
ア
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テ
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ヌ
ス
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時
間
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
の
対
比
に
お
い
て
ー

片
　
　
柳
　
　
栄
　
　
一

　
「

時間
意
識
の
分
析
に
伏
在
す
る
非
常
な
難
問
題
を
深
く
感
知
し
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
ほ
と
ん
ど
絶
望
的
な
ま
で
の
辛
苦
を
重
ね
た
最

初
の
人
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
で
あ
っ
た
。
『
告
白
』
第
二
巻
の
一
四
－
二
八
章
は
今
日
も
な
お
、
徹
底
的
に
時
間
問
題
と
取
り
組

むす
べ
て
の
人
々
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
学
識
を
誇
る
近
代
も
、
こ
れ
ら
の
事
柄
に
つ
い
て
は
、
真
剣
に
努
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

し
た
こ
の
大
思
想
家
を
遙
か
に
凌
ぐ
ほ
ど
の
研
究
を
成
し
遂
げ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
こ
れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
内
的
時
間
意
識

の

現
象学
」
の
序
文
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
賞
賛
の
言
葉
が
示
す
如
く
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
限
ら
ず
時
間
問
題
に
取
り
組
む
多
く
の
人
々
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
告
白
」
一
一
巻
を
問
題
に
し
て
い
る
。
し
か
し
フ
ッ
サ
ー
ル
が
一
一
巻
一
四
章
以
降
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、

多
く
の
人
々
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、
　
「
時
間
と
は
何
か
」
と
問
い
出
す
こ
の
章
以
降
で
あ
る
。
し
か
し

こ
う
し
た
問
が
何
故
提
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
つ
ま
り
こ
の
間
の
コ
ソ
テ
キ
ス
ト
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
限
り
、
ア
ウ
グ
ス

テ

ィ
ヌ
ス
の
時
間
論
の
真
意
は
、
全
的
に
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
告
白
」
＝
巻
は
創
世
記
一
章
一
節
「
始
め
に
神
は
天

と
地
と
を
創
造
さ
れ
た
」
と
い
う
句
の
解
釈
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
連
関
で
「
始
め
」
が
問
題
と
さ
れ
、
　
「
天
地
を
創
造
す
る
以
前
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

神
は
何
を
し
て
お
ら
れ
た
の
か
」
と
の
問
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
ま
さ
に
こ
の
間
に
答
え
る
べ
く
、
　
「
時
間
と
は
何
か
」
と
の
問
が
提
起
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一
三
六

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
永
遠
な
る
神
を
も
包
摂
す
る
よ
う
な
“
絶
対
”
の
時
間
を
否
定
し
、
被
造
物
と
共
に
始
ま
り
、
被
造
物
と
共
に
終
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

時間
、
そ
う
し
た
相
対
化
さ
れ
た
時
間
の
概
念
を
得
る
こ
と
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
意
図
な
の
で
あ
る
。
　
（
或
る
意
味
で
カ
ソ
ト
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

意図
に
類
似
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
ま
ず
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
ま
ず
し
た
よ
う
に
）
時
間
の
存
在
を
問
い
、
過
去
は
す
で
に
な
く
、
未
来
は
未
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

な
く
、
現
在
も
拡
が
り
を
も
た
な
い
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
に
面
す
る
。
そ
し
て
時
間
の
拡
が
り
を
、
精
神
の
拡
が
り
錘
ω
8
馨
ご
㊤
巳
日
陣

であ
る
と
す
る
。
過
去
と
は
、
過
去
に
つ
い
て
の
現
在
と
し
て
の
記
憶
で
あ
り
、
現
在
と
は
、
現
在
に
つ
い
て
の
現
在
と
し
て
の
直
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

8
暮
島
ξ
。
・
で
あ
り
、
未
来
と
は
、
未
来
に
つ
い
て
の
現
在
と
し
て
の
期
待
Φ
捲
①
9
9
。
臨
o
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
時
間
の
拡
が
り
が
、
こ
う

し
て
精
神
の
現
在
的
拡
が
り
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
こ
う
し
た
時
間
の
考
え
は
、
創
造
以
前
の
時
を
問
う
先
の
問
に
、
如
何
に
答
え
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
、

如
何
に
し
て
永
遠
に
対
し
て
時
が
相
対
化
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
の
小
論
は
、
こ
の
間
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ

　
　
　
（
9
）

と
に
な
る
。
そ
の
際
、
我
々
は
ま
ず
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
先
立
っ
て
、
時
間
の
問
題
を
詳
細
に
論
じ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
時
間
論
、

殊
に
彼
の
「
今
」
（
も
じ
の
分
析
を
取
り
あ
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
何
を
見
、
何
を
解
決
し
て
い
た
の
か
、
ア
ウ

グ

ス

テ

ィ
ヌ
ス
に
引
き
つ
が
れ
た
問
題
が
何
で
あ
っ
た
の
か
を
一
層
鮮
明
に
知
る
た
め
に
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
．

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
b

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
一
見
相
矛
盾
す
る
よ
う
に
み
え
る
二
つ
の
命
題
を
主
張
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
　
「
時
間
は
、
　
「
今
」
な
し
に
は
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

存
在
す
る
こ
と
も
、
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
…
…
L
、
ま
た
「
し
か
し
ま
た
、
時
間
が
な
け
れ
ぽ
、
「
今
」
も
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
「
今
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

がな
け
れ
ば
、
時
間
も
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
L
し
か
し
他
方
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
「
今
」
は
、
時
間
の
い
か

　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

な
る
部
分
で
も
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
す
る
ま
う
に
見
え
る
二
つ
の
命
題
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
時
間
論
の
う
ち
で
、
い
か
な

る
統
一
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　ま
ず
第
一
の
命
題
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
「
今
」
な
し
に
時
間
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
言
う
時
、
彼
が
考
え
て

いる
の
は
、
時
間
を
運
動
と
の
類
比
で
言
え
ば
、
運
動
が
、
運
動
体
な
し
に
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
に
対
応
す
る
事
態
で

　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
運
動
は
、
運
動
す
る
も
の
と
運
動
す
る
時
と
運
動
の
領
域
の
三
つ
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
が
、
運
動
そ
の
も
の
と
運

動体
と
は
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
運
動
に
お
け
る
運
動
体
に
対
応
す
る
も
の
が
、
時
間
に
お
け
る
「
今
」
で
あ
り
、
運
動
体
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

運動
の
前
と
後
を
分
け
る
よ
う
に
、
　
「
今
」
が
時
間
の
前
と
後
と
を
分
け
、
ま
た
前
と
後
と
を
つ
な
ぎ
も
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に

時
間
に
と
っ
て
「
今
」
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
が
、
運
動
そ
の
も
の
が
運
動
体
か
ら
区
別
さ
れ
、
運
動
体
そ
の
も
の
に
注
目
す
る
時
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

そ
こ
か
ら
運
動
は
把
え
え
な
い
如
く
「
今
」
そ
の
も
の
は
時
間
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
　
「
今
」
は
時
間
か
ら
区
別
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も
時
間
は
「
今
」
か
ら
構
成
さ
れ
、
成
り
立

っ

て

いる
の
で
は
な
く
、
　
「
今
」
は
時
間
の
い
か
な
る
部
分
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
　
「
今
」
は
点
の
如
き

　
　
　
　
　
（
1
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

も
の
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
幅
も
持
た
な
い
。
一
つ
の
線
の
部
分
は
点
で
は
な
く
、
二
つ
の
線
分
で
あ
る
よ
う
に
、
「
今
」
は
時
間
の
部

分
で
は
な
い
。
「
今
」
は
過
去
の
末
端
（
限
界
註
ミ
n
）
、
未
来
の
末
端
を
つ
な
ぐ
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
同
一

　
　
（
1
9
）

であ
り
、
不
可
分
割
的
で
あ
り
幅
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
。

　も
ち
ろ
ん
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
幅
の
あ
る
「
今
」
を
知
っ
て
い
る
。
「
今
」
に
近
い
時
間
が
「
今
」
と
言
わ
れ
、
「
今
」
と
の
関
係

　
　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
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間
論
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（
2
0
）

で
き
隷
（
或
る
時
、
い
つ
か
）
と
言
わ
れ
、
「
今
」
に
近
い
時
間
が
喬
唱
と
か
誉
§
な
ど
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
う
し
た

