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退
歩
と
避
遁

ｌ
ｌ
西
洋
哲
学
か
ら
思
索
的
対
話
へ
１
１

現
代
技
術
の
世
界
に
お
い
て
、
「
避
遁
」
や
「
対
話
」
は
か
な
り
容
易
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
は
か

な
り
両
義
的
に
な
り
、
疑
わ
し
く
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

比
較
哲
学
が
必
要
と
し
て
い
る
の
は
…
自
ら
の
解
釈
学
を
徐
々
に
発
展
す
る
た
め
の
勇
気
と
忍
耐
力
な
の
で
あ
る
。

１
Ｗ
・
ハ
ル
プ
フ
ァ
ッ
ス
《
３
）

東
洋
世
界
の
思
想
家
た
ち
と
対
話
を
行
な
う
必
要
が
迫
っ
て
い
る
、
と
私
は
度
々
思
っ
て
き
た
。

ｌ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（
２
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
一
体
い
つ
ま
で
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
界
を
無
視
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

ｌ
西
谷
啓
治
（
‐
）

ブ
レ
ッ
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・
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ビ
ス
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グ
ロ
ー
バ
ル
な
時
代
に
お
い
て
、
哲
学
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
の
「
比
較
哲
学
」
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
ひ
と
り
の
人
間
が
今

日
こ
の
世
に
生
き
る
、
そ
の
な
か
に
は
比
較
思
想
の
必
要
性
が
痛
切
に
自
覚
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
（
４
）
と
い
う
意
見
に
対
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ

も
頷
く
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
多
く
の
比
較
哲
学
者
に
よ
る
と
、
「
比
較
」
と
は
、
そ
れ
自
体
が
最
終
的
な
目
的
で
あ
る
の
で
は

な
く
、
比
較
を
超
え
、
全
世
界
と
い
う
場
面
に
お
い
て
「
哲
学
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
現
代

は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
時
代
で
は
あ
る
の
だ
が
、
〈
諸
伝
統
間
の
相
違
や
文
化
的
な
特
殊
性
を
解
消
で
き
る
、
時
空
を
超
え
た
「
永
遠
の
哲
学
」

吾
号
、
呂
冨
画
冨
局
ｇ
昌
碗
を
発
見
す
る
〉
と
い
う
夢
自
体
が
疑
わ
し
く
な
っ
て
き
た
時
代
で
も
あ
る
。
諸
思
想
・
人
間
の
あ
い
だ
の
「
対
話
」
こ

そ
が
永
遠
に
続
く
も
の
で
あ
る
、
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
諸
思
想
を
並
べ
て
「
比
べ
る
」
こ
と
が
で
き
る
中
立
的
な

立
場
は
な
く
、
実
際
に
対
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
全
世
界
的
な
哲
学
の
可
能
性
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現

代
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
傍
観
的
な
「
比
較
」
で
は
な
く
、
諸
文
化
の
出
会
い
に
実
際
に
立
脚
す
る
「
対
話
」
で
あ
る
。
比
較
哲
学

は
最
終
的
に
は
思
索
的
対
話
へ
と
変
貌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
そ
れ
を
基
礎
付
け
る
解
釈
学
的
な
反
省
が
必
要
な
の

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
う
、
東
西
の
対
話
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
「
地
球
規
模
の
思
索
」
冒
砦
一
目
①
冨
号
号
①
胃
具
２
（
５
）
を
準
備
す
る
た
め

に
は
、
ま
ず
西
洋
と
東
洋
の
避
遁
を
真
に
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
現
代
は
む
し
ろ
「
人
間
と
地

球
の
西
欧
化
」
の
時
代
、
つ
ま
り
「
地
域
的
・
民
族
的
に
成
熟
し
た
諸
国
の
文
化
」
が
消
え
去
り
、
そ
の
代
わ
り
に
、
技
術
的
な
世
界
観
の

で
あ
る
。退

歩
と
避
遁
（
デ
ー
ビ
ス
）

一
現
代
に
求
め
ら
れ
て
い
る
比
較
哲
学
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支
配
す
る
「
世
界
文
明
」
が
普
及
す
る
時
代
な
の
で
あ
る
（
６
）
。
そ
し
て
、
そ
の
「
西
欧
化
」
は
け
つ
き
よ
く
「
本
質
的
な
も
の
の
源
泉
を

消
耗
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」
、
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
考
え
る
（
７
）
。

イ
ン
ド
学
者
で
比
較
哲
学
者
で
も
あ
る
Ｗ
・
ハ
ル
プ
フ
ァ
ッ
ス
は
、
現
在
に
お
け
る
比
較
哲
学
の
難
境
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
現
代
世
界
に
お
け
る
状
況
で
は
、
東
洋
と
西
洋
の
〈
文
化
〉
が
対
等
の
相
手
と
し
て
出
会
う
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
は
西
洋

的
な
世
界
に
お
い
て
、
ま
た
西
洋
的
な
思
索
の
仕
方
の
な
か
で
出
会
う
の
で
あ
る
」
（
８
）
。
ハ
ル
プ
フ
ァ
ッ
ス
は
ま
た
、
次
の
二
つ
の
鋭
い
問

い
を
わ
れ
わ
れ
に
投
げ
か
け
た
。
「
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
近
代
に
お
け
る
全
世
界
的
な
開
放
性
牙
の
唾
。
９
５
胃
目
①
協
具
ョ
且
①
ョ
昼
は
、
い
ま

だ
に
、
偏
狭
な
西
洋
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
地
平
色
冨
『
。
。
三
画
ご
乏
厨
厨
ョ
．
胃
『
名
⑦
目
言
『
旨
。
ｐ
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
は
、
自
ら
が
生
み
出
し
た
普
遍
性
の
進
展
に
つ
い
て
行
け
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
他
の
地
域
が
そ
れ

ぞ
れ
の
伝
統
の
も
つ
基
盤
と
制
限
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
の
距
離
を
狸
得
す
る
の
を
援
助
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
一
方
で
、
自
ら
は

自
身
の
歴
史
的
な
根
底
を
守
り
つ
づ
け
、
逆
説
的
に
も
自
ら
の
〈
伝
統
の
〉
地
平
の
う
ち
に
留
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
（
９
）
。

今
日
の
移
動
・
通
信
技
術
、
ま
た
「
地
球
語
」
と
も
称
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
英
語
の
普
及
に
よ
り
生
ま
れ
た
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ

ジ
」
に
お
い
て
、
人
々
は
「
対
話
」
を
行
な
お
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
対
話
に
向
か
お
う
と
す
る
西
洋
人
は
、
ど

こ
ま
で
自
ら
の
文
化
・
言
語
に
含
ま
れ
て
い
る
思
考
構
造
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
他
文
化
・
言
語
を
背
景
に
も
つ

他
者
に
対
し
て
、
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
、
西
洋
・
近
代
化
に
よ
っ
て
非
西
洋
人
は
ど
こ

ま
で
「
解
放
」
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
問
わ
れ
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
非
西
洋
諸
国
に
お
け
る
近
代
化
は
、
伝
統

的
な
文
化
の
代
わ
り
に
何
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
よ
り
自
由
に
伝
統
と
付
き
合
う
こ
と
の
可
能
性
、
つ
ま
り
、
自
ら
の
伝
統

を
批
判
的
か
つ
創
造
的
に
展
開
す
る
た
め
に
必
要
な
適
度
の
距
離
、
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
単
に
伝
統
的
な
ア
イ
デ
ン

日
本
哲
学
史
研
究
第
一
号
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テ
ィ
テ
ィ
を
奪
い
、
代
わ
り
に
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
植
え
つ
け
た
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
標
語
を
掲
げ
る
西
洋
哲
学
を
「
導
入
」
す
る
、
と
い
う
複
雑
な
営
み
を
再
検
討
す
る
時
代
が
来
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
日
本
に
と
っ
て
、
西
洋
文
明
と
共
に
西
洋
哲
学
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
歴
史
的
必
然
で
あ
り
、
そ
の
必
然
を
積
極
的
に
迎
え

西
洋
哲
学
を
「
移
植
」
し
た
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
著
し
い
成
果
も
出
し
て
き
た
。
そ
の
な
か
の
有
力
な
ひ
と
つ
は
、
東
洋
思
想
の

伝
統
を
捨
て
西
欧
文
明
の
な
か
に
入
ろ
う
と
す
る
仕
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
脱
亜
入
欧
」
の
道
を
ひ
た
す
ら
歩
ん
で
き
た
者
は
、
〈
諸

文
化
の
違
い
を
解
消
し
、
自
然
の
技
術
的
支
配
を
成
し
遂
げ
た
「
世
界
文
明
」
へ
の
進
歩
〉
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
裏
か
ら
浮
上
し
て
き

た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
現
代
西
洋
文
明
に
お
け
る
根
本
問
題
に
ど
の
よ
う
に
対
応
で
き
る
の
か
、
ま
た
、
伝
統
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
啓
蒙

主
義
あ
る
い
は
実
証
科
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
、
伝
統
の
物
語
や
テ
ク
ス
ト
を
批
判
的
か
つ
創
造
的
に
「
反
復
」
す
る
解
釈
学
的
パ
ラ
ダ
イ

ム
へ
と
移
っ
て
き
た
（
あ
る
い
は
回
復
し
て
き
た
）
現
代
西
洋
哲
学
を
、
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
が
戒
め
た
よ
う
に
、
多
く
の
日
本
の
哲
学
者
た
ち
は
、
「
つ
ね
に
最
新
の
西
欧
哲
学
を
食
欲
に
追
い
か
け
る
」
こ
と
に
よ
り
、
「
自

分
自
身
の
思
想
の
敬
う
べ
き
始
源
」
を
忘
却
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
仰
）
。
あ
る
い
は
ま
た
、
西
田
幾
多
郎
が
期
待
し
た
よ
う
に
、
近

代
化
し
た
日
本
に
こ
そ
、
東
洋
文
化
に
も
と
づ
き
な
が
ら
も
そ
の
特
殊
性
を
乗
り
越
え
、
「
西
洋
文
化
に
対
し
て
新
し
い
光
を
与
え
、
新
た

な
世
界
文
化
が
創
造
」
（
ｕ
）
さ
れ
る
可
能
性
が
孕
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

現
代
の
日
本
で
は
、
「
西
洋
哲
学
」
と
な
ら
ん
で
「
イ
ン
ド
哲
学
」
や
「
中
国
哲
学
」
が
詳
し
く
研
究
さ
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
場
合
、
そ

の
研
究
は
分
化
し
た
ま
ま
、
交
わ
る
こ
と
な
く
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
超
え
、
「
比
較
思
想
」
を
開
拓
し
よ

う
と
す
る
動
き
も
、
中
村
元
（
吃
）
を
中
心
に
存
在
す
る
（
卿
）
。
し
か
し
、
そ
の
動
き
は
着
実
に
進
ん
で
い
る
も
の
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
壁
が
い

ま
だ
残
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
純
粋
哲
学
」
と
「
西
洋
哲
学
」
を
あ
ま
り
に
単
純
に
同
一
視
す
る
傾
向
が
粘
り
強
く
残
存
し
て
い

退
歩
と
避
遁
（
デ
ー
ピ
ス
）
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る
。
ま
た
、
「
入
欧
」
を
目
指
し
つ
づ
け
る
に
せ
よ
、
そ
れ
を
断
念
す
る
に
せ
よ
、
「
脱
亜
」
の
態
度
は
そ
の
ま
ま
存
続
し
、
「
ア
ジ
ア
に
お

け
る
日
本
」
と
い
う
視
点
を
拒
み
つ
づ
け
、
「
西
洋
対
日
本
」
と
い
う
二
項
対
立
的
な
構
造
で
の
み
考
え
る
傾
向
は
い
ま
だ
に
強
い
（
Ｍ
）
。
そ

し
て
、
日
本
の
特
殊
性
を
過
激
に
強
調
す
る
日
本
人
論
者
た
ち
は
、
日
本
に
お
け
る
西
欧
中
心
主
義
に
対
す
る
反
発
か
ら
い
ま
だ
解
放
さ
れ

て
い
な
い
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

西
谷
啓
治
は
日
本
に
お
け
る
哲
学
の
状
況
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
印
度
・
中
国
・
日
本
を
含
め
た
東
洋
に
は
、
そ
の
長

い
歴
史
を
通
し
て
展
開
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
的
思
想
の
伝
統
が
あ
り
、
一
括
し
て
東
洋
の
哲
学
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在

の
と
こ
ろ
わ
が
国
で
哲
学
と
い
え
ば
、
明
治
に
な
っ
て
入
っ
て
き
た
西
洋
哲
学
の
伝
統
に
つ
な
が
る
も
の
を
意
味
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
」
。

西
谷
は
、
西
洋
哲
学
の
導
入
は
後
悔
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
、
む
し
ろ
「
日
本
人
の
哲
学
的
思
考
が
東
洋
の
思
想
的
伝

統
か
ら
離
れ
て
西
洋
の
そ
れ
に
接
合
さ
れ
た
」
こ
と
は
一
種
の
歴
史
的
な
運
命
で
も
あ
っ
た
、
と
考
え
る
（
喝
）
。
日
本
に
お
け
る
近
代
化
が

表
面
的
な
変
容
に
お
わ
ら
な
い
た
め
に
も
、
近
代
西
洋
に
お
け
る
世
界
観
の
背
後
に
あ
る
哲
学
を
追
究
す
る
こ
と
は
、
重
要
な
意
義
を
も
っ

て
い
る
。
た
だ
し
、
現
代
に
お
い
て
西
洋
哲
学
が
唯
一
の
「
純
粋
哲
学
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
ど
こ
か
時
代
錯
誤
的
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
実
際
西
谷
は
、
「
将
来
の
哲
学
は
、
西
洋
に
お
い
て
も
東
洋
に
お
い
て
も
、
従
来
の
西
洋
思
想
と
東
洋
思
想
と
の
遭
遇
を
基
礎
に

し
た
も
の
に
だ
ん
だ
ん
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
」
（
脇
）
と
考
え
て
い
た
。

諸
伝
統
に
お
け
る
思
想
の
比
較
が
「
哲
学
に
お
け
る
当
然
の
契
機
で
あ
る
」
、
と
言
う
こ
と
の
で
き
る
日
が
い
つ
か
到
来
す
る
か
も
し
れ

な
い
。
そ
の
と
き
、
「
ど
の
よ
う
な
哲
学
の
論
題
で
あ
れ
、
も
し
そ
れ
が
た
だ
一
つ
の
伝
統
領
域
の
な
か
で
の
み
把
握
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
論
題
と
し
て
不
適
切
に
把
握
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
た
だ
不
十
分
と
か
暫
定
的
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
哲
学
的
に
把
握
さ
れ

る
に
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
（
胴
）
、
と
言
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
思
索
す
る
こ
と
に
は
つ
ね
に
二
つ
以
上
の
も
の
（
過
去
と
現
在
、
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諸
伝
統
を
比
較
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
何
処
に
立
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
諸
観
点
を
対
比
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
何
処
か
ら
見
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
比
較
哲
学
を
行
な
う
に
あ
た
り
、
「
比
較
」
と
い
う
言
葉
の
定
義
自
体
が
問
題
と
な
っ
て
く

る
こ
と
が
わ
か
る
。
三
枝
充
恩
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
比
較
」
と
い
う
言
葉
（
８
ョ
‐
冨
『
①
》
く
９
戯
画
呂
呂
ゞ
く
ら
べ
る
Ⅱ
繰
り
合
わ
せ
る
）

に
は
「
等
し
か
ら
し
め
る
」
と
い
う
原
義
が
み
ら
れ
る
（
⑱
）
。
し
た
が
っ
て
、
「
比
較
」
と
い
う
概
念
に
は
相
違
性
よ
り
も
類
似
性
、
つ
ま
り

差
異
よ
り
も
同
一
へ
の
傾
向
（
偏
見
）
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
じ
じ
つ
、
比
較
思
想
の
本
質
を
「
深
層
的
な
基
本
構
造
を
解
明
す
る

