
絶

対

の

相

の

下

に

ー
若
き
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
悪
の
問
題

片
　
　
柳
　
　
栄
　
　
一

　
人
類
普
遍
の問
題
で
あ
り
な
が
ら
、
或
る
時
代
が
と
り
わ
け
そ
の
総
力
を
あ
げ
て
取
り
組
み
、
答
え
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
問
題
と
い
う

も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
取
り
組
み
が
真
摯
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
そ
の
間
も
答
え
も
、
そ
の
時
代
の
刻
印
を
帯
び
た
独
特
の

相
貌
を

呈し
て
く
る
の
で
あ
る
。
古
代
末
期
に
お
け
る
悪
の
問
題
も
、
そ
う
し
た
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
人
間
が
存
在
す

る
限
り
、
繰
り
返
し
間
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
古
代
末
期
に
お
い
て
こ
の
問
題
は
、
他
の
問
題
に
ま
さ
っ
て
人
々

の

意識
の
中
心
を
占
め
、
思
想
、
宗
教
が
こ
ぞ
っ
て
、
こ
の
問
題
に
答
え
を
与
え
よ
う
と
競
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
問
い
方

にも
、
ま
た
そ
れ
に
対
す
る
解
決
の
仕
方
に
も
、
古
代
末
期
の
苦
渋
の
雛
が
刻
ま
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
ラ
テ
ソ
語
の
ヨ
巴
口
日
と
い
う
言
葉
は
、
単
に
倫
理
的
な
為
す
悪
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
不
幸
、
災
い
、
苦
悩
と
い
っ
た
蒙
む
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

悪
をも
含
む
も
の
で
あ
り
、
こ
の
世
界
に
生
じ
、
人
々
を
苦
悶
せ
し
め
る
否
定
的
な
る
も
の
全
般
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
そ
う
し
た
悪
に

対
する
古
代
人
の
感
情
を
、
我
々
は
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
や
、
ヨ
ブ
記
の
う
ち
に
窺
い
知
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
古
代
人
の
基
調
低
音
と

し
て
あ
っ
た
感
情
が
、
古
代
末
期
と
い
う
没
落
期
の
歴
史
的
、
社
会
的
激
動
の
中
で
、
抑
え
が
た
く
人
々
の
心
の
前
面
に
出
て
き
た
の
で

あ
る
。
世
界
は
神
的
な
る
も
の
で
充
ち
て
い
る
と
い
う
素
朴
、
自
然
な
る
宗
教
性
は
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
人
々
は
、
否
定
的
な
裸
の
現
実
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
七
〇

い
や
でも
目
を
向
け
ざ
る
を
え
ず
、
こ
れ
ま
で
の
宗
教
心
で
は
把
え
え
な
く
な
っ
た
日
巴
信
日
の
重
み
に
あ
え
い
で
い
た
時
代
が
、
古
代

末
期
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

　
古代
を
締
め
括
っ
た
と
言
え
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
、
こ
の
悪
の
問
題
に
終
生
取
り
組
み
続
け
た
人
の
一
人
で
あ
る
。
或
い
は
、
こ

の

問題
に
対
す
る
彼
の
真
摯
な
る
、
終
生
の
取
り
組
み
が
、
彼
の
思
想
に
、
時
代
の
明
ら
か
な
る
刻
印
を
与
え
、
古
代
を
締
め
括
っ
た
と

言う
に
適
わ
し
い
巨
大
な
思
想
的
遣
産
を
後
代
に
残
し
た
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ

こ
で
は
若
き
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
担
っ
た
悪
の
問
題
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
解
決
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を

探り
、
そ
れ
を
通
し
て
古
代
末
期
に
お
け
る
悪
の
問
題
の
独
自
な
る
相
貌
を
瞥
見
し
、
又
現
代
の
我
々
に
も
通
ず
る
意
義
を
探
っ
て
み
た

い
。

　
そ
の

際我
々
は
ま
ず
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
こ
の
悪
の
問
題
の
重
要
さ
と
、
底
深
さ
を
教
え
、
問
題
を
深
め
さ
せ
た
マ
ニ
教
に
お
け

る
悪
の
問
題
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
マ
ニ
教
に
よ
っ
て
、
現
存
在
が
孕
む
問
題
性
に
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
マ
ニ
教
の
提
出
す
る
二
元
論
的
な
問
題
解
決
を
克
服
す
る
こ
と
が
、
若
き
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
最
大
の
関

心事
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
恐
ら
く
後
々
ま
で
、
マ
ニ
教
が
切
り
開
い
た
現
存
在
に
対
す
る
悲
劇
的
な
感
受
性
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

イ
ヌ
ス
の
感
情
の
底
流
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
つ
い

で
若き
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
悪
の
問
題
の
解
決
の
仕
方
を
み
る
の
で
あ
る
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
に
お
い
て
、
悪
の

問
題
を
主
題
的
に
と
り
あ
げ
て
い
る
代
表
的
な
も
の
は
A
・
D
四
百
年
頃
ま
で
に
限
っ
て
言
え
ば
、
「
秩
序
論
」
（
箆
゜
∪
°
。
。
。
。
①
）
、
「
自
由
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

志論
」
（
諺
゜
H
）
°
ω
0
0
0
0
～
ω
り
切
）
、
「
告
白
」
（
諺
゜
∪
°
。
。
㊤
。
。
～
幽
O
H
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
我
々
は
通
常
の
扱
い
と
は
逆
に
、
ま
ず
「
告
白
」
を
取

り
あ
げ
、
次
い
で
「
自
由
意
志
論
」
　
「
秩
序
論
」
と
い
う
具
合
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
達
が
、
ア
ウ
グ



ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
に
は
非
常
な
発
展
が
あ
り
、
　
「
告
白
」
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
必
ず
し
も
史
実
で
は
な
く
、
思
想
も
、
こ
の
書
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

か
い

た当
時
の
も
の
を
、
過
去
に
投
影
し
て
い
る
と
考
え
て
き
た
。
悪
の
問
題
に
関
し
て
も
「
告
白
し
に
よ
れ
ぽ
、
新
プ
ラ
ト
ソ
派
と
の

出
会
い
に
よ
っ
て
基
本
的
な
解
決
の
構
図
を
得
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
　
「
回
心
」
の
す
ぐ
後
に
か
か
れ
た
「
秩
序
論
」
に
お
い
て
は
、
悪

の問
題
の
議
論
は
、
そ
の
問
題
の
困
難
さ
の
た
め
、
中
断
さ
れ
、
学
び
の
秩
序
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
当
時
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ヌ

ス

は未
だ
解
決
を
み
い
だ
し
て
い
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
人
が
多
い
。
し
か
し
筆
者
に
は
、
こ
の
見
解
は
皮
相
な
解
釈
で
あ
る
よ
う
に

　
　
（
6
）

思え
る
。
「
告
白
」
に
叙
述
さ
れ
た
問
題
の
所
在
と
解
決
の
基
本
的
構
図
は
、
す
で
に
「
秩
序
論
」
の
う
ち
に
垣
間
み
ら
れ
る
よ
う
に
思

え
る
。
（
だ
か
ら
と
い
っ
て
不
断
の
深
化
が
終
生
続
け
ら
れ
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
）
そ
こ
で
我
々
は
ま
ず
「
告
白
」
の
う

ち

に
こ
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
確
定
し
、
そ
れ
を
「
自
由
意
志
論
し
に
お
い
て
検
討
し
、
つ
い
で
「
秩
序
論
」
の
構
造
と
較
べ
る
こ
と
に

し
鳳
児
・
こ
の
よ
う
に
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
・
新
プ
ラ
ト
ン
派
と
の
出
会
い
に
お
い
て
こ
の
問
題
の
彼
な
り
の
問
題
解
決
の
基
本

的
溝
図
を
み
い
だ
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
う
る
と
思
う
。
確
か
に
若
き
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
こ
の
悪
の
問
題
は
、
彼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

中
心
的
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
解
決
の
℃
㊤
ω
℃
民
け
ぞ
o
が
、
彼
の
回
心
の
歩
み
の
方
向
だ
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

e　グ
ノ
ー
シ
ス
宗
教
と
し
て
の
マ
ニ
教
に
お
け
る
悪
の
問
題

　
「グ
ノ
ー
シ
ス
と
古
代
末
期
の
精
神
」
の
著
者
H
・
ヨ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
古
代
末
期
は
、
古
典
古
代
を
基
準
と
し
て
測
ら
れ
、

そ
の

衰
退期
と
み
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
古
代
末
期
を
支
配
す
る
精
神
は
、
古
典
古
代
と
は
異
質
な
新
ら
し
い

活動
的
な
精
神
で
あ
り
、
そ
の
根
本
的
な
特
徴
は
、
世
界
と
自
己
に
対
す
る
深
い
不
安
の
感
情
で
あ
り
、
こ
の
世
界
に
対
す
る
敵
対
意
識
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

こ
の
世
界
の
中
で
の
異
邦
人
意
識
で
あ
る
と
い
う
。
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対
の
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の
下
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一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
ニ

　
マ
ニ
と
い
う
宗
教
的
天
才
を
始
祖
に
も
つ
マ
ニ
教
も
、
こ
う
し
た
精
神
の
う
ち
よ
り
生
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
教
義
の
一
貫
性
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

宇
宙
論的
ス
ケ
ー
ル
の
故
に
、
マ
ニ
教
は
グ
ノ
ー
シ
ス
宗
教
の
極
北
と
も
言
え
よ
う
。
マ
ニ
教
に
お
け
る
こ
の
世
へ
の
敵
対
感
情
は
、
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

二

教
徒達
が
子
供
を
つ
く
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
結
婚
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
の
う
ち
に
明
瞭
に
み
て
と
れ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
死
は
こ

の

世
から
の
解
放
で
あ
り
願
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
誕
生
は
、
肉
に
つ
な
が
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
呪
い
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
の

世
に

対
する
徹
底
し
た
敵
対
意
識
の
上
に
、
神
話
論
的
な
宗
教
体
系
が
築
か
れ
て
い
る
。
マ
ニ
教
の
根
本
思
想
は
、
善
な
る
神
と
、
悪
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

る
ピ
ュ
ー
レ
ー
と
を
二
つ
の
原
理
と
す
る
二
元
論
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
互
い
に
依
存
せ
ず
、
接
触
も
し
な
い
永
遠
に
自
立
し
た
存
在
で

あ
る
。
し
か
し
我
々
の
現
存
在
の
苦
悩
と
悲
劇
は
、
悪
の
勢
力
が
或
る
時
、
善
の
王
国
の
素
晴
し
さ
を
み
て
、
こ
れ
を
征
服
し
よ
う
と
の

欲望
に
か
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
悪
の
侵
冠
に
対
し
、
善
な
る
神
は
、
原
人
℃
昌
ヨ
器
げ
o
日
o
を
つ
く
り
、
防
戦
す
る
が
、
戦
い
は
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

着
し
な
い
。
原
人
は
策
略
的
に
敗
れ
た
ふ
り
を
し
て
悪
の
勢
力
に
呑
み
こ
ま
れ
、
悪
と
善
は
混
り
合
い
、
悪
の
力
は
弱
め
ら
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
呑
み
こ
ま
れ
た
原
人
を
救
う
べ
く
、
力
あ
る
霊
紹
三
葺
ω
丘
く
①
霧
が
遣
わ
さ
れ
、
原
人
は
救
い
出
さ
れ
る
が
、
原
人
の
供
人
は
、

あ
ま
り
に
悪
に
染
っ
て
い
る
た
め
に
救
い
出
せ
な
い
。
こ
の
残
さ
れ
た
善
な
る
分
子
を
悪
か
ら
分
離
す
る
た
め
に
、
こ
の
分
子
の
混
っ
た