体験
さ
れ
る
心
理
的
な
現
在
を
派
生
的
、
二
義
的
な
も
の
と
考
え
、
思
惟
の
要
請
か
ら
な
さ
れ
る
、
言
わ
ば
抽
象
的
・
技
巧
的
な
「
今
」

を

厳密
な
「
今
」
の
概
念
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
今
」
の
概
念
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
形
成
し
た
背
景
に
は
、
ギ
リ

シ

ア

思
想

全体
の
遺
産
、
殊
に
エ
レ
ア
派
の
論
理
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
、
或
る
意
味
で
、

エ
レ

ア

派
が

磨き
あ
げ
た
論
理
の
刃
を
逆
手
に
と
っ
て
、
つ
ま
り
こ
う
し
た
「
今
」
の
概
念
を
一
層
尖
鋭
化
さ
ぜ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆

に
エ
レ

ア派
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
　
「
今
」
は
時
間
の
部
分
で
は
な
い
と
い
う
時
、
ま
さ
し
く
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、
エ
レ
ア
派
の
ゼ
ノ
ソ
の

逆
理
であ
る
。
有
名
な
飛
ぶ
矢
は
静
止
し
て
い
る
と
い
う
逆
理
は
、
移
動
す
る
も
の
は
、
そ
の
各
瞬
間
に
お
い
て
、
「
今
」
と
い
う
場
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

あ
り
、
事
物
は
自
ら
に
等
し
い
場
を
占
め
る
な
ら
静
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
故
、
飛
ぶ
矢
は
静
止
し
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

ス
ト
テ
レ
ス
も
或
る
地
点
ま
で
こ
の
論
理
に
同
意
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
「
今
」
に
お
い
て
は
運
動
は
あ
り
え
な
い
。
丁
度
運
動
に
お
い

て
、
運
動
体
に
だ
け
目
を
止
め
、
運
動
体
を
凝
視
し
よ
う
と
す
れ
ぽ
、
運
動
を
止
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
よ
う
に
「
今
」
に
お
い
て
運
動

を

把え
よ
う
と
す
れ
ぽ
、
運
動
は
停
止
し
て
し
ま
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
別
の
言
い
方
を
す
れ
ぽ
、
「
ど
の
「
今
」
に
お
い
て
も
、
転
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
）

需
ミ
曾
き
（
運
動
の
上
位
概
念
）
は
終
了
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
L
各
々
の
「
今
」
が
把
え
う
る
の
は
運
動
の
完
了
態
で
あ
っ
て
、

そ
の

進
行態
で
は
な
い
。
　
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
転
化
の
ど
の
段
階
を
と
っ
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
そ
の
最
初
の
も
の
で
は
な
い
と
言
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

時
も
、
同
じ
事
態
を
み
て
い
た
と
言
え
よ
う
）
こ
う
し
た
意
味
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
そ
の
限
り
で
、
飛
ぶ
矢
は
動
か
な
い
と
言
う
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
彼
は
、
ゼ
ノ
ソ
と
挟
を
別
つ
。
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
う
言
う
で
あ
ろ
う
。
「
ゼ
ノ
ソ
君
、
も
し
時
間
が

「今
」
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
な
ら
、
確
か
に
君
の
言
う
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
時
間
は
決
し
て
「
今
」
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の



はな
い
の
だ
L
と
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
エ
レ
ア
派
論
駁
は
こ
れ
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
。
或
る
意
味
で
「
自
然
学
」
全
体
が
、
エ
レ
ア
派
の
運
動
否
定
に

対
する
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
壮
大
な
巨
人
的
戦
い
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
意
図
は
、
彼
の
時

間

論
そ
のも
の
に
と
っ
て
も
根
本
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
自
然
学
」
の
中
で
、
運
動
を
幾
つ
か
の
衷
現
で
定
義
し
て
い
る
。
最
も
詳
細
な
も
の
は
直
訳
す
れ
ば
次
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
幻
）

に
な
る
。
　
「
可
能
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
け
る
可
能
的
な
も
の
の
完
全
現
実
態
轡
鴇
訣
×
①
ミ
が
運
動
で
あ
る
。
」
こ
の
定
義
は
、
普

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）

通
「

可能
的
な
る
も
の
の
現
実
化
し
と
解
さ
れ
る
。
D
・
ロ
ス
は
碧
言
巴
凶
鑓
仲
凶
o
昌
o
隔
爵
o
b
9
。
ロ
鉱
亀
器
窪
。
ず
と
言
い
、
リ
ュ
ー
ゲ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

ベ

ルク
は
く
臼
註
H
匡
ぎ
げ
巨
σ
q
山
8
切
。
≦
Φ
σ
q
げ
賃
①
戸
ω
o
h
o
旨
①
ω
げ
Φ
零
Φ
α
q
げ
餌
ユ
の
け
と
解
し
、
日
本
の
或
る
研
究
者
は
、
　
「
可
能
態
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

てあ
る
も
の
が
、
そ
の
当
の
可
能
性
の
線
に
沿
っ
て
、
そ
の
可
能
性
を
現
実
化
し
て
行
く
こ
と
」
と
解
す
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
解
釈
を

聞
い
て
何
か
脇
に
落
ち
な
い
の
は
、
丁
度
、
走
る
と
は
何
か
と
問
う
て
、
走
る
と
は
出
発
点
か
ら
終
着
点
に
至
る
こ
と
だ
と
答
え
ら
れ
て
、

首を
か
し
げ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
最
初
と
最
後
の
状
態
は
説
明
さ
れ
て
い
る
も
の
の
肝
心
の
間
が
抜
け
て
い
る
と
い
う
感
じ
で

　
（
3
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

あ
る
。
し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
は
、
運
動
が
可
能
態
で
も
、
現
実
態
で
も
な
い
と
語
り
、
こ
の
間
を
語
ろ
う
と
し
て
苦
闘
し
て
い

る
如
く
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
定
義
で
こ
の
間
を
ま
さ
に
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
彼
は
こ
の
定
義
の
中
で
例
と
し
て
青
銅
と
銅
像

　
　
　
　
　
（
3
3
）

をあ
げ
て
い
る
。
青
銅
の
う
ち
に
銅
像
を
み
る
時
、
銅
像
は
青
銅
の
う
ち
に
可
能
態
と
し
て
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
現
実
態
と
し
て
あ
る

の

は青
銅
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
銅
像
が
出
来
あ
が
れ
ば
、
銅
像
が
現
実
態
と
な
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
あ
ら

ゆ
る
と
こ
ろ
に
現
実
態
を
み
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
青
銅
に
お
い
て
は
、
青
銅
で
あ
る
こ
と
が
現
実
態
で
あ
り
、
銅
像
に
お

い
て
は
、
銅
像
で
あ
る
こ
と
が
現
実
態
で
あ
る
。
す
る
と
青
銅
か
ら
銅
像
が
で
き
る
過
程
に
お
け
る
現
実
態
は
何
な
の
か
、
そ
れ
に
対
し

　
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
一
四
〇

て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
そ
の
運
動
過
程
に
お
け
る
現
実
態
は
、
　
（
銅
像
の
）
可
能
態
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
可
能
態

の

現実
態
と
は
確
か
に
難
解
で
あ
り
、
言
葉
遊
び
の
よ
う
に
一
見
み
え
る
が
、
よ
く
考
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
事
態
は
確
か
に
あ
る
。
可
能

態

窃ミ
暑
・
二
ぎ
動
ミ
良
＆
a
は
潜
勢
態
と
も
言
わ
れ
る
が
、
潜
ん
で
い
る
も
の
が
、
ま
っ
た
く
潜
ん
で
い
る
の
で
も
な
く
、
ま
っ
た
く
現

わ
れ
て
し
ま
う
の
で
も
な
く
、
潜
ん
で
い
る
こ
と
が
現
わ
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
潜
ん
で
い
る
も
の
が
、
音
を
た
て
た
り
、
煙
を
あ
げ
た

り
し
て
、
潜
ん
で
い
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
現
わ
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
可
能
的
な
も
の
の
、
可
能
的
で
あ
る
限
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
錐
）

の

現実
態
」
と
言
っ
て
い
る
の
も
そ
の
よ
う
な
事
態
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