こ
と
」
（
釦
）
と
み
な
す
人
は
少
な
く
な
い
。

現
代
に
お
け
る
比
較
哲
学
の
創
始
者
の
一
人
と
呼
ば
れ
る
Ｐ
・
マ
ッ
ソ
ン
・
ウ
ル
セ
ル
は
、
「
す
べ
て
の
比
較
は
多
様
性
を
同
一
性
に
よ
っ

自
己
と
他
者
、
二
つ
の
ド
ク
サ
等
）
を
比
較
す
る
と
い
う
契
機
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
伝
統
の
思
想
が
遭
遇
し
て
い
る
現
代

に
お
い
て
は
、
あ
る
意
味
で
「
比
較
思
想
・
比
較
哲
学
は
、
「
哲
学
の
自
己
批
判
」
な
い
し
「
哲
学
の
哲
学
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
可
能
で
あ
る
」

（
鯛
）
と
も
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
も
し
「
哲
学
」
（
合
晏
。
ｑ
ｏ
ｓ
（
ミ
ロ
言
ｏ
ｍ
ｏ
で
ご
）
の
定
義
を
西
洋
の
伝
統
の
中
に
の
み
制
限
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
狭
義
の
「
哲
学
」
は
、
〈
地
球
規
模
の
対
話
〉
へ
向
け
て
の
西
洋
か
ら
の
寄
与
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
現
代
で
は
、
思
索
的
対
話
の
た
め
の
解
釈
学
を
展
開
す
る
こ
と
、
ま
た
、
「
哲
学
の
自
己
批
判
」
を
行
な
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ

の
ふ
た
つ
の
課
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
本
論
文
の
目
的
で
あ
る
。

退
歩
と
避
遁
（
デ
ー
ビ
ス
）

二
〈
退
歩
〉
と
〈
避
遁
〉
を
廻
る
解
釈
学
的
循
環
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て
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
訓
）
と
い
う
方
法
論
を
主
張
し
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
な
ど
の
「
永
遠
の
哲
学
」
に
ま
で
も
遡
る
こ
の
よ
う
な
「
普

遍
主
義
」
は
、
ハ
ワ
イ
大
学
で
催
さ
れ
た
画
期
的
な
学
会
厩
騨
‐
乏
恩
弓
冨
ｏ
ｍ
ｏ
言
①
尻
－
９
弓
冒
９
８
（
一
九
三
九
年
）
に
お
け
る
「
世
界
哲

学
の
総
合
」
竃
。
『
匡
喜
旨
切
呂
三
８
房
冒
戸
胃
器
と
い
う
標
語
に
も
現
れ
た
。
し
か
し
興
味
深
い
こ
と
に
、
一
九
四
九
年
に
行
な
わ
れ
た
二
回
目

の
学
会
で
、
そ
の
標
語
は
「
無
（
制
）
限
の
対
話
」
８
９
‐
①
且
且
邑
巨
。
唱
⑦
と
変
更
さ
れ
た
（
漣
）
。
こ
の
変
更
は
、
啓
蒙
主
義
的
な
「
大
き

な
物
語
」
に
対
し
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
き
た
現
代
哲
学
の
趨
向
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
幻
）
。

日
本
に
お
い
て
中
村
元
は
、
す
べ
て
の
文
化
地
域
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
同
じ
問
題
が
ほ
ぼ
同
じ
順
番
に
生
じ
、
ま
た
人
間
性
は
「
大
い
に
類

似
し
て
い
る
」
の
で
、
す
べ
て
の
文
化
に
お
け
る
哲
学
的
発
展
は
並
行
し
て
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
。
中
村
は
こ
の
「
並

行
発
展
論
」
を
方
法
論
と
し
、
東
洋
に
お
い
て
も
内
在
的
な
近
代
へ
の
発
展
が
み
ら
れ
る
、
と
考
え
た
（
湖
）
。
一
方
、
湯
田
豊
は
、
ニ
ー
チ
ェ

の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
イ
ズ
ム
に
言
及
し
な
が
ら
、
「
比
較
思
想
研
究
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
な
の
は
、
類
似
が
存
在
す
る
と
い
う
明
白

な
事
実
を
発
見
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
独
特
な
も
の
お
よ
び
三
一
－
ク
な
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し

し
か
し
私
は
、
比
較
哲
学
が
最
終
的
に
は
普
遍
主
義
と
相
対
主
義
の
ど
ち
ら
を
導
く
の
か
、
と
い
う
二
者
択
一
的
問
い
方
は
避
け
た
い
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
前
提
と
な
っ
て
い
る
二
項
対
立
そ
の
も
の
が
ひ
と
つ
の
問
題
だ
と
私
は
思
う
か
ら
で
あ
る
。
真
の
比
較
哲
学
が
開
く
対

話
が
、
特
異
性
を
抹
消
す
る
同
一
主
義
で
も
な
く
、
排
他
的
な
自
己
主
張
を
正
当
化
す
る
個
別
主
義
で
も
な
い
、
「
独
占
」
ま
た
は
「
散
乱
」

で
も
な
い
（
錨
）
と
こ
ろ
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
導
く
こ
と
を
私
は
期
待
し
た
い
。
諸
文
化
間
の
対
話
が
、
西
欧
中
心
主
義
で
も
な
く
反
発
的
な
反

西
欧
中
心
主
義
で
も
な
い
（
”
）
、
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
が
モ
デ
ル
と
な
る
「
歴
史
の
終
わ
り
」
（
調
）
へ
で
も
な
く
「
文
明
の
衝
突
」
（
鋤
）
へ
で
も
な
い
、

「
西
洋
的
な
普
遍
主
義
と
好
戦
的
な
民
族
中
心
主
義
と
の
あ
い
だ
の
綱
引
き
」
（
弧
）
を
離
脱
し
た
と
こ
ろ
へ
と
た
ど
り
つ
く
期
待
も
持
ち
つ
づ

て
い
る
（
雷
）
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
一
号
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け
た
い
。
こ
れ
ら
の
二
項
対
立
を
超
え
た
目
的
地
の
あ
り
さ
ま
は
、
た
し
か
に
ま
だ
ア
ポ
リ
ア
の
ま
ま
で
は
あ
る
が
、
す
く
な
く
と
も
「
対

話
」
と
い
う
言
葉
は
、
わ
れ
わ
れ
に
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
対
‐
話
島
酌
‐
一
。
唱
①
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
共
同
性
と
何
ら
か

の
差
異
性
の
両
方
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
、
何
れ
が
よ
り
根
源
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
状
態
が
保
た
れ
つ
つ
対
話
は
進
ん

で
ゆ
く
。
真
の
対
話
に
お
い
て
は
、
我
と
汝
の
声
は
単
に
融
合
も
し
な
け
れ
ば
た
だ
互
い
に
戦
う
の
で
も
な
い
、
む
し
ろ
Ｊ
Ⅱ
Ｌ
・
ナ
ン
シ
ー

の
表
現
を
借
り
て
い
う
な
ら
ば
、
「
声
の
分
か
ち
合
い
」
一
①
冨
冒
開
号
印
く
◎
貢
（
訓
）
が
生
じ
る
は
ず
で
あ
る
。

「
地
球
規
模
」
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
対
話
を
可
能
と
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
如
何
な
る
解
釈
学
的
準
備
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
イ
ン
ド
哲
学
と
西
洋
哲
学
を
長
年
研
究
し
た
Ｊ
・
Ｎ
・
モ
ハ
ン
テ
ィ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
イ
ン
ド
哲
学
が
西
洋
哲

学
か
ら
何
か
を
建
設
的
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、
ま
た
そ
の
逆
の
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
お
互
い
の
相
違
へ
と
自
己
を
開
け
、

ま
た
、
そ
の
相
互
認
識
が
与
え
て
く
れ
る
光
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
が
自
己
自
身
を
究
明
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
」
（
蛇
）
。
つ
ま
り
、
〈
避

遁
〉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
深
く
〈
退
歩
〉
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
ま
た
そ
の
深
く
な
っ
た
自
己
理
解
に
よ
っ
て
、
よ
り
根
源
的
な

避
遁
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
真
の
対
話
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
東
西
の
双
方
が
自
ら
の
伝
統
に
〈
退
歩
〉
し
、
そ
こ
に
お
け
る
思

索
の
可
能
性
と
限
界
を
徹
底
的
に
経
験
す
る
こ
と
（
鋼
）
、
そ
し
て
、
他
の
伝
統
と
の
避
遁
に
向
か
っ
て
〈
進
歩
〉
す
る
こ
と
、
こ
の
ふ
た
つ

の
合
い
補
う
運
動
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
こ
の
〈
自
己
理
解
へ
の
退
歩
〉
と
く
他
者
と
の
避
遁
へ
の
進
歩
〉
の
あ
い
だ
を
廻
る
一
種
の
解

釈
学
的
循
環
こ
そ
、
現
代
の
〈
対
話
へ
向
け
た
比
較
哲
学
〉
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

こ
の
論
文
で
は
、
西
洋
哲
学
か
ら
思
索
的
対
話
へ
と
進
む
た
め
の
最
小
限
の
準
備
と
し
て
、
西
洋
哲
学
に
お
け
る
幾
人
か
の
思
想
家
や
そ

の
テ
ク
ス
ト
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
西
洋
哲
学
の
内
部
か
ら
東
洋
と
の
対
話
を
開
け
る
た
め
の
手
掛
か

り
、
ま
た
は
そ
の
妨
げ
、
と
な
っ
て
い
る
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
者
に
つ
い
て
の
詳
細
な
解
説
や
検
討
は
で
き
な
い
が
、
西
洋
哲

退
歩
と
避
遁
（
デ
ー
ビ
ス
）
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学
の
内
を
開
け
て
他
の
思
索
伝
統
と
対
話
す
る
こ
と
の
重
要
性
、
か
つ
そ
の
困
難
性
に
つ
い
て
の
幾
つ
か
の
指
摘
が
で
き
れ
ば
と
私
は
考
え

て
い
る
。
こ
こ
で
、
な
ぜ
私
が
西
洋
哲
学
の
観
点
か
ら
出
発
す
る
の
か
、
日
本
で
発
表
す
る
の
な
ら
ば
東
洋
か
ら
出
発
し
た
ほ
う
が
良
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
二
つ
の
答
え
を
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
ひ
と
つ
は
、
私
自
身
の
研
究
が
も
と
も
と
は
西
洋

哲
学
（
ま
た
西
洋
の
言
語
・
文
化
）
か
ら
出
発
し
た
の
が
理
由
で
あ
る
。
ふ
た
つ
目
は
、
東
洋
的
・
日
本
的
な
観
点
は
、
言
葉
や
習
慣
に
深

く
浸
透
し
潜
在
し
て
は
い
る
も
の
の
、
日
本
で
「
哲
学
」
を
研
究
す
る
人
た
ち
の
大
半
が
、
西
洋
哲
学
の
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
問
題
意
識
を

め
ぐ
っ
て
思
索
し
て
い
る
、
と
い
う
状
況
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
に
お
い
て
〈
東
西
の
思
索
的
対
話
〉
を
考
察
す
る
に
あ

た
っ
て
も
、
ま
ず
は
西
洋
哲
学
の
内
部
か
ら
そ
の
重
要
性
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

西
洋
哲
学
史
に
は
根
本
的
な
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
（
相
反
す
る
衝
動
）
が
み
ら
れ
る
。
一
方
に
は
、
自
己
の
特
殊
性
を
開
き
普
遍
性
へ
と

至
ろ
う
と
す
る
希
求
が
あ
り
、
他
方
に
は
、
自
己
の
特
殊
性
を
〈
優
秀
な
事
例
〉
と
し
、
そ
の
中
に
普
遍
性
を
凝
縮
し
よ
う
と
す
る
欲
求
が

あ
る
。
そ
の
〈
引
っ
張
り
合
い
〉
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
対
話
に
お
い
て
は
、
〈
他
者
を
（
自
己
の
内
部
の
概
念
で

も
っ
て
）
理
解
し
よ
う
と
す
る
意
志
〉
と
い
う
形
で
そ
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
が
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
哲
学
者
に
は
、
自

己
を
他
者
へ
と
開
き
な
が
ら
も
、
そ
の
他
性
を
自
己
の
理
解
で
き
る
範
鴫
に
還
元
し
て
し
ま
う
矛
盾
的
な
傾
向
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

日
本
哲
学
史
研
究
第
一
号

三
西
洋
哲
学
に
お
け
る
ア
ン
ピ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
自
開
性
／
自
閉
性

ｌ
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ

四
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西
洋
哲
学
史
に
お
い
て
他
性
言
嚴
昌
の
は
殆
ど
〈
同
〉
一
①
富
の
ョ
①
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
訴
え
る
レ
ヴ
イ
ナ
ス
の
思
想
に
お

い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
す
る
両
義
的
な
評
価
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
。
レ
ヴ
イ
ナ
ス
に
よ
る
と
、
「
〈
同
〉
の
優
位
性
」
は

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
教
え
で
あ
っ
た
。
そ
の
教
え
は
す
な
わ
ち
「
自
分
の
内
に
既
に
存
在
す
る
も
の
以
外
は
〈
他
者
〉
か
ら
何
も
受
け
取
ら
な
い

こ
と
、
あ
る
い
は
、
外
か
ら
到
来
す
る
も
の
で
さ
え
も
、
は
じ
め
か
ら
所
有
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
構
え
る
こ
と
、
そ
れ
が
自
由
で
あ
る
」

（
源
）
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
別
の
箇
所
で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
教
え
方
」
（
産
婆
術
ョ
堅
＠
員
邑
匡
①
）
は
「
無
限
の
次
元
そ
の

も
の
が
〈
師
〉
の
顔
の
う
ち
で
開
か
れ
る
の
を
排
除
し
は
し
な
い
」
、
む
し
ろ
「
教
え
」
は
「
全
体
性
の
閉
鎖
的
回
路
を
破
裂
さ
せ
る
無
限

こ
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
の
仕
方
に
既
に
現
わ
れ
て
い
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
新
た
な
他
者
と
の
新
た
な
対
話

に
、
自
ら
の
有
限
な
知
（
あ
る
い
は
無
知
）
を
さ
ら
す
覚
悟
を
つ
ね
に
も
っ
て
い
た
と
同
時
に
、
〈
善
を
知
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
善
を
為
す

こ
と
で
あ
る
〉
と
い
う
倫
理
、
そ
し
て
〈
殺
さ
れ
て
も
損
な
わ
れ
な
い
魂
を
有
す
る
〉
と
い
う
形
而
上
学
、
ま
た
〈
学
習
は
他
者
か
ら
学
ぶ

の
で
は
な
く
想
起
身
昼
冨
二
９
ｍ
で
あ
る
〉
と
い
う
認
識
論
な
ど
の
確
固
た
る
持
論
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
人
間
が
所
有
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
「
超
人
間
的
な
知
恵
」
に
は
、
無
限
に
接
近
す
る
こ
と
し
か
で
き
ず
、
ま
た
、
そ
の
た
め
に
他
人
と
終
わ
り
な
き
対
話
を
行
な
う
必

要
が
あ
る
、
と
い
う
「
人
間
的
知
恵
」
号
昏
ｅ
凱
三
ｑ
ｏ
負
員
を
も
つ
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
一
方
に
あ
る
（
鯛
）
。
他
方
に
は
、
対
話
を
自
己
が
既
に
所

有
す
る
知
識
を
想
起
す
る
た
め
の
単
な
る
手
段
で
あ
る
と
考
え
、
ま
た
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
も
っ
て
相
手
に
も
そ
の
知
識
を
想
起
さ
せ
よ
う
と
す

る
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
あ
る
（
妬
）
。
あ
る
種
の
「
一
重
化
」
詩
ａ
ｏ
ｇ
ｏ
一
目
、
に
よ
り
、
二
人
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
す
な
わ
ち
「
対
話
の
議
論
が
最
後
に

は
ど
う
な
る
か
を
予
め
知
っ
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
、
対
話
的
Ｑ
亘
①
呂
８
一
な
道
を
相
手
と
一
緒
に
歩
む
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
（
妬
）
が
存
在
す
る
の

で
あ
る
。

る
⑨

退
歩
と
避
遁
（
デ
ー
ビ
ス
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如
を
満
足
さ
せ
る
「
糧
」
盲
ｐ
Ｃ
匡

