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　キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
精
神
上
の
師
と
も
い
う
べ
き
J
・
P
・
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
は
、
一
八
三
九
年
に
「
理
性
主
義
。
超
自
然
主
義
。
」
と
題

　
　
　
　
ユ
　

する
論
文
を
書
い
て
、
J
・
A
・
ボ
ー
ネ
マ
ン
の
「
神
学
に
お
い
て
は
、
理
性
主
義
も
超
自
然
主
義
も
、
過
ぎ
去
っ
た
時
代
の
す
た
れ
た

　
　
　
　
　
　
　

立
場
であ
る
」
と
い
う
言
に
反
論
し
た
。
こ
の
言
葉
は
H
・
L
・
マ
ー
テ
ン
セ
ン
の
学
位
論
文
の
紹
介
批
評
の
一
節
で
あ
る
が
、
こ
の
言

葉自
身
も
、
マ
ー
テ
ン
セ
ン
に
代
表
さ
れ
る
思
弁
神
学
の
立
場
か
ら
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
現
代
に
お
い
て
は
、

思弁
の
発
展
に
よ
っ
て
、
も
は
や
内
容
と
形
式
、
霊
と
文
字
と
い
っ
た
抽
象
的
対
立
は
、
主
観
－
客
観
、
自
然
－
精
神
の
統
一
と
し
て

の

理
念
に
お
い
て
克
服
さ
れ
、
神
学
に
お
い
て
も
、
理
性
主
義
か
超
自
然
主
義
か
と
い
う
悟
性
的
二
者
択
一
的
対
立
は
、
す
で
に
の
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ロ

越
えら
れ
た
過
去
の
立
場
で
あ
る
と
い
う
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
は
、
は
た
し
て
今
日
、
神
学
に
お
い
て
、
「
理
性
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
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義
」
「
超
自
然
主
義
」
は
す
た
れ
た
と
言
い
得
る
の
か
、
と
問
う
の
で
あ
る
。

　H
・
N
・
ク
ラ
ウ
セ
ン
に
従
っ
て
彼
は
、
首
尾
一
貫
し
た
「
理
性
主
義
」
を
、
「
理
性
を
宗
教
の
唯
一
の
源
泉
、
真
理
の
唯
一
の
規
準

ま
た
規
則
と
見
な
し
、
超
自
然
的
な
仕
方
で
人
間
に
な
さ
れ
る
神
の
伝
達
と
し
て
の
啓
示
の
必
然
性
現
実
性
を
斥
け
、
従
っ
て
キ
リ
ス
ト
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のう
ち
に
た
だ
人
間
の
徳
と
叡
智
の
教
え
の
み
を
讃
嘆
し
、
聖
書
を
解
釈
使
用
す
る
に
際
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
前
提
を
基
礎
に
お
き
、

そ
の
前
提
の
表
現
表
示
と
見
な
さ
れ
る
限
り
で
の
聖
書
内
容
を
キ
リ
ス
ト
教
と
し
て
敬
意
を
表
わ
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
人
間
の
思
惟
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ね

道を
も
っ
て
は
捉
え
る
こ
と
も
透
見
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
は
一
切
斥
け
る
」
と
い
う
信
仰
な
い
し
教
説
で
あ
る
と
し
、
か
か
る

「
理
性
主義
」
は
、
今
日
の
神
学
に
お
い
て
、
す
た
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
D
・
F
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
『
イ
エ
ス
伝
』
の
よ
う
に
、
い
わ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
新
理
性
主義
」
と
し
て
新
し
く
若
々
し
い
姿
で
、
時
代
の
嗜
好
に
応
え
つ
つ
、
人
心
を
掴
み
つ
つ
あ
る
と
す
る
。

　
他
方

「
超自
然
主
義
」
と
は
、
人
間
を
取
り
巻
く
自
然
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
神
的
な
驚
異
に
も
、
人
間
の
内
奥
に
見
出
さ
れ
る
理
性

の

驚異
に
も
満
足
せ
ず
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
と
は
特
段
に
異
な
る
別
の
驚
異
（
奇
跡
）
の
世
界
を
立
て
る
こ
と
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
と
さ

　
ハ
ア
　れる

。
キ
リ
ス
ト
は
自
然
の
経
過
や
人
類
の
自
然
的
な
展
開
過
程
か
ら
は
出
現
し
得
ず
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
新
し
き
創
造
は
、
新
た
な

系
列
連鎖
の
最
初
の
鎖
で
あ
り
、
神
の
生
命
の
人
間
の
生
へ
の
新
た
な
直
接
の
注
入
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
を
求
め
る
人
間
の
心
は
、
あ

ら
ゆ
る
三
段
論
法
と
自
然
法
則
の
連
鎖
を
破
砕
す
る
。
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
自
身
は
こ
の
「
超
自
然
主
義
」
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
の
福
音
の
最
も

真
正
な
表
現
だ
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
「
超
自
然
主
義
」
も
今
日
す
た
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
へ
ー
ゲ
ル
以
後
の
哲
学
、
わ
け
て
も

ー
・
H
・
フ
ィ
ヒ
テ
の
創
刊
に
な
る
雑
誌
『
哲
学
思
弁
神
学
雑
誌
』
に
拠
る
若
い
世
代
の
な
か
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
、
新
た
な
姿
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

て
創出
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
す
る
。

　こ
の
よ
う
に
彼
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
新
し
い
神
学
動
向
を
引
き
合
い
に
、
「
理
性
主
義
」
も
「
超
自
然
主
義
」
も
今
日
す
た
れ
る
ど

こ
ろ
か
、
む
し
ろ
新
た
な
姿
に
お
い
て
展
開
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
、
ボ
ー
ネ
マ
ン
の
言
に
反
論
す
る
。
そ
し
て
、
首
尾
一
貫
し
た

「
理性
主
義
」
の
特
徴
が
「
超
自
然
的
な
仕
方
で
な
さ
れ
る
神
の
伝
達
と
し
て
の
啓
示
の
必
然
性
現
実
性
を
斥
け
る
」
と
こ
ろ
に
あ
り
、

そ

れ
に

対し
て
「
超
自
然
主
義
」
は
ま
さ
に
そ
の
「
啓
示
」
に
基
を
お
く
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
宗
教
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
見
解
か
ら



捉
えら
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
り
、
〈
排
中
律
〉
も
す
た
れ
た
と
い
う
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
矛
盾
対
立
す
る
一
方
の
見
解
が
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た

れる
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
他
方
が
支
配
的
に
な
る
こ
と
で
あ
る
は
ず
で
、
両
者
が
と
も
に
す
た
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル

は
『
論
理
学
』
の
な
か
で
、
〈
排
中
律
〉
そ
の
も
の
を
笑
い
も
の
に
す
る
よ
う
な
例
を
選
び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
通
俗
的
く
排
中
律
V
の

無
意
義性
を
語
る
が
、
し
か
し
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
の
こ
の
場
合
こ
そ
は
く
排
中
律
V
が
決
し
て
不
毛
で
は
な
い
こ
と
を

立
証す
る
実
例
で
あ
る
と
し
、
こ
う
述
べ
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
が
拠
っ
て
立
つ
啓
示
は
、
超
自
然
的
で
あ
る
か
超
自
然
的
で
な
い
か
の
い

ず
れ
か
であ
る
と
い
う
な
ら
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
一
切
の
媒
介
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、

そ
う
し
た
こ
と
を
試
み
る
こ
と
は
、
不
決
断
に
、
理
性
主
義
的
超
自
然
主
義
と
超
自
然
主
義
的
理
性
主
義
と
の
あ
い
だ
を
動
揺
し
浮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ
　

動
す
る
こ
と
に
な
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
そ
し
て
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
は
、
「
あ
れ
か
、
こ
れ
か
（
窪
け
1
碧
け
）
。
反
対
対
立

（
ζ
o
q
ω
田
首
ぎ
σ
q
）
の
あ
い
だ
を
媒
介
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
矛
盾
対
立
（
寓
o
q
ω
お
巴
器
）
の
あ
い
だ
を
媒
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

す
べ
て
根
本
的
に
学
問
的
な
理
論
は
、
相
互
に
矛
盾
的
に
対
立
す
る
見
解
の
一
方
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
他
方
か
に
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ハ
け
　い

」
と
結
論
す
る
。

　冒
頭
で
、
こ
の
論
文
の
趣
意
は
、
理
性
主
義
、
超
自
然
主
義
と
い
う
二
つ
の
立
場
が
根
拠
を
有
す
る
か
い
な
か
で
は
な
く
、
た
だ
双
方

の

立
場
が
今日
す
た
れ
て
い
る
の
か
い
な
か
の
事
実
を
問
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
い
ず
れ
を
採
り
い
ず
れ
を
棄
て
る
か
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
く
、
い
ず
れ
に
も
偏
し
な
い
立
場
か
ら
事
実
の
み
が
問
わ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
彼
は
、
自
ら
は
そ
の
一
方
の

立場
、
す
な
わ
ち
超
自
然
主
義
に
決
然
と
立
つ
者
で
あ
る
こ
と
も
明
言
す
る
。
彼
に
と
っ
て
は
そ
の
立
場
こ
そ
「
キ
リ
ス
ト
教
の
福
音
の
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4
V

最も
真
正
な
表
現
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
「
人
間
は
、
そ
の
心
情
の
状
態
に
し
た
が
っ
て
、
双
方
の
立
場
に
分
か
れ
る
」
の
だ
と
さ
れ
る
。

かく
し
て
「
理
性
主
義
」
「
超
自
然
主
義
」
双
方
と
も
に
今
日
な
お
す
た
れ
ず
、
む
し
ろ
新
た
な
展
開
を
見
せ
つ
つ
、
互
に
排
中
的
対
立
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四

に

お

い

て
並
び立
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
こ
そ
く
排
中
律
V
の
妥
当
す
べ
き
場
所
だ
と

し
、
「
理
性
主
義
」
と
「
超
自
然
主
義
」
と
は
あ
ら
ゆ
る
媒
介
が
不
可
能
な
矛
盾
対
立
に
あ
る
と
し
て
、
自
ら
は
決
然
た
る
「
超
自
然
主

義
」
に
立
ち
つ
つ
、
「
理
性
主
義
」
と
「
超
自
然
主
義
」
と
の
マ
ー
テ
ン
セ
ン
的
思
弁
神
学
的
媒
介
を
斥
け
ん
と
し
て
い
る
。
思
弁
神
学

の

試
みは
不
決
断
、
動
揺
、
浮
動
に
し
か
導
か
な
い
と
し
て
、
彼
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
「
わ
れ
わ
れ
が
特
に
注
意
も
せ
ず
に
聞
き
流
し
て
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に
り

い
る
主
張
」
で
あ
る
思
弁
的
媒
介
と
い
う
主
張
に
、
「
わ
れ
わ
れ
の
全
面
的
な
注
意
と
熟
慮
」
を
促
が
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
彼
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
に
言
え
ば
、
人
々
を
絶
対
的
な
「
あ
れ
か
ー
こ
れ
か
」
（
窪
け
1
窪
け
）
の
前
に
立
た
し
め
よ
う
と
し

て
いる
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
こ
の
論
文
は
、
そ
の
終
り
で
ふ
れ
ら
れ
た
へ
ー
ゲ
ル
『
論
理
学
』
に
お
け
る
〈
排
中
律
〉
へ
の
言
及
に
よ
っ
て
、
直
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ち
に
、
思
弁
神
学
の
み
な
ら
ず
、
思
弁
的
論
理
学
の
立
場
か
ら
の
反
論
を
も
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
は
三
年

後
に
再
び
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
再
反
論
を
試
み
、
し
か
も
今
度
は
そ
れ
を
論
理
の
問
題
と
し
て
論
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
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一
八
四

二年
に
公
け
に
さ
れ
た
論
文
「
論
理
的
諸
原
理
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
は
、
人
間
の
思
惟
に
お
い
て
自
明
な
こ
と
、
そ

れな
し
に
は
人
は
考
え
る
こ
と
も
語
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
は
何
か
を
探
求
し
、
厳
密
に
規
定
す
る
の
だ
と
し
て
、
〈
同
一
律
〉
〈
矛

盾律
V
〈
排
中
律
〉
と
い
う
論
理
的
原
理
、
思
惟
法
則
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
を
論
じ
た
上
で
、
先
の
論
文
の
論
点
に
立
ち
戻
り
、
そ

れを
再
論
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ね

　
〈同
一
律
〉
に
つ
い
て
彼
は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
と
と
も
に
、
そ
の
最
も
単
純
な
か
た
ち
、
「
A
1
1
A
」
と
い
う
表
現
に
固
着
す
る
。
こ
の

原
理
がす
べ
て
に
先
立
つ
最
初
の
説
明
で
あ
り
、
直
接
に
明
証
的
で
、
す
べ
て
の
思
考
法
則
の
尖
端
に
位
置
づ
け
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る

な
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
に
タ
ウ
ト
ロ
ギ
ー
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
も
そ
も
命
題
な
る
も
の



は
本
来
主
語
と
述
語
と
の
あ
い
だ
の
区
別
を
期
待
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
〈
同
一
律
〉
命
題
は
そ
の
命
題
の
形
式
が
要
求
す
る
と

こ
ろ
す
ら
満
た
し
て
い
な
い
ゆ
え
に
、
命
題
の
形
式
そ
の
も
の
が
自
ら
矛
盾
し
て
お
り
、
「
真
の
思
惟
法
則
」
で
は
な
く
、
「
抽
象
的
悟
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

の

法則
」
に
外
な
ら
ぬ
と
難
ず
る
の
で
あ
る
が
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
は
逆
に
、
「
A
“
A
」
の
タ
ウ
ト
ロ
ギ
ー
性
こ
そ
が
論
理
の
尖
端
に
お

い

ては
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
〈
同
一
律
〉
命
題
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
思
惟
の
根
底
に
あ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
む
ろ
ん
現
実
の
事
物

にお
い
て
は
、
あ
る
も
の
か
ら
他
の
も
の
へ
の
変
化
が
徐
々
に
生
じ
、
移
行
や
消
滅
の
瞬
間
を
特
定
で
き
な
い
場
合
も
多
く
、
そ
こ
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

連
鎖
式

（Q
。

o暮
Φ
゜
・
）
的
推
論
が
成
り
立
つ
か
に
見
え
る
。
ー
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
は
こ
こ
で
、
こ
う
し
た
こ
と
は
「
人
格
性
」
に
関
し
て

は
妥
当
す
る
こ
と
は
な
い
と
し
、
二
人
の
人
格
と
い
う
も
の
は
、
何
か
別
の
も
の
に
移
行
す
る
こ
と
は
な
い
、
あ
る
か
、
な
い
か
で
あ

ハ
ハ
　る

」
と
言
う
が
、
そ
の
問
題
は
当
面
の
論
究
の
範
囲
を
超
え
る
と
し
て
直
ち
に
論
及
を
打
ち
切
る
。
1
現
実
の
事
物
に
お
い
て
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

う
し
た
漸
次
的
移
行
が
屡
々
見
ら
れ
る
に
し
て
も
、
思
惟
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
事
物
の
概
念
に
は
そ
の
こ
と
は
妥
当
し
な
い
と
し
、
そ

こ
で
は
「
A
は
A
で
あ
る
」
が
絶
対
的
に
妥
当
す
る
の
で
あ
り
、
思
惟
に
お
い
て
こ
れ
を
欠
く
こ
と
は
混
乱
か
誰
弁
を
惹
起
す
る
の
み
で

あ
る
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
お
ロ

　
〈
矛
盾
律
〉
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
た
ん
に
く
同
一
律
V
の
否
定
的
形
式
に
す
ぎ
ぬ
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
「
A
は
、
同
時
に
A
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

り
非
A
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
定
式
化
す
る
。
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
は
こ
の
定
式
化
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
排
中
律
〉
の
定
式
化
と
表
裏

を
な
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
は
そ
れ
を
「
A
は
非
A
で
は
な
い
」
と
い
う
単
純
な
定
式
で
表
現
し
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ

ス

に

なら
っ
て
こ
の
く
矛
盾
律
V
こ
そ
他
の
あ
ら
ゆ
る
根
本
命
題
の
原
理
で
あ
り
、
す
べ
て
の
論
証
は
そ
こ
に
還
り
行
く
の
だ
と
す

る
。
こ
の
無
矛
盾
の
主
張
は
、
へ
ー
ゲ
ル
が
難
ず
る
よ
う
に
矛
盾
す
る
も
の
は
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
矛
盾
は
あ
ら

ゆ
る
と
こ
ろ
に
厳
存
す
る
。
し
か
し
同
一
の
も
の
に
お
い
て
、
同
一
の
観
点
で
は
存
し
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
た
と
い
矛
盾
が
運
動
の

　
　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
く
論
理
的
問
題
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

根
基
であ
り
、
そ
れ
を
駆
動
す
る
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
同
一
性
よ
り
も
矛
盾
の
方
が
よ
り
深
く
本
質
的
で
あ
る
と

し
て
思
惟
が
矛
盾
の
な
か
に
休
ら
う
よ
う
な
こ
と
を
許
さ
な
い
の
が
〈
矛
盾
律
〉
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
な
し
に
は
思
惟

する
こ
と
も
語
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
し
、
そ
こ
か
ら
く
矛
盾
律
V
を
「
真
の
思
惟
法
則
」
と
言
う
に
値
し
な
い
と
斥
け
る
へ
ー
ゲ
ル

を
批
判
す
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
〈
矛
盾
律
〉
に
お
け
る
「
非
A
」
は
、
何
ら
か
の
点
で
A
と
異
な
る
も
の
一
般
を
指
す
の
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
リ

対
立さ
ら
に
は
矛
盾
を
、
つ
ま
り
「
そ
れ
と
対
立
す
る
も
の
、
そ
れ
と
と
も
に
存
立
で
き
な
い
も
の
」
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
と
す
る
。

そ

の

意
味
で

く
矛
盾
律

Vも
ま
た
、
「
共
在
で
き
な
い
も
の
は
共
在
で
き
な
い
」
と
い
う
だ
け
の
タ
ウ
ト
ロ
ギ
ー
的
な
も
の
と
な
る
が
、

し
か
し
か
か
る
タ
ウ
ト
ロ
ギ
ー
的
く
矛
盾
律
V
こ
そ
一
切
の
思
惟
の
根
本
原
理
た
り
得
る
の
だ
と
主
張
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

　
〈
排中
律
V
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
あ
る
も
の
は
A
で
あ
る
か
非
A
で
あ
り
、
第
三
者
は
存
在
し
な
い
」
と
定
式
化
す
る
。
そ
し
て
彼
は

こ
の
く
排
中
律
V
を
、
通
俗
の
悟
性
的
形
式
論
理
的
含
意
に
お
い
て
は
く
同
一
律
V
〈
矛
盾
律
V
同
様
語
る
に
足
ら
ぬ
無
意
義
な
も

のと
す
る
が
、
他
方
で
こ
の
命
題
は
、
す
べ
て
対
立
す
る
も
の
は
肯
定
的
に
か
否
定
的
に
か
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
り

お
り
、
そ
の
点
で
、
同
一
性
が
差
異
性
に
移
行
し
、
差
異
性
が
対
立
に
移
行
す
る
こ
と
に
根
差
し
た
重
要
な
命
題
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ

で
へー
ゲ
ル
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
は
、
『
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
「
A
は
礁
で
あ
る
か
噴
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

