
鴨

ア

フ

ラ
ハ
ト
に
お
け
る
神
の
下
降
と
人
間
の
上
昇

　
　i
解
釈
学
的
観
点
か
ら
i

武
　
　
藤
　
　
慎
　
　
一

ゆ

は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

　
四

世
紀
前半
に
活
躍
し
た
「
ペ
ル
シ
ア
の
賢
者
」
と
呼
ば
れ
る
ア
フ
ラ
ハ
ト
は
、
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
を
代
表
す
る
人

物
で
あ
る
。
ペ
ル
シ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
シ
リ
ア
語
を
使
用
し
て
お
り
、
彼
は
最
初
の
シ
リ
ア
教
父
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
ア
フ
ラ
バ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
リ

ト
は
ニ
シ
ビ
ス
の
エ
フ
ラ
イ
ム
と
並
ん
で
、
初
期
シ
リ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
を
代
表
す
る
人
物
で
も
あ
る
。
彼
は
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
語
圏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

の

思想
の
影
響
を
殆
ど
受
け
て
い
な
い
。
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
著
作
『
論
証
』
（
ミ
魯
§
薗
薪
ミ
§
。
蕊
ミ
職
§
塁
）
は
一
二
三
七
年
に
最
初
の
十
章

が
、
三
四
四
年
に
次
の
十
二
章
が
執
筆
さ
れ
た
。
翌
三
四
五
年
に
は
、
最
後
の
一
章
が
付
加
さ
れ
た
。

　
一
般
に
、
一
方
で
は
釈
義
家
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
豊
か
な
象
徴
的
表
現
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
他
方
で
は
聖
書
理
解
に
お
い
て
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
り

は
「
字
義
的
、
歴
史
的
」
解
釈
者
で
あ
っ
て
、
「
比
喩
的
、
象
徴
的
」
理
解
は
そ
の
原
則
か
ら
の
逸
脱
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
こ
と

は
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
れ
ほ
ど
豊
か
に
神
に
関
す
る
比
喩
的
、
象
徴
的
表
現
を
展
開
す
る
ア
フ
ラ
ハ
ト
が
、
こ
と
神
の

言葉
に
関
し
て
は
比
喩
的
、
象
徴
的
理
解
を
避
け
る
こ
と
な
ど
、
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。

　本
研
究
で
は
、
こ
の
問
題
を
ア
フ
ラ
ハ
ト
に
お
け
る
神
の
表
現
と
人
間
の
理
解
と
の
関
係
、
言
語
と
精
神
と
の
関
係
、
そ
し
て
神
の
下

ア

フ
ラ
ハ
ト
に
お
け
る
神
の
下
降
と
人
間
の
上
昇
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



四〇

降
と
人
間
の
上
昇
と
の
関
係
の
考
察
を
通
し
て
解
明
し
て
み
た
い
。
神
の
下
降
は
「
神
の
適
応
」
（
甑
く
言
。
8
民
①
ω
8
邑
8
）
と
、
人
間
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
リ

上
昇は
「
秘
義
的
解
釈
」
（
目
国
σ
q
o
m
ε
と
い
う
象
徴
的
読
解
と
密
接
に
関
連
し
、
解
釈
学
的
に
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
一
体
い
か

な
る
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　次
に
、
本
研
究
が
採
る
研
究
方
法
に
言
及
す
る
前
に
、
関
連
す
る
研
究
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
現
在
の
初
期
シ
リ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
研

究
全体
の
方
向
性
を
決
定
し
た
の
は
、
何
よ
り
も
マ
リ
ー
（
即
冨
§
旨
の
名
著
、
『
教
会
と
王
国
の
象
徴
－
初
期
シ
リ
ア
の
伝
統
の

　
　
　
　
　
ハ
ピ
リ

研
究
1
』
で
あ
る
。
彼
は
研
究
対
象
を
無
理
に
外
か
ら
の
枠
組
み
に
は
め
込
む
の
で
は
な
く
、
対
象
そ
れ
自
体
に
即
し
た
研
究
方
法
を

採
っ
た
。
シ
リ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
「
象
徴
」
は
、
従
来
は
研
究
資
料
と
し
て
は
曖
昧
だ
と
し
て
と
か
く
疎
か
に

さ
れ
が
ち
だ
っ
た
が
、
マ
リ
ー
は
こ
の
「
象
徴
」
を
積
極
的
に
評
価
し
、
そ
の
研
究
の
中
心
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
彼
は
、

従来
の
方
法
で
は
鮮
明
に
見
え
て
こ
な
か
っ
た
シ
リ
ア
の
「
教
会
論
的
テ
ー
マ
」
を
叙
述
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
こ
の
著
作
の
中

では
、
勿
論
ア
フ
ラ
ハ
ト
も
ニ
シ
ビ
ス
の
エ
フ
ラ
イ
ム
と
並
ん
で
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

　し
か
し
、
こ
の
著
作
を
含
む
従
来
の
研
究
は
主
に
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
豊
か
な
象
徴
的
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
、
内
容
を
扱
っ
て
き