冨
『
①
×
８
扁
己
８
な
の
で
あ
る
（
抑
）
。

の
現
前
な
の
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
（
卵
）
。
他
性
を
解
消
す
る
想
起
論
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
は
な
く
、
知
恵
の
欠
如
を
自
覚
し
て
い
る
か

ら
こ
そ
無
限
に
そ
れ
を
愛
し
追
及
す
る
、
エ
ロ
ス
を
代
表
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
（
調
）
が
〈
同
〉
の
閉
鎖
性
を
破
り
つ
づ
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
レ
ヴ
イ
ナ
ス
に
よ
る
と
、
エ
ロ
ス
あ
る
い
は
愛
蚕
ョ
。
胃
自
身
が
そ
も
そ
も
超
越
へ
の
「
欲
望
巨
、
斥
昌
で
あ
る
と
同
時
に
、
欠

如
を
満
足
さ
せ
る
「
樋
二
蝕
邑
Ｃ
匡
司
旨
『
①
を
求
め
る
「
欲
求
」
一
①
胃
８
旨
で
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
「
両
義
性
の
最
た
る
も
の
頁
母
ミ
ご
◎
亀
⑮

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け
る
自
開
性
／
自
閉
性
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
は
、
既
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
知
識
文
化
一
般
に
潜
在
し
て
い
た
と
い
え

よ
う
。
ハ
ル
プ
フ
ア
ッ
ス
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
の
異
邦
・
異
質
な
も
の
に
対
す
る
両
義
的
な
態
度
を
次
の
よ
う
に
指
し
示
し
て
い
る
。

「
｛
ｑ
８
℃
旨
と
い
う
言
葉
は
〈
異
邦
・
異
質
な
も
の
、
あ
る
い
は
他
者
に
対
し
て
開
い
て
い
る
〉
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
：
．

〈
哲
学
す
る
〉
と
い
う
言
葉
の
お
そ
ら
く
最
初
の
出
典
で
は
、
異
邦
に
旅
す
る
こ
と
、
ま
た
〈
テ
オ
リ
ア
の
た
め
に
旅
行
す
る
こ
と
〉
と
い
っ

た
文
脈
の
な
か
で
使
わ
れ
て
い
る
」
（
伽
）
。
し
か
し
、
「
〈
異
邦
の
資
料
を
受
け
入
れ
る
可
能
性
に
開
い
て
い
る
こ
と
〉
〈
学
ぶ
心
構
え
の
で
き

て
い
る
こ
と
〉
ま
た
〈
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
こ
と
〉
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
こ
と
が
〈
ギ
リ
シ
ア
は
オ
リ
エ
ン
ト
と
は
違
う
〉
と
い
う

ギ
リ
シ
ア
人
の
主
張
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
」
（
椹
）
と
も
ハ
ル
プ
フ
ァ
ッ
ス
は
指
摘
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
対
話
に
対
す
る
両
面
価
値
的

な
態
度
が
明
白
に
現
わ
れ
て
い
る
。
一
方
で
は
自
己
を
開
き
他
者
に
つ
い
て
興
味
を
も
つ
。
し
か
し
他
方
で
は
、
自
己
の
範
畷
内
に
お
い
て

理
解
す
れ
ば
す
る
程
そ
の
他
者
の
他
性
は
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
も
、
ギ
リ
シ
ア
人
に
は
他
者
を
理
解
す
る
能
力
、
お
よ
び
そ
う
す
る

意
思
を
独
占
し
て
い
る
と
い
う
自
負
が
み
ら
れ
る
。
十
九
世
紀
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
同
様
な
自
負
を
持
ち
、
「
西
欧
思
想
は
東
洋
思
想
を
理
解
し

解
釈
で
き
る
が
、
そ
の
逆
は
不
可
能
で
あ
る
」
（
梱
）
と
主
張
す
る
歴
史
哲
学
を
展
開
し
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
の
現
象
学
に
お
い
て
は
他
性
の
認
識
論
的
な
征
服
を
、
ま
た
、
そ
の
歴
史
論
に
お
い
て
は
西
欧
中
心
主
義
を
、
そ
れ
ぞ
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ヘ
ー
ゲ
ル
の
認
識
論
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
想
起
論
の
徹
底
的
な
展
開
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
知
識
と
は
全
く
新
し
い
も
の
や
他
性
的
な

も
の
を
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
「
絶
対
の
他
的
存
在
の
う
ち
に
お
い
て
純
粋
に
自
己
を
認
識
す
る
こ
と
」
（
Ｗ
）
で
あ
る
。
一
方
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史

論
に
よ
る
と
、
精
神
の
自
己
疎
外
化
と
還
帰
の
運
動
は
、
一
方
通
行
的
に
東
洋
か
ら
西
洋
へ
と
進
む
。
「
世
界
史
は
東
か
ら
西
に
向
か
っ
て

進
む
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
こ
そ
実
に
世
界
史
の
終
結
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
は
そ
の
端
初
で
あ
る
」
（
躯
）
。
絶
対
精
神
は
「
自
ら
の
う
ち
に
還
帰
す
る
円

れ
最
も
有
力
的
（
あ
る
い
は
誘
惑
的
）
な
仕
方
で
弁
論
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
し
か
に
へ
－
ゲ
ル
の
哲
学
に
は
、
比
較
哲
学
に
お
け
る

〈
避
遁
か
ら
退
歩
へ
〉
と
い
う
契
機
が
、
的
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
点
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
「
一
般
に
熟
知
さ
れ
て
い
る

も
の
は
、
熟
知
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
認
識
さ
れ
て
は
い
な
い
」
（
斜
）
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
述
べ
、
自
己
理
解
の
た
め
に
〈
外
に
出
る
こ
と
〉
を
強

く
奨
励
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
己
を
離
脱
し
な
け
れ
ば
「
対
自
的
」
に
自
己
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
現
象
学
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
絶
対
の
他
的
存
在
」
が
措
定
さ
れ
る
時
で
さ
え
も
、
〈
根
源
的
な
他
性
〉
は
否
認
さ
れ
る
。
ヘ
ー

ゲ
ル
の
「
精
神
」
９
首
は
自
己
の
内
部
か
ら
徹
底
的
に
脱
す
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
精
神
は
、
「
自
己
自
身
を
措
定
す
る
運
動
」
、
す
な

わ
ち
「
己
れ
の
他
と
な
る
こ
と
胃
冨
且
①
扇
君
ｏ
ａ
ｇ
と
己
れ
自
身
と
を
媒
介
す
る
運
動
」
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
三
重
化
」
房
『
号
弓
一
目
晒

し
た
後
に
「
自
ら
再
興
す
る
相
等
性
」
島
＠
の
①
切
喜
員
偽
烏
尋
、
ミ
ミ
§
鳥
Ｑ
§
喜
呂
す
な
わ
ち
「
他
的
存
在
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
己
れ

自
身
の
う
ち
に
還
帰
す
る
こ
と
」
ｇ
④
寮
篇
×
旨
員
ヨ
シ
且
①
尻
固
昌
邑
骨
冨
①
夢
里
を
目
的
と
す
る
絶
対
者
な
の
で
あ
る
（
幅
）
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
汝

自
身
を
知
れ
」
を
哲
学
の
「
絶
対
命
令
」
と
し
て
捉
え
、
す
べ
て
の
知
は
自
己
知
で
あ
る
、
と
解
釈
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
「
精
神

に
と
っ
て
全
く
異
質
な
も
の
は
、
全
く
存
在
し
な
い
」
か
ら
で
あ
る
（
柏
）
。
し
た
が
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
は
、
自
己
（
精
神
）
の
内
部

を
突
破
す
る
た
め
に
脱
自
す
る
余
地
も
な
け
れ
ば
、
自
己
（
精
神
）
の
内
部
へ
と
還
元
さ
れ
え
な
い
他
者
の
他
性
に
避
遁
す
る
可
能
性
も
な

い
の
で
あ
る
。
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環
」
Ｑ
⑥
『
言
い
言
毒
Ｎ
巨
己
ｏ
眉
①
胃
且
①
穴
且
碗
（
柵
）
で
は
あ
る
が
、
歴
史
の
運
動
の
場
合
は
、
「
地
球
は
球
体
を
な
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

歴
史
は
そ
の
周
り
を
円
環
を
描
い
て
廻
る
も
の
で
は
な
い
」
（
釦
）
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
断
言
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
西
洋
哲
学
者
た
ち
の
な
か
で
、
東

洋
思
想
を
無
視
せ
ず
に
当
時
の
翻
訳
文
献
を
熟
読
し
た
先
駆
者
の
一
人
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
け
つ
き
よ
く
自
ら
の
持
論
の
た
め
に
、
東
洋

思
想
に
お
け
る
他
性
を
無
視
し
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
へ
ｌ
ゲ
ル
の
〈
対
話
に
先
立
つ
結
論
〉
で
西
洋
哲
学
は
、
東
洋
思
想
を
追
い
越

し
た
の
み
で
な
く
そ
れ
を
「
止
揚
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
東
洋
思
想
は
既
に
西
洋
哲
学
に
「
内
化
」
⑦
『
台
。
§
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ

は
「
わ
れ
わ
れ
」
に
と
っ
て
「
記
憶
」
厚
一
目
①
旨
二
ｍ
で
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、
西
洋
哲
学
は
、
と
き
ど
き
東
洋
思

、
、
、
、

想
を
「
思
い
出
す
」
意
義
は
あ
る
に
せ
よ
、
今
さ
ら
そ
れ
と
対
話
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
目
画
一
異
鼻
は
思
惟
の
独
話
室
。
ｇ
一
．
胆
（
副
）
で
あ
り
、
他
者
に
耳
を
傾
け
る
「
対
話
」
目
色
一
畠
で
は
な
い
、
と
ガ
ダ

マ
ー
は
批
判
す
る
。
ガ
ダ
マ
ー
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
思
惟
の
有
限
性
お
よ
び
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
対
話
的
思
惟
の
影
響
を
受
け
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
即
且
対
自
的
な
絶
対
知
の
可
能
性
を
否
定
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ガ
ダ
マ
ー
の
「
哲
学
的
解
釈
学
」
の
所
々
に
お
い

て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
西
洋
哲
学
の
根
本
的
な
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
の
現
わ
れ
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ガ
ダ
マ
ー
の
主
著
『
真
理
と
方

法
』
に
は
、
〈
他
者
を
内
化
す
る
こ
と
は
精
神
の
本
質
で
あ
る
〉
と
主
張
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
を
そ
の
ま
ま
認
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
文
章
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
異
質
な
も
の
の
中
に
自
己
を
認
識
し
そ
れ
に
慣
れ
親
し
む
こ
と
こ
そ
精
神
の
基
本
運
動
で
あ
り
、
ま
た
、
精
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神
の
存
在
は
他
的
存
在
か
ら
自
分
自
身
に
立
ち
戻
る
こ
と
召
。
房
①
耳
凶
匡
い
ざ
毒
、
①
一
宮
冒
扁
号
ヨ
シ
且
①
扇
、
①
言
に
あ
る
の
み
で
あ
る
」
（
鉈
）
と
い

う
文
は
そ
の
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
ガ
ダ
マ
ー
は
、
あ
ら
ゆ
る
他
性
を
征
服
し
そ
れ
を
内
化
し
尽
く
し
た
「
絶
対
理
性
」
の

可
能
性
を
認
め
ず
（
調
）
、
人
間
は
最
後
ま
で
有
限
的
か
つ
歴
史
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
他
者
と
の
対
話
は
無
限
に
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ガ
ダ
マ
ー
に
よ
る
歴
史
性
の
強
調
は
、
「
純
粋
理
性
」
に
よ
り
「
時
空
を
超
え
た
真
理
」
を
狸
得
す
る
と
い
う
啓
蒙
主
義
の
理
想
に
対
す

る
批
判
で
も
あ
っ
た
。
ガ
ダ
マ
ー
の
哲
学
的
解
釈
学
に
よ
る
と
、
（
西
洋
）
哲
学
の
本
質
は
伝
統
の
テ
ク
ス
ト
と
の
対
話
に
あ
る
。
啓
蒙
主

義
は
あ
ら
ゆ
る
「
先
入
見
」
ざ
目
§
号
を
否
定
し
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
逆
説
的
に
も
そ
こ
に
は
ひ
と
つ
の
先
入
見
が
無
意
識
の
ま
ま
働

い
て
い
る
。
そ
の
先
入
見
、
す
な
わ
ち
「
啓
蒙
主
義
の
根
本
的
な
先
入
見
は
、
〈
先
入
見
一
般
に
対
す
る
先
入
見
〉
含
ぬ
ぎ
冒
号
晨
侭
ｇ
ａ
ｏ

算
）
目
号
一
一
①
号
①
『
冨
呂
《
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
伝
統
の
無
力
化
」
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
ガ
ダ
マ
ー
は
言
う
（
別
）
。
啓
蒙
主
義
的
な
考
え
方

も
、

で
は
、
他
者
に
耳
を
傾
け
る
た
め
に
も
先
入
見
は
専
ら
否
定
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
る
と
、
逆
に
「
観
点
な
き
観
点
」

や
「
純
粋
理
性
」
と
は
ひ
と
つ
の
幻
想
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
自
分
の
観
点
を
他
者
に
無
意
識
的
に
押
し
付
け
る
原
因
と
な
る
。
重
要
な
の

は
諸
先
入
見
を
一
気
に
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
「
ま
だ
見
通
さ
れ
て
い
な
い
先
入
見
」
を
意
識
化
す
る
こ
と
で
あ
る
（
弱
）
、
と
ガ
ダ
マ
ー
は

主
張
す
る
。
自
己
の
諸
先
入
見
を
自
覚
し
、
そ
れ
ら
を
建
設
的
に
働
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
新
し
い
も
の
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
、

ま
た
そ
の
も
の
の
新
し
さ
を
受
け
入
れ
、
先
入
見
を
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
解
釈
学
的
循
環
に
よ
っ
て
の
み
創
造
的
な
伝
統
、
ま

た
新
た
な
他
性
の
声
が
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
り
対
話
が
成
立
す
る
、
と
ガ
ダ
マ
ー
は
論
じ
る
（
託
）
。

ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
は
、
諸
文
化
間
の
対
話
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
手
掛
か
り
と
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
洞
察
を
含
ん
で
い
る
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、
彼
の
解
釈
学
を
諸
伝
統
間
の
対
話
に
応
用
す
る
こ
と
は
あ
る
程
度
可
能
だ
と
し
て
も
、
そ
の
本
来
の
目
的
が
、
西
洋
哲
学
の
伝
統

と
も
主
張
す
る
。

退
歩
と
避
遁
（
デ
ー
ビ
ス
）
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た
し
か
に
そ
の
著
作
で
は
、
「
原
理
的
な
開
放
性
」
・
言
侭
目
且
愚
旦
菖
。
少
耳
号
『
○
罵
呂
畠
（
飢
一
の
必
要
性
を
主
張
し
、
自
分
自
身
の
歴

史
を
経
験
し
て
い
る
者
こ
そ
「
新
た
な
経
験
の
た
め
の
新
た
な
開
放
性
を
獲
得
す
る
」
（
鯉
）
こ
と
が
で
き
る
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
伝

統
の
連
続
性
を
遮
る
、
あ
る
い
は
全
体
性
の
中
に
「
外
か
ら
」
入
り
込
み
そ
れ
を
開
く
、
と
い
う
余
地
は
ガ
ダ
マ
ー
の
思
想
に
お
い
て
は
十

分
残
さ
れ
て
い
な
い
と
、
多
く
の
批
判
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
訴
え
て
い
る
（
“
）
。
ま
た
、
ガ
ダ
マ
ー
は
「
汝
の
問
題
」
に
注
意
を
払

う
も
の
の
、
「
我
と
汝
」
の
関
係
は
「
我
と
伝
統
」
の
関
係
と
類
似
し
て
い
る
と
述
べ
、
汝
の
他
性
を
尊
重
し
な
が
ら
「
汝
を
経
験
す
る
」
こ

と
は
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
（
“
）
。
デ
リ
ダ
を
は
じ
め
と
す
る
現
代
思
想
家
の
幾
人
か
は
、
ガ
ダ
マ
ー
の
他
者
を
「
理
解
し
よ
う
と
す
る