悪
の
勢
力
の
身
体
を
素
材
と
し
て
、
こ
の
我
々
の
最
下
層
の
世
界
が
創
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
世
界
は
、
い
わ
ば
、
善
を
悪
か
ら
引

き
離
す
巨
大
な
分
離
機
の
如
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
マ

ニ教
は
こ
の
よ
う
に
、
現
代
の
我
々
に
は
い
さ
さ
か
荒
唐
無
稽
な
神
話
的
教
義
よ
り
成
り
た
っ
て
い
る
が
、
そ
の
根
本
に
あ
る
の
は
、

先
に
も
述
べ
た
こ
の
世
に
対
す
る
敵
対
的
感
情
で
あ
り
、
歴
史
的
具
体
的
な
身
体
的
現
存
在
の
拒
絶
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
ニ
教
に
お
い
て
、

こ
の
世
界
に
対
す
る
否
定
的
気
分
は
、
永
遠
な
る
力
に
実
体
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
移
り
気
な
一
過
性
の
気
分
な
の
で
は
な
く
、
確
固

たる
形
式
を
与
え
ら
れ
、
悪
の
永
遠
な
る
力
と
し
て
客
体
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ニ
教
に
と
っ
て
悪
は
善
と
根
本
的
に
対
立
す
る



現
実的
力
で
あ
り
、
人
が
悪
を
な
す
時
、
そ
れ
は
、
善
と
悪
の
混
合
物
で
あ
る
人
間
の
う
ち
な
る
悪
が
な
す
の
で
あ
り
、
本
来
こ
の
世
界

に
は

異邦
人
と
し
て
あ
る
光
の
分
子
で
あ
る
魂
に
は
、
責
任
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
救
い
は
、
こ
の
世
か
ら
の
解
放
で
あ
り
、
身

体
よ
り
の
離
脱
で
あ
る
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
マ
ニ
教
の
う
ち
に
、
真
の
キ
リ
ス
ト
教
、
‘
し
か
も
権
威
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
知
性
に
よ
っ
て
真
理
を
示
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

宗
教
を
求
め
て
聴
従
者
跨
β
蝕
8
H
に
な
る
。
若
き
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
は
、
こ
の
世
界
の
様
々
の
悪
を
、
一
つ
の
現
実
的
な
絶
対
的

な
力
と
し
て
認
め
、
そ
れ
を
原
理
と
し
て
、
世
界
の
始
め
と
中
間
と
終
り
と
を
説
明
す
る
こ
の
宗
教
は
、
理
性
的
な
も
の
と
み
え
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
次
第
に
こ
の
マ
ニ
教
の
宇
宙
論
の
荒
唐
無
稽
さ
に
気
づ
き
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
と
の
出
会
い
に
も
失
望
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ

　
　
　
（
1
5
）

イ
ヌ
ス
は
、
理
論
的
に
は
マ
ニ
教
を
棄
て
る
に
至
る
。
し
か
し
マ
ニ
教
が
提
示
し
た
悪
の
問
題
、
と
い
う
よ
り
も
マ
ニ
教
が
開
示
し
、
確

固
た
る
形
式
を
与
え
た
こ
の
世
界
の
否
定
性
は
、
重
く
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
上
に
の
し
か
か
っ
た
ま
ま
残
っ
て
い
る
。
古
代
末
期
全
体

を覆
う
根
本
気
分
た
る
、
こ
の
世
に
対
す
る
敵
対
感
情
に
色
づ
け
ら
れ
、
客
体
化
さ
れ
た
現
実
の
否
定
性
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
か

が
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
全
て
を
善
き
も
の
と
し
て
創
造
さ
れ
た
全
能
な
る
神
を
信
じ
、
知
解
し
よ
う
と

する
、
　
“
絶
対
”
の
探
究
者
な
の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
企
て
の
途
方
も
な
さ
と
、
彼
の
お
か
れ
た
窮
境
と
は
、
あ
ま
り
に
も

っと
も
な
の
で
あ
る
9

⇔
　
「
止
口
白
」
第
七
巻
に
お
け
る
悪
の
問
題

　
「

告白
」
第
七
巻
の
前
半
が
叙
述
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
窮
境
に
立
た
さ
れ
た
三
十
歳
当
時
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
精
神
的
境
位

であ
る
。
彼
は
す
で
に
マ
ニ
教
か
ら
脱
け
出
て
い
た
が
、
感
覚
的
表
象
を
伴
っ
た
思
考
し
か
で
き
ず
、
確
か
に
神
を
擬
人
的
に
は
考
え
な

　
　

絶対
の
相
の
下
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

く
な
っ
た
が
、
物
体
的
存
在
以
外
に
は
考
え
ら
れ
ず
、
場
所
的
空
間
に
無
限
に
広
が
る
事
物
の
如
く
に
し
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
感
覚
的
表
象
を
伴
っ
た
思
考
が
、
悪
の
問
題
を
解
決
せ
し
め
な
か
っ
た
と
い
う
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
指
摘
は
我
々
に
は
な
じ

　
　
　
（
7
1
）

み
にく
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
認
識
の
問
題
は
、
単
に
認
識
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
悪
の
問
題
の
解

決
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
世
界
の
う
ち
に
あ
る
人
間
の
根
本
の
在
り
方
に
関
わ
る
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　さ
ら
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
マ
ニ
教
の
根
本
的
な
問
題
点
に
気
づ
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
す
で
に
、
カ
ル
タ
ゴ
時
代

にネ
ブ
リ
デ
ィ
ウ
ス
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
闇
の
種
族
に
対
し
て
、
神
が
戦
お
う
と
欲
し
な
か
っ
た
ら
、
こ
の
闇

の

種
族
はど
う
す
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
闇
の
種
族
が
神
を
傷
つ
け
う
る
と
す
れ
ぽ
、
神
の
不
可
侵
性
は

否定
さ
れ
る
し
、
逆
に
何
ら
傷
つ
け
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
戦
う
理
由
は
な
く
、
マ
ニ
教
の
悲
劇
的
な
世
界
創
造
の
神
話
も
意
味
を
失
う

の

であ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
こ
こ
に
マ
ニ
教
の
根
本
的
な
問
題
点
、
弱
点
が
あ
る
こ
と
を
見
抜
き
、
様
々
の
機
会
に
こ
の
論
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

を用
い
て
、
マ
ニ
教
徒
を
窮
地
に
追
い
込
む
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
マ
ニ
教
は
、
悪
の
問
題
を
、
神
の
絶
対
性
を
犠
牲
に
し
て
、
或
い
は
絶

対
性
を

放棄
し
て
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
絶
対
的
に
正
し
く
、
善
な
る
全
能
の
神
の
も
と
で
、
何
故
悪
が
存
す
る
の
か
と

いう
ヨ
ブ
記
的
な
問
題
を
放
棄
し
て
、
相
対
の
場
で
、
問
題
を
把
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
マ
ニ
教
の
根
本
的
な
問
題
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
悪
の
問
題
が
真
に
問
わ
る
べ
き
場
を
示
さ
れ

て

ゆく
。
「
そ
れ
（
悪
の
原
因
）
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
れ
、
次
の
よ
う
．
な
仕
方
で
求
め
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
が
私
に
も
わ
か
っ
て
き

ま
し
た
。
つ
ま
り
そ
れ
（
悪
の
原
因
）
に
よ
っ
て
、
不
変
な
る
神
を
、
可
変
的
な
も
の
と
し
て
信
じ
る
よ
う
な
こ
と
に
ま
き
こ
ま
れ
て
は
な

ら
な
い
の
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ぽ
、
私
自
身
が
私
の
求
め
て
い
る
も
の
（
悪
の
原
因
）
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
か
ら
。
こ
う
し
て

私
は
、
安
ん
じ
て
悪
の
原
因
を
探
し
求
め
ま
し
た
。
そ
し
て
か
の
マ
ニ
教
徒
達
が
言
っ
て
い
る
こ
と
が
真
理
で
な
い
こ
と
を
確
信
し
ま
し



（2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

た
」
神
を
絶
対
的
に
不
可
侵
な
る
も
の
と
な
し
、
そ
こ
に
お
い
て
如
何
に
否
定
的
な
る
も
の
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
問
わ
ね
ぽ
な
ら
な

い
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
悪
の
問
題
の
真
に
宗
教
的
な
探
究
の
場
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
お
い
て
悪
の
問
題
の
本
当

の困
難
さ
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
マ
ニ
教
は
、
或
る
意
味
で
そ
の
困
難
さ
を
知
る
が
故
に
、
こ
の
絶
対
の
場
で
探
究
す
る
こ
と
を
放

棄
し
た
の
で
あ
る
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
当
時
、
自
由
意
志
こ
そ
、
我
々
が
為
す
悪
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
説
を
聞
く
。
な
か
な
か
こ
の
説
を
理
解
し
え

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
段
々
に
こ
の
説
の
真
理
性
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
　
「
と
い
う
の
も
私
は
、
自
分
が
意
志
を
持
っ
て
い
る

の
は
、
自
分
が
生
き
て
い
る
の
と
同
じ
く
ら
い
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
の
を
知
り
、
あ
な
た
（
神
）
の
光
に
一
歩
近
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ

れ故
、
私
が
何
か
を
望
ん
だ
り
、
嫌
っ
た
り
す
る
場
合
、
私
以
外
の
も
の
が
望
ん
だ
り
、
嫌
っ
た
り
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
確
信
を
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

ち
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
意
志
の
う
ち
に
私
の
罪
の
原
因
が
あ
る
こ
と
に
次
第
に
気
づ
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
」
し
か
し
こ
こ
で
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

の困
難
さ
が
一
層
、
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
マ
ニ
教
が
そ
の
善
悪
の
二
元
論
的
世
界
観
を
た
て
ざ
る
を
え
な
い
最
後
の
理
由
が
明
瞭
に
浮

ぴあ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
「
し
か
し
私
は
再
び
問
い
ま
し
た
。
　
『
誰
が
私
を
造
っ
た
の
か
。
単
に
善
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
善
そ

のも
の
で
あ
り
給
う
私
の
神
で
は
な
い
か
。
す
る
と
私
が
悪
を
欲
し
、
善
を
欲
し
な
い
と
い
う
の
は
何
処
か
ら
生
じ
る
の
か
。
正
当
に
も

罰
を受
け
る
た
め
だ
と
い
う
の
か
。
誰
が
こ
ん
な
も
の
を
私
の
う
ち
に
据
え
つ
け
、
こ
の
苦
き
木
を
私
の
う
ち
に
差
し
入
れ
た
の
か
。
私

の全
て
は
、
優
し
さ
の
き
わ
み
た
る
私
の
神
よ
り
生
じ
た
と
い
う
の
に
。
悪
魔
が
な
し
た
と
い
う
な
ら
、
こ
の
悪
魔
自
身
は
何
処
か
ら
生

じ
た
の
か
。
と
い
う
の
も
こ
の
悪
魔
も
、
歪
め
る
意
志
に
よ
っ
て
、
善
き
天
使
で
あ
っ
た
も
の
が
悪
魔
に
な
っ
た
と
い
う
な
ら
、
こ
の
悪

魔
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
悪
魔
に
な
っ
た
と
い
う
悪
の
意
志
そ
の
も
の
は
何
処
か
ら
生
じ
た
の
か
、
全
て
の
天
使
は
、
最
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

善
き
創
造
者
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
と
い
う
の
に
」

　
　
絶
対
の
相
の
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に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
悪
の
問
題
は
、
そ
の
起
源
が
、
自
由
意
志
に
あ
る
こ
と
を
発
見
し
て
解
決
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