ハ
お
りい

」
と
い
う
命
題
に
拠
っ
て
解
釈
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
伝
統
的
な
命
題
の
形
式
の
な
か
へ
全
く
新
た
な
命
題
を
滑

り
込
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
従
来
噴
は
非
A
を
含
意
し
て
き
た
の
に
、
そ
れ
を
＋
と
一
に
、
へ
ー
ゲ
ル
の
例
で
い
え
ば
西
へ

の六
マ
イ
ル
を
柳
に
対
し
東
へ
の
六
マ
イ
ル
を
咽
、
あ
る
い
は
北
極
と
南
極
、
陽
電
気
と
陰
電
気
の
如
き
も
の
に
解
し
た
上
で
、
「
A
は

硫
であ
る
か
噴
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
す
で
に
、
＋
で
も
一
で
も
な
く
、
し
か
も
暁
と
し
て
も
噴
と
し
て
も
定
立
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ふ
　

て
い
る
第
三
者
、
す
な
わ
ち
A
が
語
ら
れ
て
い
る
」
と
し
、
伝
統
的
〈
排
中
律
〉
を
批
判
的
に
捉
え
直
し
て
、
そ
れ
に
く
同
一
律
V



〈矛
盾
律
〉
と
は
異
な
る
積
極
的
意
義
を
担
わ
し
め
て
い
る
の
だ
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
は
、
A
が
定
立
さ
れ
る
と
は
、

そ
れ
が
肯
定
的
な
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
否
定
的
な
も
の
、
噴
（
非
A
）
と
し
て
定
立
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
し

たが
っ
て
礁
で
も
櫨
で
も
な
く
、
喰
で
も
噴
で
も
あ
る
よ
う
な
A
そ
の
も
の
を
持
ち
出
し
、
そ
れ
で
両
者
を
媒
介
す
る
こ
と
な
ど
は
で
き

な
い
と
主
張
す
る
。
そ
の
上
で
わ
れ
わ
れ
が
誠
直
に
語
ら
ん
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
伝
統
的
く
排
中
律
V
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
と

し
、
先
の
論
文
の
「
竃
o
号
賠
言
ぎ
σ
q
の
あ
い
だ
を
媒
介
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
ζ
o
価
巴
σ
q
Φ
宙
の
あ
い
だ
を
媒
介
す
る
こ
と
は
で
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

い
」
と
い
う
主
張
を
あ
ら
た
め
て
主
張
す
る
。
む
ろ
ん
た
ん
に
見
せ
か
け
に
す
ぎ
ぬ
ζ
o
侮
臨
σ
q
巴
器
も
あ
り
、
そ
の
場
合
は
見
せ
か
け
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

暴
い

て
本
来竃
o
q
ω
翼
三
づ
σ
q
に
す
ぎ
ぬ
も
の
の
媒
介
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
媒
介
さ
れ
得
ず
、
媒
介
さ
れ
て
も
な
ら
ぬ
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

合
も
厳
然
と
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
媒
介
の
試
み
は
混
乱
を
招
来
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
概
念
の
領
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
り

に

お
い

て
妥当
す
る
と
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

　こ
こ
か
ら
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
は
再
び
汎
神
論
と
有
神
論
、
理
性
主
義
と
超
自
然
主
義
の
問
題
に
立
ち
戻
り
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
も
、
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

え
ば
あ
る
一
人
の
人
物
が
汎
神
論
者
で
あ
る
か
い
な
か
と
い
っ
た
経
験
的
現
実
の
問
題
と
し
て
は
、
双
方
は
さ
ま
ざ
ま
に
入
り
組
み
あ

い
、
ま
た
一
方
か
ら
他
方
へ
も
種
々
の
中
間
領
域
を
経
過
し
つ
つ
漸
次
的
に
移
行
し
、
た
め
に
両
者
の
あ
い
だ
に
媒
介
が
可
能
で
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

に

見
え
る
こ
と
も
あ
る
が
、
思
惟
に
お
い
て
事
柄
の
概
念
が
問
わ
れ
学
問
的
見
解
が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
A
は
A
で
あ
っ
て
非
A
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
　

は
な
く
、
「
あ
れ
か
、
こ
れ
か
。
第
三
者
は
存
在
し
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
の
原
理
、
特
徴
に
お
い
て
厳
密
に
捉
え
ら
れ
る
と
き
、
「
超
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
　

然
主
義は
理
性
主
義
を
つ
ね
に
自
ら
の
外
に
持
つ
の
で
あ
っ
て
、
内
に
持
つ
の
で
は
な
い
。
逆
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
両
者
の

あ
い
だ
に
は
〈
排
中
律
〉
が
妥
当
す
る
と
さ
れ
る
。
か
く
し
て
両
者
の
媒
介
の
試
み
は
学
問
に
発
展
を
斎
ら
さ
ず
、
か
え
っ
て
混
乱
を

生
む
の

み

であ
る
と
し
て
、
マ
ー
テ
ン
セ
ン
的
思
弁
神
学
的
媒
介
を
厳
し
く
斥
け
、
ま
た
か
か
る
思
弁
的
媒
介
の
主
張
者
た
ち
と
自
ら
と

　
　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
〈
論
理
的
問
題
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



八

のあ
い
だ
に
も
〈
排
中
律
〉
、
「
あ
れ
か
ー
こ
れ
か
」
を
立
て
る
の
で
あ
る
。
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　こ
の
よ
う
に
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
は
、
思
弁
神
学
的
媒
介
を
神
学
的
に
批
判
せ
ん
と
し
て
、
い
わ
ば
付
随
的
に
、
論
理
的
な
問
題
に
足
を
踏

み

入
れる
こ
と
に
な
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
は
結
果
と
し
て
、
彼
が
自
ら
の
神
学
的
立
場
の
基
礎
に
あ
る
論
理
的
性
格
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　周
知
の
よ
う
に
へ
ー
ゲ
ル
は
『
論
理
学
』
で
、
〈
同
一
律
V
に
つ
い
て
、
「
こ
の
（
同
一
）
律
、
そ
の
積
極
的
表
現
で
あ
る
A
1
1
A
は
、

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

ま
ず
は
無
内
容
な
タ
ウ
ト
ロ
ギ
ー
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
…
…
こ
の
思
惟
法
則
は
内
容
を
有
せ
ず
、
発
展
し
な
い
…
…
。
し
た
が
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

てそ
れ
は
無
内
容
な
同
一
性
で
あ
る
」
と
す
る
。
へ
ー
ゲ
ル
か
ら
い
え
ば
、
真
に
具
体
的
な
く
同
一
性
V
は
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に

く同
一
性
V
と
同
時
に
く
区
別
V
を
契
機
と
し
て
孕
む
動
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
〈
区
別
V

と
の
対
立
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
不
動
の
〈
同
一
性
〉
へ
の
固
執
は
抽
象
的
悟
性
的
一
面
性
を
免
か
れ
得
ず
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て

そ
れ
自
身
真
理
で
は
な
い
。
形
式
論
理
的
く
同
一
律
V
も
、
そ
の
否
定
的
形
式
と
し
て
の
く
（
無
）
矛
盾
律
V
も
、
こ
う
し
た
一
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

的
規
定
性
し
か
表
現
せ
ず
、
そ
れ
ら
は
「
た
ん
に
形
式
的
な
、
一
つ
の
抽
象
的
で
不
完
全
な
真
理
し
か
含
ん
で
い
な
い
」
と
さ
れ
、
た
ん

な
る
悟
性
の
立
場
に
立
つ
形
式
論
理
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
そ
も
そ
も
世
界
を
動
か
す
も
の
、
そ
れ
は
矛
盾
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
　

あ
り
、
矛
盾
は
思
惟
さ
れ
得
な
い
と
い
う
の
は
笑
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
伝
統
的
く
排
中
律
V
も
転
釈
さ
れ
、
そ

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

れは
「
す
べ
て
対
立
す
る
も
の
は
、
肯
定
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
否
定
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
で
あ
る
」
こ
と
を
含

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

意す
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
や
が
て
そ
の
矛
盾
は
根
拠
へ
と
止
揚
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
は
、
経
験
的
現
実
に
お
い
て
は
矛
盾
が
厳
存
し
、
矛
盾
が
あ
ら
ゆ
る
運
動
の
根
基
で
あ
る
に
し
て
も
、
ま
た
そ
こ
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

屡
々
一
か
ら
他
へ
の
漸
次
的
移
行
が
存
在
し
、
あ
た
か
も
矛
盾
が
媒
介
さ
れ
得
る
か
の
ご
と
き
仮
象
が
存
し
は
し
て
も
、
し
か
し
概
念
に



　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

基
づ
く
思
惟
や
学
問
の
領
域
に
お
い
て
は
〈
同
一
律
〉
〈
矛
盾
律
V
〈
排
中
律
V
が
厳
然
と
妥
当
し
、
そ
れ
ら
を
欠
い
て
は
誠
実
に

思
惟
する
こ
と
も
語
る
こ
と
も
不
可
能
と
な
り
、
た
だ
混
乱
が
生
ず
る
の
み
で
あ
る
と
し
て
、
彼
自
身
は
む
し
ろ
、
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て

難
ぜ
ら
れ
た
そ
の
「
タ
ウ
ト
ロ
ギ
ー
」
性
に
固
着
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
彼
は
、
マ
ー
テ
ン
セ
ン
的
思
弁
神
学
的
媒
介
と
対

決
せ
んと
し
た
の
で
あ
る
。

二

　
一
八
三
九
年
六
月
一
四
日
付
の
日
誌
記
述
に
、
S
・
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
相
対
的
対
立
が
媒
介
さ
れ
得
る

こ
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
実
は
へ
ー
ゲ
ル
な
ど
を
必
要
と
し
な
い
。
昔
か
ら
そ
れ
は
分
割
さ
れ
得
る
と
い
わ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
絶
対
的
な
対
立
が
媒
介
さ
れ
得
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
て
は
人
格
性
が
永
遠
に
異
議
を
申
し
立
て
る
で
あ
ろ
う

（そ
し
て
こ
の
異
議
は
媒
介
の
主
張
と
は
通
約
不
能
で
あ
る
）
、
そ
れ
は
そ
の
不
滅
の
デ
ィ
レ
ン
マ
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
か
、
な
い
か
、
そ

れ
が問
題
だ
（
ハ
ム
レ
ッ
ト
）
、
を
永
遠
に
く
り
か
え
す
こ
と
だ
ろ
う
。
」
（
℃
巷
゜
閏
〉
蒔
課
）
こ
の
記
述
は
上
述
の
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
第
一

論文
の
公
刊
直
後
に
、
そ
れ
を
承
け
て
書
か
れ
、
内
容
的
に
も
そ
の
「
反
対
対
立
の
あ
い
だ
を
媒
介
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
矛
盾
対
立

のあ
い
だ
を
媒
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
主
張
と
相
掩
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
論
旨
へ
の
深
い
共
感
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
み
ロ

は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
第
二
論
文
公
刊
直
後
に
記
さ
れ
た
と
目
さ
れ
る
日
誌
記
述
に
は
こ
う
い
う
叙
述
が
あ
る
。
「
『
あ
れ
か
ー
こ
れ

か
』
全
体
で
私
に
特
に
問
題
な
の
は
、
全
体
の
根
底
に
あ
っ
て
、
至
る
所
で
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
デ
ィ
レ
ン
マ
に
至
ら
し
め
る
形
而
上
学
的

意義
が
正
し
く
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
「
最
高
の
思
惟
原
理
と
し
て
の
タ
ウ
ト
ロ
ギ
ー
」
と
い
う
小
さ
な
哲

　
　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
く
論
理
的
問
題
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九

り



・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
一
〇

学的
論
述
の
根
底
に
も
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
原
理
は
（
…
…
）
、
矛
盾
の
原
理
が
真
で
あ
る
な
ら
（
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
あ
れ
か
ー
こ

れ
か

で
表
現さ
れ
て
い
る
の
だ
）
、
そ
れ
の
学
問
的
表
現
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
体
系
が
可
能
と
な

る
唯
一
の
統
一
性
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
著
作
の
な
か
で
矛
盾
の
原
理
に
関
す
る
論
を
書
く
の
は
美
学
的
に
正
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ

う
で
は
な
く
て
そ
の
こ
と
は
人
格
的
に
主
張
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
ー
た
だ
し
こ
う
し
た
こ
と
は
、
思
弁
的
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
人
が

そ
れ
を
越
え
て
進
む
の
で
な
い
ゆ
え
タ
ウ
ト
ロ
ギ
ー
の
偶
像
化
で
あ
る
。
1
」
（
H
u
㊤
b
°
H
口
一
W
　
ド
刈
『
）
。
こ
こ
で
の
タ
ウ
ト
ロ
ギ
ー
や
矛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

盾律
へ
の
言
及
が
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
第
二
論
文
と
無
関
係
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　こ
れ
ら
か
ら
し
て
も
、
一
に
述
べ
た
論
争
に
対
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
1
ル
が
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
側
に
深
い
共
感
を
抱
き
つ
つ
、
な
み
な
み

な
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
後
書
』
で
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
矛
盾
の
原
理
の
止
揚
を
語
る
と
こ
ろ
で
も
こ
の
論

争
に
ふ
れ
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
監
督
が
一
度
な
ら
ず
克
服
さ
れ
た
立
場
に
な
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
対
し
正
し
い
態
度
を
と
っ
た
と
述
べ
て

いる
（
ω
＜
≦
H
b
。
Φ
b
。
）
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
い
う
く
あ
れ
か
ー
こ
れ
か
V
も
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
い
う
く
排
中
律
V
、
あ
る
い
は
そ
れ

を
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
自
身
〈
あ
れ
か
ー
こ
れ
か
〉
と
言
い
表
わ
す
こ
と
と
も
無
関
係
に
は
考
え
ら
れ
ま
い
。
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
論
文
、
そ

れ
が
か
かわ
っ
た
論
争
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
深
い
関
心
を
惹
き
つ
つ
、
彼
の
思
索
の
展
開
を
促
し
、
や
が
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
矛
盾

律
の
止
揚
に
対
す
る
彼
の
批
判
に
ま
で
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
（
た
だ
し
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
が
く
排
中
律
V
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
　

問
題
に
し
た
と
こ
ろ
を
〈
矛
盾
律
〉
と
し
て
問
題
に
し
て
い
る
。
）

　

『あ
れ
か
ー
こ
れ
か
』
欄
筆
後
に
着
手
さ
れ
な
が
ら
、
未
完
に
終
っ
た
遺
稿
『
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ク
リ
マ
ク
ス
ー
あ
る
い
は
ー

す
べ
て
の
も
の
疑
わ
る
べ
し
』
の
本
文
（
℃
昌
゜
H
＜
u
d
H
、
以
下
こ
の
遺
稿
本
文
か
ら
の
引
用
は
頁
数
の
み
を
記
す
）
と
そ
れ
に
関
連
す
る
草
稿

（剛ゆ
b
°
H
＜
】
W
　
b
コ
ー
ド
↓
）
は
、
こ
の
論
争
が
提
起
し
た
問
題
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
彼
自
身
の
立
場
か
ら
か
か
わ
ろ
う
と
し
た
試
み
で
あ
っ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぜ

た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
こ
の
遺
稿
は
、
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ク
リ
マ
ク
ス
と
い
う
一
人
の
若
者
の
思
想
の
歩
み
を
辿
る
物
語
の
か
た
ち
で
、
彼
が
自
ら
の
語
る
と
こ

ろ
を
誠
実
に
生
き
よ
う
と
し
て
座
礁
す
る
姿
を
追
い
（
勺
ゆ
b
°
　
宅
　
ω
　
ド
①
）
、
そ
れ
を
通
し
て
、
近
時
の
哲
学
が
行
な
っ
た
と
自
称
し
つ
つ

も
自
ら
は
行
な
お
う
と
も
し
な
い
そ
の
「
不
真
実
」
を
暴
き
、
そ
の
不
真
実
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
っ
た
哲
学
の
「
混
乱
」
、
す

なわ
ち
冬
と
春
と
真
夏
の
よ
う
に
共
在
し
得
な
い
も
の
が
一
緒
く
た
に
さ
れ
る
混
乱
を
糾
そ
う
と
す
る
の
が
当
初
の
意
図
で
あ
っ
た
（
°
。
°

H
9
）
。

　彼
が
思
惟
の
課
題
と
し
た
の
は
、
人
々
が
く
り
か
え
し
語
り
賞
揚
す
る
「
す
べ
て
の
も
の
疑
わ
る
べ
し
（
傷
Φ
o
日
巳
げ
β
ω
魯
げ
詳
磐
身
目

Φ
ω
け
）

」と
い
う
命
題
と
、
そ
れ
が
哲
学
の
始
元
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
く
り
か
え
し
語
ら
れ
る
三

つ
の

表現
、
「
哲
学
は
懐
疑
を
も
っ
て
始
ま
る
」
「
哲
学
す
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
す
で
に
懐
疑
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

「
近
代
哲学
は
懐
疑
を
も
っ
て
始
ま
る
」
と
す
る
命
題
を
取
り
上
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
「
普
遍
的
な
も
の
」
を
語
る
前
二
者
（
と
り
わ
け
第
一
命
題
）
と
近
代
と
い
う
「
歴
史
的
な
も
の
」
を
語
る
第

三命
題
と
の
関
係
で
あ
る
。
人
々
は
た
や
す
く
両
命
題
を
混
同
し
同
一
視
す
る
が
、
そ
こ
に
は
大
き
な
困
難
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
近
代
哲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

学は
懐
疑
を
も
っ
て
始
ま
る
と
は
、
近
代
と
い
う
特
定
の
歴
史
的
時
間
に
お
け
る
哲
学
が
懐
疑
を
も
っ
て
始
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
、
そ
れ
と
は
異
な
る
始
ま
り
を
持
つ
他
の
時
代
の
哲
学
が
存
し
、
か
く
て
哲
学
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
始
ま
り
が
あ
り
得
る
と
い

う
こ
と
な
ら
、
第
一
命
題
に
矛
盾
す
る
。
し
か
し
そ
う
で
な
い
な
ら
、
こ
の
命
題
は
歴
史
的
な
規
定
を
語
り
つ
つ
、
同
時
に
永
遠
的
規
定

を
語
り
、
近
代
の
哲
学
の
懐
疑
に
よ
る
開
始
が
、
た
ん
に
歴
史
的
な
始
ま
り
で
は
な
く
本
質
的
な
始
ま
り
で
も
あ
る
と
い
う
主
張
と
な

る
。
そ
う
な
る
と
「
キ
リ
ス
ト
教
が
自
ら
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
歴
史
的
で
あ
る
と
同
時
に
永
遠
的
で
も
あ

　
　

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
く
論
理
的
問
題
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

る
始
ま
り
を
も
っ
て
こ
の
世
に
入
っ
て
き
た
」
（
G
Q
°
旨
刈
）
と
い
う
の
と
同
じ
主
張
を
、
哲
学
が
自
ら
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　ま
た
近
代
哲
学
の
懐
疑
に
よ
る
開
始
は
い
か
に
し
て
生
じ
た
の
か
。
た
ん
な
る
偶
然
と
い
う
な
ら
、
こ
の
命
題
は
哲
学
一
般
に
つ
い
て

何も
語
ら
ぬ
史
的
報
知
に
留
ま
る
。
そ
れ
は
第
一
命
題
に
も
矛
盾
す
る
。
偶
然
が
内
に
必
然
性
を
蔵
し
て
い
た
と
い
う
な
ら
、
偶
然
は
た