良
き
意
志
」
号
局
員
①
言
昌
⑦
園
匡
ョ
爵
『
胃
言
。
に
は
、
ま
だ
「
意
識
化
」
さ
れ
て
い
な
い
一
種
の
「
力
へ
の
意
志
」
号
『
乏
三
＠
Ｎ
胃
三
月
三

無
言
に
近
い
著
作
な
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
そ
の
著
作
で
は
、
一

史
を
経
験
し
て
い
る
者
こ
そ
墨

的
な
テ
ク
ス
ト
を
現
代
の
観
点
か
ら
読
解
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ガ
ダ
マ
ー
の
主
な
関
心
は
、
終
始
「
わ
れ
わ

れ
の
過
去
」
を
忠
実
か
つ
創
造
的
に
継
承
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
現
代
に
お
け
る
「
歴
史
に
対
す
る
技
術
的
な
敵
意
の
新
し
い
波
」
（
説
）
に
対

し
て
、
「
真
の
経
験
は
自
身
の
歴
史
性
に
つ
い
て
の
経
験
で
あ
る
」
と
、
ま
た
「
理
解
」
と
は
「
過
去
と
現
在
が
つ
ね
に
媒
介
さ
れ
る
伝
承

の
出
来
事
に
参
加
す
る
こ
と
国
．
己
。
百
侶
旨
の
ご
ｇ
ｏ
三
の
静
昌
侭
緒
。
”
・
胃
胃
昌
で
あ
る
、
と
ガ
ダ
マ
ー
は
反
論
し
た
（
鯛
）
。

私
が
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
ガ
ダ
マ
ー
が
「
わ
れ
わ
れ
皆
が
共
に
所
属
し
て
い
る
歴
史
的
伝
統
」
（
弱
）
と
言
う
と
き
、
そ
の
「
わ
れ
わ

れ
」
と
は
、
西
洋
の
「
ひ
と
つ
で
あ
る
偉
大
な
地
平
」
（
“
）
を
継
承
し
て
い
る
「
わ
れ
わ
れ
」
を
指
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

表
現
は
狭
義
の
「
わ
れ
わ
れ
西
洋
人
」
を
指
す
の
で
は
な
く
、
西
洋
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
、
ま
た
は
す
く
な
く
と
も
そ
の
影
響
を
受
け

て
い
る
世
界
中
の
「
皆
」
を
も
含
む
と
解
釈
す
る
に
せ
よ
、
西
洋
の
伝
統
に
含
ま
れ
な
い
思
想
や
文
化
遺
産
と
如
何
に
対
話
す
べ
き
か
、
ま

た
そ
も
そ
も
「
わ
れ
わ
れ
」
は
そ
の
非
西
洋
の
も
の
に
耳
を
傾
け
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
対
し
て
は
、
『
真
理
と
方
法
』
は
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が
潜
ん
で
い
る
、
つ
ま
り
、
我
と
汝
の
対
話
を
「
地
平
の
融
合
」
函
ｏ
骨
。
ご
弓
①
易
呂
日
①
一
目
届
と
し
て
考
え
て
い
る
か
ぎ
り
は
、
他
者
を
自
己

の
領
域
の
内
へ
と
引
き
込
む
こ
と
、
も
し
く
は
他
者
を
囲
む
た
め
に
自
己
の
領
域
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
者
の
他
性
を
解
消
し
て
し

ま
う
恐
れ
が
あ
る
、
と
批
判
す
る
（
熊
）
。

ガ
ダ
マ
ー
は
そ
の
批
判
を
受
け
、
〈
解
消
さ
れ
え
な
い
他
者
の
他
性
〉
に
つ
い
て
の
よ
り
徹
底
的
な
考
察
を
、
自
身
の
解
釈
学
に
導
入
し

よ
う
と
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
九
八
九
年
の
著
作
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
遺
産
』
で
ガ
ダ
マ
ー
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
「
大
自
然
で
あ
れ
諸
民
族

や
諸
国
家
の
成
熟
し
た
文
化
で
あ
れ
、
他
者
と
し
て
の
他
者
の
前
で
一
日
一
立
ち
止
ま
る
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
齢
）
と
述
べ
た
。

し
か
し
そ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も
や
は
り
、
「
他
者
と
他
性
に
お
い
て
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
烏
ｍ
Ｑ
①
ョ
①
冒
閻
ョ
①
を
認
識
す
る
」
（
研
）
こ
と

が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

ガ
ダ
マ
ー
は
自
ら
の
解
釈
学
が
「
根
本
的
に
異
な
る
諸
文
化
の
共
存
」
の
問
題
に
応
用
で
き
る
こ
と
を
主
張
す
る
（
餌
）
が
、
彼
自
身
は
非

西
洋
思
想
と
本
格
的
に
対
話
を
行
な
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
東
洋
思
想
と
の
関
係
を
究
明

す
る
こ
と
を
奨
励
し
た
こ
と
は
あ
る
（
的
）
。

ガ
ダ
マ
ー
は
、
そ
の
師
で
あ
っ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
釈
学
的
現
象
学
か
ら
出
発
は
し
た
も
の
の
、
彼
自
身
の
哲
学
的
解
釈
学
は
ハ
ィ

デ
ッ
ガ
ー
の
変
革
的
な
思
索
に
比
べ
保
守
的
な
方
向
へ
と
進
ん
だ
。
前
期
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
存
在
論
の
伝
統
の
「
解
体
」
胃
切
目
言
。
弓

退
歩
と
避
遁
（
デ
ー
ビ
ス
）

五
始
源
的
な
東
西
対
話
を
準
備
す
る
た
め
の
退
歩
Ｉ
ハ
ィ
デ
ッ
ガ
ー
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行
な
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

は
、
そ
の
伝
統
の
元
に
潜
在
す
る
「
根
源
的
な
く
源
泉
ご
島
①
匡
『
召
『
旨
怪
ｏ
言
。
〉
ろ
匡
呈
ｇ
〈
〈
（
沌
）
を
掘
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
根
源
的
な
「
存

在
へ
の
問
い
」
を
蘇
生
さ
せ
る
た
め
に
行
な
わ
れ
る
。
一
九
三
五
年
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
「
わ
れ
わ
れ
が
歴
史
的
・
精
神
的
な
始
源
を
反
‐

復
昌
且
の
『
‐
言
一
ｇ
す
る
の
は
、
そ
れ
を
別
の
始
源
へ
と
変
容
さ
せ
る
た
め
匡
昌
旨
言
号
。
自
号
『
の
．
言
曾
闇
こ
ぐ
の
昌
自
量
昌
（
刑
）
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
。
そ
れ
以
降
の
著
作
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
「
最
初
の
始
源
」
号
『
⑦
『
翼
①
シ
コ
註
長
以
来
の
存
在
の
歴
史
を
「
追
想
」
ン
且
⑦
具
ｇ

す
る
こ
と
は
、
到
来
す
る
「
別
の
始
源
」
号
『
四
目
①
『
①
シ
ョ
静
侭
を
準
備
す
る
た
め
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
一
方
、
ガ
ダ
マ
ー
は
「
過
去
の
も

の
で
あ
っ
て
ま
た
伝
承
さ
れ
た
も
の
を
習
得
す
る
方
向
を
と
り
わ
け
際
立
た
せ
」
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
ガ
ダ
マ
ー
自
身
、
「
私

の
多
く
の
批
判
者
と
同
様
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
、
私
の
諸
結
論
に
は
究
極
的
な
根
源
性
が
欠
け
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
ろ
う
」
（
漣
）
と
述
べ

て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
は
よ
り
徹
底
的
に
西
洋
哲
学
史
に
対
し
て
問
い
か
け
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
東
洋
と
の
思
索
的
対
話
を
同
じ

程
度
準
備
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
期
待
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
東
洋
と
の
対
話
へ
と
進
む
前
に
、
西
洋
哲
学
の
始
源
へ
の
「
退
歩
」
号
晶
呂
『
三
Ｎ
巨
己
臭
を
徹
底
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
過
去
の
思
索
は
弁
証
法
的
に
「
止
揚
」
さ
れ
る
と
主
張
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
進
歩
論
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
は
自
ら
の
「
存
在
歴
史
的
な
思
索
」
に
お
い
て
「
思
索
の
歴
史
と
の
対
話
の
性
格
は
、
も
は
や
止
揚
で
は
な
く
退
歩
で
あ
る
」
、
と
説

明
す
る
（
羽
）
。
し
か
し
、
そ
の
「
退
歩
」
は
単
な
る
「
歴
史
学
的
な
逆
戻
り
」
で
は
な
い
、
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
主
張
し
て
い
る
（
利
）
。
な
ぜ

な
ら
「
始
源
的
な
も
の
」
含
め
シ
コ
寄
信
①
且
①
は
、
単
な
る
歴
史
学
的
な
起
源
号
『
胃
、
一
目
と
は
異
な
り
、
現
代
の
根
底
を
な
し
て
い
る
伝
統

を
貫
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
代
世
界
を
規
定
し
て
い
る
西
洋
形
而
上
学
の
本
質
お
よ
び
歴
史
的
進
展
を
理
解
す
る
た
め

に
も
、
ま
た
、
到
来
す
る
未
来
（
別
の
資
源
）
に
向
か
っ
て
準
備
す
る
た
め
に
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
始
源
的
思
索
」
へ
と
「
退
歩
」
を
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そ
の
退
歩
と
は
、
哲
学
史
の
本
質
的
な
次
元
へ
と
遡
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
す
る
た
め
に
も
、
形
而
上
学
の
歴
史
の
終
点
で
あ
る

技
術
的
世
界
、
す
な
わ
ち
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
一
歩
退
く
こ
と
で
も
あ
る
。
「
機
械
的
存
在
の
な
か
へ
の
進
歩
」
詞
。
『
扇
。
言
冒
冒
醗

冨
画
胃
三
コ
ｇ
芝
陽
ｇ
よ
り
は
、
「
人
間
的
存
在
の
居
所
の
な
か
へ
の
退
歩
」
ロ
曾
砕
寓
言
Ｎ
巨
昌
呉
言
島
①
○
号
呂
島
号
ｍ
富
①
易
。
言
ご
竃
⑦
協
易

つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
が
既
に
居
る
と
こ
ろ
、
わ
れ
わ
れ
の
足
元
へ
と
「
立
ち
返
る
」
Ｎ
巨
己
ｏ
罠
①
冑
ｇ
こ
と
の
方
が
「
遥
か
に
困
難
」
で
あ
る
、
と

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
述
べ
て
い
る
（
渦
）
。
要
す
る
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
退
歩
は
現
代
の
技
術
的
世
界
か
ら
一
歩
退
き
、
そ
の
「
世
界
観
」
を

規
定
し
て
い
る
存
在
の
歴
史
へ
と
思
索
的
に
遡
ろ
う
と
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
（
渦
）
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
独
特
の
西
洋
哲
学
史
の
解
釈
や
技
術
世
界
に
対
す
る
批
判
を
こ
こ
で
こ
れ
以
上
詳
し
く
取
り
上
げ
る
こ
と
は
控
え
、
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
の
「
退
歩
」
が
如
何
に
非
西
洋
思
想
と
避
遁
し
、
如
何
に
〈
地
球
規
模
の
対
話
〉
へ
と
つ
な
が
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

考
え
た
い
と
思
う
。
あ
る
テ
ク
ス
ト
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
表
現
を
残
し
て
い
る
。
〈
西
洋
Ⅱ
夕
の
国
〉
旨
い

啓
。
且
盲
目
の
展
運
」
Ｒ
の
。
亘
呉
は
、
そ
の
歴
史
全
体
が
集
合
幕
易
“
ヨ
ョ
盲
信
し
た
後
、
「
全
く
異
な
っ
た
仕
方
で
〈
朝
の
国
〉
と
成
る
旨

①
旨
①
『
隠
邑
Ｎ
画
且
⑥
『
ｇ
乏
畠
⑥
烏
、
冒
且
①
一
コ
①
碗
三
．
侭
ｇ
ｍ
Ｎ
匡
乏
①
ａ
①
巳
、
と
（
”
）
。
む
ろ
ん
、
そ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
三
。
侭
ｇ
一
画
己
は
通
常

の
意
味
で
の
「
東
洋
の
国
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
退
歩
的
な
思
索
が
、
い
つ
か
根
源
的
に
異
な
っ
た
思
索
と
避
遁

で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
準
備
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
「
哲
学
」
の
定
義
に
与
え
た
制
約
を
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
理
解
し
て
お
き
た
い
。
彼
は
、
「
西
欧
哲
学
」
と

い
う
表
現
は
同
義
語
反
復
で
あ
り
（
耐
）
、
「
中
国
哲
学
も
イ
ン
ド
哲
学
も
存
在
し
な
い
」
（
ね
）
と
主
張
し
て
い
る
の
だ
が
、
「
哲
学
の
終
焉
」
に

到
っ
て
い
る
現
代
に
お
い
て
は
、
「
思
索
の
変
貌
」
を
究
明
す
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
課
題
で
あ
る
（
帥
）
、
と
も
主
張
し
て
い
る
の
で
、
「
哲

学
」
と
い
う
〈
称
号
〉
の
制
約
は
少
な
く
と
も
両
面
価
値
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
西
洋
哲
学
の
始
源
へ
と
退
歩
す
る
こ
と
は
、
非
西

退
歩
と
避
遁
（
デ
ー
ビ
ス
）

五
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洋
の
伝
統
と
の
避
遁
を
回
避
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
避
遁
を
真
に
可
能
と
す
る
た
め
の
準
備
を
行
な
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う

（
副
）
。
な
ぜ
な
ら
、
最
初
か
ら
非
西
洋
の
思
想
に
お
い
て
「
哲
学
」
要
旨
助
呂
三
①
を
発
見
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
西
洋
哲
学
の
尺
度
を
前
提
と
し
、

本
質
的
に
異
な
る
思
索
の
他
性
が
見
え
な
い
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
非
西
洋
に
も
「
哲
学
」
が
存
在
す
る
と
主

張
す
る
多
く
の
「
比
較
哲
学
」
論
は
、
ま
だ
こ
の
な
に
か
し
ら
横
柄
な
態
度
か
ら
脱
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
）
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
始
源
的
な
東
西
対
話
を
望
ん
で
い
た
。
あ
る
テ
ク
ス
ト
で
は
、
西
洋
の
「
偉
大
な
る
始
源
」
は
、
も
は
や
「
そ
の
西
欧

の
孤
独
に
留
ま
る
こ
と
は
で
き
ず
、
他
の
幾
つ
か
の
偉
大
な
諸
始
源
号
。
箸
①
。
侭
９
画
且
①
３
コ
四
呂
呂
シ
ご
威
信
ｇ
に
対
し
て
自
身
を
開
き
つ

つ
あ
る
」
（
艶
）
と
ま
で
も
、
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
を
訪
ね
た
多
く
の
東
洋
人
思
想
家
と
付
き
合
い
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

自
身
が
東
洋
思
想
と
の
対
話
に
何
処
ま
で
参
入
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
余
地
が
あ
る
（
“
）
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
（
特
に
西
洋
形

而
上
学
か
ら
離
脱
し
て
い
る
発
想
）
に
東
洋
思
想
（
と
り
わ
け
禅
仏
教
お
よ
び
老
荘
思
想
）
と
響
き
合
う
と
こ
ろ
が
数
多
く
あ
る
こ
と
は
し

ば
し
ば
注
目
さ
れ
て
お
り
（
恥
）
、
ま
た
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ひ
そ
か
に
東
洋
思
想
か
ら
強
く
影
響
を
受
け
て
い
た
、
と
主
張

す
る
研
究
者
さ
え
い
る
（
開
）
。
し
か
し
な
が
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
は
、
彼
の
思
索
と
東
洋
思
想
と
の
対
話
を
あ
ま
り
積
極
的
に
進
め
よ
う

と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
「
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
極
東
の
世
界
と
の
対
話
」
へ
と
接
近
す
る
た
め