こ
こ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
自
由
意
志
が
悪
の
源
だ
と
し
て
も
、
何
故
こ
の
自
由
意
志
が
存
す
る
の
か
、
こ
の
悪
の
源
な
る
も
の
と
、

全
て

を

支
配
する
全
能
の
神
と
は
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
。
全
て
が
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
結
局
、
悪
は
神
に
よ
っ
て

造ら
れ
た
こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
。
マ
ニ
教
は
こ
の
困
難
さ
に
直
面
し
て
引
き
返
し
た
と
も
言
え
よ
う
。
善
な
る
神
に
悪
の
原
因
を
帰

さ
な
い
た
め
、
叉
悪
の
現
実
性
も
徹
底
的
に
見
据
え
る
た
め
に
、
神
の
絶
対
性
を
放
棄
し
て
、
神
に
永
遠
に
対
立
す
る
悪
の
原
理
を
認
め

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
あ
く
ま
で
絶
対
的
な
る
神
を
信
じ
知
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
如
何
な
る
道
が
残
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
は
当
時
の
精
神
状
況
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
　
「
産
ま
ん
と
す
る
私
の
心
の
苦
悶
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
如
何

な
る
喘
ぎ
で
あ
っ
た
か
、
私
の
神
よ
。
し
か
も
そ
こ
に
、
私
は
知
ら
な
か
っ
た
が
、
あ
な
た
の
耳
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
私
が
、
沈

黙
の
う
ち
に
倦
ま
ず
探
究
し
て
い
た
時
、
あ
な
た
の
憐
れ
み
を
求
め
る
大
声
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
私
の
魂
の
黙
せ
る
苦
悶
が
で

す
。
私
が
ど
の
よ
う
な
苦
し
み
を
な
め
て
い
た
か
、
あ
な
た
は
御
存
知
で
し
た
。
た
と
え
人
間
の
う
ち
誰
一
人
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て

（
趾
）

も
。
」
こ
う
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
苦
悶
は
、
真
に
絶
対
の
相
の
下
に
立
と
う
と
す
る
も
の
の
苦
悶
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
茄
）

　
こ
の
よ
う
な
窮
境
の
中
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
あ
る
人
を
解
し
て
新
プ
ラ
ト
ソ
派
の
書
物
に
接
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
書
に

促
が
さ
れ
、
精
神
の
上
に
、
不
変
な
る
真
理
の
光
を
み
る
経
験
を
す
る
が
、
こ
の
経
験
が
、
悪
の
問
題
解
決
に
決
定
的
役
割
を
な
し
て
い

る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
　
「
そ
し
て
こ
れ
ら
の
書
に
よ
っ
て
私
自
身
に
帰
る
よ
う
に
促
が
さ
れ
、
あ
な
た
に
導
か
れ
、
私
の
内
奥
に
入
っ
て

行き
ま
し
た
。
そ
れ
が
で
き
た
の
は
、
あ
な
た
が
私
の
助
け
手
と
な
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
私
は
内
に
入
り
、
弱
い
も
の
で
あ
れ
私
の
魂
の

目
で
、
こ
の
私
の
魂
の
目
の
上
に
、
つ
ま
り
私
の
精
神
の
上
に
、
不
変
の
光
を
み
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
地
上
の
み
な
に
知
ら
れ
、
肉
の
眼

で
みら
れ
る
光
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
…
…
あ
れ
は
こ
う
し
た
も
の
で
は
な
く
、
洌
の
、
こ
れ
ら
全
て
と
は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
し
た
。



ま
た
私
の
精
神
の
上
に
あ
っ
た
と
い
う
の
も
、
油
が
水
の
上
に
あ
り
、
天
が
地
の
上
に
あ
る
と
い
う
の
と
は
違
い
ま
す
。
こ
の
光
が
上
に

あ
る
の
は
、
こ
の
光
こ
そ
、
私
を
造
っ
た
も
の
で
あ
り
、
私
が
下
に
あ
る
の
は
、
私
が
こ
の
光
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
真
理
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

知る
も
の
は
、
こ
の
光
を
知
る
の
で
あ
り
、
こ
の
光
を
知
る
も
の
は
、
永
遠
を
知
る
の
で
す
。
愛
が
そ
れ
を
知
る
の
で
す
。
L

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
こ
の
経
験
で
み
た
不
変
の
光
は
、
こ
の
世
の
光
で
は
な
く
、
真
理
の
光
で
あ
り
、
こ
れ
は
又
、
創
造
的
な
真
理
の

光
で
あ
る
。
．
こ
の
光
の
も
と
で
他
の
存
在
物
を
み
る
と
、
そ
れ
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
在
り
方
と
は
異
っ
て
み
え
て
く
る
。
「
そ
し
て
私
は
、

他
のも
の
を
あ
な
た
の
下
に
観
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
、
ま
っ
た
く
存
在
す
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
の
で
も

な

い
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
あ
な
た
に
よ
っ
て
あ
る
故
に
確
か
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
あ
な
た
が
そ
う

であ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
存
在
し
て
い
る
と
も
言
え
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
不
変
に
と
ど
ま
る
も
の
こ
そ
が
、
真
に
存
在
し
て
い

　
　
　
　
　
（
即
）

る
の
で
す
か
ら
。
し
事
物
は
、
ま
っ
た
く
存
在
す
る
の
で
も
な
く
、
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
の
で
も
な
い
と
い
う
中
間
的
な
も
の
と
さ
れ

る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
善
と
い
う
観
点
か
ら
み
ら
れ
て
ゆ
く
。
壊
敗
す
る
も
の
も
、
善
き
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
壊
敗
し
う
る
の
で
あ

る
。
壊
敗
と
は
、
善
が
奪
わ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
。
　
「
そ
れ
故
も
し
、
全
て
の
善
が
奪
わ
れ
る
な
ら
、
ま
っ
た
く
存
在
し
な
く
な

り
ま
ず
。
そ
れ
故
事
物
は
、
存
在
し
て
い
る
限
り
善
い
の
で
す
。
そ
れ
故
存
在
す
る
も
の
は
何
で
あ
れ
、
善
き
も
の
で
す
。
そ
し
て
私
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）
　
　
　
　
　
　
．

そ
れ
は
何
処
か
ら
と
探
ね
て
き
た
か
の
悪
は
、
実
体
で
は
な
い
の
で
す
。
と
い
う
の
も
実
体
で
あ
る
な
ら
、
善
き
も
の
で
す
か
ら
。
」
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
、
抽
象
的
な
、
善
で
も
悪
で
も
な
い
中
立
的
存
在
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
全
て
は
善
き
も
の
で
あ
る
が
故

に

存
在
する
の
で
あ
り
、
善
が
奪
わ
れ
る
な
ら
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
存
在
し
て
い
る
限
り
、
何
ら
か
の
善
な
る
も
の
に
よ
っ
て
存
在

する
の
で
あ
る
。
そ
し
て
悪
は
、
善
が
壊
敗
し
、
奪
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
故
、
実
体
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
は
、
全
体
の
秩
序
に
目
を
向
け
る
の
で
あ
る
。
　
「
そ
し
て
あ
な
た
に
と
っ
て
は
、
悪
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
あ
な
た
に
と
っ
て
だ
け
で
な

　
　
絶
対
の
相
の
下
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
八

く
、
あ
な
た
の
造
り
た
も
う
た
宇
宙
に
と
っ
て
も
存
在
し
ま
せ
ん
、
と
い
う
の
も
、
外
部
に
何
か
、
あ
な
た
が
据
え
た
秩
序
に
侵
入
し
、

破
壊
する
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し
こ
れ
ら
被
造
物
の
部
分
に
お
い
て
は
、
或
る
も
の
に
と
っ
て
、
他
の
或
る
も

の

は
調
和し
な
い
の
で
、
悪
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
で
す
が
こ
の
も
の
自
身
は
、
他
の
も
の
に
調
和
し
、
善
き
も
の
で
あ
り
、
自
己
自
身
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

お
い
て

善き
も
の
で
す
。
L

　し
か
し
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
こ
の
説
明
は
、
な
か
な
か
理
解
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
不
変
の
光
を
み
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ど
う

し
て
全
て
存
在
す
る
も
の
は
善
き
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
、
言
わ
ば
、
善
は
プ
ラ
ス
で
悪
は
マ
イ
ナ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

であ
っ
た
の
が
、
悪
は
善
の
欠
如
で
あ
る
と
さ
れ
、
ゼ
ロ
を
極
限
と
す
る
プ
ラ
ス
で
の
み
表
わ
さ
れ
る
よ
う
に
変
っ
て
い
る
。
こ
の
変
化

が単
に
こ
う
し
た
論
理
を
み
い
だ
し
た
こ
と
に
よ
る
と
す
る
な
ら
、
何
故
、
逆
に
善
を
悪
の
欠
如
と
み
な
し
て
、
マ
イ
ナ
ス
で
の
み
考
え

て

は
なら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
、
悪
は
善
の
欠
如
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
支
え
て
い
る
の
は
、

全
て
の
も
の
は
そ
の
存
在
を
善
に
負
う
て
い
る
と
い
う
、
善
の
絶
対
性
の
理
解
で
あ
る
。
こ
の
理
解
は
、
か
の
不
変
の
光
の
経
験
か
ら
、

如
何
に
導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
壊
敗
と
は
、
善
が
奪
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
善
が
、
物
量
の
よ
う
に
増
減
す

る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　こ
う
し
た
点
を
解
明
す
る
鍵
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
で
、
注
意
深
く
用
い
て
い
る
「
真
理
」
＜
Φ
蜂
器
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

いう
概
念
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
新
プ
ラ
ト
ソ
派
の
書
物
と
の
出
会
い
の
記
述
を
始
め
る
に
際
し
て
、
こ
れ
ら
の
書
物
の
う
ち
に
み
い
だ
し
た

も
の
と
、
み
い
だ
し
え
な
か
っ
た
も
の
を
対
照
さ
せ
て
い
る
。
彼
は
、
ヨ
ハ
ネ
伝
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
を
引
用
し
て
、
こ
れ
ら
の
書
物
の
う
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
（
3
2
）

に
『

究
極
的
原

理
のう
ち
に
貯
肩
冒
o
首
μ
o
言
葉
が
あ
っ
た
。
言
葉
は
、
神
の
も
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
言
葉
は
神
で
あ
っ
た
。
こ
の
言

．



葉
は
、
究
極
的
原
理
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
神
の
も
と
に
あ
っ
た
。
全
て
は
、
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
言
葉
な
し
に

は
、
何
も
造
ら
れ
な
か
っ
た
』
と
い
う
こ
と
を
読
ん
だ
と
い
う
。
　
（
彼
は
聖
書
の
言
葉
通
り
を
こ
れ
ら
の
書
に
み
い
だ
し
た
わ
け
で
は
な

いと
つ
け
足
す
こ
と
を
忘
れ
な
い
。
）
彼
が
新
プ
ラ
ト
ソ
派
の
書
物
に
み
い
だ
し
た
と
語
っ
て
い
る
の
は
、
言
葉
く
鶏
げ
β
日
が
神
と
等
し

いも
の
で
あ
り
く
賃
び
口
日
に
よ
っ
て
こ
の
世
が
造
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
書
物
か
ら
学
ん
だ
の
は
、
単
に
新

ら
し
い
精
神
的
神
理
解
と
い
う
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
永
遠
な
る
御
子
と
し
て
の
く
㊤
げ
口
旨
の
理
解
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

ス

の
三
一
神
理
解
に
よ
れ
ぽ
、
永
遠
の
御
子
と
は
、
「
真
理
」
な
の
で
あ
る
。
次
い
で
引
用
さ
れ
る
ピ
リ
ピ
書
二
章
六
節
以
下
に
お
い
て