態
と
は
、
未
完
了
的
で
あ
り
、
不
完
全
さ
を
伴
っ
て
い
る
。
形
而
上
学
の
言
葉
で
言
え
ば
「
存
在
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
存
在
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

て

い
な

い
こ
と
も
許
さ
れ
、
ま
た
逆
に
、
存
在
し
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
存
在
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
。
あ
る
無
的
な
も
の
を

内
に
含
ん
だ
有
で
あ
る
。
そ
し
て
可
能
態
の
現
実
態
と
い
う
二
重
性
を
本
質
的
に
備
え
た
運
動
と
い
う
も
の
を
、
先
の
「
今
」
は
把
え
ら

れな
い
。
「
今
」
が
把
え
う
る
の
は
運
動
の
現
実
完
了
態
の
部
分
で
し
か
な
い
。
未
だ
完
了
し
て
い
な
い
も
の
が
す
で
に
現
わ
れ
て
い
る

と
い
う
運
動
の
全
体
の
う
ち
の
「
す
で
に
」
の
部
分
し
か
、
　
「
今
」
は
切
り
と
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
　
「
今
」
に
よ
っ
て
は
把
え
え
な
な
い
、
運
動
と
、
．
そ
の
数
と
し
て
の
時
間
を
、
連
続
的
な
も
の
q
ミ
o
×
恥
と
し

て

把
え
よ
う
と
す
る
。
彼
は
自
然
学
第
五
巻
三
章
で
、
二
つ
の
も
の
の
間
の
様
々
な
関
係
を
定
義
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
「
一
緒
に

§
決
」
と
は
、
直
接
的
に
（
第
一
義
的
に
）
一
つ
の
場
所
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
「
離
れ
て
×
e
b
蹄
」
と
は
、
異
な
っ
た
場
所
に
あ
る
も
の

であ
り
、
　
「
接
触
す
る
晋
鴇
亀
ミ
」
と
は
、
端
と
端
と
が
一
緒
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
継
続
的
伽
驚
＄
n
」
と
は
、

始
め
の
も
の
の
後
に
あ
っ
て
、
当
の
も
の
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
継
続
さ
れ
る
も
の
の
間
に
、
同
じ
類
の
も
の
が
介
在
し
て
い
な
い
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

あ
ヴ
、
　
「
接
続
的
伽
×
曾
匙
ミ
」
と
は
、
継
続
的
で
あ
っ
て
接
触
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
関
係
が
定
義
さ
れ
て
や
っ
と
連
続
的



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

な
も
の
亀
蒜
×
恥
が
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
は
接
続
的
な
も
の
の
一
種
で
、
接
続
す
る
も
の
が
接
触
す
る
そ
の
端
が
、
単
に
一
緒
に
あ
る
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

け
で
な
く
、
同
じ
一
つ
の
も
の
で
あ
る
揚
合
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
た
連
続
的
な
も
の
の
本
質
的
特
徴
は
、

可
分
割的
勲
ミ
も
・
ま
n
と
い
う
こ
と
で
あ
り
無
限
に
分
割
可
能
な
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
運
動
は
大
き
さ
に
対
応
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

時
間
は
運
動
に
対
応
す
る
⑤
さ
き
。
隷
S
。
そ
し
て
こ
の
対
応
関
係
を
保
た
せ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
み
な
連
続
的
だ
か
ら
で
あ
る
。

確
か
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
時
間
を
連
続
的
に
し
て
い
る
の
は
、
　
「
今
」
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
運
動
を
一
つ
に
し
て
い
る

の

が

運
動体
の
同
一
性
に
よ
る
の
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
あ
り
、
　
「
今
」
が
非
分
割
的
な
も
の
と
し
て
、
過
去
と
未
来
を
同
一
の
一
点
で

結
ん
で
い
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
非
分
割
的
な
「
今
」
に
お
い
て
は
動
き
は
あ
り
え
な
い
の
で

あ
り
、
動
き
は
分
割
的
な
連
続
量
に
お
い
て
の
み
把
え
う
る
の
で
あ
り
、
時
間
も
そ
こ
で
の
み
長
さ
と
し
て
把
え
う
る
。
先
に
み
た
運
動

の

二
重性
、
未
完
了
的
な
も
の
の
現
実
態
と
し
て
あ
る
も
の
の
全
体
性
は
、
運
動
、
時
間
を
無
限
に
分
割
可
能
な
連
続
性
と
し
て
考
え
た

時
に
の
み
、
真
に
把
え
う
る
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
別
の
ゼ
ノ
ソ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
解
こ
う
と
す
る
の
も
、
こ
の
時
間
の
連
続
性
、
無
限
の
分
割
可
能
性

に
よ
っ
て
で
あ
る
。
ゼ
ノ
ソ
に
よ
れ
ば
、
移
動
す
る
も
の
は
、
目
的
地
に
着
く
前
に
、
そ
の
半
分
の
地
点
に
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

半
分
の

地点
に
達
し
た
老
は
、
さ
ら
に
そ
の
半
分
の
地
点
に
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
無
限
に
続
く
故
に
、
決
し
て
目

的

地
に
は達
し
な
い
と
い
う
。
　
（
も
う
一
つ
の
有
名
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
、
ア
キ
レ
ス
と
亀
も
原
理
的
に
は
同
じ
で
あ
る
）
。
し
か
し
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
ゼ
ノ
ソ
は
有
限
な
時
間
に
お
い
て
、
無
限
な
も
の
を
通
過
し
え
な
い
と
前
提
し
て
い
る
が
、
有
限
な
時
間
そ
の

も
の
が
、
無
限
に
分
割
可
能
な
の
で
あ
り
、
大
き
さ
の
無
限
に
分
割
さ
れ
た
も
の
に
、
時
間
の
無
限
に
分
割
さ
れ
た
も
の
が
対
応
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

であ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
有
限
な
時
間
の
う
ち
で
、
無
限
な
も
の
は
通
過
さ
れ
う
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
一
応
ゼ
ノ
ソ
の

　　
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一



’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
二

こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
解
か
れ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
運
動
や
時
間
の
特
殊
性
に
敏
感
な
現
代
の
読
者
に
は
疑
問
が
浮
ぶ
。
一
体
時

間
が
無
限
に
分
割
可
能
で
あ
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
。
そ
の
よ
う
に
分
割
さ
れ
た
も
の
は
、
単
に
空
間
に
対
象
化
さ
れ
た
、
時
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
）

の影
、
運
動
の
跡
で
は
な
い
の
か
と
。

　
鋭
敏
な

思
想
家
であ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
、
形
而
上
学
の
量
の
定
義
の
中
で
、
大
き
さ
の
量
と
、
運
動
、
時
間
の
量
の
相
異
を
示

唆
し
て
い
る
。
　
「
し
か
し
私
が
「
分
割
さ
れ
う
る
も
の
」
と
言
う
の
は
、
運
動
す
る
も
の
の
こ
と
で
な
く
、
運
動
が
な
さ
れ
た
も
の
（
運

動
の
揚
所
）
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
あ
る
量
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
運
動
も
ま
た
量
で
あ
り
、
こ
れ
が
量
で
あ
る
故
に
時
間
も
ま
た

　
　
　
　
（
4
4
）

量な
の
で
あ
る
。
」
こ
う
し
た
運
動
、
時
間
の
連
続
性
の
特
殊
性
に
つ
い
て
思
索
を
深
め
た
慧
眼
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
先
の
ゼ
ノ
ソ

の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
対
す
る
別
の
解
決
策
を
、
　
「
自
然
学
」
第
八
巻
で
呈
示
す
る
。
彼
自
身
先
の
解
決
が
十
分
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
る
。

「も
し
長
さ
を
考
慮
か
ら
除
き
、
有
限
な
時
間
内
に
、
無
限
な
も
の
が
通
過
さ
れ
う
る
か
と
の
問
か
ら
離
れ
て
、
時
間
そ
の
も
の
に
つ
い

て
、
こ
う
し
た
問
題
を
問
う
な
ら
、
あ
の
解
決
は
も
は
や
十
分
で
は
な
い
。
む
し
ろ
真
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
議
論
さ
れ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

と
が
述
べ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
運
動
の
連
続
性
の
問
題
で
あ
り
、
直
線
の
反
復
運
動
は
、
真
に