に
は
、
ま
ず
退
歩
し
、
「
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
の
対
話
」
に
精
通
す
る
こ
と
が
「
わ
れ
わ
れ
」
に
と
っ
て
の
「
前
提
条
件
」
で
あ
る
か
ら
で
あ

》
」
ユ
‐
《
、

１
１

ま
ず
退
歩
し
、
「
ギ

ス
》
（
鯛
）
、

日
本
哲
学
史
研
究
第
一
号

と
説
明
し
て
い
る
。
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近
代
・
現
代
西
洋
哲
学
に
お
け
る
西
欧
中
心
主
義
を
（
あ
る
い
は
文
化
的
帝
国
主
義
さ
え
も
）
正
当
化
す
る
理
論
を
見
つ
け
る
こ
と
は
難

し
い
こ
と
で
は
な
い
。
皮
肉
に
も
そ
れ
は
「
普
遍
主
義
」
を
主
張
す
る
理
論
に
お
い
て
よ
く
現
わ
れ
る
現
象
で
あ
る
。
ロ
ヨ
く
①
勗
画
房
ョ
の
語

源
冒
冒
①
『
２
ｍ
の
二
つ
に
向
け
ら
れ
た
」
と
い
う
意
味
を
み
れ
ば
、
そ
う
な
る
の
も
不
思
議
で
は
な
い
と
も
思
わ
れ
る
（
師
）
。
た
と
え
ば

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「
十
分
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
で
は
な
い
」
と
ナ
チ
ス
に
み
な
さ
れ
迫
害
さ
れ
な
が
ら
も
、
ギ
リ
シ
ア
以
来
、
西
洋
人
の
み
が
「
普

遍
的
理
性
」
を
自
覚
し
て
き
た
こ
と
を
自
負
し
、
「
異
邦
の
人
間
す
べ
て
の
西
欧
化
」
胃
『
・
忌
重
①
目
晨
昌
①
『
常
昌
号
己
三
ｇ
い
◎
罫
①
胃
回
（
鯛
）

を
正
当
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
非
西
欧
人
は
「
自
ら
を
西
欧
化
す
る
必
要
が
あ
る
一
方
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
身
を
正
し
く
理
解
し
て
い
る
か

ぎ
り
に
お
い
て
は
、
自
ら
を
た
と
え
ば
〈
イ
ン
ド
化
〉
す
る
必
要
は
け
っ
し
て
な
い
」
（
”
）
と
断
言
し
た
。

世
界
主
義
者
で
あ
っ
た
カ
ン
ト
は
、
そ
の
歴
史
論
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
先
立
ち
、
人
類
の
歴
史
は
自
由
の
実
現
に
向
か
っ
て
一
筋
に
進

歩
し
つ
つ
あ
る
と
論
じ
た
。
カ
ン
ト
に
よ
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
「
普
遍
的
な
市
民
社
会
」
へ
と
進
む
歴
史
的
進
行
の
統
率
者
で
あ
る
。
そ

し
て
「
人
間
は
主
人
を
必
要
と
す
る
動
物
で
あ
る
」
、
す
な
わ
ち
「
人
間
は
自
我
の
意
志
を
屈
し
、
普
遍
的
当
為
の
意
志
に
服
従
さ
せ
る
主

人
を
必
要
と
す
る
」
と
主
張
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
「
お
そ
ら
く
他
の
す
べ
て
の
地
域
に
法
律
を
与
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
カ
ン

卜
は
予
測
し
た
の
で
あ
る
（
師
）
。

西
洋
が
他
の
地
域
に
（
現
象
学
と
い
う
発
想
や
民
主
主
義
の
基
礎
を
含
め
て
）
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
提
供
し
て
き
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
「
対
話
」
に
つ
い
て
の
解
釈
学
的
な
原
理
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
西
洋
哲
学
に
豊
か
な
思
索
的
源
泉
が
あ
る
の
は

退
歩
と
避
遁
（
デ
ー
ビ
ス
）

六
〈
止
揚
さ
れ
た
西
欧
中
心
主
義
〉
か
ら
〈
対
話
に
つ
い
て
の
対
話
〉
へ
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疑
い
が
な
い
。
し
か
し
、
西
洋
哲
学
の
み
が
諸
伝
統
間
の
対
話
の
原
理
を
究
明
で
き
、
そ
れ
を
〈
他
の
す
べ
て
の
地
域
に
一
方
的
に
与
え
る

よ
う
に
な
る
〉
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
は
、
〈
原
理
的
に
も
〉
矛
盾
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
〈
自
己
の
特
殊
性
を
普
遍
性
へ
と
開
こ
う
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
特
殊
性
に
お
い
て
普
遍
性
を
具
現
し
よ
う
と
す
る
〉

と
い
う
西
洋
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
遺
産
を
継
承
す
る
〈
わ
れ
わ
れ
〉
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
一
方
的
な
考
え
方
は
、
な
か
な
か
根

絶
し
が
た
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
両
面
価
値
的
な
先
入
見
を
自
覚
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
そ
れ
を
批
判
的
か
つ
創
造
的
に

展
開
し
よ
う
と
す
る
哲
学
者
は
い
る
し
、
ま
た
実
際
の
対
話
を
通
じ
て
西
洋
の
自
閉
性
を
破
ろ
う
と
試
み
る
思
想
家
も
い
る
。
し
か
し
一
方
、

人
間
の
有
限
性
と
哲
学
の
歴
史
性
を
徹
底
的
に
究
明
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
哲
学
者
た
ち
に
お
い
て
さ
え
、
あ
る
種
の
〈
止
揚
さ
れ
た
西
欧

中
心
主
義
〉
の
要
素
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
も
う
一
度
ガ
ダ
マ
ー
そ
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
こ
の
問
題
に
触
れ
て
お
き

ガ
ダ
マ
ー
は
一
九
九
二
年
に
行
な
わ
れ
た
対
談
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
発
言
し
た
。

「
私
が
思
い
描
い
て
い
る
人
間
的
結
束
は
、
全
世
界
的
な
一
様
性
で
は
な
く
、
多
様
性
に
お
け
る
統
一
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
多

様
性
、
多
元
性
と
文
化
的
異
質
性
を
寛
容
し
、
ま
た
そ
れ
ら
を
評
価
す
る
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
超
大
国
が
一
つ
し
か
な
い
今

日
の
よ
う
に
、
覇
権
あ
る
い
は
抗
議
を
許
さ
な
い
力
が
一
つ
の
み
の
国
家
に
あ
る
状
態
は
人
類
に
と
っ
て
は
危
険
で
あ
る
。
…
一
様
性
あ

、
、
、
、

る
い
は
覇
権
主
義
で
は
な
く
、
多
様
性
に
お
け
る
統
一
こ
そ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
遺
産
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
〈
多
様
性
に
お
け
る
統
一
〉
は
、

日
本
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
そ
し
て
イ
ス
ラ
ム
教
の
諸
国
も
含
め
て
、
全
世
界
に
波
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
文
化
、
す
べ
て
の

民
俗
に
は
、
人
間
の
結
束
と
繁
栄
に
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
独
特
な
も
の
が
あ
る
」
（
帥
）
。

ガ
ダ
マ
ー
の
こ
の
発
言
に
は
少
な
か
ら
ず
賛
成
で
き
る
。
日
増
し
に
一
様
化
す
る
今
日
の
世
界
に
は
、
反
発
的
な
民
俗
主
義
を
喚
起
し
な

た
い

◎
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い
た
め
に
も
多
様
性
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
全
世
界
に
波
及
す
る
」
必
要
が
あ
る
と
説
く
ガ
ダ
マ
ー

の
共
存
原
理
、
す
な
わ
ち
「
多
様
性
に
お
け
る
統
一
」
匡
昌
々
‐
言
‐
島
く
①
扇
昼
（
あ
る
い
は
そ
れ
と
対
比
す
る
こ
と
の
で
き
る
原
理
）
を
他
の
文

化
圏
に
お
い
て
見
つ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
れ
こ
そ
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
遺
産
で
あ
る
」
と
彼
は
断
言
し
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
全
世
界
に
与
え
る
「
独
特
な
も
の
」
は
、
三
様
性
あ
る
い
は
覇
権
主
義
」
で
は
な
く
共
存
の
秘
訣
で
あ
る
と
ガ
ダ
マ
ー
は

主
張
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
み
が
対
話
の
本
質
を
説
き
共
存
の
場
所
を
開
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
止
揚
さ
れ
た
西
欧
中
心
主
義

的
な
発
想
が
、
カ
ン
ト
・
へ
ｌ
ゲ
ル
・
フ
ッ
サ
ー
ル
よ
り
は
穏
当
な
形
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
こ
に
残
存
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

ま
た
、
ガ
ダ
マ
ー
の
言
う
「
寛
容
」
は
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
実
践
的
な
役
割
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
、
他
者
を
〈
己
れ
の
よ
り
広

い
心
や
文
化
に
置
き
、
見
下
す
〉
と
い
う
態
度
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
西
洋
哲
学
者
た
ち
は
非
西
洋
思
想
を
た
だ
「
寛
容
」
す
る
の
で

は
な
く
、
そ
れ
に
耳
を
傾
け
真
に
避
遁
し
本
格
的
な
対
話
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
東
西
対
話
に
か
ん
し
て
は
極
め
て
両
義
的
な
思
想
家
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
に
よ
る
「
哲
学
」
の
定
義

の
制
約
は
、
単
な
る
西
欧
中
心
主
義
に
よ
る
の
で
は
な
い
（
む
し
ろ
彼
は
東
洋
思
想
の
非
形
而
上
学
的
な
と
こ
ろ
を
高
く
評
価
し
て
い
る
）

の
だ
が
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
〈
わ
れ
わ
れ
が
壊
し
た
も
の
は
わ
れ
わ
れ
し
か
直
せ
な
い
〉
と
い
う
よ
う
な
彼
の
考
え
方
に
は
、
一
種

の
止
揚
さ
れ
た
西
欧
中
心
主
義
が
見
ら
れ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
一
方
で
は
、
日
本
人
に
「
最
新
の
西
欧
哲
学
を
追
い
か
け
る
」
こ
と
を

止
め
、
東
洋
の
伝
統
に
振
り
返
る
こ
と
を
奨
励
す
る
が
（
蛇
）
、
他
方
で
は
、
「
現
代
の
技
術
的
世
界
か
ら
の
転
換
ご
ョ
寄
寓
を
準
備
す
る
こ
と

は
、
そ
の
技
術
的
世
界
が
生
じ
た
世
界
地
域
乏
昌
目
と
同
じ
地
域
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
禅
仏
教
な
ど
の
東
洋
的
な
世
界
経
験
を

取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
可
能
と
は
な
ら
な
い
」
（
卯
）
と
断
言
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
西
洋
人
と
同
様
に
技
術
的
世
界
す
な
わ
ち

「
西
欧
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
地
球
」
上
に
お
い
て
生
き
る
日
本
人
は
、
西
洋
哲
学
を
ひ
た
す
ら
追
究
す
る
こ
と
は
控
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
が
、

退
歩
と
避
遁
（
デ
ー
ビ
ス
）
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た
と
え
自
分
自
身
の
伝
統
思
想
を
展
開
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
現
代
世
界
に
お
い
て
の
最
大
の
問
題
に
対
し
て
は
無
力
で
し
か
な
い
、
と

い
う
ジ
レ
ン
マ
を
背
負
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
こ
の
ふ
た
つ
の
主
張
の
あ
い
だ
で
板

挟
み
に
な
っ
て
い
る
日
本
人
哲
学
者
は
、
そ
の
両
側
の
板
を
割
る
か
の
ご
と
く
、
日
本
人
哲
学
者
に
も
西
洋
哲
学
を
研
究
す
る
必
要
性
が
あ

る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
東
洋
思
想
の
側
か
ら
西
洋
哲
学
に
対
し
て
新
し
い
光
を
与
え
う
る
可
能
性
、
お
よ
び
、
現
代
問
題
に
対
応
す
る

東
洋
思
想
を
展
開
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
、
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

既
に
み
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
の
う
ち
に
も
、
（
退
歩
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
）
対
話
へ
と
慎
重
に
進
ん
で
い
た
と
い
う
側
面
が

あ
る
。
「
地
球
規
模
の
思
索
」
に
向
か
っ
て
準
備
し
つ
つ
あ
っ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。
「
い
つ
か
ロ
シ
ア
あ
る

い
は
中
国
に
お
い
て
古
来
の
〈
思
索
〉
の
諸
伝
統
が
目
覚
め
、
そ
れ
が
人
間
が
技
術
的
世
界
と
自
由
な
関
係
を
取
れ
る
よ
う
に
加
勢

ョ
言
①
扉
ご
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
中
の
誰
ひ
と
り
と
し
て
判
断
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
」
（
卯
）
、
と
。

ま
た
、
「
人
間
の
本
性
を
脅
か
し
て
い
る
極
端
な
技
術
的
計
算
や
操
作
」
か
ら
人
間
を
救
出
す
る
営
み
に
お
い
て
、
「
変
貌
し
て
き
た
西
欧
の

思
索
」
と
「
東
ア
ジ
ア
の
〈
思
索
〉
」
と
が
「
互
い
に
助
け
合
う
ョ
言
の
一
隷
邑
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
」
と
も
こ
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
述
べ
て

思
索
」
し

上
田
閑
照
は
「
日
本
の
哲
学
」
の
立
場
か
ら
こ
の
現
代
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
西
洋
形
而
上
学
と
い
う
意
味
で
の
「
哲
学
」
が

そ
の
「
終
焉
」
に
到
っ
た
今
日
で
は
、
「
別
の
始
源
」
か
ら
の
思
索
が
求
め
ら
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
「
世
界
の
哲
学
」
は
「
哲
学
自
身
の
変
貌

を
も
要
求
す
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
「
日
本
の
哲
学
」
が
こ
の
〈
全
世
界
に
お
け
る
思
索
的
対
話
〉
に
寄
与
で
き
る
も
の
は
す

ぐ
な
く
な
い
。
そ
の
第
一
の
「
有
意
義
な
発
想
源
」
は
、
「
日
本
と
い
う
場
所
に
は
、
単
に
日
本
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
ド
、
中
央
ア

ジ
ア
、
中
国
、
朝
鮮
半
島
な
ど
か
ら
伝
播
流
入
し
て
き
た
様
々
な
伝
統
が
貯
蔵
さ
れ
、
そ
れ
を
綴
に
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
一
つ
の
大
き
な

い
る
（
鮨
）
。 日

本
哲
学
史
研
究
第
一
号

五
八



〈
地
球
規
模
の
対
話
〉
に
参
入
す
る
た
め
の
〈
退
歩
と
避
遁
〉
と
い
う
解
釈
学
的
な
過
程
は
、
東
西
に
わ
た
っ
て
共
通
す
る
も
の
な
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
西
洋
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
代
世
界
に
お
い
て
は
、
東
洋
と
西
洋
と
で
異
な
る
点
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
。
多
文
化
主
義
、

ポ
ス
ト
植
民
地
論
、
そ
し
て
比
較
哲
学
な
ど
が
展
開
さ
れ
て
い
る
今
日
で
は
、
非
西
洋
の
諸
伝
統
に
お
け
る
〈
退
歩
〉
の
道
が
一
層
拓
か
れ

す
る
。 そ

し
て
、
明
治
以
来
の
日
本
哲
学
者
た
ち
が
、
〈
東
洋
思
想
と
い
う
対
話
〉
と
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
地
平
で
発
展
し
て
き
た
く
西
洋
思

想
と
い
う
対
話
〉
と
が
衝
突
し
、
そ
の
ふ
た
つ
の
大
き
な
〈
伝
統
Ⅱ
対
話
〉
が
避
遁
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
思
索
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う

歴
史
的
運
命
を
与
え
ら
れ
た
集
団
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
上
田
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
日
本
の
哲
学
」
に
お

け
る
第
二
の
発
想
源
は
、
「
非
西
洋
的
な
伝
統
と
西
洋
の
文
化
・
文
物
と
の
大
規
模
な
出
会
い
、
ぶ
つ
か
り
合
い
、
交
流
の
一
世
紀
以
上
の

経
験
を
蓄
え
て
い
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
（
卵
）
。
〈
地
球
規
模
の
対
話
〉
に
向
け
た
日
本
哲
学
の
可
能
性
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
、