も
、
こ
れ
ら
の
書
物
に
み
い
だ
し
た
の
は
、
父
と
等
し
い
御
子
に
つ
い
て
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
聖
書
の
箇
所
は
、
続
い
て

受
肉
の
思
想
、
僕
の
形
と
い
う
思
想
を
、
対
句
的
に
述
べ
て
お
り
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
、
新
プ
ラ
ト
ソ
派
の
書
物
に
み
い
だ
さ
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

っ

た
こ
れ
ら
の
思
想
を
顕
ら
か
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
箇
所
を
引
用
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
テ
キ

ス
ト
の
全
体
の
脈
絡
は
、
も
う
少
し
緊
密
に
、
御
子
四
真
理
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　我
々
は
も
う
少
し
詳
細
に
、
彼
が
こ
の
神
秘
的
経
験
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
て
み
よ
う
。
先
に
引
用
し
た
十
・
十
六
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

こ
ろ
で
は
、
精
神
の
上
と
い
う
の
が
空
間
的
な
意
味
で
は
な
い
と
い
う
。
オ
ー
コ
ネ
ル
の
功
み
な
指
摘
の
通
り
、
こ
こ
で
は
ま
ず
感
覚
的

表
象を
伴
っ
た
“
精
神
の
上
”
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
、
次
い
で
、
感
覚
的
、
空
間
的
表
象
が
否
定
さ
れ
る
。
水
の
上
の
油
、
地
の
上
の

天と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
感
覚
内
、
空
間
的
表
象
が
こ
の
理
解
か
ら
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

おけ
る
上
下
関
係
（
上
下
と
い
う
こ
と
に
は
空
間
的
表
象
は
ま
ぬ
か
れ
が
た
い
が
）
は
、
創
造
主
と
被
造
物
と
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
。

そ
し
て
こ
の
関
係
は
、
　
「
真
理
」
を
知
る
も
の
が
知
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
創
造
主
と
被
造
物
と
の
関

係
を次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
そ
し
て
私
は
他
の
も
の
を
な
が
め
、
そ
れ
ら
が
、
そ
の
存
在
を
あ
な
た
に
負
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し

　
　

絶対
の
相
の
下
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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八
〇

た
。
そ
し
て
、
全
て
は
あ
な
た
の
う
ち
で
、
か
く
か
く
の
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
空
間
の
う
ち
に
お
け
る
如
く
で
は
な

　
　
、
　
、
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

く
、
あ
な
た
が
手
で
、
つ
ま
り
真
理
で
、
全
て
を
麦
え
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
L
　
（
傍
点
筆
者
）
ア
ウ
グ
ス
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

イ
ヌ
ス
は
明
ら
か
に
、
被
造
物
の
創
造
者
へ
の
依
存
関
係
を
「
真
理
」
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

か
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
「

告白
」
第
七
巻
に
は
、
ク
ル
セ
ル
に
よ
れ
ぽ
、
同
一
と
思
わ
れ
る
神
秘
的
上
昇
経
験
が
、
三
度
に
わ
た
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
（
先

の

十五
・
二
一
も
独
立
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
四
度
で
あ
る
が
）
そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
各
々
に
お
い
て
ロ
マ
書
一
章
二
十
節
が

引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
そ
し
て
あ
な
た
は
、
彼
方
か
ら
叫
ば
れ
ま
し
た
。
　
『
い
や
私
は
、
在
り
て
在
る
者
で
あ
る
。
』
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

て私
は
、
心
で
聴
か
れ
る
よ
う
に
こ
れ
を
聴
き
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
つ
い
て
も
は
や
疑
い
の
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
真
理
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

存
在
する
こ
と
を
疑
う
よ
り
も
、
私
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
疑
う
方
が
や
さ
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
こ
の
真
理
は
『
造
ら
れ
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

の

を

通し
て
知
解
さ
れ
、
観
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
』
」
（
傍
点
筆
者
）
二
度
目
の
叙
述
に
お
い
て
は
二
度
引
用
さ
れ
て
い
る
。
不
変
の
光
に
耐

え
ら
れ
ず
、
日
常
性
に
も
ど
っ
た
と
語
り
、
次
の
よ
う
に
記
す
。
　
「
し
か
し
あ
な
た
の
記
憶
は
私
と
共
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
私
が
依

存
す
べ
き
方
が
存
在
す
る
こ
と
（
①
ω
ω
ρ
。
巳
8
冨
霧
o
器
ヨ
）
に
何
の
疑
い
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
…
…
私
に
は
『
あ
な
た
の
見
え
ざ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

本性
が
、
こ
の
世
の
創
造
こ
の
か
た
、
造
ら
れ
た
も
の
を
通
し
て
知
解
さ
れ
、
観
ら
れ
る
』
こ
と
は
確
実
で
し
た
。
」
「
そ
し
て
う
ち
震
え

る
ま
な
ざ
し
で
、
一
瞬
、
「
在
る
も
の
」
に
達
し
ま
し
た
。
そ
の
時
確
か
に
私
は
『
造
ら
れ
た
も
の
を
通
し
て
知
解
さ
れ
る
あ
な
た
の
見
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

ざ
る
本
性
』
を
観
た
の
で
す
。
し
か
し
ま
な
ざ
し
を
定
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
ず
、
は
じ
き
返
さ
れ
る
弱
き
者
で
し
た
。
」
二
十
・
二
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

では
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
を
要
約
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
当
時
、
か
の
。
フ
ラ
ト
ソ
派
の
書
物
を
読
み
、
非
物
体
的
な
真
理
を
求
め

る
よ
う
促
が
さ
れ
、
　
『
造
ら
れ
た
も
の
を
通
し
て
知
解
さ
れ
る
あ
な
た
の
見
え
ざ
る
本
性
』
を
観
た
が
、
は
じ
き
返
さ
れ
る
の
を
感
じ
ま



　
（
4
2
）

し
た
L
　
（
傍
占
描
筆
者
）

　
こ
れ
ら
の
箇
所
に
お
い
て
、
神
の
み
え
ざ
る
本
性
冒
丘
匹
寓
旨
㊤
U
且
が
、
真
理
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
こ
の
真
理
が
、
つ
く
ら
れ
た
も
の
を
通
し
て
知
解
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
経
験
は
、
不
変
の
光
を
瞬
時
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

観る
経
験
で
あ
っ
た
が
、
は
じ
き
返
さ
れ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
こ
の
光
が
、
み
え
る
も
の
に
お
い
て
現
臨
し
て
い
る
こ
と
を
知
る

の

であ
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
こ
の
照
明
白
広
巳
墨
9
は
、
感
覚
的
表
象
を
も
っ
て
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
、
こ
の
光
の
現
臨
は
、

真
理
の
現
臨
で
あ
る
。
我
々
が
、
見
え
る
も
の
に
お
い
て
、
そ
れ
は
こ
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
断
す
る
時
、
我
々
は
こ
の
不
変
の
光
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

照ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
光
は
、
判
断
機
能
の
補
助
な
の
で
は
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
人
は
こ
こ
に

お

い
て
、
事
物
の
在
り
様
に
関
し
て
、
根
本
的
な
観
方
の
変
換
を
、
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
が
感
覚
的
表
象
に
従
っ
て
思
考
す
る

時
、
事
物
は
、
空
間
の
場
に
あ
り
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
て
確
固
と
し
た
存
在
を
保
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
事
物
も
自
己
も
、
各
々
、

空間
的
場
に
支
え
ら
れ
、
自
立
し
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
悪
も
、
そ
う
し
た
空
間
に
場
を
占
め
る
も
の
と
し
て
実
体
化
さ
れ
、

悪
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
認
め
る
限
り
、
神
に
対
立
す
る
実
体
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
新
ら
し
い

観
方
から
す
れ
ば
、
事
物
は
、
空
間
に
場
を
占
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
す
る
と
い
う
の
で
な
く
、
真
理
に
支
え
ら
れ
て
始
め
て
存
在
す

る
の
で
あ
り
、
こ
の
手
に
支
え
ら
れ
な
い
限
り
無
に
落
ち
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
照
明
説
は
、
確
か
に
認
識
判
断
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

関
お
る
も
の
で
あ
り
感
覚
的
表
象
に
と
ら
わ
れ
て
何
か
神
秘
的
な
光
を
、
空
想
す
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
目
ざ

すと
こ
ろ
は
、
単
に
認
識
の
生
成
の
解
明
な
の
で
は
な
く
事
物
の
存
在
の
究
極
的
根
拠
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
光
は
我
々
が
、
無
な

の

で
はな
く
存
在
す
る
と
真
に
語
り
う
る
時
他
に
言
い
表
わ
し
よ
う
も
な
く
開
か
れ
た
、
存
在
の
根
拠
の
明
る
み
な
の
で
あ
る
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、
真
理
の
不
変
の
光
に
照
ら
さ
れ
、
悪
は
実
体
で
は
な
く
、
善
の
欠
如
で
あ
る
と
語
る
時
、
悪
に
対
す
る
観
方

　
　

絶対
の
相
の
下
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

二

だ
け
が変
っ
た
の
で
は
な
い
。
事
物
全
体
を
み
る
観
方
が
変
っ
た
の
で
あ
り
、
自
ら
の
、
存
在
に
対
す
る
根
本
的
態
度
が
変
っ
た
の
で
あ

る
。
事
物
は
空
間
の
う
ち
に
あ
る
が
故
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
永
遠
の
真
理
に
支
え
ら
れ
て
、
そ
の
限
り
で
の
み
存
在
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
真
理
に
対
立
す
る
も
の
は
あ
り
え
な
い
。
実
体
と
思
わ
れ
た
悪
は
、
こ
の
真
理
よ
り
の
離
反
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
壊
敗
で
あ

り
、
善
の
減
少
な
の
で
あ
る
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、
新
プ
ラ
ト
ソ
派
の
書
物
よ
り
学
ん
だ
の
は
、
こ
う
し
た
事
物
の
在
り
方
に
関
す
る
根
本
的
な
観
方
の
変
換
で

あ
る
。
叡
知
的
な
も
の
に
よ
っ
て
の
み
、
こ
の
感
性
的
世
界
は
存
在
す
る
と
す
る
新
プ
ラ
ト
ソ
派
の
世
界
観
で
あ
る
。
　
（
さ
ら
に
は
イ
デ

ア

の

分
有
論と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
）
そ
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
こ
の
受
容
、
新
プ
ラ
ト
ソ
主
義
の
彼
へ
の
影
響
は
、
割
り
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雌
）

き
な
く
受
け
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
ま
さ
に
こ
の
思
想
を
通
し
て
、
も
の
の
観
方
の
根
本
的
転
換
を
　
　
　
，

な
し
と
げ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
世
界
観
を
通
し
て
、
彼
は
、
絶
対
の
相
の
下
に
た
ど
り
つ
い
た
の
で
あ
る
。

　我
々
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
告
白
」
に
お
け
る
悪
の
問
題
の
解
決
の
基
本
的
構
図
を
え
た
。
我
々
は
こ
の
構
図
を
、
「
自
由
意
志
論
」

のう
ち
で
、
一
層
の
新
プ
ラ
ト
ソ
主
義
的
色
彩
の
も
と
に
み
い
だ
す
で
あ
ろ
う
。

⇔
　
「自
由
音
勘
志
論
」
に
お
け
る
悪
の
問
題

　
紀
元
三
八
八年
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
た
「
自
由
意
志
論
」
の
主
題
は
、
「
悪
は
何
処
か
ら
」
と
い
う
問
で
あ
り
、
冒
頭
の
エ
ヴ
ォ
デ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

ウ
ス
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
神
は
悪
の
造
り
主
か
と
の
問
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
も
み
た
よ
う
に
典
型
的
な
マ
ニ
教
的
問
で
あ
る
。
こ
の