た
。
ま
た
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
に
お
け
る
「
比
喩
的
表
現
」
等
が
扱
わ
れ
る
場
合
で
も
、
主
に
修
辞
学
的
観
点
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
。
修
辞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ア
リ

学的
な
分
野
で
は
、
ハ
エ
フ
ェ
リ
（
い
゜
類
O
Φ
け
嵩
）
に
よ
る
研
究
『
ペ
ル
シ
ア
の
賢
者
ア
フ
ラ
ハ
ト
に
お
け
る
文
体
上
の
手
法
』
が
代
表
的

であ
る
。
こ
れ
は
、
確
か
に
一
九
三
二
年
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
研
究
だ
っ
た
。
だ
が
、
隠
喩
を
始
め
と
す
る
比
喩
的
表
現
に
三
十
三

頁
も
割
い
て
詳
細
に
論
じ
て
は
い
て
も
、
専
ら
具
体
的
な
用
例
を
列
挙
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
に
関
す
る
ア
フ
ラ
ハ
ト
自
身
の
見
解
に
関
し

ては
一
切
触
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
長
年
の
間
と
か
く
否
定
的
な
評
価
を
下
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
シ
リ
ア
文
学
の
文
体
に
、
初
め
て
十
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

に肯
定
的
な
評
価
を
与
え
た
の
は
、
マ
リ
ー
の
別
の
論
文
「
初
期
シ
リ
ア
文
学
に
お
け
る
若
干
の
修
辞
学
的
様
式
」
で
あ
る
。
し
か
し
、



‘

こ
れ
は
シ
リ
ア
文
学
の
修
辞
法
に
着
目
し
て
、
聖
書
の
特
徴
的
な
扱
い
方
で
あ
る
「
比
較
の
列
挙
」
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
よ
り
最
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

で
は
、
「
ブ
ラ
ッ
ク
と
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
の
理
論
に
照
ら
し
て
み
た
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
隠
喩
理
解
」
と
い
う
表
題
の
研
究
も
発
表
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
現
代
の
｛
部
の
隠
喩
理
論
の
枠
組
み
に
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
隠
喩
を
強
引
に
組
み
入
れ
よ
う
と
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

　
結局
こ
れ
ら
の
修
辞
学
的
研
究
は
、
比
喩
に
よ
る
表
現
そ
れ
自
体
に
関
し
て
ア
フ
ラ
ハ
ト
が
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
り

根
本問
題
は
扱
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
研
究
に
目
を
向
け
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
ブ
ル
ン
ス
（
℃
°
b
J
講
8
ω
）

の

『
ペ

ル
シ

ア

の

賢者
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
キ
リ
ス
ト
像
』
は
例
外
的
で
あ
る
。
こ
の
著
作
の
最
大
の
意
義
は
、
「
正
統
派
」
の
教
義
に
よ
っ

て初
期
シ
リ
ア
の
人
々
の
思
想
を
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
自
身
の
思
惟
方
法
に
即
し
た
研
究
を
試
み
た
点
に
あ
る
。
シ
リ
ア
的
思

惟
方法
と
し
て
具
体
的
に
は
、
「
名
の
神
学
」
（
Z
m
巨
窪
ω
昏
o
o
ざ
σ
q
画
Φ
）
と
「
像
」
（
切
凶
匡
⑦
O
、
象
徴
表
現
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ル
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
け
ロ

は
九
頁
を
割
い
て
「
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
神
学
的
認
識
論
に
お
け
る
名
と
像
の
役
割
」
を
論
じ
る
中
、
こ
の
像
と
象
徴
に
お
け
る
神
認
識
の
問

題も
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
述
は
、
管
見
の
限
り
今
ま
で
で
最
良
の
も
の
だ
が
、
ま
だ
若
干
の
課
題
を
残
し
て
い
る
。
ア
フ
ラ

ハト
の
「
象
徴
的
理
解
」
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
過
程
で
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
イ
メ
ー
ジ
に
富
む
言
語
表
現
は
、
一
体
い

か
に
し
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
背
景
に
は
、
彼
の
ど
の
よ
う
な
象
徴
論
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ブ
ル
ン
ス
の
著

作を
含
む
従
来
の
研
究
は
、
こ
れ
ら
の
肝
心
な
問
い
に
い
ま
だ
答
え
て
は
い
な
い
。

　そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
自
身
が
象
徴
的
表
現
や
象
徴
的
理
解
に
関
し
て
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
か
、
を
検
討
す
る
こ

と
に
す
る
。
具
体
的
に
は
、
こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
主
要
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
『
論
証
』
二
三
・
五
九
を
中
心
に
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
言
説
を

精
察す
る
。
こ
こ
で
は
、
神
を
賛
美
す
る
形
式
で
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
思
想
が
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
全
二
十
三
章

から
な
る
『
論
証
』
の
最
終
章
の
末
尾
近
く
に
位
置
し
、
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
重
要
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
だ
詳
細
な