と
私
は
思
う
。
た
だ
し
、
そ
の
豊
か
な
実
績
を
確
認
し
そ
れ
ら
を
創
造
的
に
継
承
す
る
た
め
に
も
、
今
日
の
日
本
哲
学
者
た
ち
は
、
西
洋
模

倣
主
義
と
そ
れ
に
反
発
す
る
日
本
人
論
の
あ
い
だ
の
〈
振
り
子
の
揺
れ
〉
を
は
じ
め
と
す
る
種
々
の
落
し
穴
に
対
し
て
の
批
判
的
な
考
察
を

欠
か
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
〈
日
本
哲
学
の
陥
穿
と
可
能
性
〉
に
つ
い
て
の
考
察
を
、
本
来
な
ら
ば
こ
こ
で
行
な
う
べ
き
な
の
で

あ
る
が
、
本
論
文
の
目
的
は
西
洋
哲
学
か
ら
思
索
的
対
話
へ
の
道
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に

非
西
洋
的
な
伝
統
が
沈
澱
し
て
い
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
（
妬
）
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
「
ア
ジ
ア
は
一
つ
で
あ
る
」
と
い
う
単
純
な
主
張
、
ま

し
て
や
く
日
本
の
み
が
ア
ジ
ア
諸
文
化
の
宝
庫
で
あ
る
〉
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
”
）
に
つ
な
が
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
〈
ア
ジ
ア
に
お
い
て

℃
、
、
ｂ

の
日
本
〉
は
東
洋
に
お
け
る
諸
思
想
間
の
対
話
が
古
来
よ
り
行
な
わ
れ
て
い
る
ひ
と
つ
の
場
所
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
疑
い
よ
う
の
な
い

こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
函

退
歩
と
避
遁
（
デ
ー
ビ
ス
）

五
九



っ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
態
に
お
い
て
、
東
洋
思
想
の
創
造
的
な
展
開
は
奨
励
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
批
判
的
に
行
な

う
必
要
も
あ
る
。
さ
も
な
い
と
、
西
欧
中
心
主
義
の
下
で
の
二
次
的
な
現
象
で
し
か
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
る
東
洋
主
義
（
”
）
に
と
ど
ま

一
方
、
多
く
の
西
洋
哲
学
者
（
西
洋
人
で
あ
れ
非
西
洋
人
で
あ
れ
⑳
）
に
対
し
て
は
、
他
の
伝
統
と
真
に
避
遁
す
る
こ
と
の
〈
哲
学
的

な
意
義
〉
、
つ
ま
り
哲
学
の
自
閉
性
に
対
し
て
そ
の
自
開
性
を
発
展
し
、
対
話
へ
の
道
を
歩
む
こ
と
の
必
要
性
を
、
な
お
指
摘
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
伝
統
に
振
り
返
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
発
想
や
理
論
を
現
代
の
諸
問
題
に
応
用
す
る
た
め
に
も
、
他
の
伝
統
と
避
遁
で
き
る

よ
う
に
解
釈
学
的
な
準
備
を
す
る
た
め
に
も
、
哲
学
者
に
と
っ
て
終
わ
り
の
な
い
重
要
な
仕
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
終
わ
り
な
き
仕
事

を
行
な
う
と
同
時
に
、
よ
り
本
格
的
な
対
話
を
実
現
す
べ
き
時
代
は
既
に
到
来
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
諸
文
化
の
出

会
い
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
代
世
界
の
い
た
る
所
に
お
い
て
、
比
較
哲
学
に
よ
る
〈
対
話
に
つ
い
て
の
対
話
〉
の
原
理
的
な

考
察
を
待
た
ず
に
活
発
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
西
洋
哲
学
者
た
ち
に
も
、
西
洋
哲
学
内
部
で
の
「
独
断
の
ま
ど
ろ
み
」
か
ら
目
覚
め
、
避
遁

へ
と
向
か
う
時
が
今
ま
さ
に
や
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

（
１
）
【
①
曇
ｚ
一
碗
三
冨
昌
・
ぐ
○
コ
ご
◎
風
圃
匡
延
胃
。
言
昌
寄
琴
冒
く
。
ｐ
壺
色
易
乏
筥
号
国
瀞
一
切

（
卑
凰
ｇ
椙
韓
エ
①
己
９
ｓ
獣
）
あ
．
届
．

（
２
）
三
目
言
聖
⑦
昼
⑦
隠
負
俸
壼
⑥
昼
①
鴨
①
『
四
目
園
吻
扁
ョ
『
盲
信
言
愚
を
主
題

日
本
哲
学
史
研
究
第
一
号

注

と
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
催
者
へ
の
書
簡
よ
り
。
、
ミ
目
§
ご
胃
里

ロ
ョ
延
事
心
里
》
亘
．
い
つ
ｚ
◎
い
（
這
割
ｅ
酌
い
巳
．

（
３
）
乏
号
①
言
函
堅
ウ
蚕
閉
．
奇
ミ
ロ
ロ
ミ
向
ミ
§
角
堅
弓
醇
堕
暑
雷
ご
蔓
廻
喝
冒
葛
早

曽
嫡
（
シ
－
９
画
鷺
碗
（
。
こ
く
淳
①
路
．
己
麗
）
望
百
颪
勇
乏
二
言
一
ヨ
エ
ゆ
き
註
協
一
・
・
○
コ

画
①
旨
、
卸
ヨ
ロ
こ
ぐ
壹
昌
『
ゴ
④
『
の
厨
恥
旨
昌
画
弓
で
④
『
名
①
２
－
く
ｇ
ｏ
己
号
①
○
巨
価
異
冒
弓

◎
田
①
言
霞
．
ご
里
ｍ
ｐ
冨
豊
ミ
ミ
罵
言
哨
冒
亀
，
烹
亀
、
、
量
Ｒ
ｏ
ミ
２
．
８
．

富
⑰
『
く
ヱ
コ
碗
で
昌
自
、
（
己
昌
く
⑦
厨
一
ご
勺
胃
添
詞
シ
”
『
写
①
で
⑥
冒
冒
超
写
酌
二
言
鱒
胃
③

六
○



ロ
ョ
く
禽
望
ご
卑
鴎
妙
己
討
）
も
．
ま
．

（
４
）
三
枝
充
恩
『
比
較
思
想
序
論
』
（
春
秋
社
、
一
九
九
五
年
）
八
頁
。

（
５
）
三
曲
昌
言
塵
の
昼
①
鴨
⑥
『
・
雪
質
言
冒
異
昌
も
．
シ
匡
宮
．
Ｑ
①
麗
目
冨
扁
癌
富
国
ａ
も

（
卑
四
具
冒
冒
ョ
冨
凰
目
く
言
◎
１
．
蚕
ｇ
厨
．
冒
冒
．
這
農
）
面
．
合
舎

（
６
）
ぐ
唾
・
皇
賃
、
負
再
堂
琵
昼
鞄
、
量
心
頭
”
ぬ
『
・
言
侭
．
璽
色
コ
ヨ
巨
国
色
⑤
毒
画
①
『
命
漏
ヨ
曽
言
唾

『
戸
。
『
ず
⑦
○
六
の
臼
一
℃
“
℃
）
》
い
。
い
い
〕
。

（
７
）
三
四
『
冒
胃
昼
①
絹
⑦
『
．
ｓ
穂
、
蔦
噌
Ｎ
ミ
与
曽
。
言
ｂ
の
困
ョ
冨
巨
潰
号
＠

国
具
同
南
国
具
昏
冥
岱
ョ
三
豊
貝
く
言
◎
１
．
蚕
◎
翼
④
．
ご
自
房
ら
鴎
）
あ
．
９
．

（
８
）
題
鍾
与
野
圏
韓
昏
ミ
ロ
負
再
ユ
同
塞
ｓ
、
恥
零
．
百
。
芦
善
や
ぷ
ぬ

（
Ｑ
〉
）
目
ず
一
己
・
一
で
。
今
心
○
・

面
）
蕎
一
・
需
昼
の
鴨
９
９
奇
、
二
言
淵
：
ミ
号
、
画
。
詩
．
画
．
画
．
○
・
吻
皀
里
．

（
皿
）
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
一
四
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
）
四

○
七
頁
。

（
吃
）
中
村
元
『
比
較
思
想
の
軌
跡
』
（
東
京
書
籍
、
一
九
九
三
年
）
一
四
‐

一
六
頁
を
参
照
。

（
過
）
日
本
に
お
け
る
比
較
思
想
の
歴
史
と
現
在
に
つ
い
て
、
中
村
元
監
修

『
比
較
思
想
事
典
』
（
東
京
書
籍
、
二
○
○
○
年
）
の
峰
島
旭
雄
に
よ
る

「
概
説
」
一
‐
一
四
頁
を
参
照
。
欧
米
に
お
け
る
比
較
哲
学
の
歴
史
と
そ

の
現
代
的
な
意
義
に
つ
い
て
は
、
胃
南
国
胃
静
戸
震
冒
＆
①
唱
眉
ｇ
Ｎ
員

Ｑ
日
邑
皇
①
顕
官
。
ｍ
諄
◎
ヨ
ロ
閏
望
さ
①
『
で
三
一
．
碗
◎
で
冨
勉
雪
忍
堅
豈
困
価
冒
命
雪
循
圃
璽
雷
。
琴
夷
言

萄
、
、
き
き
息
暮
苛
め
目
烏
ａ
目
異
里
・
脚
ら
９
面
．
一
風
と
段
を
参
照
。

（
皿
）
藤
田
正
勝
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
近
代
日
本
の
哲
学
は
（
あ
る
い
は

日
本
の
近
代
化
は
）
、
「
た
だ
「
日
本
と
西
洋
」
と
い
う
枠
の
な
か
で
、
あ

退
歩
と
避
遁
（
デ
ー
ビ
ス
）

る
い
は
そ
こ
に
ま
な
ざ
し
を
固
定
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
」
の
で
あ
る
。

藤
田
に
よ
る
と
、
今
日
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
「
東
ア
ジ
ア
と
い
う
視

野
の
な
か
に
」
近
代
日
本
の
哲
学
あ
る
い
は
日
本
の
近
代
化
を
世
い
て

見
つ
め
な
お
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
藤
田
正
勝
「
ま
え
が
き
」
藤
田

正
勝
・
下
崇
道
・
高
坂
史
朗
編
『
東
ア
ジ
ア
と
哲
学
』
（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出

版
、
二
○
○
三
年
）
獣
山
ば
頁
。

（
妬
）
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
第
一
五
巻
（
創
文
社
、
一
九
九
五
年
）
三
‐
四

頁

（
略
）
同
書
、
二
頁
。

（
Ⅳ
）
言
①
『
ぐ
旨
讐
目
畠
．
。
『
胃
○
扁
昌
９
９
国
①
一
信
厨
○
．
ョ
富
『
畠
く
の
竪
一
‐

－
９
号
ご
●
贄
言
望
、
曾
畠
§
雪
旦
罵
言
噴
胃
亀
‐
罵
貝
狩
量
罵
凰
ご
閏
〕
８
．

○
毒
。
》
で
・
い
。

（
肥
）
三
枝
充
悪
『
比
較
思
想
序
論
』
三
六
頁
。

（
ぬ
）
同
書
五
‐
六
頁
を
参
照
。

（
加
）
中
村
元
『
比
較
思
想
の
軌
跡
』
三
九
頁
。

（
皿
）
悪
巨
富
儲
い
◎
口
，
○
昌
唖
呈
忘
§
言
２
号
蔦
８
ミ
ミ
舟
弓
昌
碗
”
這
圏
）
．

口
重
．
三
枝
充
患
『
比
較
思
想
序
論
』
三
五
頁
を
参
照
。

亜
）
ハ
ワ
イ
大
学
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
雑
誌
、
ミ
。
函
§
ご
昏
亀
画
員
事
胃

お
よ
び
最
も
大
き
な
比
較
哲
学
会
で
あ
る
き
ｇ
の
ご
き
『
監
雷
弓
画
且

○
．
ョ
冨
冨
号
＠
国
ぎ
い
呂
匂
を
中
心
に
こ
の
「
無
（
制
）
限
の
対
話
」
が

進
ん
で
い
る
。
比
較
哲
学
の
解
釈
学
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
論
文
集
と

し
て
次
の
関
連
著
作
を
参
照
。
冒
蔚
ｓ
Ｔ
昌
畠
画
９
．
冒
昏
§
§
、
荷
鴬

之
画
室
騨
員
冒
言
、
ｇ
君
ミ
ミ
篇
、
壹
冒
§
ミ
．
＆
．
Ｒ
邑
昌
目
鳥
碗
旨
厨
目

｛
ハ
ー



“
ロ
・
国
－
９
口
①
昌
闇
毒
弓
『
旨
。
里
。
貝
で
ユ
ヨ
ｏ
２
．
回
ご
己
ぐ
の
『
里
ご
勺
恩
閉
・
己
函
巴
．

（
羽
）
○
歳
』
．
］
．
○
言
『
斎
．
○
、
詩
ミ
ミ
向
ミ
狩
雪
§
ミ
、
ミ
叱
里
範
画
胃
。
蚤
ミ
ミ
画
免
‐

冨
之
⑮
為
電
壁
亀
負
雪
ロ
弓
旦
零
吋
亀
鞄
ミ
『
》
・
躍
函
雪
（
ｚ
⑮
ぎ
く
ｇ
雰
詞
◎
罠
苛
邑
砺
ゆ
ら
ｃ
ご
》

で
。
一
い
つ
０
一
・

（
別
）
Ｒ
軍
昌
ョ
③
ｚ
異
曾
目
国
産
９
ミ
ミ
ミ
ご
翁
霞
冨
。
ミ
ミ
ミ
恩
堕
Ｐ
ｇ
‐

・
◎
貝
【
③
輌
四
己
宅
幽
三
＠
ｓ
ｍ
ｅ
韓
ロ
漂
心
割
●
い
か
い

（
弱
）
湯
田
豊
『
比
較
思
想
総
』
（
勁
草
書
房
、
一
九
九
五
年
旨
頁
、
ま
た

三
‐
一
九
頁
を
参
照
。

（
妬
）
。
完
旨
。
ｐ
巨
陽
ロ
③
国
一
・
酔
い
ご
ミ
蔚
、
負
、
弓
画
『
再
Ｐ
③
恥
屏
Ｑ
三
．
ヨ
吻
・
③
冨
一
邑
巨
房

一
℃
心
一
）
や
つ
。
今
］
。

（
”
）
与
己
・
や
寧
ろ
，

（
鯛
）
ｎ
戸
卑
昌
９
ｍ
冒
百
旨
ョ
画
．
里
毎
国
ミ
ミ
霞
亘
。
ｑ
§
島
苛
冒
ミ
ミ
ミ

豆
⑦
箸
く
ｇ
雰
司
胃
卑
。
＄
恩
麗
．
己
Ｂ
）
．

（
”
）
の
戸
留
ョ
巨
里
弱
西
目
言
哩
８
．
里
毎
Ｑ
角
暮
ミ
Ｑ
昌
尉
§
。
冒
昌
号
意

鳶
ミ
ロ
迂
愚
旦
恵
島
○
ミ
ミ
三
①
君
弓
爵
菖
ｇ
ｏ
房
ｓ
ｐ
の
，
－
９
ｓ
．

（
卯
）
刃
ｇ
ｏ
四
ニ
ョ
畠
『
・
画
亀
。
雪
延
○
コ
⑯
ミ
ミ
冒
冒
叱
圃
葛
ｅ
閏
。
再
Ｇ
３
畠
‐
、
ミ
ミ
『
ミ

圃
再
ｎ
ｏ
室
ミ
ミ
（
シ
弓
麹
邑
鴬
唖
戸
コ
ニ
く
淳
⑮
閉
苧
石
Ｃ
ｅ
響
つ
い
Ｐ

（
瓠
）
○
両
苛
騨
国
告
宮
。
ｚ
回
国
ｏ
津
Ｐ
鞄
、
画
ミ
ロ
頤
偽
号
喝
竜
。
胃
弓
画
ユ
蝿
嗣
竺
言
◎
易
○
画
三
庸
診