間
の
も
つ
困
難
さ
は
、
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
　
「
し
か
し
我
々
は
、
存
在
す
る
全
て
の
も
の
が
、
唯
一
の
神
か
ら
出

て

い
る
こ
と
、
し
か
も
神
は
罪
の
造
り
主
で
は
な
い
こ
と
を
信
ず
る
。
し
か
し
次
の
よ
う
な
問
が
、
魂
を
動
揺
さ
せ
る
、
つ
ま
り
も
し
罪



が
、
神
の
造
り
た
も
う
魂
か
ら
生
じ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
か
の
魂
が
神
か
ら
出
た
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
罪
が
、
直
接
神
に
関
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

り
な
し
に
済
む
の
か
と
い
う
問
で
あ
る
。
L

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
修
辞
学
の
元
教
師
ら
し
く
、
　
「
悪
は
何
処
か
ら
」
と
い
う
問
に
、
　
「
悪
と
は
何
か
」
と
い
う
問
を
先
行
さ
せ

る
。
個
々
の
悪
、
姦
淫
や
殺
人
を
考
察
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
欲
情
冨
げ
崔
o
が
責
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
する
。
し
か
し
欲
情
な
し
に
も
殺
人
は
な
さ
れ
う
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
悪
し
き
も
の
を
殺
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ

で
、
時
代
と
状
況
に
よ
っ
て
変
化
す
る
市
民
法
と
、
不
変
の
永
遠
の
法
と
が
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
永
遠
の
法
に
よ
っ
て
、
全
て
は
正
し
く
，

も
、
最
も
秩
序
づ
け
ら
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
人
間
に
と
っ
て
何
が
最
も
秩
序
づ
け
ら
れ
た
在
り
方
か
が
問
わ
れ
る
。
そ
し
て

そ

れは
、
理
性
に
よ
っ
て
、
他
の
動
物
と
共
有
の
も
の
（
感
覚
的
な
も
の
）
を
支
配
す
る
在
り
方
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
精
神
よ
り

優
れ
たも
の
は
、
精
神
を
誘
惑
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
劣
っ
た
も
の
に
精
神
が
屈
す
る
こ
と
も
本
来
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

を

犯さ
せ
る
も
の
は
、
自
由
意
志
以
外
に
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
　
（
こ
の
後
、
魂
の
堕
落
の
説
を
用
い
ず
自
由
意
志
の
責
任
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

問
う
試
み
と
し
て
、
善
き
意
志
に
関
す
る
議
論
が
続
く
。
）
さ
ら
に
罪
と
は
、
永
遠
的
な
も
の
を
な
い
が
し
ろ
に
し
、
時
間
的
な
る
も
の

を
、
何
か
大
い
な
る
も
の
の
如
く
に
求
め
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　こ
の
よ
う
に
罪
の
原
因
が
、
自
由
意
志
に
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
問
題
が
終
っ
た
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
序
論
に
す
ぎ

な
い
。
さ
ら
に
困
難
な
問
題
が
続
く
の
で
あ
る
。
彼
は
第
一
巻
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
　
「
さ
て
こ
の
議
論

も
、
限
度
と
区
切
り
と
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
議
論
に
よ
っ
て
、
探
究
さ
る
べ
き
、
大
い
な
る
、
ま
た
深
く
隠
さ
れ
た
事
柄
の
、
い
わ
ば

ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

戸
口
が
叩
か
れ
た
と
、
君
も
信
じ
て
く
れ
る
と
思
う
。
神
に
導
か
れ
て
、
我
々
は
こ
う
し
た
事
柄
の
核
心
へ
到
ろ
う
と
し
始
め
た
の
だ
が
、

今
ま
で
の
議
論
と
、
こ
れ
に
続
く
議
論
の
間
に
は
ど
れ
ほ
ど
の
相
異
が
あ
る
か
、
こ
れ
か
ら
の
議
論
の
方
が
ど
れ
ほ
ど
優
れ
た
も
の
で
あ

　
　
絶
対
の
相
の
下
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
四

る
か
、
し
か
も
単
に
探
究
の
精
密
さ
の
故
ぼ
か
り
で
な
く
、
事
柄
の
大
い
さ
に
よ
っ
て
、
ま
た
真
理
の
明
ら
か
な
る
光
に
よ
っ
て
そ
う
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

あ
る
こ
と
を
、
君
も
き
っ
と
承
知
す
る
で
あ
ろ
う
。
L
（
傍
点
筆
者
）
。
こ
の
指
摘
は
、
先
に
み
た
「
告
白
」
第
七
巻
、
三
・
五
に
明
ら
か
に

対応
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
自
由
意
志
が
罪
の
源
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
よ
う
に
な
る
が
、
結
局
、
こ
の
意
志
の

責
任
が
神
に
帰
せ
ら
れ
る
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
を
前
に
し
て
、
心
の
う
ち
で
苦
悶
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
の
は
、
罪

の

原因
が
、
自
由
意
志
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
よ
り
、
ず
っ
と
困
難
で
あ
り
、
精
密
な
哲
学
的
探
究
と
、
明
ら
か
な
真
理
の

光
の
照
明
を
必
要
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
二
巻
に
お
け
る
探
究
の
計
画
を
次
の
よ
う
に
記
す
。
「
し
か
し
問

題
を

次
の
よ
う
な
順
序
に
従
っ
て
、
も
し
よ
け
れ
ば
探
究
し
よ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
神
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
明
白
で
あ
る

か
、
つ
い
で
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
れ
、
善
き
も
の
で
あ
る
限
り
、
神
に
よ
っ
て
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
、
最
後
に
、
自
由
な
る
意
志
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

善
き
も
の
の
う
ち
に
数
え
ら
れ
る
べ
き
か
。
し
そ
し
て
二
巻
の
大
半
を
費
や
し
て
な
さ
れ
る
神
の
存
在
の
論
証
は
、
「
告
白
」
の
上
昇
経
験

の

記述
と
対
応
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
ω
壱
冨
ヨ
留
8
日
と
は
如
何
な
る
こ
と
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

考察
は
、
単
に
存
在
す
る
も
の
か
ら
、
生
け
る
も
の
へ
、
そ
し
て
生
け
る
も
の
に
固
有
な
感
覚
へ
、
そ
し
て
五
感
か
ら
そ
れ
を
判
断
す
る

内
的
感
覚
へ
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
全
て
を
判
断
す
る
理
性
垣
9
へ
と
進
む
。
こ
こ
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
こ
の
理
性
よ
り
も
優
れ
た

も
の
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
れ
ば
、
神
が
存
在
す
る
こ
と
は
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
し
か
し
エ
ヴ
ォ
デ
ィ
ウ
ス
は
納
得
せ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

単
に
理
性
が
そ
れ
よ
り
も
劣
る
と
い
う
の
で
な
く
、
そ
れ
に
ま
さ
る
何
も
の
も
な
い
も
の
で
な
い
と
神
と
は
言
え
な
い
と
い
う
。
ア
ウ
グ

ス

テ

ィ
ヌ
ス
は
こ
れ
に
同
意
す
る
が
次
の
よ
う
に
つ
け
加
え
る
。
　
「
し
か
し
君
に
尋
ね
る
が
、
我
々
の
理
性
の
上
に
は
、
永
遠
で
不
変
な

る
も
の
し
か
な
い
こ
と
を
み
い
だ
す
な
ら
、
こ
れ
が
神
で
あ
る
と
言
う
の
を
躊
躇
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
…
…
理
性
が
、
何
ら
の
物
体
的
手

段
を用
い
ず
…
…
自
己
自
身
で
、
永
遠
で
不
変
な
る
も
の
を
認
識
し
、
同
時
に
自
己
自
身
が
よ
り
劣
る
こ
と
を
認
識
す
る
な
ら
、
そ
れ
が
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

自
ら
の
神
で
あ
る
こ
と
を
告
白
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
L
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
゜
・
巷
旨
壁
㌶
o
ロ
o
巳
（
「
告
白
」
で
は
゜
。
雫

℃冨
日
Φ
暮
臼
昌
）
と
は
存
在
の
涯
し
な
き
階
梯
の
中
途
の
一
つ
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
告
白
」
に
お
い
て
み
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
お
い

て
、
時
間
的
な
る
も
の
が
、
そ
の
存
在
を
永
遠
的
な
る
も
の
に
負
っ
て
い
る
そ
の
絶
対
の
依
存
性
が
み
え
て
く
る
場
な
の
で
あ
る
。
空
間

的
表
象よ
り
す
れ
ば
、
エ
ヴ
ォ
デ
ィ
ウ
ス
の
異
論
の
如
く
、
理
性
の
上
に
も
ま
だ
限
り
な
く
上
部
の
存
在
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
　
（
プ
ト
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

マイ
オ
ス
派
の
グ
ノ
：
シ
ス
神
話
の
目
く
る
め
く
如
き
存
在
の
階
梯
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
）
し
か
し
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
理

性
、
或
い
は
精
神
と
は
そ
の
よ
う
な
一
段
階
な
の
で
は
な
く
、
こ
の
理
性
の
上
に
あ
る
も
の
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
物
の
在
り
様
に

関
す
る
観
方
が
、
根
本
的
に
一
変
す
る
よ
う
な
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
の
如
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
°

　
以後
の
探
究
は
、
こ
う
し
た
理
性
の
上
に
あ
る
不
変
な
る
も
の
に
向
け
ら
れ
る
。
彼
は
、
集
会
の
書
、
七
章
二
六
節
の
「
私
は
知
恵
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

数
と
を
探
究
し
た
」
と
い
う
言
葉
を
導
き
の
糸
と
し
な
が
ら
、
こ
の
二
つ
の
も
の
を
不
変
的
な
る
も
の
と
し
て
探
究
し
て
ゆ
く
。
知
恵
と

は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
が
至
福
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
数
も
、
も
っ
と
も
卑
し
い
事
物
の
う
ち
に
も
み
い
だ
さ
れ
る
が
、
そ
の
原
型
は
、

叡
知
的
な
も
の
で
あ
り
、
知
恵
も
数
も
そ
の
源
に
お
い
て
一
つ
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
く
。
旨
臼
（
真
な
る
も
の
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

呼び
、
こ
れ
を
支
え
る
不
変
の
真
理
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
　
（
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
真
な
る
対
象
を
み
う
る
光
の
存
在
を
要
請

する
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
伝
統
に
よ
・
て
い
．
砧
）
そ
し
て
こ
の
真
理
と
魂
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
・
真
理
が
魂
に
劣
ぞ
い
る
な
ら
・

我
々
は
、
こ
れ
を
判
断
し
う
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
、
真
理
を
判
断
す
る
の
で
な
く
、
真
理
に
従
っ
て
判
断
す
る
の
で
あ
る
。

「と
い
う
の
も
誰
か
が
、
永
遠
的
な
も
の
は
時
間
的
な
も
の
よ
り
勝
れ
て
い
る
と
か
、
七
と
三
で
は
十
に
な
る
と
か
言
う
時
、
誰
も
、
そ

う
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
は
言
わ
ず
、
唯
、
そ
の
よ
う
で
あ
る
と
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
審
判
者
と
し
て
正
す
の
で
は
な
く
、
発
見
者
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

し
て
唯
喜
ぶ
の
で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う
に
判
断
の
源
と
し
て
の
真
理
は
、
我
々
を
根
源
的
に
越
え
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
絶
対
の
相
の
下
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五



　
　
　
　　
；
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
八
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

こ
の
゜
・
巷
冨
目
。
昌
8
旨
の
開
示
に
よ
っ
て
神
の
存
在
は
示
さ
れ
た
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
真
に
納
得
さ