ア

フ

ラ
ハ
ト
に
お
け
る
神
の
下
降
と
人
間
の
上
昇
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



四
二

研究
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
関
連
す
る
他
の
箇
所
を
も
随
時
参
照
し
な
が
ら
、
こ
の
箇
所
を
忠
実
に
辿
っ
て
い
く

こ
と
に
す
る
6
な
お
、
テ
ク
ス
ト
の
翻
訳
も
直
訳
す
る
よ
う
に
心
掛
け
た
が
、
ど
う
し
て
も
意
味
が
理
解
し
に
く
い
場
合
は
意
訳
し
た
。

一、

神
理
解
の
可
能
性
と
不
可
能
性

　
「
あ
な
た
（
神
）
は
称
賛
を
纏
っ
て
お
ら
れ
ま
す
の
に
、
我
々
は
あ
な
た
を
称
賛
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
は
必
要
と
な
さ
っ
て
お
ら
れ

ま
せ
ん
の
に
、
我
々
は
あ
な
た
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。
我
々
は
低
き
深
み
か
ら
あ
な
た
を
称
揚
し
て
い
ま
す
が
、
あ
な
た
御
自
身
の
住
ま

い
は
諸
々
の
天
の
天
に
〔
あ
り
ま
す
〕
。
あ
な
た
の
御
意
は
天
よ
り
も
上
に
、
あ
な
た
の
戒
め
は
地
よ
り
も
下
に
〔
及
ん
で
い
ま
す
〕
。

　我
々
の
手
が
あ
な
た
を
作
っ
た
の
で
も
な
く
、
我
々
の
指
が
あ
な
た
に
労
し
た
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
は
、
自
分
た
ち
の
心
の
中

であ
な
た
を
象
り
（
ω
啓
日
騨
）
、
自
分
た
ち
の
精
神
の
中
で
あ
な
た
を
準
え
ま
し
た
（
紆
ヨ
ヨ
団
昌
鱒
）
。
我
々
の
思
惟
が
あ
な
た
を
見
ま
し
た
。

ま
た
、
我
々
は
あ
な
た
を
『
神
』
と
呼
び
ま
し
た
。
あ
な
た
が
我
々
を
生
ん
で
下
さ
っ
た
の
で
、
我
々
は
あ
な
た
を
『
父
』
と
名
付
け
ま

し
た
。
ま
た
、
あ
な
た
が
我
々
を
呼
ん
で
下
さ
っ
た
の
で
、
『
王
』
や
『
神
』
と
〔
我
々
は
あ
な
た
を
呼
び
ま
し
た
〕
。

　我
々
は
あ
な
た
を
把
握
し
〔
よ
う
と
し
〕
ま
し
た
が
、
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
我
々
は
あ
な
た
を
例
え
〔
よ
う
と
し
〕
ま
し
た
が
、
あ

な
た
に
は
似
て
い
る
も
の
（
α
目
算
倒
）
が
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
御
姿
は
隠
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
あ
な
た
の
御
力
は
多
大
で
す
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
に
り

あ
な
た
の
大
い
さ
（
冨
ぴ
げ
鐸
鱒
）
は
秘
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
被
造
物
は
あ
な
た
に
依
っ
て
い
ま
す
。
…
…
」
。

ア
フ
ラ
ハ
ト
は
、
こ
の
よ
う
に
神
を
賛
美
し
て
こ
の
箇
所
を
始
め
て
い
る
。
神
は
賛
美
の
対
象
と
し
て
、
繰
り
返
し
「
あ
な
た
」
と
呼



．

　
　
　
　
び

かけ
ら
れ
る
。
賛
美
の
主
体
の
「
我
々
」
は
無
論
ア
フ
ラ
ハ
ト
自
身
を
含
ん
で
お
り
、
こ
れ
は
彼
の
神
理
解
の
様
子
を
知
り
得
る
絶
好

　
　
　　
　
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
こ
の
冒
頭
部
分
か
ら
既
に
、
頻
出
語
で
あ
る
「
天
」
（
砺
ヨ
四
遷
巴
と
「
地
」
（
．
臼
．
倒
）
が
登
場
し
て
い
る
。
「
天
」
も

　
　
　
　
し
く
は
「
上
」
の
神
と
「
地
」
も
し
く
は
「
下
」
の
人
間
と
い
う
対
照
は
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
が
一
貫
し
て
好
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
　
　
　
　
，

　
　
　
　

に
よ
っ
て
、
偉
大
な
神
と
卑
小
な
人
間
と
の
間
の
距
離
が
際
立
た
せ
ら
れ
て
い
る
。

　次
に
、
非
常
に
重
要
な
言
明
が
続
い
て
い
る
。
「
象
徴
」
行
為
を
意
味
す
る
主
な
シ
リ
ア
語
の
単
語
は
、
．
、
ω
弩
、
．
（
象
る
／
描
く
）
と
．
．
へ
巨
倒
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
り