連
続
的
であ
る
か
が
問
わ
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
折
り
返
し
点
で
一
度
運
動
は
停
止
す
る
の
で
あ
り
、
真
に

連
続
的と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
次
の
よ
う
な
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
見
解
は
誤
り
で
あ
る
。
或
る
ソ
フ
ィ
ス
ト
は
こ
う
言
う
。
同
じ
距
離
を
、

同
じ
速
さ
の
も
の
が
通
過
す
る
場
合
、
中
間
の
或
る
地
点
を
通
過
す
る
と
考
え
る
場
合
と
、
そ
う
は
考
え
な
い
場
合
と
で
は
後
者
の
方
が
、

目
的
地
に
早
く
達
す
る
こ
と
に
な
る
。
何
故
な
ら
、
そ
の
中
間
の
地
点
を
通
過
す
る
も
の
は
、
そ
の
点
で
停
止
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

であ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
こ
の
議
論
の
誤
り
は
、
運
動
す
る
も
の
が
、
こ
の
中
間
の
点
に
あ
っ
た
の
は
、
時
間
そ
の
も
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

お

い
て

でな
く
、
時
間
の
或
る
（
可
能
的
な
）
分
割
点
8
誉
蝋
に
お
い
て
で
あ
っ
た
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
先
の



ゼ
ノ
ソ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
も
こ
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
先
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
、
目
的
地
に
達
す

る
前
に
そ
の
半
分
を
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
具
合
に
、
運
動
を
分
割
す
る
者
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
運
動
を
止
め
て
し
ま
っ

　
　
　
　
　
　
（
必
）

て

いる
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
運
動
、
時
間
の
連
続
性
と
大
き
さ
、
距
離
の
連
続
性
の
相
異
が
明
瞭
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
運
動
、
時

間
の
連
続
性
は
、
大
き
さ
の
連
続
性
の
よ
う
な
無
雑
作
な
分
割
を
許
さ
な
い
も
の
で
あ
り
、
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
連
続
性
そ
の
も

の

が

切
れ
て
し
ま
う
と
い
う
洞
察
が
あ
る
。
こ
の
洞
察
を
徹
底
し
て
ゆ
く
と
、
大
き
さ
と
運
動
、
時
間
の
連
続
性
と
の
根
本
的
相
異
を
考

・
察
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
く
な
る
。
言
い
か
亮
る
と
、
運
動
、
時
間
の
連
続
性
は
、
分
割
可
能
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
言
う
問
に

導
か
れ
る
。

　し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
よ
う
な
問
を
提
起
し
は
し
な
い
。
現
代
の
運
動
、
変
化
の
哲
学
の
観
点
か
ら
す
る
と
奇
妙
と
も
不
可

解
と
も
み
え
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
の
思
考
停
止
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ

れ
を

解く
鍵
は
、
「
自
然
学
」
八
巻
で
の
こ
う
し
た
議
論
の
発
端
で
あ
る
、
真
に
永
続
的
、
連
続
的
な
運
動
と
は
何
か
と
い
う
問
に

対す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
答
の
う
ち
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
直
線
の
往
復
運
動
は
、
内
に
停
止
を
含
み
、
真
に
連
続
的
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

が
、
円
運
動
は
そ
の
よ
う
な
断
絶
を
し
ら
ず
、
円
運
動
を
続
け
て
い
る
限
り
、
連
続
的
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
自
然

のう
ち
に
そ
う
し
た
永
続
的
な
円
運
動
を
発
見
す
る
。
つ
ま
り
天
体
の
運
動
は
、
円
運
動
で
あ
り
、
し
か
も
規
則
正
し
い
、
等
速
円
運
動

であ
り
、
終
る
こ
と
な
く
永
遠
に
続
い
て
い
る
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
見
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
運
動
そ
の
も
の
は
、
可
能
性
そ
の
も
の

のう
ち
に
含
ま
れ
る
未
完
性
、
無
性
を
本
質
的
に
備
え
、
必
ず
し
も
安
定
、
恒
常
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
運
動
の
う
ち
、
最

高
の
も
の
は
、
そ
の
内
に
規
則
を
も
ち
、
数
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
永
遠
に
連
続
的
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
永
遠
の
規
則
性
、
連
続

性
を備
え
た
天
体
の
円
運
動
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ぽ
、
不
動
の
動
者
に
次
ぐ
地
位
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
則
的
な
円
運

　
　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
一
四
四

動
に
お
い
て
、
運
動
は
、
大
き
さ
の
連
続
性
に
真
に
対
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
距
離
と
運
動
の
量
と
は
対
応
し
て
お
り
、
連
続
性
を
分
割

する
こ
と
な
く
、
一
周
期
と
し
て
一
つ
の
数
の
単
位
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
、
量
と
し
て
数
え
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
天
体
の
周
期
的

円
運
動
に
よ
っ
て
、
時
間
は
、
運
動
の
数
、
あ
る
い
は
運
動
の
数
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
把
え
う
る
の
で
あ
り
、
不
規
則
な
運
動
の
尺
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）

と
し
て
機
能
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
運動
の
非
分
割
性
を
そ
の
視
圏
に
お
さ
め
な
が
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
都
な
お
、
運
動
を
無
限
に
分
割
可
能
な
連
続
性
と
し
、
大
き
さ

に

対応
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
続
け
え
た
最
終
の
根
拠
、
ま
た
時
間
を
運
動
の
数
と
し
て
数
え
う
る
も
の
と
彼
が
み
な
し
え
た
最
終

の

根
拠は
、
天
体
の
円
運
動
の
永
遠
的
な
規
則
性
に
対
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
確
固
不
抜
の
信
念
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
天
体
の
永
遠
の
円
運
動
に
対
す
る
宗
教
的
信
念
と
い
う
点
で
、
確
か
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ギ
リ
シ
ア
思
想
の
最
後
の
大
い
な

る
遺
産
継
承
人
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
プ
ラ
ト
ン
が
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
の
申
で
、
時
間
を
永
遠
の
似
像
と
言
い
表
わ
し
た
時
、
彼
が
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

て

い

た時
間
も
ま
さ
し
く
、
こ
の
天
体
の
永
遠
の
円
運
動
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　し
か
し
こ
う
し
た
天
体
の
永
遠
的
な
連
続
的
円
運
動
に
対
す
る
宗
教
的
と
も
言
え
る
信
念
が
崩
壊
し
、
星
辰
は
む
し
ろ
悪
意
あ
る
運
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

を

告
知
する
役
割
を
も
つ
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
コ
ス
モ
ス
崩
壊
の
時
代
と
し
て
の
古
代
末
期
に
お
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
、

運動
の
う
ち
に
あ
る
未
完
性
、
そ
の
否
定
的
無
的
性
格
の
問
題
が
現
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
変
化
そ
の
も
の
の
未
完
的
、

無
的な
性
格
に
い
わ
ば
む
き
だ
し
の
ま
ま
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

二



　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
時
間
考
察
の
対
象
は
、
移
動
的
物
体
の
直
線
的
運
動
が
モ
デ
ル
と
な
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し

て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
分
析
の
対
象
と
す
る
も
の
が
、
メ
ロ
デ
ィ
や
音
と
い
う
瞬
時
に
滑
え
て
ゆ
く
変
化
的
対
象
で
あ
る
の
は
注
意

す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
に
し
て
変
化
そ
の
も
の
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
先
に
述

べ
た
時代
の
お
か
れ
た
思
想
的
課
題
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
こ
の
よ
う
に
最
も
変

化
を良
く
表
わ
し
て
い
る
も
の
を
対
象
に
選
ば
ざ
る
を
え
な
い
事
情
を
、
彼
の
「
告
白
」
＝
巻
の
時
間
分
析
の
前
半
部
が
明
瞭
に
し
て

　
　
（
2
5
）

く
れ
る
。

　彼
は
時
間
の
長
さ
を
問
題
に
し
な
が
ら
、
過
去
は
す
で
に
な
く
、
未
来
も
未
だ
な
く
、
唯
一
長
さ
を
持
つ
よ
う
に
見
え
る
現
在
自
身
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

分析
し
て
ゆ
く
と
、
幅
を
持
た
な
い
瞬
間
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
見
い
出
す
。
こ
の
よ
う
な
瞬
間
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
取
り
出
し