れる
の
は
、
こ
の
判
断
に
お
け
る
魂
の
真
理
へ
の
従
属
関
係
が
、
単
に
認
識
の
基
礎
づ
け
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
こ
で
、
事
物
が
そ
の
存

在
を

根
源
的
に真
理
に
負
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
開
示
の
場
と
し
て
理
解
さ
れ
る
時
に
で
あ
ろ
う
。

　こ
の
よ
う
に
し
て
神
の
存
在
は
明
示
さ
れ
た
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
考
え
る
が
、
「
自
由
意
志
論
」
の
直
接
の
主
題
は
、
自
由
意
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

が善
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
宅
の
た
め
に
彼
は
、
次
に
、
全
て
善
き
も
の
は
、
神
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
ゆ
く
。
彼
は
変
化
す
る
事
物
を
考
察
す
る
。
　
「
君
の
目
に
入
る
如
何
な
る
変
化
す
る
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
数
の
形
相

ま
目
日
餌
に
よ
っ
て
保
た
れ
て
い
な
い
な
ら
、
物
体
的
感
覚
に
よ
る
に
せ
よ
、
魂
の
思
惟
に
よ
る
に
せ
よ
、
君
は
そ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
は

でき
な
い
。
こ
の
形
相
が
奪
わ
れ
る
な
ら
、
こ
の
も
の
は
無
に
帰
す
る
。
疑
っ
て
は
い
け
な
い
が
、
こ
う
し
た
可
変
的
事
物
が
、
滞
留
せ

ず
、
測
定
さ
れ
る
動
き
と
、
形
相
の
明
瞭
な
る
多
様
性
に
よ
っ
て
言
わ
ぽ
、
時
を
流
れ
る
詩
句
の
如
く
継
続
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
或
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

永遠
の
、
不
変
的
形
相
が
存
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」
　
「
存
在
す
る
も
の
は
全
て
、
形
相
を
ま
っ
た
く
奪
わ
れ
る
な
ら
、

何
も
の
で
も
な
く
な
る
。
形
相
そ
の
も
の
は
不
変
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
可
変
的
な
も
の
は
み
な
存
続
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
形
相
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

数
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
、
動
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
不
変
の
形
相
こ
そ
、
摂
理
剛
8
く
凱
①
暮
壁
な
の
で
あ
る
。
」

　
こ
の
よ
う
に
コ
自
由
意
志
論
L
に
お
い
て
は
、
存
在
が
善
で
あ
る
こ
と
は
、
存
在
す
る
も
の
が
、
何
ら
か
の
形
相
を
持
ち
、
こ
の
形
相

を

永遠
の
形
相
に
負
っ
て
い
る
こ
と
よ
り
、
遵
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
形
相
を
ま
っ
た
く
欠
く
な
ら
、
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ

り
、
形
相
を
も
つ
限
り
で
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
　
「
告
白
」
で
は
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
で
は
な
か
っ
た
被
造
物
の
造
物
主
に
対
す
る
関
係
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

こ
こ
で
は
あ
か
ら
さ
ま
に
、
形
相
の
分
有
関
係
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ジ
ル
ソ
ソ
も
指
摘
す
る
如
く
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
創
造

論
は
、
分
有
論
を
わ
か
ち
が
た
く
内
に
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
最
近
の
研
究
で
は
「
自
由
意
志
論
」
の
こ
の
部
分
（
十
六
・
四
四
以
降
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
腿
）

は
、
北
ア
ブ
リ
カ
に
帰
っ
て
か
ら
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
よ
り
少
し
以
前
に
書
か
れ
た
「
真
の
宗
教
に
つ
い
て
』
に
お
い

ても
同
様
の
形
相
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
い
て
悪
の
源
と
さ
れ
た
豊
唱
に
あ
た
る
無
形
相
的
質
料
日
甲

8
H
貯
言
ま
H
日
貯
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
「
そ
れ
故
た
と
え
世
界
が
、
或
る
無
形
相
的
質
料
か
ら
造
ら
れ
た
と
し
て
も
、

こ
の
も
の
自
身
が
、
無
か
ら
造
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
未
だ
形
相
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
何
ら
か
の
仕
方
で
、
形
相
づ
け
ら
れ

う
る
こ
と
を
開
始
し
た
も
の
は
、
神
の
恵
み
に
よ
っ
て
形
相
を
受
用
し
う
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
形
相
づ
け
ら
れ
て
あ
る
こ
と
は
善

い
こ
と
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
故
、
形
相
の
可
能
態
も
何
ら
か
の
善
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
形
相
を
与
え
た
も
う
た
全
て
の
善
の
創
造
主

は
、
形
相
の
可
能
性
も
創
造
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
存
在
す
る
も
の
は
、
存
在
す
る
限
り
、
そ
し
て
未
だ
存
在
し
て
い
な
い
も

の

は

存在
が
可
能
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
を
神
に
負
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
い
か
え
れ
ぽ
、
形
相
づ
け
ら
れ
た
も
の
は
、
形
相

づ
けら
れ
た
限
り
に
お
い
て
、
未
だ
形
相
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
形
相
が
可
能
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
を
神
に
負
う
の
で

　
（
6
5
）

あ
る
。
」
こ
の
よ
う
に
こ
の
期
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
、
存
在
は
形
相
と
い
う
観
点
か
ら
み
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
形
相
づ
け
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

れ
て

い
る
故
に
善
で
あ
り
、
そ
の
故
に
存
在
は
善
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
確
か
に
き
わ
め
て
新
プ
ラ
ト
ソ
主
義
的
な
思
想
で
あ
る
と
言
わ

ねば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
形
相
の
分
有
論
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
存
在
す
る
も
の
は
、
存
在
す
る
限
り
善
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ

゜

を支
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
マ
ニ
教
の
二
元
論
を
克
服
し
、
心
の
底
か
ら
、
神
を
全
能
の
絶

対者
と
し
て
認
め
え
た
の
で
あ
り
、
　
「
神
に
よ
り
す
が
る
こ
と
が
、
私
に
と
っ
て
善
き
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

想
の
核
心
で
あ
る
告
白
を
な
し
え
た
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
こ
の
分
有
論
に
よ
っ
て
、
彼
は
、
全
て
の
事
物
が
、
そ
し
て
と
り
わ
け
自
ら

が
、
そ
の
存
在
を
絶
対
的
に
神
に
負
っ
て
お
り
、
こ
の
絶
対
の
神
に
よ
り
す
が
ら
な
い
限
り
、
無
に
落
ち
て
ゆ
く
こ
と
を
知
解
団
暮
。
毎
－

σ
q霧
o
し
た
の
で
あ
る
か
ら
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
こ
の
巻
の
主
題
で
あ
る
、
自
由
意
志
も
善
き
も
の
で
あ
る
こ

　
　
　
絶対
の
相
の
下
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
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八
八

と
を
納
得
す
る
の
で
あ
る
。

㈲
　

「

秩
序論
」
に
お
け
る
悪
の
問
題

　
「

秩序
論
」
は
、
回
心
直
後
、
ミ
ラ
ノ
の
郊
外
の
カ
ツ
シ
キ
ア
ク
ム
で
書
か
れ
た
対
話
篇
で
あ
る
。
こ
の
書
の
主
題
は
、
序
論
に
記
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

れ
て

いる
よ
う
に
、
神
が
人
間
を
配
慮
し
給
う
と
い
う
信
仰
と
、
こ
の
世
に
お
け
る
邪
曲
娼
臼
ぐ
。
邑
富
ω
と
の
間
の
矛
盾
で
あ
る
。
そ
の

解
決と
し
て
、
神
の
摂
理
は
、
こ
の
最
下
層
の
世
界
に
は
と
ど
か
な
い
と
す
る
考
え
か
、
或
い
は
全
て
の
悪
も
、
神
の
意
志
よ
り
出
て
い

る
と
す
る
考
え
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
斥
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
問
題
の
困
難
さ
は
、
悪
の
現
実
性
を
真
摯
に
受
け
と
め
る
限
り
、
前

者
を

否
定
する
な
ら
、
よ
り
悪
し
き
後
者
が
帰
結
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
書
の
議
論
は
、
或
る
夜
、
せ
せ
ら
ぎ
の
音
が
常
な
ら
ぬ

こ
と
に
気
づ
い
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
、
リ
ケ
ソ
テ
ィ
ウ
ス
が
、
流
れ
に
木
の
葉
が
落
ち
て
つ
ま
る
た
め
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
こ
と

　
　
　
　
（
6
9
）

から
始
ま
る
。
議
論
は
、
こ
の
世
界
に
起
る
全
て
が
原
因
を
有
し
、
秩
序
な
し
に
は
何
も
生
じ
な
い
と
い
う
説
を
リ
ケ
ソ
テ
ィ
ウ
ス
が
擁

護
し
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
異
論
を
唱
え
る
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
る
。
問
題
は
、
秩
序
と
悪
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
リ
ケ
ソ
テ
ィ

ウ
ス
は
、
悪
も
秩
序
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
と
主
張
し
、
つ
い
に
は
善
ば
か
り
で
は
秩
序
は
必
要
で
な
く
、
悪
が
存
す
る
故
に
秩
序
が
存
す

る
の
で
あ
る
と
い
う
。
秩
序
の
内
な
る
悪
と
い
う
問
題
は
、
神
と
共
に
あ
る
と
ば
如
何
な
る
こ
と
か
と
い
う
、
神
の
普
遍
現
臨
性
o
目
巳
・

肩
Φ
器
諺
の
問
題
と
し
て
探
究
さ
れ
、
愚
か
な
る
も
の
が
な
す
こ
と
も
秩
序
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
か
と
い
う
悪
の
問
題
の
ア
ポ
リ
ア
に
ぜ

ま
る
問
に
至
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ト
リ
ゲ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
そ
れ
自
身
は
混
乱
し
て
い
て
も
全
て
は
、
神
の
摂
理
に
支
配
さ
れ
て
お
り
、
秩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
7
）

序
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
語
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
こ
れ
に
賛
同
し
、
我
々
に
嫌
に
み
え
る
こ
と
も
、
各
々
適
わ
し
い
固
有
の
場
を
有

し
て
い
る
と
述
べ
、
首
切
り
役
人
や
、
娼
婦
が
社
会
の
う
ち
で
占
め
る
必
要
な
役
割
り
や
、
詩
歌
に
お
け
る
破
格
が
丈
全
体
に
与
え
る
効



　
　
　
　
　
　
（
7
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

果
の
例
を
あ
げ
る
。
多
く
の
研
究
者
達
が
、
「
秩
序
論
」
に
お
い
て
到
達
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
悪
の
問
題
の
解
決
は
、
こ
の
き
わ

め
て

審
美
的
な

解決
、
全
宇
宙
的
視
点
の
獲
得
に
あ
る
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
解
決
の
一
面
で
し
か
な
く
、
問
題
の
核
心
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

さ
ら
に
奥
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
彼
は
よ
く
知
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
我
々
に
は
ま
っ
た
く
秩
序
が
な
い
よ

う
に
み
え
る
こ
の
世
界
も
、
真
に
も
の
を
観
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
に
は
、
神
の
摂
理
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
こ
そ
問
題
は
一
層
尖
鋭
化
さ
れ
る
。
全
て
が
秩
序
に
服
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
、

そう
で
あ
る
な
ら
、
悪
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
秩
序
に
適
っ
た
こ
と
な
の
か
、
全
体
が
一
層
秩
序
に
適
っ
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
、

悪も
必
要
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
結
局
、
神
が
悪
を
造
っ
た
の
か
と
い
う
問
が
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
既
に
あ
る
悪
が
秩
序

のう
ち
に
あ
る
と
い
う
議
論
と
、
悪
の
生
成
の
問
題
と
は
別
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
問
題
の
ア
ポ
リ
ア
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め