（似
て
い
る
）
の
パ
エ
ル
形
の
、
．
山
国
日
日
団
、
、
（
準
え
る
／
似
せ
る
）
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
両
方
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ア
フ
ラ
ハ
ト

は
神
を
物
質
的
に
形
成
（
塑
像
）
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
神
を
精
神
的
に
形
成
（
想
像
）
し
た
。
肉
体
の
目
で
神
を
見
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
精
神
の
目
で
神
を
観
取
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
人
間
が
心
の
中
で
神
を
他
の
も
の
に
準
え
て
、
具
象
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
け
レ

に
思
い
描
く
こ
と
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
続
い
て
、
た
だ
単
に
心
の
中
の
表
象
だ
け
で
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
口
で
神
を

表
現す
る
こ
と
も
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
聞
の
言
語
を
比
喩
的
に
神
に
適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
神
の
象
徴
的
理
解
と
言
語
的

表
現
と
は
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
具
体
的
に
三
つ
の
代
表
的
な
神
名
、
「
神
」
、
「
父
」
、
「
王
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か

も
神
名
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
根
拠
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
プ
ル
ン
ス
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
名
と
像
と
は
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
神
学
的
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

識論
の
確
固
た
る
構
成
要
素
に
属
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
別
の
箇
所
で
は
、
こ
の
三
つ
の
神
名
に
関
し
て
よ
り
詳
し
く
言
及
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
詳
し
く
扱
う
。

　こ
の
後
、
調
子
が
一
転
す
る
。
象
徴
的
な
神
理
解
に
肯
定
的
な
発
言
の
直
後
に
、
そ
の
限
界
、
制
限
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。
神
は
人
間

に
と
っ
て
、
把
握
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
神
を
比
喩
的
に
理
解
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
の
偉
大
さ
の
故
で
あ
る
。
確

か
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
神
理
解
の
可
能
性
を
主
張
し
て
始
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の
直
後
に
は
こ
の
よ
う
に
神
理
解
の
不
可
能
性
も
主
張

ア
フ
ラ
ハ
ト
に
お
け
る
神
の
下
降
と
人
間
の
上
昇
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

さ
れ
て
い
る
。
ア
フ
ラ
ハ
ト
は
、
象
徴
的
理
解
に
肯
定
的
な
面
と
否
定
的
な
面
の
両
面
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
理
解
の
可
能
性

と
不
可
能
性
と
は
、
互
い
に
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　二
、
神
の
下
降

　
「
ま
た
、
あ
な
た
（
神
）
の
御
名
は
偉
大
で
あ
な
た
の
御
業
は
強
大
で
す
の
に
、
あ
な
た
は
御
自
分
の
大
い
さ
を
我
々
の
舌
（
藪
傷
習
き
）

に合
わ
せ
て
小
さ
く
し
て
下
さ
り
ま
し
た
。
我
々
の
口
は
あ
な
た
に
十
分
な
の
で
す
。
ま
た
、
あ
な
た
は
我
々
の
内
に
住
ん
で
下
さ
り
ま

し
た
。　あ

な
た
は
正
し
い
人
々
の
中
に
宿
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
〔
そ
の
〕
場
所
は
あ
な
た
に
と
っ
て
は
広
大
で
す
。
ま
た
、
あ
な
た
の
大
い

さ
は
小
さ
な
心
の
中
に
忍
び
込
ん
で
下
さ
り
ま
し
た
。
あ
な
た
は
我
々
を
宮
、
御
自
分
の
栄
光
の
た
め
の
住
ま
い
と
し
て
下
さ
り
、
我
々

を
御
自
分
の
神
殿
と
呼
ん
で
下
さ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
あ
な
た
の
大
い
さ
は
我
々
の
中
を
歩
ん
で
下
さ
り
ま
し
た
。
『
私
は
彼
ら
の
中
に

住
み
、
彼
ら
の
中
を
歩
も
う
』
（
レ
ビ
ニ
六
・
＝
1
一
二
）
と
、
あ
な
た
が
御
自
分
の
預
言
者
た
ち
の
口
に
よ
っ
て
予
め
知
ら
せ
て
下

さ
っ
た
よ
う
に
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
レ
リ

　あ
な
た
は
、
穏
や
か
な
人
々
の
申
に
住
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。
あ
な
た
は
、
謙
遜
な
人
々
の
中
に
宿
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
…
…
」
。

　こ
の
引
用
箇
所
の
直
前
で
は
、
自
然
に
お
け
る
神
の
偉
大
さ
に
つ
い
て
浴
々
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
偉
大
な
神
と
卑

小な
人
間
と
の
関
係
に
言
及
さ
れ
る
。
前
述
し
た
両
者
の
対
照
の
構
図
は
、
こ
こ
で
も
見
て
取
れ
る
。
ア
フ
ラ
ハ
ト
に
よ
る
と
、
遥
か
上