た
「今
」
と
き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
そ
し
て
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
現
実
経
験
的
と
い
う
よ
り
、
思
考
の
抽
象
に
よ
る
産
物
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
幅
の
あ
る
心
理
的
「
今
」
を
良
く
知
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
思
考
の
産
物
を
取
り
出
し
た
の
は
、

エ
レ

ア派
の
論
理
の
武
器
を
研
ぎ
す
ま
し
、
　
「
今
」
に
よ
っ
て
は
運
動
が
把
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ

スも
後
に
見
る
よ
う
に
、
幅
を
も
っ
た
現
在
を
知
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
う
し
た
瞬
間
を
取
り
出
す
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

ス

の

意図
と
は
異
な
り
、
変
化
的
事
物
が
無
へ
傾
む
く
本
源
的
傾
向
を
も
っ
て
い
る
こ
と
。
こ
う
し
た
事
物
が
本
質
的
契
機
と
し
て
無
的

性格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
（
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
、
被
造
的
存
在
の
決
定
的
刻
印
な
の
で
あ
る
。
）
を
示

す
た
め
であ
る
。

　こ
の
研
ぎ
す
ま
さ
れ
た
瞬
間
の
刃
は
、
以
後
の
分
析
で
時
間
の
幅
を
何
か
対
象
の
う
ち
に
求
め
よ
う
と
す
る
た
び
毎
に
登
場
し
て
、
そ

の
よ
う
な
逃
げ
路
を
断
つ
役
割
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
こ
の
刃
に
よ
っ
て
退
路
を
断
ち
つ
つ
、
変
化
そ
の
も
の

　
　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
一
四
六

に
直
面し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
我
々
が
時
間
を
長
さ
と
し
て
測
り
、
時
間
の
幅
と
し
て
考
え
て
い
る
も
の
は
、
決
し
て
外
的
事
物
の
性
状
で

は
なく
、
精
神
の
記
憶
ヨ
o
目
o
H
冨
、
直
覚
8
暮
巳
言
゜
・
、
期
待
o
巷
o
。
鼠
二
〇
に
よ
る
精
神
の
拡
が
り
象
。
。
8
口
臨
o
帥
巳
日
一
で
あ
り
、
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

も
精
神
の
現
在
的
拡
が
り
で
あ
る
と
す
る
。

　
こ

の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
把
握
を
さ
ら
に
考
究
す
る
際
、
我
々
は
ま
ず
一
つ
の
誤
解
を
取
り
除
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
　
「
時
間
の
長
さ
と
し
て
何
を
測
っ
て
い
る
の
か
」
と
問
い
、
対
象
の
ラ
ち
に
そ
の
よ
う
な
い
か
な
る
長
さ
も
み
い

だ
し
え
ず
、
先
に
の
べ
た
精
神
の
拡
が
り
を
測
る
の
だ
と
い
う
。
す
る
と
我
々
は
何
か
、
精
神
と
い
う
い
わ
ば
内
面
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
、

直線
の
よ
う
な
も
の
が
引
か
れ
、
そ
の
幅
を
拡
が
り
と
し
て
測
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
。
し
か
し
カ
ッ
シ
ラ
ー
が
、

「

象
徴
形式
の
哲
学
」
の
第
三
部
の
時
間
論
の
中
で
、
こ
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
問
論
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
扱
い
、
注
釈
し
つ
つ
述

　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

べ
て

い
る
よ
う
に
、
記
憶
が
そ
の
よ
う
な
擬
似
的
空
間
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
は
結
局
、
空

間
化
さ
れ
た
時
間
を
新
た
に
想
像
す
る
だ
け
の
こ
と
に
な
り
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
努
力
は
水
泡
に
帰
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
問
題
と

な
っ
て
い
る
の
は
、
我
々
が
リ
ア
ル
な
も
．
の
と
し
て
感
じ
て
い
る
音
の
持
続
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
か
な
る
場
で
成
り
立
っ
て
い

る
の
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
外
的
事
物
そ
の
も
の
の
性
状
と
し
て
の
長
さ
で
は
な
い
。
か
と
い
っ
て
そ
れ
は
、
外
界
を

映し
だ
し
て
い
る
精
神
の
内
面
の
ス
ク
リ
ー
ソ
の
う
ち
に
あ
る
の
で
も
な
い
。
こ
こ
で
突
破
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
む
し
ろ
、
外
界
が

認
識
する
者
に
関
わ
り
な
し
に
存
し
、
そ
の
外
界
を
単
に
映
し
出
す
に
す
ぎ
な
い
精
神
と
い
う
い
さ
さ
か
う
す
汚
れ
た
内
面
な
る
も
の
が
、

外
界
の

片
す
み
にあ
る
と
す
る
思
考
法
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
か
。
音
の
よ
う
に
瞬
時
に
消
え
ゆ
く
変
化
的
事
象
の
認
識
に
お
い
て
最
も

顕著
に
あ
ら
わ
と
な
る
よ
う
に
、
我
々
の
世
界
は
決
し
て
、
我
々
の
認
識
と
関
わ
り
な
く
存
す
る
の
で
は
な
い
。
我
々
が
リ
ア
ル
な
も
の

と
し
て
感
じ
て
い
る
音
の
持
続
そ
の
も
の
に
、
根
源
的
に
精
神
が
関
与
し
、
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
主
体
的
認
識
が
関
与
し



て

いな
い
な
ら
、
こ
の
感
覚
的
世
界
そ
の
も
の
が
、
我
々
に
現
に
リ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
具
合
に
現
出
す
る
こ

と
は
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
い
わ
ゆ
る
外
界
を
認
識
す
る
時
す
で
に
根
本
的
に
、
我
々
の
記
憶
と
直
覚
と
期
待
と
い
う
時
間
的
な
パ

ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
で
み
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
時
間
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
な
け
れ
ば
、
外
的
事
物
そ
の
も
の
が
我
々
に
と
っ
て
物
と

し
て
、
他
の
事
物
か
ら
区
別
さ
れ
た
一
個
の
事
物
と
し
て
み
え
て
く
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
事
物
の
認
識
の
成
立
に
根
源
的
に
関
与

し
て
い
る
そ
の
よ
う
な
時
間
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
有
名
な
言
葉
「
外
に
行
く
な
、
汝
の
内
に
帰
れ
、
内
的
人
間
の
う
ち
に
真
理
は
住
す
る
」
に
お
い
て
考
え
ら
れ

て

い
る
の
も
、
決
し
て
外
界
の
片
す
み
に
あ
る
、
あ
わ
れ
で
貧
相
な
心
理
の
内
面
な
ど
で
は
な
い
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
場
合
が
そ
う
で
あ

　
　
　
（
5
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

る
よ
う
に
（
そ
し
て
そ
の
淵
源
は
も
ち
ろ
ん
プ
ラ
ト
ソ
に
あ
る
）
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
も
、
精
神
の
世
界
は
、
外
的
世
界
を
包

　
　
　
　
（
6
0
）

摂し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
が
神
話
的
に
聞
え
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
も
言
え
よ
う
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、
内
へ
帰
れ
と
言
う

時
、
意
図
し
て
い
た
の
は
、
外
か
ら
見
る
な
、
内
か
ら
見
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
時
間
を
精
神
の
拡
が
り

と
し
て
把
握
す
る
時
も
、
同
じ
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
時
間
を
、
直
線
を
移
動
す
る
運
動
体
を

モ

デ

ルと
し
て
考
察
し
、
距
離
に
対
応
す
る
運
動
の
数
を
時
間
と
す
る
時
、
や
は
り
時
間
は
外
か
ら
な
が
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て

瞬時
に
消
え
ゆ
く
音
を
対
象
と
し
な
が
ら
考
察
す
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
変
化
的
世
界
を
内
か
ら
覚
知
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

ベ

ル
グ
ソ
ン
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
運
動
体
を
外
か
ら
眺
め
、
そ
の
跡
を
測
る
の
で
な
く
、
そ
の
運
動
体
の
内
に
入
り
こ
み
、
こ
の
運
動

体
の
内
か
ら
見
、
変
化
を
覚
知
し
て
ゆ
く
、
そ
の
よ
う
な
方
法
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
時
間
を
精
神
の
拡
が
り
で
あ
る
と
し
た
が
、
さ
ら
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
こ
の
拡
が
り
が
、
現
在
的
な
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
過
去
と
は
、
過
去
に
つ
い
て
の
現
在
と
し
て
の
記
憶
で
あ
り
、
現
在
と
は
、
現
在
に
つ
い
て
の
現
在
と
し
て