る
。
　
「
悪
が
秩
序
の
外
で
生
れ
た
と
い
う
こ
と
を
君
が
認
め
る
な
ら
、
秩
序
の
外
で
も
何
か
が
生
じ
う
る
と
告
白
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

…
…
も
し
そ
れ
を
認
め
な
い
な
ら
、
神
の
秩
序
に
よ
っ
て
悪
は
生
れ
た
よ
う
に
み
え
始
め
、
悪
の
創
造
者
は
神
で
あ
る
と
、
君
は
告
白
す

　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
」
こ
の
よ
う
な
形
で
提
出
さ
れ
た
問
題
は
、
「
告
白
」
七
章
六
節
で
提
出
さ
れ
た
、
悪
の
究
極
的
な
源
は
神
で
は
な
い

かと
い
う
問
と
同
じ
で
あ
り
、
　
「
自
由
意
志
論
」
一
巻
の
終
り
で
認
め
た
、
次
に
来
る
問
題
の
困
難
さ
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

　
こ
こ
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
各
々
が
誠
実
に
求
め
な
が
ら
探
究
の
秩
序
ρ
口
器
話
口
岳
o
巳
o
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
議
論

は中
断
さ
れ
、
以
後
学
知
の
秩
序
が
述
べ
ら
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
中
断
の
故
に
研
究
者
の
多
く
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
、
未
だ
こ
の

問
題
に
真
の
解
決
を
み
い
だ
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
皮
相
な
観
方
の
よ
う
に
思
え
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
自
ら
の
問
題
の
困
難
さ
を
よ
く
心
得
て
お
り
、
人
々
の
窮
境
の
原
因
が
何
処
に
あ
る
か
を
よ
く
見
抜
い
て
お
り
、

探
究
する
も
の
が
ど
の
よ
う
な
順
序
を
ふ
ま
え
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
学
知
の
秩
序
に
お
い
て
、
諄
々
と
説
く
。
自
ら
も
同
じ
ア
ポ
リ
ア
を

　
　

絶対
の
相
の
下
に
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九
〇

脱し
て
い
な
い
も
の
に
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
問
題
の
ア
ポ
リ
ア
を
解
こ
う
と
す
る
も
の
は
、
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

よ
う
な
こ
と
を
知
ら
な
い
限
り
迷
う
と
い
う
。
「
無
と
は
何
か
、
非
形
相
的
質
料
と
は
何
か
、
魂
を
欠
い
て
形
相
づ
け
ら
れ
る
と
は
何
か
、

物
体と
は
何
か
、
物
体
に
お
け
る
形
姿
。
。
需
9
。
・
。
と
は
何
か
、
場
所
と
は
、
時
間
と
は
何
か
、
場
所
の
う
ち
に
、
時
間
の
う
ち
に
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

は何
か
、
場
所
に
従
っ
て
の
運
動
と
は
何
か
。
」
こ
れ
ら
は
、
我
々
が
通
常
存
在
と
し
て
考
え
て
い
る
感
覚
的
事
物
の
存
在
様
態
を
考
え

る
た
め
の
思
考
装
置
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
求
め
る
の
は
、
こ
う
し
た
感
覚
的
事
物
の
存
在
様
態
を
唯
一
の
も
の
と
み

な
し
、
そ
こ
か
ら
し
か
存
在
が
把
え
え
な
い
思
考
様
式
か
ら
の
脱
出
で
あ
る
。
彼
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
知
識
を
要
求
す
る
。
　
「
場
所
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

よ
ら
な
い
運
動
と
は
何
か
、
静
止
せ
る
運
動
と
は
何
か
、
永
遠
と
は
何
で
あ
る
か
、
場
所
の
う
ち
に
な
く
し
か
も
何
処
に
も
な
い
の
で
は

な
い
と
は
何
か
、
時
の
外
に
あ
り
恒
久
で
あ
る
と
は
何
か
、
何
処
に
も
な
く
、
し
か
も
決
し
て
無
い
の
で
は
な
い
と
は
如
何
な
る
こ
と

浦
四
」
三
に
述
べ
ら
れ
た
知
識
は
自
響
学
的
知
識
と
夏
よ
論
“
こ
れ
は
決
し
て
単
な
る
教
養
で
は
な
い
・
そ
う
で
は
な
く
・
事
物

の

存
在
様態
の
根
本
的
把
握
の
問
題
で
あ
り
、
極
限
に
ま
で
つ
き
つ
め
ら
れ
た
実
体
的
な
悪
の
把
え
方
を
打
破
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
実
体
的
な
悪
の
把
え
方
が
、
結
局
、
感
覚
的
な
事
物
の
把
え
方
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
を
、
こ
の
当
時
す
で
に

認識
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
箇
所
か
ら
窺
い
え
よ
う
。
彼
は
、
悪
の
問
題
解
決
の
た
め
の
学
知
の
秩
序
を
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
。

「
こ
れ
が
知
恵
に
至
る
学
知
の
秩
序
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
各
自
は
、
事
物
の
秩
序
を
理
解
す
る
の
に
、
つ
ま
り
二
つ
の
世
界
と
宇
宙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

の

父と
を
認
識
す
る
の
に
適
わ
し
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
」
こ
こ
で
は
こ
の
学
知
の
秩
序
の
目
的
が
、
二
つ
の
世
界
と
宇
宙
の
父
の

理解
に
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
世
界
観
（
明
ら
か
に
新
プ
ラ
ト
ソ
主
義
的
で
あ
る
）
が
ど
の
よ
う
に
彼
の
悪
の
問
題
解
決
に

役立
っ
て
い
る
の
か
を
み
る
た
め
に
、
彼
が
当
時
抱
い
て
い
た
二
世
界
論
を
み
て
み
ょ
う
。
　
「
ア
カ
デ
、
ミ
ア
派
論
駁
」
二
巻
十
七
．
三
七

に
お
い
て

は
こ
の
思
想
は
プ
ラ
ト
ソ
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
。
　
「
プ
ラ
ト
ソ
は
二
つ
の
世
界
が
あ
る
と
考
え
た
、
一
つ
は
叡
知
的
世
界
で
あ



り
、
そ
の
う
ち
に
は
真
理
そ
の
も
の
が
住
し
て
い
る
。
他
の
一
つ
は
感
覚
的
世
界
で
あ
り
、
こ
れ
を
我
々
は
視
覚
、
触
覚
に
よ
っ
て
感
ず

る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
故
前
者
は
、
真
な
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
真
な
る
も
の
に
似
た
も
の
で
あ
り
、
真
な
る
も
の
の
似
像
と

し
て
造
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
L
彼
は
こ
の
思
想
を
、
ソ
リ
ロ
キ
ア
の
第
二
巻
で
、
一
層
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
真
理
と
は
何
か
と
い

う
問
を
め
ぐ
り
、
物
体
的
な
る
も
の
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
私
は
考
え
る
が
、
物
体
は
或
る
種
の
形
相
ま
H
日
㊤
と
形
姿
ω
℃
？

9＄
に
ょ
っ
て
保
た
れ
て
い
る
。
物
体
が
も
し
、
こ
れ
ら
を
も
た
な
い
な
ら
、
物
体
で
は
な
く
、
真
な
る
形
相
を
も
っ
て
い
る
な
ら
、
魂

　
　
　
（
8
2
）

であ
ろ
う
。
…
…
物
体
的
形
体
は
、
あ
た
か
も
叡
知
的
事
物
に
至
ろ
う
と
努
め
て
い
る
如
く
み
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
何
か
し
ら
真
理
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

模
倣
を

所持
し
て
い
る
…
…
」
こ
こ
で
彼
は
、
物
体
的
な
る
も
の
が
、
ま
H
日
餌
と
帽
0
9
①
゜
・
を
何
ら
か
の
意
味
で
持
つ
が
故
に
存
在
し
、

こ
れ
が
な
け
れ
ぽ
物
体
で
な
い
と
の
分
有
論
を
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
に
と
っ
て
、
こ
の
感
覚
的
世
界
は
、
そ
の
存
在
を
徹
底
的
に
叡

知
的

世界
に
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
新
プ
ラ
ト
ソ
主
義
の
二
世
界
論
、
分
有
論
よ
り
得
た
認
識
と
は
、
す
で
に

述
べ
た
如
く
、
我
々
が
感
覚
で
把
え
る
事
物
は
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
確
固
と
し
た
実
在
性
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
空
間
的
場
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
磁
）

に
よ
っ
て
真
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
も
な
く
、
永
遠
の
ま
H
日
騨
。
を
模
倣
し
、
そ
れ
に
与
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
を
保
っ
て
い
る
の

であ
り
、
悪
と
は
こ
の
ま
H
日
拶
を
奪
わ
れ
、
h
o
H
日
餌
か
ら
離
反
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
は
実
体
で
は
な
い
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

こ
の
認
識
に
ょ
っ
て
始
め
て
彼
は
、
善
と
悪
と
が
相
対
立
す
る
と
い
う
マ
ニ
教
の
つ
き
つ
め
ら
れ
た
二
元
論
よ
り
脱
し
た
の
で
あ
る
。
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

が

語る
叡
知
的
世
界
は
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決
し
て
グ
ノ
ー
シ
ス
に
お
け
る
如
く
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幾
相
に
も
重
な
り
あ
っ
た
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的
表
象
に
よ
る
天
界
で
は
な
く
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全
て

のも
の
が
そ
の
存
在
を
絶
対
的
に
負
う
、
そ
の
絶
対
依
存
性
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
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よ
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ィ
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ど
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つ
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あ
り
、
今
始
め
て
真
に
宗
教
的
な
探
究
の
生
の
端
緒
に
つ
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
絶
対
の

相
の
も
と
で
始
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ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
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意
志
が
罪
の
源
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
真
に
理
解
し
始
め
る
。
こ
の
理
解
の
深
化
の
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過
程
が
「

秩序
論
」
か
ら
「
告
白
」
に
至
る
過
程
で
あ
る
。
悪
は
実
体
で
は
な
く
、
形
相
の
欠
如
で
あ
る
と
さ
れ
、
事
物
の
秩
序
が
、
永

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
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遠
の
形
相
へ
の
模
倣
幽
巳
鼻
団
。
（
後
に
は
8
ロ
＜
㊤
゜
。
印
。
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
人
間
的
悪
で
あ
る
罪
は
、
永
遠
の
形
相
へ
の
背
反
、
離

反塁
鶏
匹
o
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
ゆ
く
。
し
か
し
こ
の
離
反
の
運
動
の
原
因
は
何
処
に
あ
る
の
か
、
こ
の
最
後
の
謎
め
い
た
問
が
残
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
「
自
由
意
志
論
」
の
二
巻
の
終
り
で
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
　
「
こ
の
よ
う
に
問
う
君
に
対
し
て
、

私
は
知ら
な
い
と
答
え
る
な
ら
、
君
は
一
層
悲
し
む
で
あ
ろ
う
。
だ
が
私
は
正
し
い
答
え
を
し
た
と
言
え
よ
う
。
何
故
な
ら
無
で
あ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
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の

を

知る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
」
（
傍
点
筆
者
）
こ
こ
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
機
械
的
、
自
然
的
な
因
果
関
係
の
思
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
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の枠
よ
り
出
ざ
る
を
え
な
い
。
外
か
ら
の
如
何
な
る
原
因
も
な
く
な
さ
れ
る
精
神
の
運
動
と
し
て
の
自
由
の
謎
め
い
た
姿
が
、
ま
ぶ
し
く

顕
わ
れ
てく
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
神
へ
向
う
8
口
く
臼
臨
o
の
運
動
の
真
の
姿
も
露
わ
と
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
ま
た
外
か
ら
の
何
の
原
因