方
の
神
が
遥
か
下
方
の
人
間
に
対
し
て
適
応
（
下
降
）
し
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
本
来
人
間
に
は
理
解
不
可
能
な
神
を
、
神
自
身
が
適
応

に
よ
っ
て
初
め
て
理
解
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
神
理
解
め
可
能
性
の
方
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
適
応
の
対
象
は
「
正

し
い
人
々
」
、
「
謙
遜
な
人
々
」
（
目
鋒
時
9
等
、
様
々
な
呼
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
。

　こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
神
の
適
応
に
は
、
二
種
類
あ
る
。
一
つ
は
人
間
の
「
舌
／
言
語
」
へ
の
適
応
で
、
も
う
一
つ
は
人
間
の
「
心
」

へ
の

適
応
であ
る
。
本
研
究
で
は
、
前
者
を
「
言
語
的
適
応
」
、
後
者
を
「
精
神
的
適
応
」
と
そ
れ
ぞ
れ
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
ア
フ
ラ
ハ
ト

に
よ
る
と
、
言
語
的
適
応
の
結
果
、
人
間
の
「
口
」
に
よ
る
言
語
表
現
は
神
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
短
い
言

明
だ
け
で
は
、
神
名
の
言
語
的
適
応
の
内
容
は
把
握
し
か
ね
る
。
言
語
的
適
応
の
具
体
例
と
し
て
は
、
既
に
見
た
神
を
表
す
代
表
的
な
三

つ
の

言葉
、
「
神
」
、
「
父
」
、
「
王
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
関
し
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
次
の
『
論
証
』
一
七
・
六
を

考察
し
よ
う
。

　
「
ま
た
、
彼
（
神
）
は
大
い
な
る
王
で
あ
ら
れ
る
の
に
、
王
位
の
名
を
人
間
た
ち
か
ら
遠
ざ
け
て
お
か
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
大
い
な
る

神
で
あ
ら
れ
る
の
に
、
神
性
の
名
を
人
間
た
ち
か
ら
遠
ざ
け
て
お
か
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
父
性
全
部
が
御
自
分
の
も
の
な
の
に
、
彼
は

人間
た
ち
を
『
父
た
ち
』
と
も
呼
ば
れ
た
。
…
…

　ま
た
、
神
性
の
名
、
崇
拝
の
名
、
王
位
の
名
、
ま
た
統
治
職
の
名
を
人
間
た
ち
か
ら
遠
ざ
け
て
お
か
れ
な
か
っ
た
、
我
々
の
よ
き
造
り

主
の

恵
みと
憐
れ
み
と
を
見
な
さ
い
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
地
表
上
の
被
造
物
の
父
で
あ
ら
れ
る
が
、
御
自
分
の
全
て
の
被
造
物
よ
り
も

人間
を
尊
重
さ
れ
、
高
く
揚
げ
ら
れ
、
称
賛
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
御
自
分
の
聖
な
る
御
手
で
彼
ら
を
形
作
ら
れ
、

御
自
分
の
御
霊
か
ら
彼
ら
に
息
を
吹
き
入
れ
ら
れ
、
初
め
か
ら
彼
ら
の
た
め
に
住
居
と
な
ら
れ
た
し
、
彼
ら
の
中
に
宿
っ
て
、
彼
ら
の
中

ア

フ
ラ
ハ
ト
に
お
け
る
神
の
下
降
と
人
間
の
上
昇
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



四

六

を
歩
ん
で
お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
彼
は
預
言
者
に
よ
っ
て
『
私
は
彼
ら
の
中
に
住
み
、
彼
ら
の
中
を
歩
も
う
』
（
レ
ビ
ニ
六
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
り

一－
一
二
）
と
言
わ
れ
た
」
。

　
ア
フ
ラ
ハ
ト
に
よ
る
と
、
神
が
人
間
の
名
を
自
ら
に
適
用
す
る
こ
と
を
許
容
し
た
の
で
は
な
く
、
逆
に
神
が
自
ら
の
名
を
人
間
に
賦
与

し
た
。
そ
れ
故
、
神
を
表
現
す
る
の
に
使
用
さ
れ
る
言
葉
が
人
間
に
も
適
用
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
本
来
神
に
ふ
さ
わ
し
い
名
で
神
を
呼
ぶ

の
は
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
だ
と
言
え
る
。
先
に
見
た
人
間
の
言
語
的
表
現
は
、
神
の
言
語
的
適
応
に
し
っ
か
り
と
支
え
ら
れ
て
い
た
の

であ
る
。
こ
の
適
応
行
為
は
全
て
、
神
の
慈
愛
に
起
因
す
る
。

　
ア

フ

ラ
ハ
ト
は
言
語
的
適
応
の
理
由
と
し
て
、
神
が
全
被
造
物
の
中
か
ら
人
間
を
高
く
揚
げ
た
こ
と
を
挙
げ
、
更
に
そ
の
理
由
と
し
て

