yoshikazu　lsshiki

　　The　Socialist　Revolutionaries，　the　successors　to　the　Russian　Populists

of　the　nineteenth　century，　kad　the　settlement　of　the　land　problem　in

Russia　as　their　main　political　object．　The　RevolutioR　of　1917，　though

it　was　brought　about　by　the　spontaneous　action　of　the　people，　was　the

first　occasion　when　the　SRs　had　every　chance　to　put　their　land　program，

‘　socializatlon　of　land　’　into　practice．

　　This　article　is　aimed　firstly　to　clarify　their　policy　on　this　prob1em

at　the　time　when　the　Provislonal　Government　was　formed　and　they

got　the　support　of　the　working　masses，　secondly　to　follow　the　measures

they　took　to　meet　tlae　unstable　political　and　social，situation　during　the

fateful　eight　montlis　and　lastly　to　trace　from　these　analyses．one　of　the

origins　of　their　political　decline　and　fall　in　the．　second　half　of　this　year．
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