ん
に

仮象
に
す
ぎ
ず
、
第
三
命
題
は
第
一
命
題
に
解
消
す
る
。
ま
た
そ
れ
が
必
然
性
を
も
っ
て
生
起
し
た
の
な
ら
、
そ
れ
を
必
然
な
ら
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

め
た
先
行
の
哲
学
は
い
か
な
る
も
の
で
、
そ
れ
自
身
は
何
を
も
っ
て
始
ま
っ
た
の
か
。
さ
ら
に
、
懐
疑
を
も
っ
て
始
ま
る
と
は
、
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

先行
の
哲
学
と
の
断
絶
を
も
っ
て
始
ま
っ
た
こ
と
を
含
意
し
、
そ
う
な
る
と
先
立
つ
も
の
か
ら
の
必
然
的
帰
結
が
自
ら
に
反
対
の
も
の
を

生
む
こ
と
だ
と
い
う
「
飛
躍
」
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
こ
と
は
第
一
命
題
に
も
纒
わ
る
問
題
と
な
る
。
哲
学
が
ギ
リ
シ
ャ
人
の

「驚
き
」
と
い
う
「
直
接
的
規
定
」
「
肯
定
的
原
理
」
で
は
な
く
、
「
懐
疑
」
と
い
う
「
反
省
－
規
定
」
「
否
定
的
原
理
」
を
も
っ
て
始
ま

る
と
す
る
の
は
、
そ
の
開
始
が
先
行
す
る
哲
学
的
原
理
を
前
提
し
、
し
か
も
そ
れ
と
の
断
絶
、
反
駁
を
内
包
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

う
な
る
と
普
遍
的
永
遠
的
命
題
で
あ
る
は
ず
の
第
一
命
題
は
、
一
つ
の
歴
史
的
命
題
と
化
す
こ
と
に
な
る
。

　こ
れ
ら
の
行
き
詰
ま
り
を
避
け
る
た
め
に
、
二
者
択
一
的
に
「
純
粋
に
哲
学
的
な
命
題
」
か
「
純
粋
に
歴
史
的
命
題
」
か
と
せ
ず
に
両

者
を

結
び

つけ
よ
う
と
す
る
と
、
近
代
哲
学
は
い
ち
ど
き
に
「
歴
史
的
な
も
の
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
永
遠
な
も
の
」
と
な
り
、
「
ま
さ

にキ
リ
ス
ト
に
お
け
る
両
性
の
合
一
と
同
じ
合
＝
（
◎
◎
μ
b
。
b
。
h
°
）
と
な
る
。
か
く
し
て
哲
学
者
は
、
自
己
自
身
を
自
覚
す
る
自
覚
に
お
い

て同
時
に
自
己
を
近
代
哲
学
の
契
機
と
し
て
自
覚
し
、
近
代
哲
学
は
ま
た
、
自
己
を
永
遠
な
る
哲
学
の
歴
史
的
展
開
に
お
け
る
契
機
と
し

て自
覚
す
る
。
し
か
し
そ
う
な
る
と
哲
学
者
の
意
識
は
、
自
己
自
身
の
人
格
と
永
遠
な
る
哲
学
（
そ
の
展
開
と
し
て
の
全
世
界
の
哲
学
）

と
い
う
眼
も
眩
む
対
立
を
自
ら
の
内
に
包
摂
す
る
者
と
な
る
。
か
か
る
事
態
は
神
に
の
み
留
保
さ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。



　第
一
命
題
と
第
三
命
題
の
あ
い
だ
に
は
こ
う
し
た
容
易
に
は
架
橋
し
難
い
裂
け
目
が
ひ
そ
む
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
々
は
無
造
作
に
両

者
が
同
一
で
あ
る
か
の
如
く
に
語
り
つ
つ
、
「
哲
学
は
懐
疑
を
も
っ
て
始
ま
る
」
と
い
う
命
題
こ
そ
永
遠
な
る
哲
学
の
命
題
で
、
哲
学
を

始
め
ん
と
す
る
者
は
す
べ
て
こ
の
命
題
に
参
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
語
る
。
し
か
し
、
で
は
人
は
い
か
に
し
て
そ
れ
に
取
り
か
か
る
べ
き

か
に

つ
い

ては
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
に
と
っ
て
は
、
問
題
は
ま
さ
に
「
個
々
人
は
い
か
に
し
て
そ
の
命
題
に
か

かわ
る
べ
き
か
、
ま
た
個
々
人
は
い
か
に
し
て
哲
学
に
参
与
す
べ
き
か
」
（
o
。
°
ド
c
。
同
）
に
あ
っ
た
。
問
題
を
そ
の
よ
う
に
自
己
と
の
か
か
わ

り
に
お
い
て
真
摯
に
問
お
う
と
す
る
と
、
上
述
の
如
く
「
歴
史
的
規
定
」
と
「
永
遠
的
規
定
」
と
の
あ
い
だ
に
容
易
に
媒
介
さ
れ
得
な
い

裂け
目
が
自
覚
さ
れ
る
。
先
に
冬
と
春
と
真
夏
と
が
共
在
す
る
ご
と
き
哲
学
の
「
混
乱
」
と
い
わ
れ
た
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
容
易
に
架

橋
し
得
な
い
裂
け
目
を
看
過
し
飛
び
越
し
て
、
そ
れ
ら
を
媒
介
せ
ん
と
す
る
試
み
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
か
か
る
媒
介
は
、
ま
さ
に
こ

こ
に
言
う
よ
う
な
語
る
事
柄
へ
の
自
ら
の
か
か
わ
り
を
見
失
い
、
自
ら
の
語
る
と
こ
ろ
を
自
ら
行
な
お
う
と
し
な
い
哲
学
の
「
不
真
実
」

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　し
か
し
「
す
べ
て
の
も
の
疑
わ
る
べ
し
」
と
い
う
命
題
は
、
そ
れ
を
提
起
す
る
に
も
受
容
す
る
に
も
、
そ
れ
に
自
ら
が
い
か
に
か
か
わ

ヘ　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
か
が
問
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
数
学
的
命
題
や
形
而
上
学
的
命
題
の
場
合
は
、
そ
れ
を
誰
が
立
て
る
か
は
問
わ
れ
な
い
。
し
か
し
宗
教

的
倫
理
的
命
題
は
誰
が
語
っ
て
も
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
語
る
者
自
身
が
自
ら
信
じ
自
ら
行
な
う
の
で
な
け
れ
ば
、
宗
教
的
命
題

は
歴
史
的
命
題
に
、
倫
理
的
命
題
は
形
而
上
学
的
命
題
に
化
す
る
。
冒
頭
の
モ
ッ
ト
ー
に
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
が
引
用
さ
れ
る
。
「
私
の
語

る
の
は
精
神
の
中
に
あ
る
実
際
の
疑
惑
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
し
ば
し
ば
見
る
よ
う
に
、
心
で
疑
っ
て
い
な
い
の
に
言
葉
だ
け
で
疑
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

いる
と
称
す
る
場
合
に
つ
い
て
で
は
な
い
。
」
（
の
゜
H
O
°
。
）
し
た
が
っ
て
こ
の
命
題
は
、
自
ら
そ
れ
を
行
な
う
こ
と
な
し
に
は
提
起
さ
れ
得

な
い
は
ず
の
命
題
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
命
題
を
受
容
す
る
に
し
て
も
、
「
懐
疑
」
が
そ
の
本
質
か
ら
し
て
断
絶
を
は
ら
む
も
の
で
あ
る
以

　
　

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
〈
論
理
的
問
題
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

上
、
こ
の
命
題
に
関
し
て
も
、
そ
の
否
定
的
原
理
の
ゆ
え
に
い
か
な
る
直
接
的
伝
達
も
直
接
的
受
容
も
あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の

命
題
は
、
各
人
が
そ
れ
の
語
る
と
こ
ろ
を
自
ら
行
な
い
自
己
化
す
る
と
い
う
仕
方
で
の
み
受
け
取
ら
れ
得
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
は
同
時
代
の
哲
学
の
試
み
に
対
し
て
深
い
疑
念
を
抱
き
つ
つ
も
、
こ
の
「
す
べ
て
の
も
の
疑
わ
る
べ
し
」
と

いう
命
題
を
、
自
己
の
身
上
に
お
い
て
自
ら
考
え
抜
こ
う
と
す
る
。

　そ
こ
で
ま
ず
、
「
懐
疑
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
に
は
、
実
存
は
い
か
な
る
性
質
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
」
（
ω
゜
鼠
e
と
い

う
か
た
ち
で
、
「
意
識
に
お
け
る
懐
疑
の
理
念
的
可
能
性
」
（
◎
Q
」
a
）
が
問
わ
れ
る
。
子
ど
も
の
直
接
的
な
意
識
に
は
真
理
へ
の
問
い
は

未
だ
存
せ
ず
、
意
識
は
懐
疑
の
外
に
あ
る
。
意
識
が
他
と
の
関
係
に
齎
ら
さ
れ
、
実
在
性
（
直
接
性
）
が
こ
と
ば
（
理
念
性
）
に
よ
っ
て

表
現さ
れ
る
と
き
、
矛
盾
が
生
じ
、
そ
こ
に
は
じ
め
て
真
理
へ
の
問
い
が
、
非
真
理
へ
の
問
い
と
と
も
に
現
わ
れ
る
。
「
懐
疑
は
私
が
二

者
の
あ
い
だ
の
関
係
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
起
す
る
。
そ
れ
が
止
む
と
懐
疑
は
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
う
。
」
（
剛
越
゜
宅
b
d
H
P
b
⊃
）
二
重

性
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、
二
重
性
を
生
み
出
す
「
矛
盾
」
を
本
質
と
す
る
「
意
識
」
の
な
か
に
「
懐
疑
」
の
可
能
性
は
胚
胎
す
る
。
し
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

かし
そ
れ
は
な
お
懐
疑
の
可
能
性
に
す
ぎ
な
い
。
実
在
性
と
理
念
性
と
の
交
換
が
衝
突
な
し
に
生
じ
て
い
る
と
き
、
意
識
は
未
だ
可
能
性

に

お
い

てあ
る
。
意
識
は
矛
盾
が
そ
の
形
式
で
あ
る
関
係
で
あ
る
が
、
意
識
が
そ
の
矛
盾
を
発
見
す
る
の
は
そ
こ
に
衝
突
が
生
じ
る
と
き

であ
る
。
「
意
識
は
本
来
こ
の
衝
突
、
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
矛
盾
の
表
現
で
あ
る
。
」
（
℃
碧
゜
宅
ω
置
”
°
。
）
意
識
は
衝
突
か
ら
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

じ
、
衝
突
を
前
提
す
る
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
意
識
は
そ
の
現
実
性
に
お
い
て
あ
ら
わ
と
な
る
。

　こ
こ
に
言
う
意
識
は
反
省
で
は
な
い
。
「
反
省
」
の
規
定
は
つ
ね
に
二
肢
的
巳
9
0
8
巨
路
で
、
そ
こ
で
は
二
者
は
未
だ
関
係
が
可
能

にな
る
仕
方
で
お
互
い
に
触
れ
合
っ
て
い
る
に
留
ま
る
。
「
矛
盾
も
な
く
、
た
ん
に
相
互
の
関
係
に
あ
る
理
念
性
と
実
在
性
は
純
然
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

二
肢
性を
与
え
る
。
」
（
剛
四
娼
゜
宅
　
b
d
　
H
O
”
α
）
そ
こ
で
は
関
係
も
な
お
可
能
性
に
お
い
て
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
意
識
」
の
規
定
は
三
肢
的



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

宵
ざ
げ
0
8
邑
降
で
あ
り
、
意
識
は
精
神
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
関
係
は
そ
の
現
実
性
に
お
い
て
あ
ら
わ
に
な
る
。
反
省
は
無
関
心

的
で
あ
る
が
、
意
識
は
「
関
係
」
で
あ
り
、
ま
た
「
関
心
」
で
あ
る
。
ぎ
8
学
Φ
ω
器
（
あ
い
だ
に
ー
あ
る
存
在
）
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ

の
こ
と
に
無
限
の
冒
8
冨
゜
。
。
・
Φ
（
関
心
）
を
抱
く
「
関
心
性
」
で
も
あ
る
。
か
か
る
無
限
の
関
心
性
と
し
て
の
関
係
に
お
い
て
、
矛
盾
は

矛盾
と
し
て
激
発
さ
れ
る
。
そ
こ
に
衝
突
が
生
じ
、
そ
の
衝
突
に
お
い
て
、
意
識
も
関
係
も
そ
の
現
実
性
に
お
い
て
あ
ら
わ
に
な
る
。

「
反省
は
関
係
の
可
能
性
で
あ
り
、
意
識
は
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
最
初
の
形
式
が
矛
盾
で
あ
る
。
」
（
G
。
．
ド
ミ
）

　
理
念性
と
実
在
性
と
を
互
い
に
永
遠
に
対
立
さ
せ
た
と
し
て
も
、
そ
の
対
立
に
無
限
の
関
心
を
抱
く
意
識
が
存
し
な
け
れ
ば
懐
疑
は
存

在し
な
い
。
二
者
の
た
ん
な
る
対
立
で
は
な
く
、
そ
の
対
立
に
無
限
の
関
心
を
抱
く
意
識
に
お
い
て
矛
盾
が
矛
盾
と
し
て
激
発
す
る
と
こ

ろ
で
、
は
じ
め
て
懐
疑
は
そ
の
あ
ら
わ
な
姿
を
見
せ
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
「
懐
疑
が
た
ん
な
る
思
惟
と
異
な
る
の
は
、
そ
こ
に
は
た
ら

く
関
心
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
」
（
勺
P
b
°
　
H
く
　
b
d
　
H
ω
”
b
◎
O
）
可
能
性
と
し
て
の
関
係
た
る
二
肢
的
な
反
省
に
お
い
て
で
は
な
く
、
現
実
性
と
し

て
の関
係
た
る
意
識
の
三
肢
性
に
お
い
て
そ
れ
は
生
起
す
る
。
だ
か
ら
関
心
が
廃
棄
さ
れ
る
と
、
懐
疑
は
克
服
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
中

性
化さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
無
関
心
的
な
客
観
的
（
数
学
的
、
美
学
的
、
形
而
上
学
的
）
思
惟
に
よ
っ
て
懐
疑
を
克
服
せ
ん

と
す
る
の
は
根
本
的
な
錯
誤
で
あ
る
。
近
代
哲
学
が
懐
疑
を
体
系
に
よ
っ
て
克
服
せ
ん
と
す
る
試
み
も
、
懐
疑
の
何
た
る
か
に
対
す
る
無

知を
露
呈
す
る
。
懐
疑
は
関
心
の
う
ち
に
こ
そ
存
す
る
の
に
、
い
か
な
る
体
系
的
認
識
も
無
関
心
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
懐
疑

が関
心
の
う
ち
に
存
す
る
こ
と
を
洞
察
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
関
心
を
ア
パ
テ
イ
ア
に
変
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
懐
疑
を
廃
棄
せ
ん
と
し

た
ギ
リ
シ
ャ
の
懐
疑
家
た
ち
の
方
が
、
懐
疑
の
近
代
的
克
服
よ
り
も
は
る
か
に
透
徹
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　
遺
稿は
こ
こ
で
中
断
さ
れ
た
ま
ま
未
完
と
な
る
が
、
構
想
で
は
、
「
そ
れ
は
認
識
の
行
為
で
あ
る
か
」
（
勺
碧
゜
宅
切
ド
O
芦
9
ド
゜
。
”
α
）
、

「
そ

れは
意
志
の
行
為
で
あ
る
か
」
（
℃
P
b
°
宅
】
W
　
H
G
o
“
Φ
）
と
続
く
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
そ
れ
は
認
識
の
行
為
で
あ
る
か
」
で
は
、
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「
無知
」
に
お
け
る
懐
疑
の
存
在
が
否
定
さ
れ
、
さ
ら
に
「
懐
疑
」
が
関
係
即
関
心
に
お
い
て
生
起
す
る
点
で
た
ん
な
る
「
不
確
か
さ
」

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
　

と
も
異
な
る
と
さ
れ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
、
デ
カ
ル
ト
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
等
を
援
用
し
つ
つ
、
「
直
接
的
な
知
覚
」

も
「
認
識
」
も
人
を
欺
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
（
勺
9
」
＜
切
ド
゜
。
”
8
°
。
噂
b
。
b
⊃
）
。
ま
た
「
そ
れ
は
意
志
の
行
為
で
あ
る
か
」
で
は
、

「
懐
疑
のう
ち
に
は
意
志
の
行
為
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
…
…
で
な
け
れ
ば
懐
疑
す
る
こ
と
が
不
確
か
だ
と
い
う
こ
と
と
同
じ
こ
と
に

な
っ

てし
ま
う
だ
ろ
う
」
（
剛
㊤
b
°
り
～
】
W
α
輔
c
o
）
、
「
懐
疑
す
る
た
め
に
は
、
人
は
そ
れ
を
意
志
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ー
そ
れ
を
停
止

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
意
志
の
契
機
が
取
り
去
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
ー
だ
か
ら
そ
れ
を
や
め
よ
う
と
欲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
し
た
が

っ

て
懐
疑は
認
識
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
」
（
℃
9
b
°
り
～
　
】
W
　
㎝
”
μ
Q
o
）
と
す
る
論
旨
が
展
開
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

周
知
の
如
く
こ
れ
ら
の
論
点
は
、
の
ち
に
『
哲
学
的
断
片
』
の
「
間
奏
曲
」
（
o
。
＜
宅
b
。
お
中
’
）
に
お
い
て
関
説
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
「
直
接
的
な
知
覚
と
直
接
的
な
認
識
は
欺
く
こ
と
が
で
き
な
い
」
（
の
く
　
同
く
　
b
o
刈
Q
o
h
°
）
、
「
誤
謬
は
…
…
（
そ
こ
か
ら
）
私
が
引
き
出
す

推論
か
ら
生
ず
る
」
（
o
Q
＜
宅
b
。
置
）
。
そ
れ
ゆ
え
ギ
リ
シ
ャ
の
懐
疑
家
た
ち
は
そ
の
手
前
で
自
ら
を
つ
ね
に
宙
づ
り
の
状
態
に
留
め
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

であ
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
彼
ら
が
自
ら
意
志
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
懐
疑
は
「
撤
退
す
る
懐
疑
」
（
℃
碧
゜
宅
b
d
H
°
。
”
b
。
ピ
＜
σ
q
ド

゜
。

＜
宅
b
。
謡
）
で
あ
り
「
判
断
停
止
（
エ
ポ
ケ
ー
）
」
で
あ
っ
た
が
、
「
彼
ら
が
懐
疑
し
た
の
は
、
認
識
に
よ
っ
て
で
は
な
く
意
志
に
よ
っ

て
であ
っ
た
。
」
（
G
o
＜
H
く
昏
。
謡
）
「
意
志
に
よ
っ
て
彼
（
懐
疑
家
）
は
、
停
止
し
て
あ
ら
ゆ
る
推
論
を
差
し
控
え
る
こ
と
を
決
意
す
る
」

（o
Q＜

H＜
b
。♂
）
。
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
「
懐
疑
は
自
由
に
よ
っ
て
、
意
志
の
行
為
に
よ
っ
て
し
か
止
揚
さ
れ
得
な
い
」
（
°
。
＜
宅
b
。
課
）
と