は神
が
入
間
の
中
に
住
ん
で
い
る
こ
と
、
即
ち
精
神
的
適
応
を
し
て
い
る
こ
と
等
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
神
の
言
語
的
適
応
は
精

神
的
適
応
に
関
連
し
て
い
る
。

　今
度
は
、
そ
の
精
神
的
適
応
の
方
を
更
に
詳
察
し
て
み
よ
う
。
神
が
人
間
の
中
に
住
む
と
は
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
に
と
っ
て
具
体
的
に
は
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
に
ロ

を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
に
も
引
用
さ
れ
て
い
た
レ
ビ
ニ
六
・
一
一
－
一
二
（
第
ニ
コ
リ
ン
ト
六
・
一
六
）
は
ア
フ
ラ
ハ
ト
が
好
ん

で引
用
す
る
箇
所
で
、
適
応
論
理
解
の
鍵
と
な
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
次
の
『
論
証
』
六
・
一
四
で
は
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
が
こ
れ
を
ど
の

よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
が
、
具
体
的
に
よ
く
分
か
る
。

　
「
そ
れ
故
、
我
が
愛
す
る
者
よ
、
我
々
も
キ
リ
ス
ト
の
御
霊
か
ら
受
け
取
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
御
霊
が
預
言
者
の
口
に
よ
っ
て
『
私
は
彼

ら
の
中
に
住
み
、
彼
ら
の
中
を
歩
も
う
』
（
レ
ビ
ニ
六
・
＝
1
一
二
）
と
言
わ
れ
た
と
書
か
れ
て
あ
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
が
我
々
の
中



に住
ん
で
お
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
御
霊
の
た
め
の
我
々
の
宮
を
整
え
よ
う
。
ま
た
、
彼
女
（
御
霊
）
が
我
々
か
ら
離
れ
去
ら

れな
い
よ
う
に
、
彼
女
を
悲
し
ま
せ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。
…
…

　
実際
、
我
々
は
洗
礼
か
ら
キ
リ
ス
ト
の
御
霊
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
実
際
、
司
祭
た
ち
が
御
霊
を
呼
ん
で
い
る
そ
の
時
、
彼
女
（
御
霊
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
ロ

は
天
を
開
い
て
下
り
て
こ
ら
れ
、
水
上
を
漂
わ
れ
る
。
ま
た
、
洗
礼
を
受
け
て
い
る
人
々
は
彼
女
を
着
て
い
る
」
。

　
　
　
ハ
ぬ
り

　御
霊
の
宮
と
し
て
の
人
間
、
と
い
う
考
え
は
『
論
証
』
の
中
で
何
度
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
そ
れ
が
現
れ
て
い
る
。
ア
フ
ラ
ハ
ト

に
よ
れ
ば
、
レ
ビ
ニ
六
・
＝
1
一
二
の
「
私
」
（
神
）
が
「
彼
ら
」
の
中
に
住
む
、
と
い
う
こ
と
は
「
キ
リ
ス
ト
」
が
「
我
々
」
の
中
に

住
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
す
。
更
に
、
「
キ
リ
ス
ト
」
が
住
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
「
キ
リ
ス
ト
の
御
霊
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

が住
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
「
我
々
」
と
は
洗
礼
を
受
け
た
人
々
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
度
洗
礼
を
受
け
て
御

霊
が住
ん
で
も
、
そ
の
後
で
御
霊
が
そ
の
人
か
ら
離
れ
去
る
可
能
性
も
あ
る
。

　従
っ
て
、
人
間
へ
の
神
の
内
住
と
は
、
御
霊
が
下
降
し
人
間
の
中
に
留
ま
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
前
述
の
言
語
的
適
応
は
「
父
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
り

呼
ば
れ
る
神
（
御
父
）
に
よ
る
適
応
だ
と
言
え
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
精
神
的
適
応
は
御
霊
に
よ
る
適
応
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　そ
れ
で
は
、
神
が
下
降
し
て
人
間
に
よ
る
神
理
解
は
完
全
に
可
能
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
人
間
が
上
昇
す
る
た
め
に
は
、
ど

う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

9

ア

フ
ラ
ハ
ト
に
お
け
る
神
の
下
降
と
人
間
の
上
昇
（
武
藤
）
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四

八

三
、
人
間
の
上
昇

　
「
あ
な
た
（
神
）
の
愛
は
限
り
な
く
、
あ
な
た
の
恵
み
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。
全
て
の
口
は
あ
な
た
に
ふ
さ
わ
し
く
な
く
、
全
て
の
舌
は

あ
な
た
に
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
は
把
握
〔
し
よ
う
と
〕
し
ま
す
が
、
留
ま
り
ま
す
。
ま
た
、
自
分
の
思
い
を
尽
く
し
て
も
、
十

分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　た
と
い
彼
が
自
分
の
精
神
を
天
よ
り
も
上
に
揚
げ
て
も
、
自
分
が
地
上
を
歩
い
て
い
る
の
を
見
出
し
ま
す
。
ま
た
、
た
と
い
彼
の
思
惟