　
　　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
問
論
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一
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の

直覚
で
あ
り
、
未
来
と
は
、
未
来
に
つ
い
て
の
現
在
と
し
て
の
期
待
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
全
て
は
現
在
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
全
て
が
現
在
に
集
約
さ
れ
る
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
時
間
に
お
い
て
自
己
が
明
確
に
自

覚
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
我
々
は
過
去
に
お
い
て
様
々
の
経
験
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
出
会
っ
た
事
物
、
人

物
を
過
去
と
し
て
記
憶
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
過
去
が
過
去
に
つ
い
て
の
現
在
だ
と
自
覚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
過

去
の
出
来
事
に
遭
遇
し
た
自
己
と
今
の
自
己
と
が
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
自
覚
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
出
来
事
の
対
象
で
は
な
く
出
来
事

に

遭
遇し
た
主
体
に
目
が
向
け
ら
れ
、
そ
の
主
体
が
現
在
の
自
己
と
同
一
で
あ
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
た
時
始
め
て
、
過
去
は
過
去
に
つ
い

て

の

現在
で
あ
る
と
真
に
言
い
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
他
の
時
間
の
相
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
現
在
に
お
け
る
対
象
が
で
は

な
く
、
対
象
に
向
っ
て
い
る
自
己
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
時
、
現
在
に
つ
い
て
の
現
在
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
未
来
の

場
合も
、
期
待
の
対
象
に
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
期
待
を
抱
い
て
い
る
自
分
が
自
覚
さ
れ
る
時
、
未
来
に
つ
い
て
の
現
在
と
言
い
う
る
の

であ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
確
か
に
そ
．
の
よ
う
な
自
己
に
つ
い
て
の
深
い
現
在
的
自
覚
を
も
っ
て
い
た
。
「
告
白
」
で
取
り
出
さ
れ

た
時間
の
三
つ
の
相
を
な
す
、
記
憶
、
直
覚
、
期
待
と
い
う
精
神
の
三
一
的
構
造
は
、
晩
年
の
コ
ニ
一
神
論
」
で
は
、
神
の
似
像
と
し
て

の精
神
の
三
一
的
構
造
と
し
て
深
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
詳
細
な
分
析
は
他
の
機
会
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
こ
の
時
間
論
と
の
関
連
で
若
干

の
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
精
神
の
根
源
的
事
実
と
し
て
、
自
己
に
つ
い
て
の
記
憶
と
、
自
ら
に
つ
い
て
の
知
と
、
自
ら
に
対
す
る
愛
と
を

見
い
出
し
、
こ
れ
ら
三
つ
の
も
の
が
一
つ
と
し
て
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
精
神
の
根
本
の
本
性
を
、
デ
カ
ル
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

の如
く
自
知
器
8
α
q
一
鼠
H
。
と
考
え
る
。
こ
れ
は
最
も
直
接
的
で
明
ら
か
な
、
疑
い
え
な
い
事
実
で
あ
る
。
哲
学
者
た
ち
が
精
神
の
本
性

を
、
火
や
水
で
あ
る
と
言
っ
た
り
、
幾
つ
か
の
元
素
の
結
合
体
で
あ
る
と
言
っ
た
り
す
る
場
合
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
者
は
、
一
種
推
測
す



る
の
で
あ
り
、
信
ず
る
の
で
あ
る
が
、
精
神
の
本
性
を
自
知
と
す
る
者
は
、
そ
の
こ
と
を
直
接
知
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
自
覚
の
事

実
を
精
神
の
本
性
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
揚
合
、
デ
カ
ル
ト
と
は
異
な
り
、
こ
の
自
知
は
、
そ
れ
を
自
覚
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

る
者
が
、
存
在
し
始
め
て
以
来
常
に
そ
の
よ
う
な
自
覚
を
も
っ
て
い
た
と
自
覚
す
る
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
我
々
の
存

在そ
の
も
の
と
切
り
離
し
え
な
い
精
神
の
自
知
こ
そ
、
我
々
の
根
底
に
あ
る
事
実
な
の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
全
て
を
現
在
に

集
約
する
時
、
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
こ
う
し
た
根
源
的
な
自
覚
の
事
実
で
あ
る
。

　
記憶
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
く
と
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
記
憶
日
Φ
日
o
H
ご
と
は
、
単
に
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
過
去
を
保
持
す

る
だ
け
が
そ
の
役
割
で
は
な
い
。
現
在
の
も
の
を
保
つ
に
も
記
憶
が
必
要
で
あ
る
と
彼
は
考
え
る
。
例
と
し
て
自
分
が
現
在
持
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
磁
）

信仰
を
、
現
在
に
持
続
さ
せ
て
い
る
も
の
が
記
憶
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
自
己
を
自
己
と
し
て
保
持
し
て
い
る
も

の

の

が
記憶
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
覚
と
い
う
反
省
を
経
た
直
接
知
を
可
能
に
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　愛
、
或
い
は
よ
り
抱
括
的
に
意
志
に
つ
い
て
言
う
と
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
精
神
の
三
一
構
造
と
い
う
揚
合
、
い
つ
も
意
志
を
最
後

に
おく
。
そ
れ
故
、
何
か
記
憶
と
知
に
意
志
が
付
加
さ
れ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
ま
っ
た
く
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆

であ
る
。
彼
は
巨
櫛
σ
q
o
U
。
凶
を
探
究
し
始
め
る
三
一
神
論
の
第
八
巻
に
お
い
て
、
探
究
の
揚
と
し
て
愛
、
意
志
の
三
肢
的
構
造
、
つ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

り
愛
す
る
主
体
と
、
愛
と
、
愛
の
対
象
と
い
う
三
肢
構
造
を
見
い
出
す
の
で
あ
り
、
こ
の
意
志
そ
の
も
の
の
内
的
構
造
を
取
り
出
す
中
で
、

知も
記
憶
も
見
い
出
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
言
え
ば
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
精
神
の
根
源
的
事
実
は
、
或
る
も

の

を愛
し
、
欲
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
期
待
と
し
て
の
未
来
に
、
精
神
は
根
本
的
に
向
け
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
時
間
が
こ
の
よ
う
に
精
神
の
意
志
的
拡
が
り
と
し
て
自
覚
さ
れ
、
そ
れ
が
現
在
的
な
も
の
と
し
て
根
源
的
な
意
志
の
自
覚
と
一
つ
で
あ

　　
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
論
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一
五
〇

る
こ
と
が
知
ら
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
が
、
　
「
私
に
と
っ
て
」
の
世
界
と
し
て
開
け
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
私
が
根

源
的
に関
与
し
て
い
る
世
界
と
し
て
開
示
さ
れ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
外
界
の
片
す
み
に

あ
る
内
的
意
識
を
取
り
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
薄
っ
ぺ
ら
な
内
面
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
こ
の
我
々
の
変
化
的
世
界

が
、
ま
さ
に
「
私
に
と
っ
て
」
　
「
自
ら
に
と
っ
て
」
の
世
界
と
し
て
開
か
れ
て
く
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
・
そ
の
よ
う
な
「
私
に
と

っ
て
」
と
い
う
構
造
を
真
に
開
く
も
の
が
、
時
間
の
三
一
的
精
神
構
造
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
言
う
「
私
に
と
っ
て
」

と
い
う
の
は
、
他
者
を
排
除
し
た
独
我
論
的
な
も
の
で
は
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
決
定
的
に
そ
の
圏
内
で
思
索
し
て
い
る
新
プ
ラ

ト
ソ
主
義
の
精
神
理
解
に
お
い
て
は
、
精
神
の
領
域
の
根
本
的
特
徴
は
、
部
分
が
集
っ
て
全
体
を
な
す
の
で
は
な
く
、
部
分
の
各
々
に
全

体
が

顕現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
エ
ー
ネ
ア
デ
ス
の
第
四
部
で
精
神
S
q
嵐
の
問
題
を
様
々
に
論
じ
る
中
で
、