も
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　さ
て
先
に
懐
疑
は
実
在
性
と
理
念
性
と
が
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
関
係
は
二
様
の
仕
方
で
斎
ら
さ
れ
る

（矧画
娼
゜
　
宅
　
b
d
　
ド
Q
o
”
H
o
o
）
。
一
は
「
実
在
性
を
理
念
性
と
の
関
係
に
斎
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
」
、
他
は
「
理
念
性
を
実
在
性
と
の
関
係
に
斎



ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
」
で
あ
り
、
前
者
は
「
認
識
の
は
た
ら
き
」
で
あ
り
、
後
者
は
「
倫
理
的
な
も
の
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
両
者

にお
い
て
「
関
心
」
の
あ
り
方
は
根
本
的
に
異
な
り
、
前
者
に
お
い
て
た
と
い
「
関
心
」
が
語
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
精
々
「
私
が

関
心
を
抱
く
第
三
者
、
た
と
え
ば
真
理
に
対
す
る
関
心
」
で
し
か
な
い
が
、
後
者
に
お
い
て
「
私
が
関
心
を
抱
く
の
は
私
自
身
で
あ
る
」

と
言
わ
れ
る
（
以
上
団
p
サ
宅
切
目
゜
。
μ
o
。
）
。
こ
の
自
己
自
身
へ
の
無
限
の
関
心
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
責
任
を
伴
な
っ
た
真
に
行
為
と

言
い

得る
も
の
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
厳
密
な
意
味
で
の
懐
疑
は
倫
理
的
な
も
の
の
始
ま
り
で
あ
る
」
（
℃
㊤
b
°
　
ヨ
　
切
　
H
G
o
“
H
⑩
）
と

も
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
味
で
の
懐
疑
を
斎
ら
し
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
じ
め
て

「自
己
」
と
い
う
も
の
が
真
の
意
義
を
獲
得
し
た
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
か
か
る
自
己
自
身
へ
の
無
限
の
関
心
に
お
い
て
は
じ
め
て
懐

疑
は
懐
疑
と
し
て
そ
の
真
の
姿
を
現
わ
す
。
こ
の
自
己
自
身
へ
の
無
限
の
関
心
に
お
い
て
あ
ら
わ
に
な
る
厳
密
な
意
味
で
の
懐
疑
は
、
も

は
や
一
種
の
絶
望
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
信
仰
に
よ
っ
て
し
か
克
服
さ
れ
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
懐
疑
は
体
系
に
よ
っ
て
は
克
服
さ
れ
得

ず
、
信
仰
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
得
る
」
（
℃
P
b
°
　
H
く
　
U
u
　
H
Q
o
鱒
H
Q
◎
）
。
『
断
片
』
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
、
「
信
仰
は
懐
疑
の
反
対
で
あ

る
。
信
仰
と
懐
疑
と
は
、
お
互
い
に
連
続
性
に
お
い
て
規
定
し
合
う
二
種
の
認
識
な
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
い
ず
れ
も
認
識
の
行
為

では
全
く
な
く
て
、
相
対
立
す
る
情
熱
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
（
q
Q
＜
宅
b
⊃
♂
）

　
かく
し
て
懐
疑
が
懐
疑
と
し
て
あ
ら
わ
に
な
る
場
は
、
自
己
が
自
己
自
身
に
無
限
の
関
心
を
抱
き
、
そ
れ
と
と
も
に
矛
盾
が
矛
盾
と
し

て
激
発し
、
真
に
関
係
が
、
そ
し
て
意
識
が
そ
の
現
実
性
に
お
い
て
あ
ら
わ
に
な
る
場
で
あ
る
こ
と
が
突
き
と
め
ら
れ
る
。
か
く
て
懐
疑

は
、
も
は
や
へ
ー
ゲ
ル
や
ス
ピ
ノ
ザ
が
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
つ
い
て
語
る
よ
う
な
「
疑
う
た
め
に
で
は
な
く
、
真
理
を
見
出
す
た
め
に
」

な
さ
れ
る
「
審
問
す
る
懐
疑
」
（
勺
p
。
b
°
宅
切
H
°
。
品
H
）
に
留
ま
る
こ
と
は
で
き
ず
、
自
己
の
総
力
を
挙
げ
て
な
さ
れ
る
不
断
の
継
起
と

な
る
（
＜
σ
q
ピ
勺
P
b
°
宅
　
b
d
　
ド
Q
Q
”
困
b
⊃
）
。
「
す
べ
て
を
懐
疑
す
る
」
と
は
生
涯
を
賭
け
て
遂
行
さ
れ
続
け
ら
る
べ
き
課
題
で
あ
り
、
決
し
て

　
　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
く
論
理
的
問
題
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
一
八

終り
に
至
る
こ
と
は
な
い
（
＜
σ
q
一
゜
勺
陣
b
°
団
～
　
切
　
ド
Q
o
“
ド
H
）
。
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
は
「
す
べ
て
を
懐
疑
す
る
」
懐
疑
の
尖
端
に
自
ら
を
持
す
る
こ

と
に
全
精
力
を
費
や
し
て
「
純
粋
存
在
」
に
は
到
達
す
る
が
、
そ
こ
か
ら
引
き
返
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
（
℃
昌
゜
宅
b
d
°
。
”
8
一
゜
。
讐

ド゚
。

昌
α
）
。
あ
ら
ゆ
る
先
入
見
を
排
し
す
べ
て
を
疑
い
抜
く
極
み
に
お
い
て
、
彼
は
哲
学
の
確
か
な
出
発
点
に
は
達
し
得
な
い
。
彼
は
絶
望

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

のう
ち
に
、
す
べ
て
を
懐
疑
し
て
し
か
も
そ
こ
を
哲
学
の
始
元
と
す
る
こ
と
の
不
可
能
を
覚
る
。
「
す
べ
て
の
も
の
疑
わ
る
べ
し
」
と
い

う
命
題
に
、
自
ら
誠
実
真
摯
に
か
か
わ
ろ
う
と
し
た
若
者
は
、
か
く
の
如
く
に
し
て
そ
れ
に
座
礁
す
る
。

　こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
遺
稿
に
お
い
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
「
歴
史
的
規
定
」
と
「
永
遠
的
規
定
」
と
の
あ
い
だ
に
ひ
そ
む
架
橋
し

難
い
裂
け
目
を
あ
ら
わ
に
す
る
と
と
も
に
、
「
懐
疑
」
と
「
哲
学
の
始
元
」
と
の
あ
い
だ
に
存
す
る
断
裂
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
た
。

そ

れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
か
ら
眼
を
逸
ら
し
、
あ
る
い
は
無
造
作
に
両
者
が
同
一
視
さ
れ
、
あ
る
い
は
両
者
の
あ
い
だ
に
思
弁
的
媒
介
が

試
みら
れ
る
事
態
を
、
冬
と
春
と
真
夏
と
が
い
ち
ど
き
に
来
た
よ
う
な
、
共
在
し
得
な
い
も
の
を
一
緒
く
た
に
す
る
哲
学
の
「
混
乱
」
と

し
て
暴
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
媒
介
の
試
み
、
「
混
乱
」
は
、
語
る
事
柄
へ
の
自
ら
の
か
か
わ
り
を
失
っ
た
哲
学

の

「
不真
実
」
に
お
い
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
主
張
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
点
に
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
は
、
時
代
の
精
神
的
状
況
に
ひ
そ
む
根
本
的
病
弊
に
通
ず
る
も
の
を
見
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
こ
の
遺
稿
は
、
か
つ
て
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
が
そ
の
第
一
論
文
に
お
い
て
、
当
時
の
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
い
て
特
段
の

注
意も
な
し
に
聞
き
流
さ
れ
て
い
る
思
弁
的
媒
介
の
主
張
が
不
決
断
、
動
揺
、
浮
動
を
招
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
ま
た
第
二
論
文
に

お
い
て
、
「
矛
盾
対
立
」
を
も
媒
介
せ
ん
と
す
る
思
弁
的
媒
介
の
試
み
は
混
乱
を
生
む
の
み
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
に
対
し
自
ら
は
く
排

中
律
V
あ
る
い
は
く
あ
れ
か
ー
こ
れ
か
V
を
対
置
せ
ん
と
し
た
の
を
承
け
て
、
そ
の
問
題
を
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
の
立
場
で
追
求
し

展開
せ
ん
と
し
た
試
み
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。



三

　し
か
し
な
が
ら
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
ま
た
、
看
過
し
得
な
い
相
違
も
存
在
す
る
。

　第
一
論
文
で
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
は
、
超
自
然
主
義
と
理
性
主
義
と
の
思
弁
的
媒
介
の
主
張
に
抗
し
て
〈
排
中
律
〉
を
対
置
し
、
そ
こ
に

媒
介さ
れ
得
な
い
矛
盾
対
立
が
あ
る
と
し
て
〈
あ
れ
か
ー
こ
れ
か
〉
を
立
て
よ
う
と
し
た
。
そ
の
背
後
に
は
、
彼
自
ら
の
決
然
た
る
超

自
然
主
義
の
信
仰
の
立
場
が
あ
っ
た
。
し
か
し
〈
排
中
律
〉
へ
の
言
及
を
き
っ
か
け
に
生
じ
た
思
弁
的
神
学
、
思
弁
的
論
理
学
か
ら
の

反
批判
に
応
え
ん
と
し
て
、
第
二
論
文
に
お
い
て
彼
は
、
自
ら
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
〈
同
一
律
V
〈
矛
盾
律
〉
〈
排
中
律
V

と
い
う
論
理
的
原
理
を
論
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
主
張
の
論
理
的
基
盤
を
明
ら
か
に
し
た
。
か
く
て
問
題
は
、
た
ん
に
信
仰
の
あ
り

方を
越
え
、
一
般
的
な
論
理
の
問
題
へ
と
展
開
し
た
。

　第
｝
論
文
で
「
超
自
然
主
義
」
と
「
理
性
主
義
」
と
の
排
中
的
矛
盾
対
立
を
主
張
し
た
彼
は
、
第
二
論
文
に
お
い
て
は
、
一
切
の
媒
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

を
斥
け
る
「
純
粋
な
、
非
媒
介
的
超
自
然
主
義
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
立
場
で
あ
る
」
と
す
る
マ
ー
テ
ン
セ
ン
の
反
批
判
を
承
け
て
、
キ
リ
ス
ト

の両
性
に
つ
い
て
そ
れ
を
解
き
が
た
い
矛
盾
と
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
張
を
批
判
し
、
キ
リ
ス
ト
の
啓
示
は
現
実
で
あ
っ
て
、
神
性
と
人
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

と
が
そ
の
矛
盾
に
も
か
か
わ
ら
ず
キ
リ
ス
ト
の
現
臨
の
う
ち
に
媒
介
の
場
を
見
出
す
こ
と
は
、
ド
ル
ナ
ー
の
卓
抜
な
キ
リ
ス
ト
論
展
開
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

にも
明
ら
か
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
ま
た
経
験
的
現
実
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
一
人
の
人
に
、
汎
神
論
者
か
非
ー
汎
神
論
者
か
、
理

性
主
義
者
か
非
－
理
性
主
義
者
か
と
く
排
中
律
V
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
同
一
人
が
完
全
に
異
質
の
契
機
を
同
時
に
併
せ
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
い
う
「
非
首
尾
一
貫
性
」
は
避
け
得
な
い
こ
と
だ
と
す
る
。
し
か
し
「
概
念
の
領
域
に
お
い
て
は
」
「
学
問
に
お
い
て
は
」
「
論
理
学
の

　
　
　
ハ
　
　

尖端
で
は
」
、
ど
こ
ま
で
も
伝
統
的
な
く
同
一
律
V
〈
矛
盾
律
V
〈
排
中
律
〉
の
妥
当
性
が
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

　
　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
く
論
理
的
問
題
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九

．



二
〇

よ
う
に
し
て
彼
は
、
自
ら
の
主
張
の
論
理
的
基
礎
を
伝
統
的
な
形
式
論
理
に
見
出
す
の
で
あ
る
。

　キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
立
場
が
こ
う
し
た
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
立
場
と
微
妙
に
相
違
す
る
こ
と
は
、
「
反
対
対
立
の
あ
い
だ
を
媒
介
す
る
こ
と

は
で
き
る
が
、
矛
盾
対
立
の
あ
い
だ
を
媒
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
言
に
触
発
さ
れ
て
書
か
れ
た
前
出
の
日

誌
記述
、
「
相
対
的
対
立
は
媒
介
さ
れ
得
る
…
…
（
し
か
し
）
絶
対
的
な
対
立
が
媒
介
さ
れ
得
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
て
は

人
格性
が
永
遠
に
異
議
を
申
し
立
て
る
」
と
い
う
こ
と
ば
に
す
で
に
如
実
に
現
わ
れ
る
。
こ
こ
で
「
絶
対
的
媒
介
」
に
抵
抗
し
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

は
「
人
格
性
」
で
あ
る
。
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
も
連
鎖
式
推
論
に
関
連
し
て
、
「
人
格
」
に
つ
い
て
は
漸
次
的
移
行
は
存
し
な
い
と
も
言
う
が
、

し
か
し
彼
に
あ
っ
て
は
論
旨
展
開
は
直
ち
に
そ
こ
を
離
れ
、
思
惟
や
概
念
の
問
題
に
転
じ
て
行
く
。
一
方
「
絶
対
的
対
立
」
の
媒
介
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

す
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
批
判
は
終
始
こ
こ
を
眼
目
と
す
る
。
の
ち
の
日
誌
記
述
（
一
八
四
四
年
）
で
は
こ
う
言
わ
れ
る
、
「
絶
対
的
対
立

を
統
一
す
る
い
ち
だ
ん
高
い
統
一
性
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
す
べ
て
、
倫
理
に
対
す
る
形
而
上
学
的
暗
殺
で
あ
る
」
（
剛
㊤
娼
゜
　
＜
　
諺
　
⑩
O
）
、

「私
が
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
、
私
は
矛
盾
の
な
か
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
生
そ
の
も
の
が
矛
盾
だ
か
ら
で
あ
る
」
（
男
㊤
b
°
＜
　
諺
　
①
c
o
）
。
こ
の

よ
う
に
見
る
と
、
両
者
が
等
し
く
く
あ
れ
か
ー
こ
れ
か
V
を
語
る
に
し
て
も
、
そ
の
あ
い
だ
に
存
す
る
相
違
も
看
過
さ
れ
得
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
遺稿
に
お
い
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
懐
疑
の
「
理
念
的
可
能
性
」
を
求
め
て
、
そ
れ
が
「
矛
盾
」
を
本
質
と
す
る
「
意
識
」
の
な
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

胚
胎す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
「
懐
疑
」
が
現
実
性
に
お
い
て
そ
の
あ
ら
わ
な
姿
を
見
せ
る
の
は
、
「
矛
盾
」
が
「
矛
盾
」

と
し
て
激
発
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
「
矛
盾
」
が
「
矛
盾
」
と
し
て
激
発
す
る
の
は
、
「
関
係
」
に
無
限
の
「
関
心
」
を
い
だ
く

ヘ　
　
ヘ
　
　
へ

「
現実
性
と
し
て
の
意
識
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
「
関
係
」
が
「
第
三
者
へ
の
関
心
」
で
な
く
、
「
自
己
自
身
へ
の
無
限
の
関
心
」
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

て
掴ま
れ
る
と
こ
ろ
で
、
勝
義
の
「
懐
疑
」
は
そ
の
姿
を
現
わ
す
と
さ
れ
る
。

　
そ

れと
と
も
に
「
矛
盾
」
の
在
処
も
明
ら
か
に
な
る
。
二
肢
的
「
反
省
」
に
お
い
て
、
二
者
は
未
だ
関
係
が
可
能
と
な
る
仕
方
で
触
れ



あ
う
の
み
で
、
「
関
係
」
は
な
お
可
能
性
に
留
ま
る
。
そ
の
「
関
係
」
に
無
限
の
「
関
心
」
を
い
だ
き
つ
つ
か
か
わ
る
三
肢
的
「
意
識
」

に

お
い

ては
じ
め
て
、
「
関
係
」
も
、
し
た
が
っ
て
「
矛
盾
」
も
そ
の
現
実
性
に
お
い
て
あ
ら
わ
と
な
る
。
そ
し
て
無
限
の
関
心
た
り
得

る
の
は
、
第
三
者
へ
の
関
心
で
は
な
く
自
己
自
身
へ
の
関
心
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
い
う
「
矛
盾
」
も
、
こ
の
自
己
自

身
へ
の
無
限
の
「
関
心
」
1
そ
こ
に
お
い
て
真
に
行
為
と
い
い
得
る
倫
理
的
な
も
の
も
始
ま
る
ー
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
「
関
係
」

のう
ち
に
そ
の
真
の
所
在
を
も
つ
と
言
え
よ
う
。
の
ち
に
『
後
書
』
で
は
こ
う
言
わ
れ
る
、
「
倫
理
的
な
も
の
が
…
…
彼
に
対
し
実
存
の

関
心
を
無
限
な
も
の
と
し
、
無
限
な
も
の
と
す
る
こ
と
で
矛
盾
の
原
理
が
絶
対
的
な
妥
当
性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
」
（
o
。
＜
≦
H
。
。
O
°
。
）
。

だ
から
「
私
が
実
存
を
取
り
去
る
（
抽
象
す
る
）
な
ら
、
も
は
や
い
か
な
る
〈
あ
れ
か
ー
こ
れ
か
〉
も
存
し
な
い
」
（
Q
。
＜
≦
H
b
。
㊤
b
。
）
。

かく
て
前
述
の
ご
と
く
、
「
絶
対
的
対
立
」
の
媒
介
を
語
る
こ
と
は
、
「
倫
理
に
対
す
る
形
而
上
学
的
暗
殺
」
（
前
出
）
で
あ
る
と
さ
れ
た
の

であ
る
。

　
『
後
書
』
に
よ
れ
ば
（
°
Q
＜
≦
H
蒔
旨
）
、
〈
同
一
律
V
は
あ
る
意
味
で
は
〈
矛
盾
律
〉
よ
り
高
く
、
そ
の
基
礎
に
あ
る
も
の
で
は
あ
る

が
、
し
か
し
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
限
界
に
す
ぎ
な
い
。
実
存
に
と
っ
て
は
、
〈
同
一
性
〉
は
「
出
発
点
」
で
は
あ
る
が
「
到
達
点
」
で
は

な
い
。
実
存
す
る
者
は
、
実
存
か
ら
抽
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
〈
同
一
性
〉
に
到
達
し
得
な
い
が
、
倫
理
は
か
か
る
抽
象
を
絶
対

的
に
禁
ず
る
。
か
く
て
〈
同
一
律
〉
が
〈
矛
盾
〉
を
廃
棄
す
る
の
で
は
な
く
、
〈
同
一
性
〉
を
廃
棄
す
る
の
が
〈
矛
盾
〉
な
の

であ
る
。
日
誌
記
述
に
よ
れ
ば
（
℃
ゆ
b
°
〈
〉
　
①
o
o
）
、
「
私
が
時
間
の
内
に
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
、
同
一
律
は
た
ん
な
る
一
つ
の
抽
象
で
あ

る
」
、
「
同
一
性
に
お
い
て
は
、
私
は
時
間
の
外
に
い
る
」
と
言
わ
れ
、
ま
た
前
述
の
ご
と
く
「
私
が
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
、
私
は
矛
盾
の