が深
み
に
下
っ
て
も
、
短
時
間
で
彼
の
地
に
戻
っ
て
い
て
、
彼
の
思
索
は
止
み
ま
す
。
天
よ
り
も
上
に
何
が
あ
る
か
、
誰
が
〔
言
い
〕
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
り

ま
し
ょ
う
。
地
よ
り
も
下
に
何
が
据
え
ら
れ
て
い
る
か
、
言
え
る
者
は
誰
も
い
ま
せ
ん
。
…
…
」
。

　こ
の
『
論
証
』
二
三
・
五
九
の
前
半
で
は
、
人
間
を
表
す
の
に
ア
フ
ラ
ハ
ト
自
身
を
含
む
「
我
々
」
と
い
う
一
人
称
表
現
が
使
用
さ
れ

て
いた
が
、
こ
の
最
後
の
部
分
で
は
そ
れ
が
「
彼
」
（
人
間
）
と
い
う
三
人
称
表
現
に
変
わ
っ
て
い
る
。
更
に
、
こ
の
少
し
後
に
も
関
連
す

る
箇
所
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

「あ
あ
、
滅
び
へ
と
進
み
ゆ
く
思
い
に
か
か
ず
ら
っ
て
い
る
、
地
か
ら
の
塵
、
ア
ダ
ム
の
子
よ
。
あ
な
た
の
精
神
が
他
の
神
々
を
生
ん

．

　
　
　
　
　だ
。
あ
な
た
の
思
惟
が
誰
も
見
な
か
っ
た
こ
と
を
捏
造
し
た
。
上
方
に
は
、
あ
な
た
は
昇
ら
な
か
っ
た
。
あ
な
た
は
地
に
縛
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

下方
に
は
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
を
知
ろ
う
と
し
て
下
り
な
か
っ
た
。
あ
な
た
は
そ
れ
を
見
な
か
っ
た
の
に
、
準
え
て
語
っ
た
。
あ
な
た
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

　
　
　
　
　

虚偽
と
欺
隔
と
を
語
り
、
嘘
つ
き
に
な
っ
た
」
。



　
こ
の
関
連
箇
所
で
は
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
が
呼
び
か
け
て
い
る
対
象
「
あ
な
た
」
が
「
ア
ダ
ム
の
子
」
、
即
ち
人
間
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二

つ
の引
用
箇
所
は
い
ず
れ
も
、
相
当
否
定
的
な
見
解
を
表
し
て
い
る
。
ア
フ
ラ
ハ
ト
が
神
に
関
す
る
象
徴
的
理
解
を
手
放
し
で
肯
定
し
て

い
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
こ
の
箇
所
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
神
が
下
降
し
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
言
語
表
現
の
不
十
分
さ
と
い
う

点
で
は
、
何
ら
変
わ
り
が
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
人
間
の
精
神
は
神
の
虚
像
を
映
し
出
す
危
険
も
大
い
に
孕
ん
で
い
る
。
た
だ
、
こ
こ

で
批判
さ
れ
て
い
る
の
は
象
徴
的
理
解
と
そ
の
言
語
表
現
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
誤
っ
た
そ
れ
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
り

な
い
。
こ
れ
ら
の
箇
所
で
は
再
度
、
神
理
解
の
不
可
能
性
、
ま
た
人
間
の
精
神
が
上
昇
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　し
か
し
、
神
の
適
応
に
よ
っ
て
理
解
可
能
に
な
っ
た
筈
の
神
は
、
ど
う
し
て
実
際
に
は
人
間
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま

た
、
人
間
が
神
を
思
い
描
く
た
め
に
は
、
い
か
な
る
条
件
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ア
フ
ラ
ハ
ト
は
別
の
箇
所
で
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て

いる
。

　
「
ま
た
、
彼
（
人
間
）
が
自
分
の
造
り
主
を
知
っ
た
こ
と
で
、
神
は
人
間
の
思
惟
の
内
で
象
ら
れ
、
宿
さ
れ
な
さ
っ
た
。
ま
た
、
『
あ
な

た
が
た
は
神
の
宮
で
あ
る
』
（
第
一
コ
リ
ン
ト
三
・
一
六
）
と
書
か
れ
て
あ
る
よ
う
に
、
彼
は
自
分
の
造
り
主
で
あ
る
神
の
た
め
の
宮
と

な
っ
た
。
ま
た
、
彼
（
神
）
は
『
私
は
彼
ら
の
中
に
住
み
、
彼
ら
の
中
を
歩
も
う
』
（
レ
ビ
ニ
六
・
＝
1
一
二
）
と
言
わ
れ
た
。

　し
か
し
な
が
ら
、
自
分
た
ち
の
造
り
主
を
知
ら
な
い
ア
ダ
ム
の
子
ら
は
、
彼
（
神
）
が
彼
ら
の
内
で
象
ら
れ
て
お
ら
れ
る
こ
と
も
、
彼