最大
の
問
題
の
一
つ
は
、
個
的
精
神
が
宇
宙
精
神
（
霊
魂
）
の
一
部
な
の
で
は
な
く
（
そ
の
よ
う
な
理
解
は
、
部
分
が
集
合
し
て
始
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

全体
が
成
り
立
つ
と
す
る
物
体
的
理
解
に
基
づ
く
）
、
　
こ
れ
ら
は
同
一
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス

は
宇
宙
霊魂
な
る
も
の
を
主
張
し
な
い
。
も
は
や
そ
の
よ
う
な
誤
解
さ
れ
や
す
い
神
話
的
表
象
な
し
に
済
ま
せ
て
い
る
。
し
か
し
ア
ゥ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
も
、
精
神
に
お
い
て
は
、
部
分
の
う
ち
に
全
体
が
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
真
理
を
認
識
す
る
も
の
は
、
そ
れ
を
独

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

占
す
る
必
要
は
な
く
、
共
通
の
世
界
に
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
他
者
を
内
に
含
み
、
他
者
に
開
か
れ
た
自
己
の
自
覚
、

そ

れ
は精
神
と
し
て
の
自
覚
の
根
本
要
件
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
他
者
に
開
か
れ
た
「
自
己
に
と
っ
て
」
　
「
私
に
と
っ
て
」
の
世
界
、

そ

れ
が

現
在
的自
覚
の
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
自
覚
と
し
て
の
現
在
は
、
他
者
が
理
解
可
能
と
な
る
地
平
、
い
わ
ば
解
釈
学
的
地
平

であ
る
と
も
言
え
よ
う
。
我
々
が
歴
史
上
の
過
去
の
人
々
の
思
想
、
意
図
を
理
解
す
る
の
は
、
我
々
が
、
何
処
か
過
去
に
出
て
行
く
の
で

は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
過
去
な
る
も
の
は
何
処
に
も
存
在
し
な
い
。
過
去
の
思
想
が
理
解
可
能
と
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
う
し
た
過



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

去
の人
、
思
想
が
、
自
覚
と
し
て
あ
ら
わ
に
な
っ
た
こ
の
現
在
の
地
平
に
現
わ
れ
て
来
る
時
に
の
み
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
精
神
の
自
覚
と
し
て
の
現
在
的
拡
が
り
と
理
解
さ
れ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
は
、
も
は
や
無
限
に
左
右
に
の
び
た

線
や
流
れ
で
は
な
い
。
そ
れ
は
確
か
に
幅
の
な
い
「
今
」
で
は
な
く
、
或
る
連
続
で
あ
る
が
、
も
は
や
線
や
距
離
の
連
続
と
同
じ
で
は
な

い
。
時
間
の
連
続
を
根
源
に
お
い
て
構
成
し
て
い
る
も
の
は
、
私
自
身
の
連
続
性
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
変
化
の
多
様
の
う
ち
に
あ
り
な
が

ら
、
そ
れ
を
統
一
し
て
い
る
私
自
身
の
同
一
性
で
あ
る
。
時
間
は
過
去
、
未
来
に
無
限
に
延
び
て
い
る
の
で
は
な
い
。
私
自
身
の
同
一
性

と
し
て
現
在
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　し
か
し
自
己
の
同
一
性
が
変
化
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
初
よ
り
保
た
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
唯
そ
れ
だ
け
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
時
間
は
本

質
的
に
意
味
の
な
い
も
の
に
な
る
。
し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
す
で
に
み
て
い
た
よ
う
に
、
変
化
、
運
動
は
「
今
」
に
お
い
て
は
な
く
、

連
続性
の
中
で
始
め
て
自
ら
を
完
成
し
て
ゆ
く
。
変
化
的
存
在
は
、
単
に
己
れ
の
「
今
し
に
の
み
は
と
ど
ま
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
今
」

にと
ど
ま
る
限
り
、
未
完
を
固
定
し
て
し
ま
う
。
変
化
的
存
在
は
、
移
り
変
わ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
始
め
て
、
全
体
た
り
う
る
。
そ
の
よ
う

に

変
化し
て
ゆ
く
こ
と
を
そ
の
本
質
と
し
て
い
る
よ
う
な
時
間
と
し
て
の
現
在
、
し
か
も
こ
の
現
在
を
離
れ
、
あ
と
に
す
る
こ
と
な
く
、

現
在
そ
の
も
の
が
変
貌
し
て
ゆ
く
よ
う
な
存
在
、
そ
れ
が
無
よ
り
造
ら
れ
た
被
造
的
存
在
の
在
り
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
変
化
し
た
の
が

他
の
も
の
で
な
く
、
ま
さ
に
自
己
自
身
で
あ
る
こ
と
を
骨
の
髄
ま
で
痛
切
に
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
自
己
の
変
貌
で
あ
り
、
自
己
の
同

一性
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
多
を
本
質
的
に
必
要
と
し
、
そ
れ
を
貫
く
一
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
移
り
変
わ
り
、
変
貌
す
る
こ
と
を
本
質
と
し
て
い
る
現
在
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
本
源
的
な
も
の
で
は
な
い
。

我
々
の
現
在
は
本
源
的
な
も
の
の
写
し
で
し
か
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
人
間
の
精
神
の
三
一
性
を
神
の
似
像
と
し
て
終
生
、
解
明

し
続
け
た
が
、
時
間
の
問
題
で
言
え
ば
、
時
間
の
現
在
は
、
移
り
ゆ
く
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
永
遠
の
現
在
の
写
し
な
の
で
あ
る
。
時
間

　
　　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一



一
五
二

は

永
遠
をも
包
摂
す
る
よ
う
な
無
限
の
拡
が
り
で
は
な
い
。
移
り
変
貌
し
て
ゆ
く
現
在
と
し
て
、
恒
久
な
る
永
遠
の
現
在
の
写
し
と
し
て
、

そ
の
故
に
無
限
の
質
的
差
異
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
、
永
遠
の
現
在
に
根
源
的
に
支
え
ら
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。

　こ
の
変
貌
し
て
ゆ
く
時
間
の
現
在
は
し
か
も
、
人
間
存
在
の
最
後
の
場
で
あ
る
。
我
々
は
如
何
に
移
り
変
わ
っ
て
も
、
こ
の
現
在
を
離

れゆ
き
は
し
な
い
。
我
々
が
永
遠
の
現
在
な
る
神
に
出
会
う
の
も
、
或
い
は
常
に
す
で
に
出
会
っ
て
お
り
、
常
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
（
7
0
）

を
悟る
の
も
、
人
間
の
究
極
、
最
後
の
場
と
し
て
の
、
こ
の
現
在
の
自
覚
の
場
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
の
変
貌
と
は
、
こ
の
根

源
の
揚
に
お
け
る
我
々
の
被
造
的
依
存
性
、
つ
ま
り
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
は
無
に
傾
む
く
し
か
な
い
も
の
が
根
源
的
に
支
え
ら
れ
て
、
現

在
の光
の
う
ち
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
あ
る
こ
と
を
、
ま
す
ま
す
深
く
透
明
に
自
覚
し
て
ゆ
く
よ
う
な
変
貌
で
あ
る
。
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b
。
b
。
O
鋤
H
。
。
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
身
が
言
う
如
く
完
了
的
な
意
味
を
も
つ
故
（
竃
o
鼠
旨
誘
団
畠
H
O
薩
。
。
げ
）

（1
7
）
　
伽
臨
。
。
8
8
冨
ω
㍉
げ
達
・
b
◎
b
コ
O
ロ
嵩
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
解
釈
は
無
理
で
あ
る
。

（
1
8
）
　
諺
ユ
゜
。
8
8
冨
ω
㌦
げ
達
゜
b
o
卜
◎
〇
四
卜
o
O
山
H
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
　
諺
昌
゜
。
8
仲
o
同
o
°
。
㍉
げ
達
゜
b
◎
O
ド
げ
b
⊃
Q
o
山
O
．

（
1
9
）
　
諺
誌
゜
。
8
冨
一
①
ω
㍉
げ
達
』
ω
吟
9
b
⊃
O
歯
μ
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
　
諺
ユ
ω
8
8
同
o
°
・
㍉
げ
乙
゜
8
H
m
o
。
O
l
◎
。
ド
o
h
窯
o
富
眉
げ
矯
゜
・
凶
S
H
8
㎝
げ
b
。
m