な
か
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
生
そ
の
も
の
が
矛
盾
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。
か
か
る
矛
盾
と
し
て
の
生
に
無
限
の
関
心
を
い
だ
く
と

こ
ろ
で
「
矛
盾
」
は
「
矛
盾
」
と
し
て
激
発
す
る
。

　
　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
く
論
理
的
問
題
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
二

　
かく
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
〈
矛
盾
律
〉
が
そ
の
絶
対
的
妥
当
性
を
主
張
す
る
の
は
、
実
存
の
無
限
の
関
心
に
お
い
て
で
あ

る
。
そ
こ
に
彼
は
、
媒
介
さ
れ
得
ぬ
絶
対
的
対
立
と
し
て
の
「
矛
盾
」
を
見
、
そ
の
矛
盾
を
媒
介
せ
ん
と
す
る
一
切
の
試
み
を
「
矛
盾
律

の

廃棄
」
と
し
て
難
じ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
「
矛
盾
」
の
真
の
所
在
は
、
自
己
自
身
へ
の
関
心
を
排
し
た
「
反
省
」
で
は
な
く
、
自
己

自
身
に
無
限
の
関
心
を
い
だ
く
関
係
と
し
て
の
「
意
識
」
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
見
ら
れ
る
と
き
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の

く
排中
律
V
の
主
張
は
、
未
だ
「
反
省
」
の
領
域
で
の
伝
統
的
論
理
に
と
ど
ま
る
も
の
と
言
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
ま
た
へ
ー
ゲ

ル的
な
く
矛
盾
律
V
の
止
揚
も
、
伝
統
的
な
形
式
論
理
に
対
す
る
批
判
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
実
存
の
現
実
性
か
ら
の
抽
象
で
あ
る

かぎ
り
、
そ
こ
で
捉
え
ら
れ
る
「
矛
盾
」
は
未
だ
真
に
「
意
識
」
に
お
け
る
「
矛
盾
」
と
は
い
え
ず
、
反
省
規
定
に
と
ど
ま
る
。
実
存
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ロ

無限
の
関
心
を
抽
象
し
た
と
こ
ろ
に
真
の
く
あ
れ
か
ー
こ
れ
か
V
は
存
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　彼
に
お
い
て
「
意
識
」
は
三
肢
的
な
「
精
神
」
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
「
精
神
」
は
の
ち
に
『
死
に
至
る
病
』
で
は
「
自
己
」
と
し
て
規

定
さ
れ
、
「
関
係
そ
れ
自
身
に
関
係
す
る
関
係
」
（
o
。
＜
各
ド
お
）
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
遺
稿
に
お
い
て
そ
の
構
造
は
ぎ
け
霞
Φ
゜
。
器
と

し
て
取
り
出
さ
れ
る
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
、
意
識
も
し
く
は
精
神
が
所
有
す
る
何
か
と
し
て
で
は
な
く
、
H
・
M
・
シ
ュ
ミ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー

にな
ら
っ
て
言
え
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
精
神
が
精
神
た
り
得
る
精
神
（
あ
る
い
は
意
識
）
の
根
本
構
造
そ
の
も
の
、
ま
た
そ
の
本
質
と
し

　
　
　
　
ロ
ね

て
であ
る
。

　
す
でに
述
べ
た
よ
う
に
、
「
反
省
」
に
お
い
て
二
者
は
関
係
が
可
能
と
な
る
仕
方
で
触
れ
あ
う
が
、
そ
れ
は
未
だ
「
意
識
」
と
は
呼
ば

れ
得な
い
。
可
能
性
に
お
い
て
あ
る
「
関
係
」
に
自
己
自
身
が
か
か
わ
る
と
こ
ろ
で
は
じ
め
て
、
「
精
神
」
と
も
呼
ば
れ
得
る
三
肢
的
な

「
意識
」
が
誕
生
す
る
。
し
か
し
ま
た
逆
に
、
そ
の
自
己
自
身
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
「
関
係
」
そ
れ
自
身
も
そ
の
現
実
性

にお
い
て
あ
ら
わ
に
な
る
。
シ
ュ
ミ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
も
言
う
よ
う
に
、
二
肢
性
が
ま
ず
あ
っ
て
、
次
に
そ
れ
へ
の
か
か
わ
り
と
し
て
三
肢



性
が
生
ず
る
の
で
は
な
く
て
、
「
意
識
（
あ
る
い
は
精
神
）
」
の
誕
生
と
い
う
一
つ
の
事
態
に
お
い
て
、
二
つ
の
契
機
が
同
時
に
与
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

る
の
で
あ
り
、
両
者
は
「
絶
対
的
な
等
根
源
性
」
を
有
す
る
。
「
精
神
の
世
界
で
は
、
一
が
分
け
ら
れ
る
と
き
に
は
、
三
に
な
る
の
で
あ

っ
て
、
二
に
な
る
の
で
は
な
い
」
（
ω
゜
竃
゜
。
）
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
識
の
三
肢
性
に
お
け
る
二
つ
の
関
係
の
絶
対
的
な

等
根
源
性が
、
ぎ
8
冨
器
Φ
の
概
念
、
し
か
も
そ
の
こ
と
ば
の
深
い
二
重
性
に
お
け
る
H
暮
曾
Φ
ω
。
・
Φ
の
概
念
と
し
て
取
り
出
さ
れ
る
。
「
意

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

識は
…
…
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
関
心
で
あ
る
」
（
P
9
・
°
O
°
傍
点
筆
者
）
。
つ
ま
り
、
「
あ
い
だ
に
ー
あ
る
存
在
」
（
H
暮
Φ
雫
Φ
゜
。
器
）

であ
る
と
同
時
に
、
そ
の
こ
と
に
無
限
の
「
関
心
」
（
ぎ
8
話
゜
。
器
）
を
い
だ
く
「
関
心
性
」
（
ぎ
8
話
器
δ
昌
げ
巴
け
）
、
そ
の
両
者
の
「
絶
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ね

的
等
根
源
性
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

　こ
う
し
た
「
意
識
」
の
根
本
構
造
に
お
い
て
「
矛
盾
」
の
所
在
は
明
ら
か
に
な
る
。
自
己
自
身
へ
の
無
限
の
関
心
に
お
い
て
捉
え
ら
れ

た
騨
8
話
器
o
の
二
重
性
、
そ
の
等
根
源
性
に
お
い
て
は
じ
め
て
矛
盾
は
矛
盾
と
し
て
激
発
す
る
。
「
倫
理
的
な
も
の
が
…
…
彼
に
対
し

実
存
の
関
心
を
無
限
な
も
の
と
し
、
無
限
な
も
の
と
す
る
こ
と
で
矛
盾
の
原
理
が
絶
対
的
な
妥
当
性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
」
（
前
出
）

と
言
わ
れ
た
所
以
で
あ
る
。
「
関
心
を
い
だ
く
認
識
、
お
よ
び
そ
の
諸
形
式
」
と
題
す
る
日
誌
記
述
（
℃
碧
゜
宅
O
⑩
Φ
）
で
彼
は
、
自
分

自
身
で
は
な
い
第
三
者
に
関
心
を
い
だ
く
認
識
を
「
無
関
心
的
」
と
し
、
自
己
自
身
に
「
関
心
を
い
だ
く
認
識
」
か
ら
区
別
す
る
の
で
あ

る
が
、
G
・
マ
ラ
ン
ツ
ク
は
、
こ
の
「
関
心
を
い
だ
く
認
識
」
を
「
と
く
に
人
格
性
を
目
ざ
し
た
認
識
」
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
「
こ
の

（
人
格性
の
）
内
に
お
い
て
の
み
、
現
実
性
と
思
惟
と
の
あ
い
だ
、
あ
る
い
は
二
つ
の
対
立
し
た
立
場
の
あ
い
だ
の
非
通
約
性
が
生
ま
れ

得る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
個
々
人
が
倫
理
的
な
絶
対
的
〈
あ
れ
か
ー
こ
れ
か
〉
の
前
に
立
た
さ
れ
る
と
き
に
生
じ
る
の
だ
か
ら
で
あ

ハ
む
りる

」
と
す
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
こ
こ
で
真
の
〈
あ
れ
か
ー
こ
れ
か
〉
が
立
て
ら
れ
る
。
か
く
て
「
永
遠
的
に
見

れば
、
永
遠
の
相
下
、
抽
象
の
言
語
、
純
粋
思
惟
と
純
粋
存
在
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
く
あ
れ
か
ー
こ
れ
か
V
も
存
し
な
い
」
（
o
。
＜

　　
　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
〈
論
理
的
問
題
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



二四

ぐ
目
b
。
Φb
。
）

と
も
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
お
い
て
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
が
と
り
わ
け
第
二
論
文
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
〈
排
中
律
〉
と
は
き
わ
め
て
異
な
る
こ
と
が

主
張さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
へ
ー
ゲ
ル
的
な
矛
盾
律
の
廃
棄
止
揚
に
対
し
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
伝
統
的
な
〈
矛
盾
律
〉
〈
排
中

律
〉
を
対
置
し
て
は
い
な
い
。
彼
が
そ
れ
に
対
置
す
る
の
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
、
H
暮
Φ
お
の
器
の
等
根
源
性
に
お
け
る
二
重
性
、
そ

こ
で
は
じ
め
て
激
発
す
る
ご
と
き
く
矛
盾
V
で
あ
っ
た
。
N
・
ト
ゥ
ル
ス
ト
ル
ッ
プ
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
矛
盾
律
の
廃
棄
を
批
判
す
る
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

ルケ
ゴ
ー
ル
を
直
ち
に
、
古
典
的
論
理
学
の
諸
公
理
の
妥
当
性
を
前
提
し
、
伝
統
的
形
式
論
理
に
回
帰
す
る
も
の
と
評
す
る
が
、
し
か
し

そ

れ
だけ
で
は
、
こ
う
し
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
真
意
は
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
マラ
ン
ツ
ク
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
思
惟
に
お
け
る
く
首
尾
一
貫
性
V
（
O
o
房
Φ
ρ
β
Φ
暮
の
）
を
徹
底
し
て
貫
徹
せ
ん

と
し
た
。
そ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
こ
の
遺
稿
に
明
ら
か
で
あ
る
。
主
人
公
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
に
つ
い
て
、
「
首
尾
一
貫
性
こ
そ
彼
に
と
っ
て
天

国
の

梯子
ω
。
巴
㊤
も
巴
9
象
除
で
あ
っ
た
」
（
の
゜
H
8
）
と
言
わ
れ
る
。
〈
首
尾
一
貫
性
V
の
貫
徹
に
よ
っ
て
彼
は
「
す
べ
て
の
も
の
疑
わ

る
べ
し
」
を
考
え
抜
き
、
し
か
し
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
こ
に
ひ
そ
む
断
裂
を
明
る
み
に
出
し
、
現
今
の
哲
学
の
混
乱
を
も
暴
い
た
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
求
め
る
首
尾
一
貫
性
は
、
現
実
を
ま
っ
た
く
捨
象
し
た
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
数
学
や
伝
統

的
論
理
学
で
言
う
形
式
的
首
尾
一
貫
性
に
は
留
ま
ら
な
い
。
彼
に
お
い
て
こ
の
概
念
は
一
面
的
、
図
式
的
な
仕
方
で
用
い
ら
る
べ
き
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

な
く
、
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
現
実
の
形
式
と
の
緊
密
な
連
関
の
う
ち
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
遺
稿
に

即し
て
い
え
ば
、
そ
の
思
惟
の
首
尾
一
貫
性
は
、
自
ら
の
語
る
と
こ
ろ
に
自
ら
誠
実
に
か
か
わ
る
「
真
実
」
を
も
ふ
く
ん
で
は
じ
め
て
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

り
立
つ
ご
と
き
首
尾
一
貫
性
で
あ
っ
て
、
自
己
自
身
の
実
存
的
現
実
を
看
過
し
た
「
不
真
実
」
に
お
い
て
形
式
的
に
貫
徹
さ
れ
る
ご
と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

も
の
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
首
尾
一
貫
性
の
概
念
こ
そ
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
弁
証
法
の
要
で
あ
る
」
（
傍
点
筆
者
）
と
言
わ
れ



る
所
以
で
あ
る
。

四

　先
の
「
関
心
を
い
だ
く
認
識
」
に
続
く
日
誌
記
述
（
勺
巷
゜
宅
O
δ
O
）
は
、
「
国
m
器
と
H
暮
Φ
雫
Φ
ω
器
の
概
念
に
つ
い
て
。
方
法
論
的

試み
」
と
題
さ
れ
て
、
「
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
は
、
そ
れ
ら
が
存
在
を
強
調
す
る
仕
方
の
違
い
に
し
た
が
っ
て
整
序
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま

た
、
存
在
へ
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
相
反
す
る
利
点
を
与
え
る
か
」
と
言
わ
れ
、
「
存
在
論
」
と
「
数
学
」
に
つ
い
て
「
こ
れ
ら
の
確
実
性

は
絶
対
的
で
あ
る
ー
こ
こ
で
は
思
惟
と
存
在
は
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
代
わ
り
こ
れ
ら
の
学
問
は
仮
説
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
「
実
存
的

な
ー
学
問
」
が
そ
れ
ら
に
対
置
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
存
在
へ
の
関
係
」
「
存
在
の
強
調
の
差
異
」
に
よ
っ
て
学
問
が
区
別
さ
れ
、
そ

れ
が
国
ω
器
と
最
8
雫
Φ
ω
ω
Φ
の
区
別
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
先
の
「
関
心
を
い
だ
く
認
識
」
が
こ
こ
で
の
ぎ
け
霞
－
Φ
゜
・
器
「
実
存
的

な
1
学
問
」
に
つ
な
が
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
の
「
無
関
心
的
」
認
識
は
こ
こ
の
国
田
①
に
つ
な
が
り
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
学
問
は
絶

対
的
確
実
性
を
有
し
、
そ
こ
で
思
惟
と
存
在
は
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
て
、
そ
れ
に
対
し
「
実
存
的
な
ー
学
問
」
に
お
い
て
は
思
惟
と
存
在

と
は
一
つ
で
あ
り
得
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
先
に
マ
ラ
ン
ツ
ク
が
、
人
格
性
を
め
ざ
す
「
関
心
を
い
だ
く
認
識
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

お
い
て
は
、
現
実
性
と
思
惟
と
の
あ
い
だ
に
非
通
約
性
が
生
ず
る
と
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
二
つ
の

学問
の
違
い
は
こ
こ
で
国
ω
ω
Φ
と
ぎ
8
苧
Φ
゜
・
°
・
Φ
の
概
念
と
し
て
問
題
に
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
「
存
在
の
強
調
の
差
異
」
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
「
無
関
心
的
認
識
」
に
お
い
て
思
惟
と
存
在
と
は
一
つ
で
あ
る
が
、
「
実
存
的
な
1
学
問
」
た
る
「
関
心
を
い
だ
く
認
識
」

に
お
い
て
は
思
惟
と
存
在
は
一
つ
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
存
在
」
そ
の
も
の
に
ま
つ
わ
る
問
題
を
見
て
い
る
の

　
　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
く
論
理
的
問
題
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

であ
り
、
同
じ
く
「
存
在
」
が
語
ら
れ
て
も
、
双
方
の
「
存
在
」
の
あ
い
だ
に
区
別
が
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
「
存
在
は
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

自
身
の
様
相
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
身
区
別
さ
れ
得
る
」
と
す
る
。
こ
れ
は
『
断
片
』
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
存
在
概
念
を
批
判
し
つ
つ
主
張
さ
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れる
「
事
実
的
な
存
在
と
理
念
的
な
存
在
と
の
区
別
」
（
の
く
宅
b
o
Q
Q
α
諺
づ
ヨ
゜
）
の
問
題
で
あ
る
。
「
し
か
し
私
が
存
在
に
つ
い
て
理
念
的
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ヘ
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ヘ

　
　
ヘ

　
　
ヘ

　
　
ヘ

　
　
ヘ

　
　
ヘ

　
　
ヘ

　
　
ヘ

　
　
へ

に

語る
や
い
な
や
、
私
は
も
は
や
存
在
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
本
質
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
P
P
O
°
）

「
存在
」
そ
の
も
の
が
区
別
さ
れ
、
勝
義
の
「
存
在
」
は
「
事
実
的
存
在
」
に
求
め
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
か
く
言
う
こ
と
は
直
ち
に
、
へ

ー
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
批
判
を
忘
却
し
て
、
神
の
存
在
論
的
証
明
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
一
〇
〇
タ
ー
レ
ル
の
議
論
に
回
帰
す
る
と
い
っ
た
こ
と

　
　
　
ハ
お
　

では
な
い
。
た
し
か
に
「
単
独
の
人
間
と
し
て
実
存
す
る
こ
と
…
…
そ
れ
は
じ
ゃ
が
い
も
が
存
在
す
る
の
と
同
じ
意
味
で
存
在
す
る
の
で

は
な
い
」
、
し
か
し
ま
た
そ
れ
は
「
理
念
が
存
在
す
る
と
い
う
の
と
同
じ
意
味
で
存
在
す
る
の
で
も
な
い
。
人
間
の
実
存
は
自
ら
の
う
ち

に

理
念を
有
し
て
は
い
る
が
、
し
か
し
理
念
1
1
実
存
で
は
な
い
」
（
ω
＜
≦
H
Q
。
お
）
。
思
惟
と
存
在
の
同
一
性
と
い
う
哲
学
的
命
題
は
、
か

かる
人
間
の
実
存
を
抽
象
し
、
そ
こ
に
ひ
そ
む
矛
盾
と
困
難
を
看
過
す
る
。
か
く
し
て
実
存
の
「
存
在
」
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て

〈
生
成
〉

が

主
張さ
れ
る
。
「
存
在
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
経
験
的
存
在
が
理
解
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
真
理
そ
の
も
の
は
希
求
さ
れ
る
も
の

に化
し
、
す
べ
て
は
生
成
の
う
ち
に
置
か
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
経
験
的
対
象
は
完
結
す
る
こ
と
な
く
、
実
存
し
つ
つ
認
識
す
る
精
神
も
ま
さ

に自
ら
生
成
の
う
ち
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
（
の
く
≦
H
ド
課
）
。
か
く
し
て
「
思
惟
」
と
「
存
在
」
、
「
論
理
」
と
「
存
在
」
の
あ
い
だ
に
断

裂
が
見
取ら
れ
、
そ
の
移
行
に
は
「
飛
躍
」
が
要
求
さ
れ
る
。
『
不
安
の
概
念
』
で
い
え
ば
、
「
論
理
学
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
運
動
も
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ヘ
　
　
へ

生
成し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
論
理
学
は
あ
る
の
で
あ
り
、
す
べ
て
論
理
的
な
も
の
は
た
ん
に
あ
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
論
理的
な
も
の
の
こ
の
無
力
が
、
論
理
学
か
ら
生
成
へ
の
移
行
で
あ
り
、
そ
こ
で
現
存
在
と
現
実
性
は
現
わ
れ
出
る
の
で
あ
る
」
（
ロ
。
＜

宅
゜
。
H
①
h
）
。



　
「
哲
学
的
断
片
へ
の
非
学
問
的
後
書
」
と
題
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
『
後
書
』
は
、
も
と
も
と
「
論
理
的
諸
問
題
」
と
い
う
表
題
で
構

想さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
（
〈
σ
q
ピ
剛
P
も
゜
ぐ
目
〉
ド
蒔
①
）
、
叙
述
の
展
開
と
と
も
に
、
草
稿
の
男
昌
゜
≦
b
d
Q
。
⑩
と
℃
凶
や
≦
ゆ
Φ
O
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ロ

のあ
い
だ
で
、
現
在
の
表
題
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
論
理
的
諸
問
題
」
と
い
う
表
現
は
同
じ
く
「
論
理
的
諸
問
題
」
と
い
う

表
題を
も
っ
た
日
誌
記
述
（
勺
㊤
娼
゜
ノ
自
U
W
　
μ
Q
o
）
に
遡
る
こ
と
が
で
き
、
内
容
的
に
は
さ
ら
に
、
一
八
四
二
年
末
か
ら
の
哲
学
史
と
の
本

格的
な
取
り
組
み
と
の
関
連
で
書
か
れ
た
、
《
男
弓
O
げ
一
Φ
巳
㊤
け
㊤
》
と
題
す
る
｝
連
の
日
誌
記
述
（
剛
巷
゜
宅
Q
①
b
。
－
①
゜
。
）
に
ま
で
遡
及
し

得
籠
・

　
「
論
理
的
諸
問
題
」
と
題
さ
れ
た
日
誌
記
述
に
は
八
つ
の
問
題
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
「
第
一
、
〈
範
疇
と
は
何
か
、
ま
た
V
存
在
が
範

疇
で
あ
る
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
〈
そ
れ
は
世
界
史
が
少
し
ず
つ
沈
澱
さ
せ
て
行
く
縮
約
な
の
か
。
V
第
二
、
範
疇
の
歴
史
的
意
義

に

つ
い
て
。
第
三
、
い
か
に
し
て
、
連
続
す
る
量
的
過
程
を
通
じ
て
新
し
い
質
は
現
わ
れ
る
か
。
第
四
、
飛
躍
に
つ
い
て
。
第
五
、
弁
証

法的
移
行
と
パ
ト
ス
的
移
行
と
の
差
異
に
つ
い
て
。
第
七
〔
第
六
か
ら
修
正
〕
、
推
論
ー
エ
ン
テ
ユ
ー
メ
ー
マ
ー
決
意
。
三
部
曲
。

第
六
、
歴
史
的
な
確
実
性
は
す
べ
て
近
似
に
す
ぎ
な
い
。
第
八
、
実
存
と
は
何
か
。
」
（
℃
㊤
b
°
≦
】
W
　
H
Q
o
）

　第
一
、
第
二
は
「
存
在
」
は
範
疇
で
あ
る
か
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
《
℃
N
O
げ
一
Φ
白
9
け
㊤
》
で
「
存
在
」
と
「
論
理
」
、

「存
在
」
と
「
思
惟
」
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
い
っ
た
い
存
在
は
範
疇
な
の
か
。
そ
れ
は
質
の
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
。
質
と
は
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
、
規
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
が
、
そ
の
強
調
は
規
定
さ
れ
た
と
い
う
点
に
あ
っ
て
、
存

在
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
存
在
は
前
提
さ
れ
て
も
い
な
い
し
、
言
明
さ
れ
て
も
い
な
い
」
（
℃
碧
゜
宅
O
①
①
）
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
〈
存

在
〉
は
範
疇
的
規
定
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
論
理
学
の
範
疇
論
で
は
扱
わ
れ
得
な
い
。
「
存
在
が
本
質
的
な
規
定
を
な
し
て
い
る
規
定

は
す
べ
て
、
内
在
的
な
思
惟
の
外
に
、
し
た
が
っ
て
論
理
学
の
外
に
あ
る
」
（
℃
9
も
゜
宅
　
O
　
o
Q
c
o
）
と
さ
れ
、
「
存
在
」
と
「
論
理
」
あ
る

　
　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
く
論
理
的
問
題
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

い
は
「
思
惟
」
と
が
厳
し
く
区
別
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
思
惟
」
や
「
論
理
」
か
ら
「
存
在
」
へ
の
必
然
的
移
行
は
存
せ
ず
、
そ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

は
「
飛
躍
」
が
厳
存
す
る
。
第
三
か
ら
第
五
は
そ
の
移
行
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
第
七
も
、
そ
の
移
行
が
「
論
理
的
推
論
」
の
帰
結
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

な
く
、
「
意
志
の
決
意
」
に
よ
る
外
な
い
「
パ
ト
ス
的
移
行
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
K
・
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
キ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
は
こ
こ
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
〈
存
在
〉
の
問
題
を
「
オ
ル
ガ
ノ
ン
」
で
は
扱
わ
ず
、
「
存
在
と
非
－
存
在
の
問
題
全
体
を
…
…

な
か
ん
ず
く
確
信
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
弁
論
術
に
移
し
て
い
る
」
（
剛
巷
゜
≦
諺
ド
）
こ
と
に
注
目
し
、
『
弁
論
術
』
の
「
エ
ン
テ
ユ

ー
メ
ー
マ
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
だ
と
す
る
。
エ
ン
テ
ユ
ー
メ
ー
マ
が
聴
衆
に
、
論
理
的
推
論
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
こ
と
ば
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

説
得
に
よ
っ
て
、
あ
る
も
の
の
存
在
を
確
信
せ
し
め
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
確
信
は
客
観
的
不
確
実
性
を
通
し
て
の
決
断
に
基
づ
く
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ね

で
、
し
た
が
っ
て
「
ピ
ス
テ
ィ
ス
」
を
喚
起
す
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
の
だ
と
さ
れ
る
。
か
か
る
確
信
は
人
が
自
ら
現
に
そ
こ
に
あ
る

こ
と
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
以
上
、
そ
の
「
信
仰
」
も
ぎ
8
雫
Φ
ω
゜
・
Φ
と
し
て
の
実
存
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
外
は
な
い
。
第
八
で
実

存と
は
何
か
が
問
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
実
存
は
生
成
の
な
か
に
あ
る
以
上
、
「
真
理
は
一
つ
の
近
似
化
」
（
°
。
＜
＜
口
H
置
）

と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
「
論
理
的
諸
問
題
」
と
題
す
る
こ
の
日
誌
記
述
が
目
ざ
す
も
の
は
、
一
つ
に
は
「
存
在
」
と
「
論
理
」
あ
る
い

は
「
思
惟
」
と
の
区
別
で
あ
り
、
一
つ
に
は
そ
れ
ゆ
え
に
両
者
の
あ
い
だ
の
必
然
的
移
行
を
峻
拒
し
、
そ
の
移
行
に
ひ
そ
む
「
飛
躍
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

浮き
彫
り
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
実
存
」
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ

う
に
「
論
理
」
や
「
思
惟
」
が
、
「
存
在
」
あ
る
い
は
勝
義
の
存
在
と
し
て
の
「
実
存
」
と
非
通
約
的
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
強
調
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

内
容
を
も
っ
た
こ
の
日
誌
記
述
が
、
な
に
ゆ
え
「
論
理
的
諸
問
題
」
と
呼
ば
れ
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
が
「
論
理
的
な
も
の
」
と
い
う
と
き
、
そ
の
背
後
に
は
ト
ゥ
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
の
「
論
理
学
」
理
解
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
彼



に
お
い
て
「
論
理
学
」
は
「
学
問
的
現
実
認
識
の
普
遍
的
方
式
の
学
」
と
解
さ
れ
、
た
ん
に
絶
対
的
に
措
定
さ
れ
た
思
惟
の
無
内
容
な
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
　

己
反
省
で
も
、
た
ん
な
る
概
念
間
の
正
し
い
結
合
の
規
則
の
提
示
で
も
な
い
と
さ
れ
る
。
か
く
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
、
抽
象
的

な
実
在
性
叙
述
の
試
み
を
批
判
的
に
精
査
す
る
反
省
が
出
会
う
問
題
も
ま
た
「
論
理
的
」
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
実
存
と
は
何
か
」

と
い
う
問
い
も
、
い
か
に
し
て
「
実
存
」
と
い
う
ま
ず
は
抽
象
的
な
概
念
が
、
実
存
そ
の
も
の
が
実
存
す
る
思
想
家
に
刻
み
込
む
思
想
に

即し
た
適
切
癒
再
現
で
あ
り
得
る
か
を
探
求
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
「
論
理
的
問
題
」
と
呼
ば
れ
得
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
す
れ

ば
、
「
実
存
す
る
こ
と
、
現
実
性
」
と
題
さ
れ
た
『
後
書
』
第
二
部
第
三
章
第
一
節
は
、
ま
さ
に
す
ぐ
れ
て
こ
の
「
論
理
的
問
題
」
の
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

明
の
試
み
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
さ
ら
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
、
「
キ
リ
ス
ト
者
に
な
る
」
と
い
う
く
生
成
V
に
即

し
つ
つ
、
主
体
性
の
組
織
的
で
一
貫
し
た
分
析
を
人
間
に
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
真
理
の
形
式
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
、
カ
ン
ト
の
『
純
粋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

理性
批
判
』
と
も
へ
ー
ゲ
ル
の
『
論
理
学
』
と
も
異
な
る
、
キ
リ
ス
ト
者
に
な
る
〈
生
成
〉
に
即
し
た
第
三
の
「
論
理
学
」
を
構
想
し

　
　
　
　
　
ハ
お
　

て
いる
と
す
る
。

　そ
の
成
否
は
ひ
と
ま
ず
措
い
て
、
こ
こ
に
言
わ
れ
る
こ
と
は
、
先
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
思
惟
の
く
首
尾
一
貫
性
V
と
し
て
指

摘し
た
点
に
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
た
し
か
に
「
論
理
（
学
）
」
と
「
存
在
」
（
「
現
実
性
」
「
実
存
」
）
の
あ
い
だ
を
厳
し
く
区
別
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

「
論理
」
や
「
論
理
学
」
を
め
ぐ
る
彼
の
発
言
は
ま
さ
に
そ
の
点
に
収
敏
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
彼
が
「
論
理

へ的
問
題
」
を
放
棄
す
る
こ
と
を
決
し
て
意
味
し
な
い
。
「
た
と
い
私
が
他
に
何
も
な
し
遂
げ
得
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
私
は
、
現
存

在
の

関

係
の

徹
頭
徹
尾
厳密
で
経
験
に
根
差
し
た
考
察
だ
け
は
、
あ
と
に
遺
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
」
（
℃
P
b
°
自
口
＼
H
諺
　
H
b
o
刈
）
と
彼
は

述
べ
る
。
彼
は
現
存
在
の
現
実
性
に
即
し
た
徹
底
的
に
厳
密
な
考
察
を
願
う
が
ゆ
え
に
、
現
実
を
捨
象
し
た
た
ん
な
る
形
式
的
な
論
理
学

には
留
ま
り
得
ず
、
し
か
し
ま
た
、
思
惟
と
存
在
と
の
同
一
性
を
主
張
し
、
そ
れ
を
混
同
す
る
思
弁
的
論
理
学
を
も
厳
し
く
斥
け
ね
ば
な

　
　

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
〈
論
理
的
問
題
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
「
存
在
」
は
あ
く
ま
で
事
実
的
存
在
と
し
て
の
実
存
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
〈
生
成
〉
の
う
ち

に留
ま
る
そ
の
く
実
存
V
の
「
存
在
」
に
即
し
た
首
尾
一
貫
し
た
「
論
理
」
あ
る
い
は
「
思
惟
」
の
可
能
性
を
彼
は
探
り
求
め
た
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
知
は
可
能
性
へ
の
翻
訳
で
あ
る
」
（
の
く
≦
H
°
。
O
鼻
）
以
上
、
そ
れ
は
実
存
の
現
実
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
「
現
実
性
の

可
能性
」
に
し
か
か
か
わ
り
得
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
論
理
学
の
な
か
に
現
実
性
を
持
ち
込
む
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
現
実
性
は
あ
く
ま
で

自
由
に
よ
る
生
成
に
お
い
て
斎
ら
さ
れ
る
外
は
な
い
。
か
く
し
て
、
彼
の
論
理
的
思
惟
の
努
力
は
「
可
能
性
の
形
式
に
お
い
て
解
さ
れ
た

個
々
人
の
現
実
性
の
諸
形
態
」
に
向
け
ら
れ
、
そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て
〈
矛
盾
律
〉
は
一
層
大
き
な
意
義
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た

　
　
　
　
れ
ね

の

であ
る
。

五

　
シ

ェ

ー
フ
ァ
ー
は
、
『
後
書
』
の
第
二
部
第
二
編
の
第
三
章
と
第
四
章
と
の
あ
い
だ
に
、
あ
る
縫
合
部
が
存
す
る
と
し
、
そ
こ
で
論
旨

は
「
論
理
的
問
題
」
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
、
『
断
片
』
問
題
の
明
示
的
再
現
へ
と
展
開
す
る
と
解
す
る
。
そ
し
て
そ
の
両
者
を
「
分
析
論
」

と
「
弁
証
法
」
と
の
関
係
に
比
し
て
、
「
論
理
的
問
題
」
を
め
ぐ
る
「
分
析
論
」
は
、
そ
れ
以
下
に
展
開
さ
れ
る
『
断
片
』
1
問
題
の
「
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ロ

証法
」
の
不
可
決
の
男
8
b
鑑
Φ
暮
貯
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
「
分
析
論
」
た
る
「
論
理
的
問
題
」
そ
の
も
の
が
、
あ

く
ま
で
、
「
弁
証
法
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
は
ず
の
「
キ
リ
ス
ト
者
に
な
る
」
と
い
う
〈
生
成
〉
か
ら
析
出
さ
れ
て
き
た
も
の

でも
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
し
か
し
ま
た
、
こ
こ
で
な
さ
れ
る
「
論
理
的
問
題
」
の
究
明
が
、
続
く
部
分
で
解
明
さ
れ
る
「
キ
リ
ス
ト

者
に
な
る
」
と
い
う
過
程
を
逆
照
射
し
、
そ
こ
に
ひ
そ
む
弁
証
法
的
契
機
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
シ
ェ



O

ー
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
『
断
片
』
1
問
題
に
対
し
て
、
実
存
弁
証
法
的
に
遂
行
さ
れ
る
〈
新
た
な
着
手
〉
は
、
実
存
す
る
こ
と
の
論
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
　

を

前
提し
て
お
り
、
そ
の
論
理
が
実
存
弁
証
法
（
…
…
）
を
基
礎
づ
け
て
い
る
」
の
だ
と
さ
れ
る
。

　J
・
H
・
ト
ー
マ
ス
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
断
片
』
に
お
い
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
神
の
存
在
の
証
明
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
ず
る
と

き
、
彼
は
、
証
明
は
信
仰
と
は
相
容
れ
な
い
だ
と
か
、
神
は
超
越
的
で
あ
る
な
ど
と
い
っ
た
根
拠
か
ら
そ
れ
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く

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

て
、
思
惟
と
存
在
と
の
峻
別
か
ら
帰
結
す
る
「
私
は
つ
ね
に
現
存
在
へ
と
推
論
す
る
の
で
は
な
く
て
、
現
存
在
か
ら
推
論
す
る
の
で
あ

る
」
（
G
Q
＜
一
く
b
o
Q
Q
Q
o
傍
点
筆
者
）
と
い
う
主
張
に
基
づ
い
て
、
そ
の
可
能
性
を
否
定
す
る
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
一
つ
の
石
が
存
在
し
、

あ
る
い
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
の
証
明
の
可
能
性
が
論
じ
ら
れ
る
の
も
そ
の
ゆ
え
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
そ
こ
で

は
神
の
存
在
の
証
明
の
可
能
性
の
問
題
は
、
〈
生
成
V
の
弁
証
法
の
う
ち
に
ど
こ
ま
で
も
留
ま
り
続
け
る
く
実
存
V
と
い
う
現
実
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

即し
た
「
論
理
的
問
題
」
と
し
て
厳
密
に
問
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ト
ー
マ
ス
は
そ
こ
に
、
信
仰
の
現
象
学
が
、
合
理
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

的
な
神
学
に
対
す
る
き
わ
め
て
精
緻
な
論
理
学
的
攻
撃
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
へ

ー
ゲ
ル
批
判
は
「
神
学
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
彼
の
人
間
学
的
規
定
に
批
判
の
余
地
が
な
い
と
す
る
前
提
」
の
も
と
で
し
か
正
当
で
な

い
、
と
す
る
ト
ゥ
ル
ス
ト
ル
ッ
プ
の
評
価
は
一
面
的
に
過
ぎ
よ
う
し
、
ま
た
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
多
く
の
重
要
な
契
機
を
見
失
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
　

にな
る
と
言
え
よ
う
。

　す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
は
、
彼
に
と
っ
て
「
キ
リ
ス
ト
教
の
福
音
の
最
も
真
正
な
表
現
」
で
あ
っ
た
「
超
自
然
主

義
」
と
、
そ
れ
に
対
す
る
「
理
性
主
義
」
と
の
あ
い
だ
に
、
〈
あ
れ
か
ー
こ
れ
か
V
を
立
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
人
間

は
心
情
の
状
態
に
し
た
が
っ
て
双
方
の
立
場
に
分
か
れ
る
と
し
、
彼
は
そ
の
一
方
の
側
に
自
ら
の
立
場
を
見
出
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ

の神
学
的
立
場
の
基
礎
に
あ
る
論
理
的
な
構
造
は
、
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
、
伝
統
的
な
形
式
論
理
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ

　
　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
〈
論
理
的
問
題
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
＝



三
二

た
。

　し
か
し
、
同
じ
く
＜
あ
れ
か
ー
こ
れ
か
〉
を
主
張
し
て
も
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
そ
れ
は
、
H
暮
霞
Φ
ω
器
の
絶
対
的
に
等
根
源
的
な
二

重性
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
よ
う
な
「
意
識
」
の
三
肢
性
に
お
い
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
ご
と
き
く
あ
れ
か
ー
こ
れ
か
V
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
れ
が
「
キ
リ
ス
ト
者
に
な
る
」
と
い
う
生
成
の
う
ち
に
あ
る
実
存
の
「
存
在
」
に
即
し
た
論
理
構
造
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
信
仰

が
信
仰と
し
て
成
立
す
る
場
も
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
信
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
真

であ
る
何
か
に
対
す
る
無
関
心
な
関
係
で
は
な
く
て
、
何
か
に
対
す
る
無
限
に
決
定
的
な
関
係
で
あ
る
。
強
調
は
関
係
に
置
か
れ
る
」

（勺
㊤
b
°
＜
H
】
W
H
Φ
”
o
o
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
信
仰
は
、
伝
統
的
な
形
式
論
理
の
上
に
立
っ
て
な
さ
れ
る
「
超
自
然
主
義
」
の
信
仰
の
主
張

と
は
異
な
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

　キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
一
八
三
七
年
一
二
月
四
日
に
書
か
れ
た
日
誌
記
述
に
お
い
て
（
剛
9
b
°
閏
　
○
　
鼻
c
o
）
、
「
合
理
主
義
」
は
、
カ
ン
ト
的
な

「
無－
知
」
す
ら
認
め
よ
う
と
も
せ
ず
、
い
わ
ん
や
「
信
仰
に
達
す
る
唯
一
の
方
法
は
意
識
の
本
性
に
つ
い
て
の
よ
り
深
い
探
求
で
あ