］
＠
“
画
）
。

（
犯
）
』
．
ｚ
，
富
◎
富
。
ご
零
舎
桑
乏
冨
言
茸
④
両
儲
《
四
国
ロ
号
⑥
雲
陽
一
８
回
Ｆ
ｇ
昌
芽
◎
邑

園
号
。
言
①
『
ヨ
里
号
”
名
ご
●
・
・
旨
騨
亘
。
『
ミ
さ
冒
冒
、
雪
苛
崎
§
匂
．
ざ
一
・

一
・
９
．
国
愚
○
壱
ｓ
（
○
×
ず
『
今
ｏ
ｘ
さ
ａ
匡
昌
ぐ
⑥
量
ご
刃
①
閉
．
ｇ
三
）
も
．
駅
．

（
兜
）
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
諸
伝
統
間
の
思
索
的
対
話
の
可
能
性
に
つ
い
て
次

日
本
哲
学
史
研
究
第
一
号

の
よ
う
に
述
べ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
東
西
の
あ
い
だ
に
「
掛
け
橋
が

設
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
ま
ず
両
岸
に
建
て
る
橘
脚
は
強
固
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
・
・
：
自
ら
の
伝
統
の
限
界
を
痛
切
に
経
験
す
る
た
め
に
長

、
、
、
ｂ
℃

く
努
力
し
た
う
え
で
の
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
発
点
の
状
況
に
お
い
て
同

様
に
努
力
し
て
き
た
イ
ン
ド
人
や
日
本
人
と
出
会
う
可
能
性
が
得
ら
れ

る
の
で
あ
る
」
・
営
冒
詮
麓
員
麺
亀
烏
閑
§
画
・
鱈
・
○
・
あ
い
＄
．

（
別
）
○
駒
堅
、
ミ
。
函
冒
呂
早
⑦
，

（
弱
）
○
戸
ミ
§
昌
韓
呂
震
も
言
ミ
習
酬
？
⑥
、
本
論
文
で
取
り
上
げ
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
〈
想
起
論
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
〉
が
よ
り
明
白
に
現
わ
れ

て
い
る
こ
れ
ら
の
対
話
篇
が
、
プ
ラ
ト
ン
が
独
自
の
哲
学
を
展
開
し
始

め
て
い
る
対
話
篇
で
も
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
妬
）
雪
。
『
『
・
西
且
２
．
、
言
。
匂
§
ご
自
画
二
ミ
ミ
ト
帯
．
８
．
ン
『
．
。
一
日
、

ロ
豊
己
８
号
弓
蝕
易
．
三
言
冨
竺
○
冨
恩
（
Ｏ
ｘ
さ
己
函
里
胃
蚕
蔚
二
ｓ
温
）
も
．
一
笛
．

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
お
け
る
普
画
冒
長
巨
己
幕
ａ
ｓ
肩
盲
信

に
つ
い
て
、
ハ
ド
ー
は
次
の
著
作
に
言
及
す
る
。
○
言
。
シ
胃
宮
．

逗
昌
§
房
。
胃
壁
ミ
ご
局
⑮
（
胃
『
言
”
石
届
）
あ
．
患
‐
一
房
．
な
お
、
ハ
ド
ー
は

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
二
重
性
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
こ
こ
で
言
う
ア

ン
ピ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
も
の
と
し
て
解
し
て
は
い
な
い
。

（
”
）
国
ヨ
ョ
蝕
回
巨
里
Ｆ
ｃ
ぐ
言
鼠
．
闇
ミ
ロ
ミ
碓
亀
言
、
ミ
叱
両
ご
昌
堕
塞
司
竜
免
×
尽
亘
。
ご
駐

（
穴
冒
言
『
シ
８
号
目
。
》
○
烏
言
竪
且
罠
◎
貝
冨
昌
言
房
ｚ
号
。
盈
一
ｇ
二
も
．

哩
今
。

（
犯
）
与
昼
・
も
』
圏
ふ
．

（
調
）
Ｒ
昏
号
罵
毒
宮
§
ご
目
・
事
ミ
ミ
ト
静
．
８
．
鼻
・
も
．
扇
置
ａ
．

一
ハ
ー
ー



（
蛆
）
、
罰
Ｆ
い
く
旨
鼠
嘩
ご
冒
言
、
里
言
、
ミ
マ
。
ｐ
，
。
異
．
．
ｐ
画
唖
い
ぬ
“
③
．

（
狐
）
西
四
与
諒
器
舎
営
島
亀
急
電
旦
駒
箕
ｓ
、
⑮
、
８
．
。
晨
管
写
い
ふ
．

（
蛇
）
与
己
．
．
ｐ
い
，

（
鯛
）
弓
匡
・
・
ロ
。
。

（
“
）
。
①
。
侭
亀
竺
言
一
ョ
専
一
＆
『
一
号
エ
⑥
鴨
一
望
、
琴
昏
韓
。
ミ
偽
毬
。
ざ
喧
偽
亀
ｇ
Ｑ
⑮
冴
蔚
電
・

乏
句
鳥
①
鍔
。
シ
宮
律
弓
目
鼻
罰
員
画
ョ
三
里
貝
曾
言
冨
ヨ
ヲ
己
罠
）
あ
・
鼠
．

（
妬
）
ｍ
ご
ロ
・
陣
い
い
．

（
妬
）
。
①
。
『
、
皇
三
三
④
言
】
『
『
蔚
巨
『
旨
き
エ
①
函
①
一
・
向
琶
Ｎ
造
迂
。
、
鮭
昌
偽
旦
偽
、

、
ミ
昔
量
、
琴
身
＆
恥
葛
箏
穿
罵
言
＆
掴
ご
毎
蓮
ミ
ー
Ｑ
昌
詫
今
雰
馬
一
配
斡
一
。
、
ミ
ミ
思
夢

乏
寓
富
己
遙
．
シ
二
宮
弓
国
具
昏
．
煙
ョ
富
里
貝
曾
言
冨
目
ア
己
呂
）
あ
．
Ｐ
Ｓ
．

・
崗
言
目
『
・
冨
扁
諺
且
④
『
⑦
い
冒
璽
『
号
。
①
里
巽
隠
門
昌
。
言
く
。
『
冨
且
ｇ
・
弓

（
卿
）
頭
⑦
鴨
一
望
、
琴
回
葛
。
ミ
甸
弓
。
苛
廻
⑱
且
ｇ
ｏ
偽
冒
碕
蜀
も
。
“
．
ｐ
・
陣
脚
＠
．

（
鯛
）
。
①
。
侭
乏
一
喜
里
ヨ
詞
『
一
①
Ｑ
ユ
。
ゴ
西
⑦
、
里
》
豆
ご
基
⑮
助
鐘
毎
ｍ
⑮
再
嘩
ご
応
、
ｓ
い

、
ミ
苛
息
、
三
命
鳥
、
Ｑ
圏
＆
狩
雪
象
乏
ｇ
冨
同
も
．
シ
匡
律
弓
国
具
昏
１
騨
弓

三
里
貝
曾
冒
冨
ョ
夛
這
ｇ
）
面
』
望
．

（
⑬
）
エ
の
、
の
一
・
、
琴
壁
詞
ｇ
誌
ｎ
劃
。
ご
噴
免
且
ｇ
Ｑ
偽
冴
尉
堕
も
・
鱒
．
ｐ
、
い
い
駅
．

（
釦
）
雷
①
頤
①
一
・
ざ
ユ
免
匂
電
電
函
⑮
葛
尋
寺
⑯
『
昌
恥
、
雪
苛
的
。
、
言
、
亀
喝
。
§
向
ミ
。
雪
毎
・

Ｐ
Ｐ
Ｏ
・
画
“
国
会
展
…
。
ご
唾
①
ざ
壷
昌
⑱
両
ａ
①
①
言
③
穴
匡
、
堅
匡
巨
里
嘩
呂
ョ
胃
言

己
申

昌
⑮
。
ｇ
ｏ
三
。
言
①
Ｑ
◎
○
彦
天
９
コ
の
弓
六
忌
厨
宮
目
里
①
言
⑥
『
臣
ヨ
．

（
副
）
爵
扇
‐
。
ｇ
侭
。
且
卸
ョ
目
事
９
基
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
員
阿
。
、
昌
骨
時
、
§
Ｑ
、

、
ご
ざ
園
。
、
萱
胃
琴
曾
韓
ミ
ミ
偽
毒
鞄
ミ
罫
．
。
①
愚
ヨ
ョ
巴
蔚
乏
①
烏
①
国
昌
］

（
『
毎
三
宮
、
③
貝
』
．
ｎ
．
画
・
字
一
．
写
『
［
で
餌
三
ｍ
誌
す
、
○
床
］
〕
一
℃
＠
つ
）
》
い
い
割
い

（
艶
）
祠
ご
白
璽
い
ら
ぬ
Ｐ

退
歩
と
避
遁
（
デ
ー
ビ
ス
）

（
閉
）
、
ウ
具
．
⑫
い
的
Ｐ

（
別
）
画
ご
具
・
鈎
凶
い

（
弱
）
因
す
ら
。
Ｐ
牌
司
会

（
師
）
、
ず
具
あ
い
菌
上
．

（
師
）
巽
酌
扇
’
。
⑦
。
届
。
且
四
目
①
『
》
。
①
恩
ヨ
ョ
⑦
罠
①
乏
再
斎
国
邑
い
言
毎
匡
冨
鴨
。
亀
．

○
画
．
冨
呂
昌
忍
昌
盟
３
９
皇
．
ｓ
ｇ
）
あ
．
食
Ｐ

（
記
）
○
四
堅
画
ョ
①
操
一
寄
雪
毒
亀
『
電
葛
ユ
ミ
何
暮
。
赴
奄
・
画
・
鈎
・
○
・
・
陣
牌
④
陣

（
的
）
両
ず
巳
。
い
い

（
“
）
、
ウ
白
妙
い
い
一
画

（
“
）
ｍ
ご
昌
蝿
い
い
⑦
ヨ

（
蛇
）
両
ウ
ロ
．
い
い
○
い

（
鯛
）
た
と
え
ば
、
ハ
ー
バ
マ
ー
ス
は
、
ガ
ダ
マ
ー
の
啓
蒙
主
義
に
対
す
る

批
判
は
行
き
過
ぎ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
の
「
先
入
見
の
肯
定
」
は
一
種

の
悪
質
な
権
威
主
義
に
な
り
か
ね
な
い
、
と
主
張
し
た
。
く
唾
．
曽
侭
ｇ

エ
範
冨
コ
ゴ
農
．
摩
闘
巨
Ｑ
勘
烏
ョ
⑦
『
碗
宰
暮
碁
亀
ミ
ミ
ミ
ミ
き
計
・
・
・
ご
Ｎ
ミ
ト
侭
壽

烏
『
昏
里
ミ
ミ
冒
昌
堕
尽
昌
豊
弓
国
具
昏
二
自
国
冨
里
貝
曾
冑
冨
ヨ
ヲ
ら
ご
）
．

陣
以
〒
ｇ
Ｐ
気
多
雅
子
は
、
ガ
ダ
マ
ー
は
、
「
理
解
‐
解
釈
の
構
造
を
超

え
る
」
側
面
を
も
つ
「
宗
教
経
験
」
を
十
分
吟
味
せ
ず
、
「
伝
統
へ
の
諸
々

の
否
定
的
作
用
」
は
、
「
結
局
、
伝
統
と
い
う
よ
り
大
き
な
運
動
の
中
に

呑
み
込
ま
れ
て
い
る
」
、
と
い
う
側
面
を
強
調
し
過
ぎ
て
い
る
、
と
指
摘

す
る
。
気
多
雅
子
『
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
思
索
』
（
創
文
社
、
一
九
九
九
年
）

一
一
二
頁
を
参
照
。

（
“
）
く
唾
．
。
且
色
ョ
③
『
・
事
ｇ
墨
亀
ミ
ミ
ミ
ミ
言
鳥
．
画
．
四
・
○
．
あ
い
登
山
３
．

一
ハ
ー
ニ



（
閲
）
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
と
デ
リ
ダ
の
脱
構
築
と
の
あ
い
だ
の
対
決
に
つ

い
て
は
次
の
著
作
を
参
照
。
涼
鴬
ミ
ミ
ミ
奥
ミ
ミ
ミ
ミ
・
言
農
．
要
匿
弓
①

詞
◎
侭
２
つ
宮
口
号
の
貝
乏
一
匡
堅
ョ
『
言
天
く
臼
盲
寧
己
“
全
一
ｂ
旨
き
函
謹
⑮
色
蓮
ａ

ｂ
Ｒ
ｃ
弓
亀
ミ
ミ
さ
弓
里
偽
。
自
尽
画
ミ
亀
‐
ｂ
９
『
辻
薗
駒
胃
。
箕
ミ
９
画
８
．
口
冨
回
色
弱

室
ざ
胃
一
重
号
国
且
”
ざ
冨
己
画
恵
一
ョ
日
（
琶
冨
ご
肋
〔
ヨ
く
呼
鴎
〃
己
電
）
．

（
髄
）
エ
自
切
‐
。
ｇ
侭
○
四
烏
ョ
①
伊
ロ
島
画
き
Ｑ
両
踵
且
、
昌
弓
『
自
穴
言
寓
目
夛
言
言
韓

函
巨
壷
『
天
鈎
』
ゴ
ロ
四
一
℃
的
ｃ
）
つ
い
。
〕
今
．

（
師
）
祠
づ
ら
・
い
同
い

（
鯛
）
く
哩
・
エ
画
易
‐
。
①
◎
侭
○
餌
・
函
ョ
⑦
『
・
毎
国
員
◎
で
酌
匡
。
昼
昌
①
○
寿
。
臣
ョ
⑦
弓
⑦
》
目

今
寺
●

圃
竃
３
，
口
竃
茸
旦
島
⑯
、
き
き
量
、
雪
⑯
、
冨
終
．
エ
画
邑
ゅ
‐
エ
①
一
ョ
巨
昏
Ｑ
目
号
『
弓
『
ｇ
不

昏
．
豊
言
富
里
弓
く
旨
。
１
。
巴
８
５
コ
冒
昌
．
己
温
）
．
陣
目
．

（
的
）
○
戸
電
珂
迂
凋
頤
９
画
戴
理
延
亀
画
葛
『
毒
。
窪
、
雪
劃
の
具
○
国
盲
目
で
豐
胃
唖
（
西
。
。
。
‐