（
2
0
）
　
諺
比
゜
n
8
8
冨
m
u
一
げ
嵐
゜
b
∂
b
o
b
o
餌
b
o
O
山
b
コ
b
⊃
げ
H
吟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
歯
O
°

（2
1
）
諺
H
一
ω
ε
仲
巴
。
ω
㍉
窪
F
b
。
。
。
O
び
α
ー
P
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）
　
藤
沢
令
夫
氏
は
「
哲
学
研
究
」
第
五
三
九
号
（
一
九
八
〇
年
）
で
こ

（22
）
　
渉
H
一
゜
。
ざ
器
一
Φ
゜
。
㍉
露
山
』
◎
。
戯
ロ
b
。
膳
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ま
で
の
「
可
能
的
な
も
の
の
現
実
化
」
と
い
う
解
釈
を
批
判
し
て
い

ア
ウ
グ
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一
五
四　
　
　
　
　
゜

　る
（
自
己
批
判
も
含
め
て
）
。
筆
者
の
考
え
に
近
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
間
的
な
対
象
と
し
て
メ
ロ
デ
ィ
を
問
題
に
し
て
い
る
。

（3
5
）
≧
聾
。
琶
・
°
。
L
銘
畠
』
o
ド
げ
。
。
P
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）
諺
話
琶
冒
‘
ω
b
。
ロ
臨
。
の
ω
団
。
ロ
①
゜
。
蟹
゜
H
α
㍉
O
°

（3
6
）
≧
凶
・
・
8
琶
。
ω
u
蜜
。
仲
巷
ξ
。
。
一
9
H
o
ミ
匙
〒
b
。
b
。
°
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）
ぎ
σ
q
ロ
巴
口
房
b
8
｛
。
°
・
°
・
同
。
昌
。
の
図
H
°
H
♪
H
メ

（3
7
）
貯
坤
ω
8
琶
3
雷
琶
＄
b
。
悼
①
げ
H
。
。
歯
卜
。
討
①
．
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）
諺
q
σ
q
房
ユ
昆
ω
㍉
ぴ
剛
山
゜
×
H
』
o
b
①
゜

中
間
＆
需
ミ
蟹
に
つ
い
て
も
定
義
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）
　
国
ヨ
鴇
O
器
゜
・
一
話
お
圃
甑
繕
o
D
．
H
O
『
跨
ロ
日
゜
H

（
8
3
）
　
艶
ユ
ω
叶
O
帥
〇
一
〇
〇
〇
”
勺
ず
矯
ロ
ゆ
剛
0
9
b
o
b
o
『
餌
ド
O
－
H
ω
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肝
）
　
諺
q
α
q
ロ
ω
自
づ
ロ
の
”
】
）
O
く
①
H
餌
目
O
凱
α
q
団
O
昌
O
°
M
（
図
M
（
H
図
り
刈
b
o

（3
9
）
諺
誌
ε
邑
。
の
㌦
げ
剛
α
』
。
。
同
げ
H
O
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）
国
。
茸
声
国
弓
゜
H
＜
°
H
H
H
°
O
°

（0
4
）
諺
ユ
ω
8
邑
・
ω
㍉
ぼ
山
゜
b
。
b
。
O
ぴ
b
。
蔭
山
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）
罷
9
8
P
日
ぎ
鐵
。
°
。
ω
お
゜

（
4
1
）
〉
同
聾
o
貯
匹
o
ω
㍉
冒
山
』
。
。
。
。
餌
N
〒
b
。
。
。
卜
。
。
。
㊤
ぴ
H
O
幽
㊤
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）
　
そ
の
こ
と
を
最
も
良
く
示
し
て
い
る
の
は
「
創
世
記
逐
語
註
解
」

（4
2
）
　
諺
二
。
・
8
8
冨
ω
㍉
ぼ
畠
゜
b
。
c
。
。
。
勢
b
。
〒
。
。
ρ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
お
け
る
霊
的
被
造
物
の
生
成
を
扱
っ
て
い
る
諸
草
で
あ
る
。

（
4
3
）
　
こ
の
点
最
も
鋭
敏
な
思
想
家
は
、
も
ち
ろ
ん
ベ
ル
グ
ソ
ソ
で
あ
る
。
　
　
　
跨
虚
σ
q
房
江
目
ω
”
】
）
①
σ
q
o
昌
舘
圃
四
山
一
一
詳
o
冨
旨
く
°
図
属
回
く
°
自
～
鵠
゜
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）
跨
H
団
ω
8
琶
。
9
蜜
。
帥
昌
ず
琶
。
P
μ
0
8
角
。
。
￥
ω
鱒
゜
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）
甲
切
。
茜
゜
。
。
訓
国
゜
。
ω
巴
撃
二
。
ω
画
8
幕
。
の
ぎ
目
巴
巨
。
ω
ユ
。
冨

（
5
4
）
　
跨
ユ
ロ
o
梓
O
け
〇
一
〇
〇
〇
鳩
℃
げ
矯
ω
凶
0
9
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o
①
◎
◎
ロ
o
H
◎
Q
－
b
◎
c
Q
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
O
口
㎝
O
μ
O
昌
O
O
り
頃
餌
目
凶
駒
励
H
o
o
c
o
ρ
娼
゜
①
9
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）
諺
『
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゜
。
8
旦
β
崖
畠
』
爵
げ
8
山
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°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）
跨
β
σ
q
器
ユ
建
P
U
①
巳
巳
冨
件
Φ
×
×
°
ド
。
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①
゜

（
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4
）
　
跨
H
一
ω
帥
〇
一
〇
一
〇
〇
陰
”
圃
げ
剛
ユ
゜
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o
O
G
◎
餌
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（
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3
）
　
諺
蛋
α
q
口
ω
諏
口
口
ω
り
］
9
①
叶
ユ
ロ
一
叶
帥
け
O
）
肉
目
ノ
N
°
目
く
°
O
°

（4
8
）
b
吋
凶
゜
・
ざ
琶
。
°
。
㍉
匡
畠
』
忠
四
？
b
。
呂
げ
。
。
O
°
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）
諺
蔭
ぴ
q
器
ユ
巨
ω
》
U
。
三
巳
冨
叶
。
×
H
＜
°
×
H
°
犀
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9
）
艶
静
8
琶
・
°
・
㌦
鐸
P
b
。
b
。
。
。
げ
H
b
。
凸
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）
跨
護
岳
含
β
U
。
け
H
巨
冨
一
Φ
＜
H
H
目
゜
×
°
罫

（
5
0
）
　
勺
一
P
叶
O
昌
魍
↓
即
日
餌
即
O
o
o
Q
Q
刈
O
占
炉
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）
　
勺
一
〇
ニ
ロ
ロ
ω
℃
国
ロ
ロ
゜
H
／
N
’
H
H
H
°
H
－
o
Q
°

（5
1
）
国
碧
呂
。
岩
の
り
0
8
ω
回
ω
葺
匹
ω
℃
弩
き
鼻
賃
O
。
団
ω
計
O
窪
鵠
ロ
α
q
9
　
　
（
6
7
）
諺
ロ
α
Q
ロ
゜
。
爵
5
U
Φ
三
ロ
ぎ
8
擁
゜
H
＜
’
9

HOO倉
ω
゜
O
黙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）
跨
茜
島
ユ
…
ρ
U
。
旨
げ
巽
。
餌
H
げ
団
霞
凶
。
H
H
°
酋
H
H
』
メ

（5
2
）
　
現
代
に
お
い
て
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ベ
ル
グ
ソ
ソ
は
、
優
れ
て
時
　
　
　
（
6
9
）
　
こ
う
し
た
た
点
を
深
く
洞
察
し
た
現
代
の
哲
学
者
と
し
て
、
切
゜
ρ



O
o
＝
冒
α
q
箋
o
o
α
の
名
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
、
拙
論
「
コ
リ
ソ
グ
ウ
ッ
ド
と
　
　
　
　
八
二
年
参
照
。

歴史
の
哲
学
」
関
西
学
院
大
学
「
商
学
論
究
」
第
二
九
巻
合
併
号
一
九
　
　
　
（
7
0
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跨
賃
σ
q
塁
ユ
…
ρ
U
。
件
ほ
三
富
一
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＜
°
×
＜
°
卜
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°
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