る
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
見
出
し
も
し
な
い
点
に
明
ら
か
な
誤
り
が
あ
る
と
す
る
一
方
、
そ
れ
に
対
し
て
「
超
自
然
主
義
」
は
、
信
仰
が

「
意識
に
お
け
る
根
本
的
な
変
革
」
を
不
可
欠
と
す
る
「
新
し
い
意
識
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
点
に
お
い
て
は
正
し
さ
を
持

っ

て
い
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
超
自
然
主
義
者
た
ち
が
、
自
ら
の
信
仰
を
カ
ン
ト
的
な
「
無
－
知
」
と
結
び
つ

け
る
と
こ
ろ
に
は
誤
り
が
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
記
述
を
上
述
し
た
と
こ
ろ
と
の
連
関
で
考
え
れ
ば
、
「
新
し
い
意
識
」
で
な
け

れ
ばな
ら
な
い
信
仰
を
「
無
－
知
」
と
結
び
つ
け
る
の
は
、
意
識
の
真
の
三
肢
性
に
お
い
て
成
立
す
べ
き
信
仰
を
、
二
肢
的
に
す
ぎ
な
い

反省
の
領
域
へ
と
引
き
下
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
そ
こ
で
信
仰
が
語
ら
れ
る
と
き
に
は
、
信
仰
と
い
う
名
に
お
い
て
、

「
知性
の
犠
牲
」
の
要
求
の
下
に
、
多
く
の
本
来
信
仰
な
ら
ぬ
も
の
が
そ
こ
に
紛
れ
込
む
。
し
た
が
っ
て
、
信
仰
を
、
た
ん
に
思
惟
の
届



き
得
な
い
「
逆
説
」
と
す
る
だ
け
に
留
ま
ら
ず
に
、
な
ぜ
思
惟
が
届
か
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
思
惟
が
届
き
得
な
い
と
は
い
か
な
る
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

にお
い
て
で
あ
る
か
が
、
キ
リ
ス
ト
者
の
実
存
の
現
実
に
即
し
つ
つ
、
し
か
も
論
理
的
に
問
わ
れ
、
究
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
、
の
ち
の
表
現
で
言
え
ば
、
「
逆
説
」
が
「
範
疇
」
と
し
て
、
「
存
在
論
的
規
定
」
と
し
て
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
＜
σ
q
一
゜

℃碧
゜
＜
日
＼
μ
諺
H
一
）
。
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
信
仰
が
真
に
信
仰
と
し
て
成
立
す
る
場
が
拓
か
れ
得
る
。
か
く
し
て
、
真
に
「
新
し

い

意識
」
と
し
て
の
信
仰
は
「
無
i
知
」
に
お
い
て
で
は
な
く
、
ぎ
8
語
器
Φ
の
三
肢
的
構
造
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
う
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

かた
ち
で
、
信
仰
が
信
仰
と
し
て
成
立
す
る
場
の
論
理
的
構
造
を
、
〈
生
成
〉
の
う
ち
に
あ
る
実
存
の
「
存
在
」
に
ど
こ
ま
で
も
即
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

つ
つ
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
の
く
論
理
的
問
題
V
で
あ
っ
た
と
筆
者
は
解
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
なお
、
以
下
に
述
べ
る
経
緯
は
、
大
谷
長
『
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に

　
　
　
　註　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
け
る
真
理
と
現
実
性
』
（
一
九
六
三
年
）
一
一
二
五
－
三
〇
三
頁
に
・

　キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
か
ら
の
引
用
は
、
本
文
中
に
略
符
号
で
示
し
た
。
o
o
＜
　
　
　
　
「
矛
盾
原
理
論
争
」
と
し
て
き
わ
め
て
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

は
原
典
全
集
第
二
版
、
団
p
b
°
は
遺
稿
集
第
二
版
に
拠
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
稿
の
と
り
わ
け
第
一
節
の
叙
述
は
、
そ
れ
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

（1
）
　
q
°
勺
゜
ζ
旨
の
8
さ
因
p
鼠
o
昌
巴
一
ω
臼
Φ
゜
o
Q
ξ
弓
雪
慕
霞
p
。
H
貯
日
P
　
　
　
　
　
な
お
、
こ
の
論
争
に
関
し
て
は
、
次
も
参
照
。

　
　
弓
置
ω
ω
町
随
津
h
o
同
ピ
騨
8
弓
p
け
脅
o
σ
q
国
艮
け
涛
」
°
諺
胃
σ
q
、
（
H
o
。
ω
O
）
°
　
　
　
　
＜
°
閑
ロ
茸
嚇
竃
o
α
鍮
σ
q
9
器
房
O
暑
昌
α
ω
田
言
ぼ
σ
q
”
お
一
9
G
Q
°
ア

　
　
心
゜
国
Φ
h
8
°
o
o
°
』
。
お
塗
こ
れ
は
の
ち
に
、
q
°
℃
°
ζ
旨
ω
8
が
　
　
　
嵩
・

　
　
切
冨
巳
Φ
q
Φ
o
o
犀
艮
く
8
弓
』
°
b
d
侮
゜
（
H
o
。
器
）
°
o
Q
°
霧
－
昌
9
に
収
録
さ
　
　
　
　
宕
゜
弓
げ
巳
の
樗
弓
噛
国
P
＜
零
ず
9
、
＝
ロ
貯
N
ロ
国
Φ
o
q
Φ
ド
団
o
崩
o
ゴ
目
σ
q
甲

　
　
れ
て
い
る
。
本
稿
は
そ
れ
に
拠
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ
q
Φ
゜
。
o
匿
o
冥
9
H
⑩
＄
°
Q
D
°
露
融
゜

（2
）
　
q
°
諺
゜
切
o
ヨ
Φ
ヨ
£
。
目
゜
日
置
ω
ω
す
§
8
弓
㍑
酔
8
犀
ε
弓
o
σ
q
　
　
（
3
）
　
大
谷
長
、
前
掲
書
、
二
三
三
－
二
三
八
頁
参
照
。

　
　
丙
鼻
岸
」
°
〉
霧
σ
q
°
（
一
c
o
Q
Q
⑩
）
°
H
°
出
聾
9
0
。
°
ω
゜
囲
蛇
碧
ω
”
q
°
b
°
　
（
4
）
q
ら
゜
ζ
冒
゜
。
醇
聾
゜
㊤
゜
O
二
〇
。
。
⑩
①
゜

　
　
ζ
冒
ω
8
5
p
。
曽
゜
O
二
〇
。
°
㊤
α
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
q
°
即
ζ
旨
゜
。
8
ジ
p
。
°
P
O
こ
の
』
。
。
°

　　
　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
く
論
理
的
問
題
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



三
四

（6
）
　
q
°
勺
゜
ζ
旨
。
。
8
5
P
鉾
O
二
の
゜
一
8
融
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
照
。

（7
）
9
即
ζ
旨
ω
8
弓
b
°
㊤
゜
O
°
b
°
δ
覇
゜
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
q
殉
゜
ζ
首
゜
。
醇
る
旨
α
巴
。
σ
q
帥
。
。
冨
即
ご
。
甘
①
円
゜
漂
駐
玲
二
盛

（8
）
q
ら
゜
ζ
岩
゜
。
醇
も
゜
P
O
二
の
゜
二
H
°
H
°
出
゜
田
。
奪
Φ
；
N
⑩
一
亨
　
　
h
o
『
匡
“
8
鎚
葺
り
o
σ
q
H
ぐ
一
葬
鳥
゜
田
゜
（
H
。
。
§
°
㎝
゜
国
Φ
h
8
°
o
。
°

　
　ω
oげ置
h
窪
貯
勺
ゴ
昌
o
ω
8
ぽ
Φ
q
ロ
q
o
Q
b
Φ
犀
巨
p
鼠
く
Φ
日
げ
Φ
9
0
σ
q
陣
¢
、
、
°
　
　
　
　
°
。
b
。
m
融
゜
こ
れ
は
の
ち
に
、
9
℃
°
ζ
網
房
8
5
b
d
冨
昌
匹
Φ
α
Φ
の
犀
艮
く
8
婦
・

（9
）
　
q
°
即
ζ
団
ロ
゜
励
8
5
P
P
O
こ
の
゜
昌
゜
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
b
。
°
切
傷
゜
（
お
α
゜
。
）
°
o
o
」
ド
？
H
念
．
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
そ

（1
0
）
　
q
°
℃
°
ζ
鴇
ロ
の
8
さ
鉾
鉾
O
二
G
o
°
ド
犀
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
に
拠
る
。

（1
1
）
p
°
P
O
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
以
下
く
同
一
律
V
に
つ
い
て
は
、
q
°
即
ζ
巻
゜
。
8
き
P
P
O
二

（
2
1
）
　
q
°
℃
」
≦
団
p
ω
8
さ
P
°
P
°
O
二
〇
Q
°
⑩
①
畳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
o
°
H
H
『
融
゜

（
3
1
）
　
q
°
℃
°
］
≦
同
ロ
の
8
『
曽
P
°
P
°
O
二
〇
Q
°
ド
O
O
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
P
）
　
Ω
゜
ぐ
『
°
国
’
缶
Φ
σ
q
Φ
ド
国
口
N
楓
犀
一
〇
眉
倒
α
一
Φ
α
①
弓
b
げ
口
O
の
O
b
げ
駐
o
げ
Φ
昌

（1
4
）
q
ら
゜
ζ
旨
ω
8
さ
p
°
P
O
二
〇
。
°
目
゜
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誤
゜
・
器
冨
。
冨
津
Φ
P
留
H
9
≦
Φ
蒔
Φ
（
o
。
昌
弓
冨
目
娼
）
輸
田
゜
。
。
°

（
5
1
）
　
q
°
剛
゜
】
≦
網
　
o
o
“
Φ
さ
P
°
凶
゜
O
二
G
Q
°
⑩
㎝
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
⑩
『
O
°
o
o
．
b
o
G
o
刈
゜

（1
6
）
　
思
弁
的
論
理
学
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
批
判
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
q
°
団
゜
ζ
団
口
ω
8
5
p
°
P
O
二
の
゜
這
ド
な
お
”
b
o
り
坤
①
ω
．
．
に
つ

　
　q
°
目
゜
缶
Φ
皆
電
σ
q
嚇
O
目
O
o
ロ
胃
9
臼
Ω
鼠
9
°
。
1
1
0
の
国
N
o
ぎ
除
8
°
。
1
1
　
　
　
　
い
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
も
「
断
片
』
に
お
い
て
、
後
述
す
る
よ
う
な

　
　勺
同
ざ
甘
Φ
ダ
昆
α
ω
゜
。
犀
昌
津
h
o
N
＝
σ
8
弓
卑
9
弓
o
σ
q
国
弓
詳
降
゜
H
°
　
　
　
　
神
の
存
在
の
証
明
を
め
ぐ
る
議
論
と
の
関
連
で
言
及
す
る
。
＜
σ
q
H
°

　
　諺

P
弓
σ
q
°
（
H
c
o
ω
⑩
）
°
α
゜
口
Φ
h
け
ρ
o
Q
°
心
蒔
ド
融
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
o
＜
同
く
b
◎
ω
Φ
゜

　
　
　
思
弁神
学
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
批
判
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
　
q
°
剛
．
ζ
団
昌
ω
8
5
鉾
P
O
二
〇
Q
°
旨
ド

　
　ロ
゜
U
°
ζ
碧
8
ロ
ω
①
P
国
p
鼠
o
づ
p
H
6
目
ρ
o
o
弓
轟
昌
p
9
り
巴
δ
日
Φ
　
　
（
2
2
）
以
下
〈
矛
盾
律
〉
に
つ
い
て
は
、
9
即
ζ
着
ω
8
さ
P
p
°
O
二

　
　
〇
σ
q眉
婦
一
瓢
〇
一
眉
帥
β
目
Φ
×
O
H
口
ω
一
b
P
Φ
α
は
゜
日
帥
α
の
の
犀
弓
筒
貯
h
O
弓
U
騨
け
①
弓
P
I
　
　
　
　
　
G
Q
°
一
h
コ
b
o
角
．

　
　
一口
H
O
σ
q
H
（
弓
旨
帥
犀
゜
H
。
謎
P
弓
σ
q
°
（
一
〇
〇
ω
O
）
。
㎝
゜
］
四
Φ
h
紳
¢
°
O
Q
°
心
α
①
南
゜
　
　
　
　
　
（
m
ω
）
　
Q
．
≦
°
国
゜
国
Φ
σ
q
①
r
≦
討
ω
0
5
ω
O
げ
P
津
q
Φ
り
い
O
σ
q
帥
評
゜
≦
O
吋
吋
Φ

　
　
　こ
の
論
争
の
理
解
に
は
、
こ
の
両
論
文
は
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
　
　
　
　
（
o
Q
g
げ
鼻
p
目
層
）
曽
切
q
°
9
お
①
⑩
゜
o
Q
°
占
゜

　
　
れる
が
、
筆
者
は
な
お
未
入
手
で
あ
り
、
未
見
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
　
　
（
2
4
）
　
q
°
勺
゜
ζ
旨
ω
8
5
p
°
鉾
O
こ
o
o
°
旨
9

　
　内
容
に
つ
い
て
は
、
大
谷
長
、
前
掲
書
、
二
五
一
－
二
七
二
頁
を
参
　
　
（
2
5
）
　
以
下
〈
排
中
律
〉
に
つ
い
て
は
、
9
b
°
ζ
旨
の
8
さ
鉾
P
O
こ



　　
o
Q
・
H
b
。
①
融
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
」
O
°
そ
し
て
こ
の
日
誌
記
述
（
℃
9
℃
°
H
H
H
切
H
刈
『
）
は
、
同
年
七

（2
6
）
　
Q
・
毛
・
悶
・
出
Φ
σ
q
Φ
r
p
°
P
O
二
〇
9
°
認
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
二
五
日
の
直
前
と
推
定
さ
れ
る
。
大
谷
長
、
前
掲
書
、
二
九
七
頁

（27
）
　
＜
σ
q
ピ
Ω
゜
≦
°
周
゜
国
Φ
σ
q
Φ
ど
P
鉾
O
°
り
o
Q
°
誤
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参
照
。

（2
8
）
O
°
≦
°
国
。
団
Φ
σ
q
Φ
ド
国
言
矯
巨
o
b
叫
岳
Φ
Ω
零
嘗
ロ
o
の
8
臣
ω
o
ゲ
Φ
昌
　
　
（
4
1
）
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
＜
。
国
β
腎
り
P
P
O
こ

　
　≦
け
器
昌
ω
o
げ
亀
8
昌
゜
伽
旨
㊤
゜
o
Q
』
瞳
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
G
◎
謄
ρ
H
G
。
や
大
谷
長
、
前
掲
書
、
二
二
五
－
二
二
六
頁
。

（2
9
）
　
9
°
P
O
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
拙
稿
「
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ク
リ
マ
ク
ス
遺
稿
を
め
ぐ
っ
て
（
一
）
」

（3
0
）
　
q
°
男
゜
ζ
冒
m
8
5
P
P
O
二
〇
Q
°
旨
O
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
』
第
一
＝
号
（
一
九
九
一
年
）
）
参
照
。

（3
1
）
　
q
°
勺
゜
ζ
旨
ω
e
Φ
さ
P
鉾
O
二
〇
Q
°
H
G
。
G
。
h
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）
　
ス
ピ
ノ
ザ
『
知
性
改
善
論
』
七
七
（
畠
中
尚
志
訳
）
。

（3
2
）
　
q
°
即
竃
団
鵠
8
5
p
°
P
O
二
〇
Q
°
H
。
。
心
卑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
必
）
「
（
懐
疑
に
お
い
て
は
）
私
は
物
事
に
対
す
る
私
の
関
係
を
規
定

（3
3
）
　
q
・
国
ζ
団
拐
8
5
P
鉾
O
二
G
Q
」
。
。
。
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
1
不
確
か
さ
に
お
い
て
は
、
私
は
そ
れ
を
規
定
し
な
い
」

（3
4
）
　
9
℃
」
≦
矯
扇
8
さ
9
。
・
p
・
O
こ
の
・
置
。
。
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
℃
p
b
°
H
＜
b
け
一
9
ド
c
。
）
と
一
言
わ
れ
る
。

（3
5
）
　
O
°
惑
゜
国
゜
出
Φ
σ
q
Φ
ド
≦
貯
の
Φ
口
゜
・
o
げ
p
漆
臣
Φ
弓
ヒ
o
σ
q
降
゜
o
◎
°
障
゜
　
　
　
　
（
4
5
）
　
℃
碧
゜
H
＜
切
H
°
。
凸
ω
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「
デ
カ

（3
6
）
　
O
°
≦
’
周
゜
出
①
σ
q
Φ
一
り
P
p
°
O
二
G
Q
．
お
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
ト
は
、
驚
き
（
9
D
α
昌
貯
9
鼠
o
）
が
唯
一
の
情
熱
で
あ
っ
て
、
そ
れ

（3
7
）
　
Ω
゜
≦
°
国
’
国
Φ
σ
q
Φ
一
噂
国
昌
奨
匹
o
b
似
臼
Φ
α
零
b
げ
旨
o
ω
o
b
匡
ω
o
げ
Φ
昌
　
　
　
　
に
は
い
か
な
る
反
対
も
な
い
と
教
え
て
い
る
ー
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ

　
　≦
甘
の
Φ
ロ
゜
・
o
げ
p
h
8
戸
曹
H
P
N
β
゜
・
国
訂
b
。
°
o
D
』
ミ
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
を
あ
ら
ゆ
る
哲
学
の
出
発
点
と
す
る
こ
と
が
、
い
か
に
正
当
で
あ

（
3
8
）
　
Q
°
≦
°
勾
゜
国
Φ
σ
q
①
H
鱒
≦
貯
器
昌
゜
。
o
げ
釦
津
α
Φ
弓
目
o
σ
q
埠
゜
o
Q
°
お
．
　
　
　
　
　
る
か
が
わ
か
る
。
」

（3
9
）
　
V
・
ク
ー
ア
に
よ
れ
ば
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
第
一
論
文
が
『
文
学
　
　
　
　
　
な
お
こ
の
点
に
関
し
て
、
デ
カ
ル
ト
『
情
念
論
』
第
二
部
第
五
三

　
　
批
評
雑誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
、
一
八
三
九
年
四
月
末
も
し
く
は
　
　
　
　
節
参
照
。

　
　五月
初
頭
で
あ
っ
た
。
＜
σ
q
ド
＜
°
国
¢
ゴ
さ
9
D
°
P
O
こ
ω
゜
H
O
°
　
　
　
　
　
（
4
6
）
　
鵠
゜
ピ
9
ζ
母
8
昌
の
Φ
P
国
p
菖
o
ロ
㊤
房
日
9
G
Q
ロ
胃
9
昌
9
旨
p
｝
貯
－

　
　
な
お
、
大
谷
長
、
前
掲
書
、
二
九
七
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
Φ
o
σ
q
肩
ぎ
o
甘
貯
旨
Φ
×
o
ピ
臨
日
Φ
ロ
は
’
o
o
』
α
c
。
°
N
罫
p
岳
”
9

（4
0
）
　
ク
ー
ア
に
よ
れ
ば
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
第
二
論
文
の
同
誌
へ
の
掲
　
　
　
　
℃
°
ζ
着
の
8
5
p
・
°
P
O
こ
o
Q
μ
。
。
刈
゜