一
昌
貝
己
三
く
曾
望
ご
◎
『
エ
望
逗
昌
一
宅
忌
鵲
。
一
。
“
ど
ぎ
つ
い

（
、
）
三
画
畠
コ
エ
①
亘
①
鴨
①
『
管
牌
冒
謹
雪
昇
騨
量
。
．
ン
巨
舅
育
弓
冒
鴨
弓
三
員

ｚ
厨
ョ
畠
⑩
野
ら
巴
）
．
騨
昌
・

（
別
）
冨
胃
一
言
霞
①
己
①
腸
①
『
雪
国
員
葦
、
ミ
偏
雪
ミ
翁
ミ
ミ
§
ご
亀
蚤
い
ン
巨
宮

（
目
ロ
ケ
言
、
⑦
貝
三
四
ｘ
ｚ
誌
ョ
の
蛍
⑦
夢
這
函
ご
韓
い
掴
蝉

（
犯
）
○
画
旦
騨
ヨ
①
『
壱
○
①
留
ヨ
ヨ
里
蔚
呈
乏
角
天
⑥
国
昌
蝉
國
・
齢
・
○
・
管
い
ぶ
や
式

（
羽
）
冨
騨
昌
弓
雷
①
己
溜
鴨
『
画
迂
§
ミ
ミ
麓
電
ミ
ロ
亀
噂
奄
胃
．
ご
・
シ
匡
津
命
冒
言
、
酌
貝

ｚ
隅
庸
．
ら
ゎ
婁
嘩
い
い
Ｐ

（
Ⅷ
）
同
ず
具
寺
、
ふ
い

（
巧
）
厨
一
・
胃
匡
の
鴨
。
『
．
Ｓ
荷
．
ご
僧
同
ミ
皆
、
画
。
言
》
“
・
”
・
○
・
・
画
。
Ｐ

（
布
）
く
唾
．
冨
鈎
目
冒
壺
⑦
ざ
①
隅
①
界
。
§
苛
包
ｇ
弗
昌
鷺
胃
這
さ
‐
這
獣
弓
国
昊
‐

日
本
哲
学
史
研
究
第
一
号

言
。
四
ョ
三
里
コ
ン
ョ
ａ
『
ざ
屋
易
扁
．
ｇ
目
．
ろ
Ｂ
）
あ
．
一
ｓ
．

（
”
）
く
唾
．
三
色
畠
。
西
⑥
昼
農
鴨
『
〕
尋
ご
堕
琴
亀
冒
一
ｃ
ｍ
篭
奇
蓉
、
今
少
巨
。
畠
⑥

（
『
写
旨
鳴
罵
言
異
ｚ
詩
ョ
９
９
石
望
）
あ
．
３
．

（
ね
）
く
唾
．
三
画
昌
画
西
①
昼
①
鴨
⑪
『
急
寄
駒
冒
島
国
１
ｓ
蝿
、
雪
き
め
§
雪
匙

弓
昏
二
言
鴨
貝
ｚ
陽
斎
．
石
段
）
あ
ふ
．

（
ね
）
く
唾
．
畠
⑥
昼
④
、
、
④
飼
事
野
駒
訂
冴
亀
。
⑮
葛
蔚
韓
、
画
．
四
・
○
・
争
い
国
。

（
帥
）
く
巴
．
三
画
昌
弓
霞
①
昼
⑦
、
鴨
『
・
圃
垂
『
堕
画
皇
宛
昼
ｇ
ｂ
偽
司
意
蜀
駒
誓
曽
シ
匡
竺

弓
与
言
鴨
貝
三
受
皇
①
ョ
聖
負
ら
圏
）
面
・
臼
寓

（
別
）
く
哩
．
”
四
言
曾
．
『
ヨ
屋
ｇ
き
⑦
星
・
ロ
①
『
両
胃
天
盟
。
四
コ
号
ご
○
目
。
旦
烏
、
里
鴨
冒
⑦
冒

里
唖
画
⑥
昌
冒
媚
巨
弓
、
霞
『
の
旨
く
図
⑫
扇
ぎ
①
。
Ｑ
①
め
シ
ご
色
④
『
④
コ
ー
ョ
ロ
⑥
回
天
①
弓

エ
里
烏
鴉
⑥
『
翰
雪
雪
雲
言
圃
監
自
冒
窒
ミ
ミ
⑮
、
雪
苛
陶
§
雪
命
．
画
・
四
・
○
．
、
陣
同
Ｐ
一
全
．

（
躯
）
冨
卸
風
言
エ
⑦
昼
①
頤
砺
①
『
・
駒
芝
竪
ミ
偽
、
鐘
琵
碗
⑮
葛
蜘
舞
鞄
唾
ミ
ミ
ヘ
ミ
助
ｃ
計
ミ
舞
戴
駁
・

ン
匡
舅
令
国
具
昏
茸
自
ら
厨
胃
窒
舜
ｃ
１
ｃ
蚕
烏
毎
コ
冒
目
．
一
ｇ
ｅ
あ
』
ご
・

（
鋤
）
令
夢
扁
⑦
言
①
ョ
。
⑦
号
風
呂
く
◎
雪
烏
副
碗
冒
胃
言
“
固
昌
ｍ
ｇ
ｇ
①
言
⑥
。
こ
呂
昌
⑮
『

巨
且
⑮
言
⑰
目
印
侭
⑥
且
９
．
．
（
胃
己
①
脂
①
『
“
Ｇ
ミ
ミ
掌
応
囑
蜘
ミ
ぞ
、
負
。
貢

色
．
四
．
○
・
．
い
望
‐
哀
ｅ
に
お
い
て
「
再
現
」
さ
れ
て
い
る
「
対
話
」
で
さ

え
、
双
方
的
な
対
話
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身

の
思
索
に
お
い
て
反
映
さ
れ
た
対
話
で
あ
る
、
と
み
な
し
た
ほ
う
が
適

切
で
あ
ろ
う
。

（
別
）
○
戸
鼬
両
ミ
、
頤
晒
命
、
ロ
葛
里
淫
亀
ロ
ョ
『
琴
。
糞
、
き
、
。
？
。
民

（
妬
）
ｎ
戸
宛
④
ヨ
ゴ
画
己
冨
四
群
迂
喝
ミ
縄
、
西
９
吋
串
豈
言
旦
廷
、
電
吻
○
ミ
筍
鞄
勇
圃
亀
亀
堅
亀
口
葺

ミ
言
§
恩
働
。
二
雷
電
尋
可
黒
．
目
易
冒
且
芝
三
曲
８
ョ
昌
ョ
２
Ｓ
具
⑥
協
畠

ご
Ｑ
画
冨
ョ
悪
『
冨
碗
Ｐ
Ｃ
且
◎
弓
鳧
◎
昌
一
＆
照
．
這
浸
）
．
ち
な
み
に
西
谷
啓

六
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治
は
、
「
大
分
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
禅
の
立
場
を
説
明
し
た
お
ぼ
え
が
あ
り

ま
す
」
、
ま
た
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
講
義
の
中
で
、
そ
の
こ
と
を
自
分
で

言
う
ん
で
す
ね
。
だ
け
ど
禅
な
ん
て
こ
と
は
言
わ
ん
で
す
よ
」
、
と
も
述

べ
て
い
る
。
伴
一
憲
『
家
郷
か
ら
離
れ
ず
ｌ
西
谷
啓
治
先
生
特
別
講
義
』

（
創
文
社
、
一
九
九
八
年
）
一
八
九
頁
お
よ
び
二
○
一
頁
。

（
師
）
冨
胃
言
胃
己
の
鴨
ｇ
写
ミ
時
①
置
員
量
鳶
蘭
．
式
臂
宮
命
目
眉
目
《

ｚ
厨
宍
願
ら
℃
今
．
い
ぶ
い

（
師
）
○
戸
国
璽
言
口
騨
急
い
、
４
言
目
名
言
８
目
①
昌
島
三
目
①
『
ヨ
ミ
．
．
．
。
。
寓
言

言
討
ミ
ミ
さ
電
ミ
詞
拘
ご
胃
三
宝
（
邑
三
）
凸
昌
寓

（
胡
）
両
日
昌
匡
弓
・
頭
扁
ｍ
①
『
一
つ
ロ
討
穴
苛
雷
冒
堅
、
⑮
罠
ｓ
、
動
雰
＆
毎
記
事
毒
馬
冒
、
琴
僅
ご
恥
暮

箕
。
且
里
討
弓
画
葛
堕
刷
⑮
再
興
、
趣
旨
荷
、
琴
壁
彗
。
ミ
殉
。
◎
一
○
酌
荷
電
言
『
い
や
一
三
里
篇
『
国
討
ヨ
ュ

（
弓
①
霞
農
馬
函
冨
胄
号
房
ｚ
善
。
罵
ら
＄
）
あ
．
宝
．

（
的
）
ｍ
す
ら
。
、
い
い
Ｐ

（
卯
）
目
ヨ
ヨ
画
口
匡
堅
汽
騨
昌
．
・
・
屋
①
①
圃
巨
の
ヨ
⑦
『
堅
演
⑱
目
⑦
旨
①
皀
○
①
ｇ
三
・
言
⑦
ご

乏
呂
９
億
⑦
晨
呂
①
『
シ
ｇ
旨
言
●
弓
乏
図
冨
扁
盟
富
国
旦
巨
．
言
農
．
竃
号
⑮
言

乏
璽
鷺
胃
号
一
》
二
．
ン
匡
律
弓
国
具
昏
旦
酌
ョ
三
豊
貝
普
言
冨
ヨ
ア
ら
圏
）
あ
．

い
い
⑫
い
＠
０
今
。
》
や
“
。

（
馴
）
○
戸
『
毒
◎
ョ
鼠
で
幽
邑
号
営
厚
・
歯
◎
ョ
⑥
ロ
ー
ョ
①
易
呂
弓
碗
。
『
善
①
ご
己
く
輿
闇
言
氏

○
『
勺
三
さ
、
○
で
三
。
里
エ
①
コ
ヨ
①
国
①
昌
言
騨
諺
。
。
。
く
の
勗
昌
さ
ヨ
呉
菖
号
醒
画
。
？
。
①
。
侭

曾
烏
ョ
ｇ
●
．
§
ミ
亀
ミ
ミ
冒
島
§
９
§
ミ
ミ
、
三
ざ
園
§
言
ｓ
勇
、
馬
ミ
９

℃
（
一
つ
。
い
声
一
哩
画
。

（
蛇
）
く
唾
．
胃
匡
①
鴨
⑦
『
ゞ
厚
鳥
ミ
偲
圃
ミ
昏
冒
。
貫
釣
・
煙
．
○
・
．
い
一
塁
．

（
卯
）
」
墓
彦
さ
ミ
知
ミ
画
異
雪
睡
町
迂
”
頤
函
⑯
討
一
ミ
。
恩
、
竜
野
○
戸
言
潤
．
。
．
ｚ
⑦
農
①
巨
コ
ニ

退
歩
と
避
遁
（
デ
ー
ビ
ス
）

因
穴
里
荷
ユ
ョ
、
命
冒
舜
晒
蝕
弓
ｚ
①
異
ｐ
ら
函
巴
誓
い
ご
卸

（
“
）
両
す
ら
。
四
ｓ
・

（
妬
）
く
哩
・
烏
も
ミ
ミ
ミ
苛
亘
凋
照
、
、
画
．
齢
．
○
・
．
い
Ｂ
Ｐ

（
妬
）
上
田
閑
照
「
日
本
の
哲
学
」
『
日
本
の
哲
学
』
第
一
号
（
昭
和
堂
、
二

○
○
○
年
）
四
頁
。

（
卯
）
Ｒ
否
言
Ｎ
Ｏ
Ｃ
雷
百
国
〕
里
、
ミ
８
時
旦
言
両
昌
ヘ
ョ
①
乏
昏
『
雰
弓
。

冨
扁
昌
冒
．
。
ｇ
ｇ
）
も
恥
寓

（
兜
）
上
田
閑
照
「
日
本
の
哲
学
」
四
頁
。

（
”
）
Ｅ
・
サ
イ
ー
ド
が
批
判
す
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
、
専
ら
西
洋
帝

国
主
義
の
下
で
行
な
わ
れ
る
言
説
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
サ
イ
ー

ド
に
よ
る
と
、
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
な
か
に
現
わ
れ
る
オ
リ
エ
ン
ト

は
、
西
洋
の
学
問
、
西
洋
人
の
意
識
、
そ
し
て
後
に
は
西
洋
の
帝
国
支

配
領
域
、
こ
れ
ら
の
な
か
に
オ
リ
エ
ン
ト
を
引
き
ず
り
込
ん
だ
一
連
の

力
に
よ
っ
て
枠
組
み
さ
れ
た
表
象
体
系
な
の
で
あ
る
」
。
国
電
稗
己
君
．

留
己
．
９
．
詩
ミ
ミ
冴
冒
三
①
名
ぎ
号
く
冒
言
鴨
冒
。
厨
．
ろ
認
）
も
ｂ
ｓ
と
．
し

か
し
そ
の
批
判
に
は
重
要
な
意
義
が
あ
る
も
の
の
、
サ
イ
ー
ド
の
テ
ク

ス
ト
の
な
か
に
現
わ
れ
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
、
欧
米
に
お
け
る
東

洋
に
つ
い
て
の
感
心
や
研
究
の
一
面
し
か
表
し
て
い
な
い
、
と
い
わ
ざ

る
を
え
な
い
。
特
に
イ
ン
ド
や
東
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ

ズ
ム
は
、
極
め
て
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
性
格
を
も
つ
。
た
と
え
ば
、
思

想
史
家
Ｊ
・
Ｊ
・
ク
ラ
ー
ク
は
サ
イ
ー
ド
が
見
落
と
し
て
い
る
オ
リ
エ
ン

タ
リ
ズ
ム
の
側
面
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の

特
異
性
は
、
被
植
民
地
の
思
想
が
植
民
地
開
拓
側
の
思
想
よ
り
高
く
評

六
五



価
さ
れ
、
植
民
地
の
権
力
者
の
支
配
的
な
物
語
に
対
し
て
異
議
を
あ
ら

わ
し
、
そ
れ
を
遮
る
た
め
に
度
々
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
」
。
］
．
』
．

Ｑ
胄
斎
．
◎
里
§
ミ
向
ミ
侭
雪
§
ミ
⑯
ミ
恥
里
輔
野
８
鐘
ミ
⑳
、
酌
ｇ
馬
§
壁
亀
§

§
ミ
悪
亀
”
ミ
三
目
響
『
、
８
．
畠
．
も
む
．
む
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
（
積
極

的
な
東
洋
主
義
〉
（
ま
た
ア
ジ
ア
に
お
い
て
そ
れ
に
相
当
す
る
、
い
わ
ゆ

る
「
逆
東
洋
主
義
」
『
⑥
く
⑪
『
駕
○
『
肩
。
冨
房
ョ
）
の
な
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な

窓
意
的
解
釈
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
批
判
的
に
検
討
す
る
必

要
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
す
く
な
く
と
も
サ
イ
ー
ド
が
表
現
す
る
オ
リ
エ

ン
タ
リ
ズ
ム
よ
り
は
両
面
価
値
的
な
現
象
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
皿
日
本
を
含
め
、
西
洋
文
化
の
影
響
を
受
け
て
い
る
諸
地
域
に
お
い
て

は
、
西
洋
哲
学
を
必
然
的
ま
た
積
極
的
に
受
け
継
い
で
い
る
知
職
人
が

い
る
の
で
、
「
西
洋
哲
学
」
は
「
西
洋
人
」
の
専
有
物
で
あ
る
と
は
け
っ

し
て
言
え
な
い
。
ま
た
、
異
な
っ
た
状
況
で
東
洋
思
想
を
受
け
継
い
で

い
る
非
東
洋
人
も
い
る
以
上
、
「
東
洋
思
想
」
も
も
は
や
「
東
洋
人
」
の

専
有
物
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
西
洋
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
世
界
に
お
い
て
の

こ
の
二
つ
の
〈
外
来
思
想
の
自
己
化
〉
の
現
象
に
は
重
要
な
違
い
が
あ

る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
東
西
の
思
索
的
対
話
は
〈
西
洋
人
と
東
洋
人
の

あ
い
だ
〉
と
い
う
よ
り
も
〈
西
洋
思
想
と
東
洋
思
想
の
あ
い
だ
〉
で
行

な
わ
れ
る
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
各
個
人
の
考
え
方
は
た
し
か

に
伝
統
会
冨
語
・
文
化
）
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
先
入
見
を
意
識
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
離
れ
他
の
伝
統
に

接
す
る
こ
と
も
で
き
る
、
つ
ま
り
退
歩
に
よ
っ
て
避
遁
は
可
能
と
な
る

の
で
あ
る
。
伝
統
と
の
つ
な
が
り
と
、
そ
こ
か
ら
離
れ
る
自
由
の
両
方

日
本
哲
学
史
研
究
第
一
号

が
な
け
れ
ば
対
話
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
東
洋
・
日
本
の
伝
統
が

存
続
し
、
し
か
も
〈
自
己
化
〉
さ
れ
た
西
洋
文
明
も
存
在
し
て
い
る
現

代
日
本
は
、
東
西
の
思
索
的
対
話
を
行
な
う
最
適
な
場
所
の
ひ
と
つ
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
〈
退
歩
〉
の
契
機
を
省
略
す
る

日
本
人
哲
学
者
は
、
〈
避
遁
〉
に
達
し
な
い
西
洋
人
哲
学
者
と
同
様
、
西

欧
中
心
主
義
に
陥
り
か
ね
な
い
、
と
い
う
問
題
を
見
落
と
し
て
は
な
ら

な
い
。

本
論
文
は
日
本
学
術
振
興
会
よ
り
援
助
を
受
け
て
執
筆
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

一
ハ
ー
ハ