も
な
し
に
、
自
由
に
不
自
由
に
な
っ
て
い
る
故
に
、
自
己
自
身
か
ら
は
自
由
に
な
り
え
な
い
人
間
の
恐
ろ
し
い
罪
の
現
実
性
も
次
第
に
明

ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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討
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ス
の
意
図
に
関
し
て
、
深
い
洞
察
を
示
し
た
の
は
P
・
ア
ソ
リ
で
あ
る
。
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⑦
H
L
『
ド
図
゜
O
讐
O
o
昌
ロ
昌
o
戸
P
p
°
O
°
匂
や
H
O
－
b
コ
c
o
諺
゜
ω
o
＝
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切
゜
O
、
O
o
ロ
ロ
o
戸
僧
゜
P
O
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①
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ロ
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ω
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昌
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り
や
O
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①
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プ
ロ
テ
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ス
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エ
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ネ
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デ
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亘
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口
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o
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蝸
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H
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°
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思
わ
れ
る
の
は
、
H
．
ρ
＜
°
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で
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り
、
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°
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＜
H
°
　
　
（
3
7
）
国
゜
O
、
8
ロ
ロ
Φ
ロ
”
m
°
p
O
‘
や
』
㊤
゜

Oも
可
能
性
が
あ
る
。
オ
ー
コ
ネ
ル
は
≦
°
阜
切
を
強
調
す
る
。
　
　
　
　
　
（
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8
）
国
O
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ロ
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8
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ρ
騨
P
O
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や
゜
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宅
占
O
S

（
2
6
）
　
跨
β
α
q
μ
o
n
自
ロ
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゜
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り
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O
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o
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゜
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ロ
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（
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9
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諺
口
σ
q
賃
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ロ
q
°
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O
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ロ
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o
ω
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o
ω
り
ぐ
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リ
ド
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（
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諺
信
α
q
臣
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O
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口
｛
o
ω
・
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器
ω
＜
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ド
・
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S
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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跨
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雅
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目
ω
り
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8
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Φ
ω
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ご
器
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＜
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ド
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・

（
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8
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¢
α
Q
償
o
。
ユ
ロ
β
o
。
り
O
o
ロ
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o
の
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自
凶
O
口
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o
・
＜
H
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り
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（
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跨
信
o
q
窃
臨
目
9
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口
剛
o
ω
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β
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＜
目
゜
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゜
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（
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9
）
諺
目
α
q
口
ω
菖
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ω
h
8
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①
゜
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ω
団
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≦
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弘
。
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μ
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（
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2
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跨
β
σ
q
口
゜
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菖
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㎝
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8
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。
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団
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①
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国
゜
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σ
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O
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ω
O
崩
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（
4
3
）
　
照
明
説
に
関
す
る
詳
細
な
論
究
は
他
の
機
会
に
ゆ
ず
り
た
い
。
国
゜

（
3
1
）
　
O
口
く
μ
O
婦
仙
信
幻
O
ざ
P
°
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O
壱
や
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蔭
ー
H
O
g
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．
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ロ
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出
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唱
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P
国
゜
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財
く
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け
”
目
p
山
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o
旨
営
o
餌
コ
σ
q
口
゜
ロ
け
団
o
ロ
目
o
山
①
　
　
（
5
1
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諺
β
σ
q
ロ
ω
臨
ロ
ロ
ρ
U
o
旨
げ
9
0
鎚
げ
博
霞
μ
o
目
゜
S
H
幽
゜

一
．日
ロ
巳
言
ぎ
戸
畠
碧
ω
”
菊
。
ぐ
口
Φ
山
。
M
臣
。
8
や
窪
ρ
守
ユ
ω
δ
。
。
ρ
　
（
5
2
）
跨
ロ
σ
q
窃
野
5
∪
巴
団
げ
。
8
胃
甑
け
同
団
。
H
H
”
①
μ
蔭
゜

　O
げ
費
ド
。
・
切
o
器
が
い
、
置
8
山
。
急
捧
ρ
℃
胃
一
ω
H
O
b
。
O
臼
゜
国
。
。
。
器
員
　
　
（
5
3
）
　
荒
井
献
「
原
始
キ
リ
ス
ト
教
と
グ
イ
シ
ス
主
義
」
一
四
一
頁
ー
↓

　諺
¢
碧
゜
。
二
窃
ζ
o
冨
唱
ξ
゜
。
畔
山
o
同
国
時
①
口
巨
巳
9
ω
』
O
占
0
9
い
Φ
達
o
ロ
　
　
　
五
五
頁
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O
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（
5
4
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b
償
σ
q
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ω
鼠
ロ
ロ
9
U
o
げ
ま
霞
o
費
ぼ
霞
団
o
H
H
’
°
。
。
b
。
蔭
゜

（
4
4
）
　
ク
ル
セ
ル
以
来
、
キ
リ
ス
ト
教
と
哲
学
を
綜
合
的
に
捉
え
る
観
方
　
　
　
（
5
5
）
　
諺
口
鴨
ω
島
口
口
9
U
巴
ま
0
3
母
び
陣
け
昌
o
H
H
”
μ
b
。
°
°
。
°
。
°

　
が

定着
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
影
響
を
受
け
る
ア
　
　
（
5
6
）
　
そ
の
淵
源
は
、
も
ち
ろ
ん
プ
ラ
ト
ソ
の
「
国
家
」
に
あ
る
。
曳
p
・

　ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
口
に
轡
を
か
け
る
よ
う
な
解
釈
に
な
っ
て
は
な
ら
　
　
　
8
鋭
℃
o
年
9
P
q
嵩
O

　
な

い

であ
ろ
う
。
そ
の
点
オ
ー
コ
ネ
ル
や
ロ
ワ
か
ら
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
　
　
（
5
7
）
誤
q
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臨
自
゜
。
噛
U
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弘
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蔭
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水
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照
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ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
形
而
上
学
研
究
」
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五
六
頁
ー
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σ
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ロ
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ま
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ど
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U
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劇
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）
　
し
か
し
神
の
存
在
論
証
が
、
全
て
の
も
の
が
そ
れ
に
絶
対
的
に
依
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諺
ロ
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ω
け
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。
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U
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ま
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0
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げ
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・
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O
』
ρ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
存
す
る
も
の
の
存
在
論
証
で
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
次
の
課
題
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半
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終

（
4
8
）
　
国
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O
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O
o
目
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＝
・
U
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犀
げ
霞
o
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げ
津
H
凶
o
H
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ω
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凶
。
凶
ω
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閃
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く
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器
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兄
て
い
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あ
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＆
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菖
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蔭
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膿
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o
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ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
摂
理
観
が
非
人
格
的
で
あ
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、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

切
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く
゜
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国
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σ
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ω
①
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そ
れ
は
、
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格
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で
あ
る
と
そ
の
相
異
を
述
ぺ
て
い
る
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国
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⊆
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憎
o
H
け
ω
〇
三
目
①
ド
唱
o
昌
雅
o
σ
q
N
8
函
ロ
o
無
ぽ
℃
①
ロ
器
o

（5
0
）
ぎ
σ
q
口
ω
臥
口
賃
ρ
U
o
匡
げ
o
H
o
胃
露
弦
P
H
H
°
°
。
°
『
ロ
ワ
に
よ
れ
ば
、
　
　
　
o
ゲ
泳
臨
①
ロ
ロ
ρ
や
H
b
。
b
。
占
O
ど
弓
母
団
ω
H
8
9
一
応
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の
よ
う
に
言
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よ
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　こ
の
箇
所
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、
最
後
の
仕
上
げ
の
時
に
付
加
し
　
　
　
が
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
あ
る
よ
う
な
摂
理
観
を
も
っ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

たも
の
で
あ
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う
と
い
う
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の
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の
研
究
に
よ
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ば
「
自
由
意
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節
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濃
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ら
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あ
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い
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れ
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テ
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テ
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ぼ
虞
即
U
o
o
a
ぼ
①
H
H
植
ミ
゜
献
9

（7
0
）
　
諺
償
碧
゜
・
ユ
自
9
U
o
o
巳
ぎ
o
H
H
輩
゜
H
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）
　
こ
う
し
た
考
え
も
新
プ
ラ
ト
ソ
主
義
に
負
う
考
え
で
、
我
々
に
は

（7
1
）
　
㌧
旨
α
q
島
岳
昌
島
”
U
Φ
o
同
象
ロ
o
H
H
”
吟
H
b
。
～
H
ω
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
じ
み
に
く
い
。

（
7
2
）
　
勺
゜
諺
鼠
胃
団
o
b
。
P
ρ
も
゜
ω
唖
刈
～
o
。
o
。
b
o
臼
・
切
o
鑓
鍔
o
P
U
o
ヨ
匹
雲
　
　
（
8
3
）
　
ぎ
σ
q
房
け
貯
信
ρ
ω
o
匡
o
ρ
巳
9
H
H
弘
◎
。
・
ω
b
コ



（8
4
）
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
確
実
に
読
ん
だ
と
思
わ
れ
る
エ
ネ
ア
デ
ス

　
一
・
六
に
は
分
有
を
表
わ
す
鳶
8
尋
段
き
竃
（
一
・
六
・
二
）
言
ミ
§
凝

　
恕
『
ミ
（
一
・
六
・
三
）
需
謡
ミ
専
セ
（
一
・
六
・
六
）
と
い
う
表
現
が
み

　ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
分
有
と
似
像
の
区
別
は
不
要
で
あ
ろ
う
。

（
8
5
）
　
諺
q
陰
ω
島
ロ
富
噛
U
o
α
q
o
ロ
o
°
。
博
餌
傷
年
8
旨
日
F
軽
゜
り
～
旨
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

（
8
6
）
　
諺
ロ
碧
の
臨
口
目
o
。
讐
U
o
冨
げ
o
鳳
o
舞
げ
凶
貯
団
o
H
H
”
b
⊃
O
°
α
蔭
゜
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー

　
ル
が
「
罪
は
罪
を
前
提
す
る
」
と
か
、
「
罪
は
飛
躍
に
よ
っ
て
こ
の
世

　
に
来
る
」
と
か
、
苦
し
い
説
明
を
す
る
の
も
、
こ
の
巳
げ
昌
の
謎
め
い

　
た
姿
に
面
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
国
冨
時
o
σ
q
器
巳
”
∪
臼
切
o
鴨
漆

　
山
震
諺
冨
σ
q
吻
計
ω
』
O
噛
U
口
ω
器
巳
o
拮
H
O
㎝
o
。
°

（8
7
）
　
こ
の
自
然
困
果
的
思
考
か
ら
の
脱
出
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

思想
を
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
自
然
哲
学
的
思
想
よ
り
、
真
に
区
別
す
る

も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
い
て
は
、

結局
、
魂
の
堕
落
も
宇
宙
の
必
然
的
秩
序
と
考
え
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

O
、
O
o
目
o
戸
ロ
゜
p
O
°
も
゜
H
①
O
l
H
。
。
。
。
°
こ
こ
に
我
々
は
、
田
辺
元
博
士

の言
う
ギ
リ
シ
ア
の
存
在
論
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
的
自
由
論
へ
の
移
行

を
目
の
あ
た
り
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
移
行
自
体
が
、
ア
ウ
グ
ス

テ
゜
イ
ヌ
ス
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
哲
学
を
徹
底
的
に
媒
介
せ
ず

に
はな
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
我
々
は
、
思
想
の
歴
史
と

いう
も
の
の
重
き
流
れ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
田
辺
元
「
哲

学
と
詩
と
宗
教
」
（
田
辺
元
全
集
第
十
三
巻
）
三
〇
七
頁
ー
三
三
二
頁
。

絶
対
の
相
の
下
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七