　
　載

は
、
一
八
四
二
年
六
月
末
で
あ
る
。
＜
α
q
一
゜
〈
．
国
島
さ
p
°
鉾
O
二
　
　
（
7
4
）
H
・
〉
・
U
o
諺
Φ
♪
国
ロ
箸
μ
o
箆
自
σ
q
・
。
σ
q
Φ
。
。
Ω
ぼ
o
馨
Φ
傷
零
い
Φ
ξ
Φ

　
　　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
く
論
理
的
問
題
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



三
六

　
　
＜
o
づ
q
①
弓
℃
¢
村
゜
・
o
ロ
O
育
坊
口
゜
H
o
。
G
。
⑩
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
Q
°
内
二
男
ぼ
一
8
0
娼
三
〇
巴
国
鐸
σ
q
旨
Φ
暮
の
＼
q
o
げ
p
5
器
の
O
犀
ヨ
p
o
岳
”

（4
8
）
　
9
や
ζ
旨
ω
ε
5
鉾
㊤
b
二
〇
Q
°
一
。
。
。
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
α
゜
雪
q
弓
憎
雪
。
。
一
゜
註
“
げ
H
馨
8
自
o
鼠
8
p
づ
q
Z
9
Φ
の
げ
団
出
゜

（
4
9
）
　
9
男
」
≦
団
昌
o
α
8
さ
p
°
p
°
O
二
〇
Q
」
o
。
。
。
°
o
Q
°
H
ω
㎝
゜
G
o
°
一
b
。
O
°
　
　
　
　
　
　
　
＜
°
国
o
昌
σ
q
p
ロ
自
国
゜
出
゜
国
o
昌
σ
q
」
⑩
o
。
㎝
゜
×
首
い

（5
0
）
＜
σ
q
ド
諺
゜
国
口
σ
q
拝
弓
ゲ
Φ
団
『
ぎ
o
｛
覧
Φ
o
h
O
8
育
鶴
段
o
江
8
°
　
　
（
5
3
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
、
遺
稿
の
あ
る
註
で
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
へ

　　
ω
子
目
o
爵
Φ
o
p
閑
け
島
①
σ
q
p
p
『
巳
p
づ
P
＜
o
ド
ω
゜
H
Φ
゜
。
O
も
』
胡
゜
　
　
　
　
　
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
に
お
い
て
「
感
覚
的
確
信
」
や
「
知

（5
1
）
　
『
断
片
』
（
o
Q
＜
H
＜
°
。
O
H
）
で
、
「
矛
盾
律
の
廃
棄
」
が
「
矛
盾
律
」
　
　
　
　
覚
」
が
す
で
に
「
意
識
」
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
難
じ
、
「
意
識
」

　
　
自
身
に
基
づ
い
て
い
る
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
指
摘
（
『
形
而
　
　
　
　
に
は
そ
れ
以
上
の
も
の
が
あ
る
と
す
る
（
o
o
°
置
c
。
）
。
そ
の
裏
に
は

　
　
上
学
』
一
〇
〇
五
b
）
を
援
用
し
な
が
ら
、
「
絶
対
的
区
別
」
こ
そ
　
　
　
　
「
意
識
」
の
三
肢
性
の
主
張
が
あ
り
、
へ
ー
ゲ
ル
と
は
異
な
っ
て
彼

　　
が
「
よ
い
弁
証
家
」
を
つ
く
る
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
を
見
る
　
　
　
　
自
身
は
、
意
識
の
経
験
を
、
自
己
規
定
を
は
ら
ん
だ
「
自
己
意
識
」
を

　
　
と
、
「
矛
盾
」
や
「
矛
盾
律
」
が
た
ん
に
形
式
的
論
理
の
領
域
で
考
　
　
　
　
も
っ
て
始
め
る
の
で
あ
る
が
、
H
・
フ
ァ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
は
、
こ
の

　　
え
ら
れ
て
い
る
か
に
解
せ
な
く
も
な
い
が
、
し
か
し
以
下
に
示
す
通
　
　
　
　
意
識
1
1
自
己
意
識
皿
精
神
と
い
う
定
式
を
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
意
識
概
念

　
　
り
、
彼
に
お
い
て
「
矛
盾
」
は
た
ん
に
そ
こ
に
留
ま
る
問
題
で
は
あ
　
　
　
　
だ
と
し
、
へ
ー
ゲ
ル
的
意
識
と
の
違
い
に
言
及
し
て
い
る
。
国
゜

　
　り
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
周
p
腎
Φ
謬
び
p
o
罫
国
ω
゜
Φ
×
δ
8
⇔
N
陛
亀
Φ
彗
貯
o
げ
Φ
国
菩
貯
゜
H
⑩
①
c
。
°

（5
2
）
　
G
・
マ
ラ
ン
ツ
ク
も
、
「
ク
リ
マ
ク
ス
に
特
徴
的
な
こ
と
」
は
、
た
　
　
　
　
o
o
』
竃
゜

　
　
と
え
ば
彼
が
問
題
を
、
「
個
々
人
は
い
か
に
そ
の
命
題
に
か
か
わ
る
　
　
（
5
4
）
　
出
゜
ζ
゜
の
o
げ
旨
監
貯
σ
q
Φ
ジ
U
p
の
団
弓
o
巨
Φ
目
仙
Φ
の
言
8
器
ω
。
。
①
ω

　　
か
」
と
い
う
か
た
ち
で
根
本
的
に
究
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
よ
う
　
　
　
　
暮
島
住
Φ
勺
ぼ
ざ
ω
o
b
ぼ
①
o
Q
°
国
m
°
お
。
。
。
。
°
o
o
°
b
。
H
。
。
b
一
α
゜

　　
に
、
「
デ
カ
ル
ト
の
命
題
を
実
存
に
関
係
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
る
」
　
　
（
5
5
）
　
出
゜
ζ
゜
o
o
o
げ
ヨ
置
貯
の
Φ
5
p
°
p
．
○
二
〇
Q
°
b
。
旨
。

　
　
点
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
Ω
゜
ζ
巴
p
D
づ
訂
o
含
貫
U
博
巴
Φ
ぎ
陣
犀
o
の
　
　
（
5
6
）
　
シ
ュ
ミ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
は
、
次
の
よ
う
な
J
・
L
・
ブ
ラ
ー
ス
の

　　
国
訂
帥
ω
8
ロ
。
。
ゴ
o
。
・
の
゜
内
゜
ド
Φ
①
゜
。
°
o
o
』
O
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
ば
を
引
用
し
て
い
る
。
「
存
在
に
即
し
た
ヨ
8
7
Φ
゜
。
器
を
有
し

　
　

な
おH
・
ア
レ
ン
ト
の
、
こ
の
遺
稿
は
「
な
お
、
お
そ
ら
く
デ
カ
　
　
　
　
な
い
H
暮
①
話
ω
段
霧
爵
Φ
津
も
、
回
算
霞
Φ
ω
獣
霞
爵
①
騨
を
有
し
な
い

　　
ル
ト
の
懐
疑
の
最
も
深
い
解
釈
で
あ
る
」
と
す
る
評
価
も
参
照
。
国
゜
　
　
　
　
貯
8
弓
－
Φ
器
①
も
、
同
様
に
不
可
能
で
あ
る
。
」
「
ぎ
8
雫
Φ
器
Φ
と

　　
諺
掃
μ
鼻
り
日
げ
Φ
国
β
B
p
目
O
o
口
臼
鼠
o
ロ
゜
お
㎝
P
b
°
塾
。
謡
h
°
＜
魑
゜
　
　
　
　
ぎ
8
＄
器
δ
詳
冨
皆
と
い
う
両
規
定
は
、
統
一
に
斎
ら
さ
れ
な
け
れ



　
　
ばな
ら
な
い
。
」
q
°
い
゜
切
H
p
炉
U
δ
内
ユ
器
侮
魯
国
奉
壁
魚
ρ
お
①
。
。
・
　
　
　
　
露
メ

　　
o
◎
』
曽
た
だ
し
、
も
と
も
と
は
別
の
文
に
属
す
る
こ
れ
ら
二
つ
が
、
　
　
（
6
3
）
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
川
圭
治
『
主
体
と
超
越
』
（
一
九
七
五

　
　
前
後を
転
倒
し
て
、
し
か
も
一
続
き
の
文
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
　
　
　
　
年
）
第
二
部
第
三
章
、
一
五
三
頁
以
下
参
照
。
そ
こ
で
は
、
詳
し
い

　
　る
。
缶
．
竃
゜
o
Q
。
げ
昌
置
ぎ
σ
q
Φ
さ
P
P
O
二
〇
Q
』
呂
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考
証
に
よ
っ
て
、
こ
の
変
更
が
『
後
書
』
の
執
筆
過
程
で
、
第
二
部

（5
7
）
　
ζ
巴
p
暮
゜
。
o
げ
β
貫
掌
D
°
P
O
二
◎
Q
°
H
α
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
編
の
叙
述
を
終
え
、
第
二
編
の
構
想
が
ま
と
ま
り
、
そ
の
叙
述

（5
8
）
　
宕
゜
日
ゴ
巳
ω
嘗
ロ
や
閑
の
゜
＜
Φ
旨
叫
犀
巳
゜
。
N
仁
団
Φ
σ
q
Φ
ド
弓
ず
Φ
〇
一
゜
　
　
　
　
が
あ
る
程
度
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
な
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ

　　
N
Φ
帥
房
o
ξ
聾
讐
一
。
。
q
p
ξ
⑩
゜
（
お
零
Y
o
D
』
卜
。
睦
゜
な
お
、
Σ
゜
　
　
　
　
の
推
定
は
首
肯
す
る
に
足
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
小
川
が
、
も
と

　
　日
げ
巳
。
。
宵
ロ
軍
切
。
σ
q
ぎ
口
ぎ
σ
q
o
h
勺
巨
H
o
ω
o
℃
げ
団
゜
切
ま
匡
o
聾
①
o
p
　
　
　
　
の
「
論
墨
的
問
題
」
と
い
う
表
題
の
意
味
を
、
た
ん
に
『
哲
学
的
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
へ

　
　内
δ
蒔
Φ
σ
q
p
胃
象
9
昌
p
臣
く
o
ド
゜
。
°
”
ド
⑩
゜
。
O
も
゜
①
8
に
お
い
て
も
、
同
じ
　
　
　
　
片
』
の
「
一
種
の
論
理
的
応
用
問
題
」
の
意
に
解
す
る
点
（
一
六
六
、

　
　
趣旨
の
主
張
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五
、
一
八
六
頁
）
に
は
、
な
お
疑
問
が
残
る
。
次
に
見
る
勺
p
。
℃
°

（5
9
）
　
Q
・
ζ
巴
p
簿
ω
o
喜
ぎ
鉾
P
O
’
舶
Q
Q
」
O
P
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≦
b
d
一
G
。
の
場
合
、
そ
こ
に
列
挙
さ
れ
る
問
題
が
「
論
理
的
諸
問
題
」

（6
0
）
　
Ω
゜
ζ
巴
㊤
馨
の
o
ロ
q
ぎ
P
p
。
°
O
二
〇
Q
」
爵
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
呼
ば
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
『
断
片
』
の
問
題
と
深
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

（6
1
）
q
°
団
゜
弓
ゴ
o
日
p
°
。
”
ピ
o
σ
q
障
§
α
国
属
団
の
8
づ
N
げ
鉱
国
゜
ぎ
”
ζ
゜
　
　
　
　
関
連
す
る
こ
と
は
当
然
と
し
て
も
、
し
か
し
そ
れ
を
「
一
種
の
論
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　　
弓
ゲ
Φ
β
巳
゜
・
器
昌
F
≦
°
O
岩
く
o
（
出
『
叩
γ
ζ
p
8
二
普
δ
昌
N
旨
　
　
　
　
的
応
用
問
題
」
と
解
す
る
だ
け
で
よ
い
の
か
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　　
℃
ぼ
H
o
ω
8
ぼ
Φ
o
o
°
国
ω
゜
H
㊤
お
噂
の
゜
障
H
°
「
も
し
人
が
…
…
思
惟
と
　
　
　
　
な
ぜ
あ
え
て
「
論
理
的
問
題
」
と
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

　
　
存
在は
一
つ
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
の
を
読
め
ば
、
人
は
自
分
の
　
　
　
　
も
、
問
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
＜
σ
q
一
゜
内
゜
o
Q
魯
睦
Φ
さ

　
　
生
や
生
涯を
思
い
を
致
し
て
、
そ
れ
と
思
惟
と
が
同
一
で
あ
る
よ
う
　
　
　
　
国
曾
旨
①
昌
Φ
口
訟
の
o
げ
Φ
O
暮
〇
一
〇
σ
q
け
げ
臥
G
Q
°
内
』
　
目
舅
出
－
団
゜

　
　な
存
在
と
は
、
き
っ
と
人
間
で
あ
る
こ
と
で
は
な
い
に
ち
が
い
な
い
　
　
　
　
o
◎
。
腎
①
繁
（
国
茜
゜
γ
の
゜
図
゜
ド
箋
H
°
o
Q
．
置
α
円
な
お
以
下
の
叙
述
も

　
　と
考
え
る
だ
ろ
う
」
（
ω
＜
ぐ
H
H
5
0
0
0
0
＞
昌
日
゜
）
と
言
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
参
照
。

（
6
2
）
　
O
°
≦
°
周
゜
国
Φ
囎
ど
く
o
臣
①
゜
。
β
ロ
σ
q
雪
口
げ
①
弓
凸
①
Q
Φ
ω
o
ぼ
o
暮
Φ
　
　
（
6
4
）
　
＜
σ
q
ド
国
。
o
Q
魯
睦
Φ
5
国
魯
日
Φ
昌
Φ
β
酔
討
魯
Φ
〇
三
9
0
σ
q
♂
ぎ
鳥
雪

　
　号
『
勺
三
ざ
ω
0
9
陣
Φ
゜
≦
Φ
鱒
Φ
（
の
尋
鼻
p
日
b
）
髄
ω
q
』
O
」
Φ
コ
゜
　
　
　
O
口
目
p
2
の
あ
。
冨
洋
雪
o
。
°
国
ω
゜
一
〇
①
゜
。
°
o
o
°
謀
融
二
〇
。
°
b
。
O
㎝
題
゜

　　
o
Q
°
°
。
8
h
°
＜
σ
q
同
゜
H
°
囚
9
暮
馳
内
鼠
“
貯
α
Φ
弓
器
帥
器
ロ
く
賃
口
琶
h
計
b
d
　
　
（
6
5
）
国
゜
o
o
o
げ
窪
Φ
き
P
㊤
b
こ
o
Q
』
酷
融
’
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
、
ア
リ
ス

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
く
論
理
的
問
題
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



三
八

　
　ト
テ
レ
ス
『
弁
論
術
』
一
ω
課
巴
H
以
下
、
H
°
。
窃
゜
。
び
H
以
下
、
H
ω
ミ
げ
　
　
（
7
5
）
　
こ
の
記
述
も
含
め
て
こ
の
前
後
の
日
誌
記
述
は
、
9
国
゜
国
H
争

　
　δ
以
下
な
ど
を
参
照
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目
9
。
弓
”
＜
o
臣
①
ω
目
の
Φ
昌
伴
げ
雪
Ω
一
p
β
げ
Φ
ロ
β
ロ
q
≦
討
の
①
P
一
。
。
。
。
メ

（6
6
）
　
J
・
H
・
ト
ー
マ
ス
も
、
た
ん
に
こ
の
日
誌
記
述
に
留
ま
ら
ず
、
　
　
　
　
を
読
み
な
が
ら
な
さ
れ
た
記
述
で
あ
る
。

　
　キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
い
ろ
い
ろ
な
問
題
連
関
に
お
い
て
、
ω
論
理
と
実
　
　
（
7
6
）
　
こ
の
問
題
と
の
関
連
で
、
な
お
P
・
L
・
ホ
ル
マ
ー
の
所
説
が
検
討

　
　存
の
区
別
、
②
実
存
は
概
念
に
還
元
さ
れ
得
な
い
こ
と
、
と
い
う
二
　
　
　
　
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　　
つ
の
主
題
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
変
奏
に
お
い
て
追
求
し
て
お
り
、
そ
の
　
　
　
　
男
゜
目
゜
国
o
H
日
Φ
5
図
゜
㊤
ロ
q
目
o
σ
q
一
〇
°
国
貯
芽
Φ
σ
q
騨
。
p
『
岳
雪
稗
H
ど

　
　
意
味
にお
い
て
「
論
理
と
実
存
と
い
う
主
題
が
、
彼
の
哲
学
に
お
い
　
　
　
　
お
鵯
゜
G
Q
』
α
ム
b
。
°

　
　
て
根
本的
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
」
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
9
国
’
　
　
　
　
　
な
お
、
こ
の
論
文
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
の
な
か
に
詳
し
く
紹

　　
弓
げ
o
目
器
》
μ
。
°
p
°
O
こ
o
Q
°
合
⑩
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
介
さ
れ
て
い
る
。

（6
7
）
囚
曇
o
o
9
無
Φ
5
缶
o
同
日
Φ
ロ
窪
匡
ω
魯
Φ
O
暮
〇
一
〇
σ
q
♂
び
9
0
Q
°
国
』
　
　
　
　
湯
浅
南
海
男
「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
作
品
に
お
け
る
論
理
性
に
つ
い

　　
o
o
°
農
メ
＞
5
臼
゜
＜
σ
q
ド
国
゜
跨
゜
弓
誘
鼠
9
Φ
目
げ
弓
鵬
”
U
o
σ
q
δ
o
冨
　
　
　
　
て
の
私
見
」
（
『
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
』
創
刊
号
（
一
九
六
四
年
）

　
　q
曇
Φ
誘
二
〇
言
昌
σ
q
Φ
ロ
リ
ド
。
。
8
°
の
」
O
O
－
ド
0
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三
－
一
五
二
頁
）
。

（
6
8
）
　
国
゜
o
Q
o
げ
叫
h
Φ
ジ
p
°
P
O
二
G
Q
°
心
ミ
融
゜

（6
9
）
　
内
゜
o
o
o
げ
藻
o
さ
国
賃
碁
Φ
ぎ
信
鼠
゜
励
o
冨
O
暮
9
0
σ
q
け
ぎ
儀
魯

　　
O
犀
日
P
O
β
ω
－
G
o
O
げ
二
駿
Φ
ロ
の
゜
困
（
ω
’
o
Q
°
b
σ
①
゜

（7
0
）
　
Q
°
ζ
毘
匿
冴
島
仁
ぎ
P
鉾
O
二
〇
Q
°
一
孚
゜

（
7
1
）
　
園
゜
o
o
o
プ
窪
Φ
5
P
p
°
O
二
ω
゜
昏
。
b
。
h
°

（
7
2
）
　
国
．
ω
o
ず
叫
h
Φ
ジ
P
P
O
二
〇
Q
°
b
。
Q
。
°

（7
3
）
　
q
°
国
゜
日
ゴ
o
ヨ
ロ
9
P
P
O
二
G
Q
°
お
H
°

（4
7
）
　
客
゜
日
ゲ
巳
o
口
け
毎
P
囚
の
゜
＜
①
葺
叫
犀
巳
ω
讐
国
Φ
σ
q
9
°
日
冨
o
ド

　　
N
Φ
埠
ω
o
げ
艮
h
3
0
9
』
b
コ
心
゜

　
　
　
大
谷長
、
前
掲
書
、
五
二
頁
参
照
。