ら
の
中
に
住
ん
で
お
ら
れ
る
こ
と
も
、
彼
ら
の
思
惟
の
中
に
宿
さ
れ
て
お
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
む
し
ろ
彼
ら
は
、
彼
の
御
前
に
家
畜
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
り

よ
う
に
見
な
さ
れ
て
い
て
、
残
り
の
被
造
物
の
よ
う
に
〔
見
な
さ
れ
て
い
る
〕
」
。

ア

フ
ラ
ハ
ト
に
お
け
る
神
の
下
降
と
人
間
の
上
昇
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



五〇

　
つま
り
、
人
間
が
自
分
の
創
造
主
を
知
る
時
、
初
め
て
創
造
主
が
そ
の
人
の
中
に
住
む
。
ま
た
、
そ
の
人
の
精
神
の
中
で
神
が
象
ら
れ

る
。
そ
う
い
う
人
の
場
合
、
神
を
象
徴
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
逆
に
、
人
間
が
神
を
知
ら
な
い
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

に
は
、
神
が
内
住
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
神
が
象
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
神
に
よ
る
人
間
へ
の
内
住
と
人
間
に
よ
る
神

の

象
徴的
理
解
と
は
、
非
常
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
。

　従
っ
て
、
前
述
の
「
ア
ダ
ム
の
子
」
に
と
っ
て
神
理
解
が
不
可
能
な
の
は
、
そ
の
人
の
中
に
神
が
住
ん
で
い
な
い
か
ら
だ
っ
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
み
り

る
。
ア
フ
ラ
ハ
ト
は
神
理
解
に
関
し
て
、
人
間
を
二
種
類
に
区
別
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
神
の
御

霊
に
よ
ら
な
い
人
は
神
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
御
霊
に
よ
る
人
は
神
を
理
解
で
き
る
。

　
そ

れ

では
、
よ
り
具
体
的
に
は
神
理
解
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
「
下
」
に
い
る
べ
き
人
間
が
、
実
際
い
か
に

し
て
上
昇
し
て
い
く
の
か
。
ま
た
、
神
が
内
住
し
て
い
る
人
の
精
神
は
い
つ
で
も
上
昇
可
能
で
、
い
か
な
る
神
理
解
も
可
能
な
の
だ
ろ
う

か
。

　
ア

フ

ラ
ハ
ト
は
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
『
論
証
』
一
四
・
三
五
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
「
心
の
戸
が
開
か
れ
て
い
る
人
は
そ
れ
（
知
恵
）
を
見
出
し
、
精
神
の
翼
を
広
げ
て
い
る
人
は
そ
れ
を
受
け
継
い
で
い
る
。
そ
れ
は
、
勤

勉な
人
間
の
中
に
宿
っ
て
い
て
、
賢
者
の
心
の
内
に
植
え
付
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
神
経
は
そ
の
泉
の
中
に
堅
く
据
え
ら
れ
て
い
て
、
彼

は
そ
れ
に
よ
っ
て
隠
れ
た
宝
物
を
得
て
い
る
。
彼
の
思
惟
は
あ
ら
ゆ
る
高
み
に
舞
い
上
が
り
、
彼
の
思
索
は
あ
ら
ゆ
る
深
み
に
下
る
。
彼

は
自
分
の
心
の
内
で
驚
く
べ
き
事
々
を
象
り
、
彼
の
感
覚
の
目
は
海
の
果
て
を
見
る
。
彼
の
思
惟
の
中
に
は
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
が
包
み
込

．



ま
れ
て
い
て
、
受
け
入
れ
得
る
ほ
ど
彼
の
気
宇
は
広
大
で
あ
る
。

　彼
は
彼
の
造
り
主
の
大
い
な
る
宮
で
あ
る
。
ま
た
、
高
み
の
王
が
彼
の
中
に
入
っ
て
き
て
、
宿
ら
れ
る
。
彼
の
精
神
を
高
み
に
引
き
上

げ
ら
れ
、
彼
の
思
惟
を
御
自
分
の
聖
所
に
飛
ば
せ
て
、
彼
に
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
宝
を
見
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
彼
の
思
い
は
観
想
に
よ
っ
て

歩き
回
る
。
彼
の
心
は
自
分
の
あ
ら
ゆ
る
感
覚
に
捕
ら
え
ら
れ
、
彼
が
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
彼
に
見
せ
る
。
…
…

　
賢者
が
自
分
の
思
い
の
中
で
彼
の
た
く
さ
ん
の
宝
物
の
在
り
所
を
見
る
と
、
そ
の
時
彼
の
思
惟
は
引
き
上
げ
ら
れ
、
彼
の
心
は
あ
ら
ゆ

る
よ
き
も
の
を
宿
し
て
生
む
。
ま
た
、
自
分
に
戒
め
ら
れ
た
全
て
の
事
々
を
省
察
す
る
。
彼
の
姿
形
は
地
上
に
〔
あ
る
〕
が
、
彼
の
精
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
り

の

感覚
は
上
方
と
下
方
に
〔
あ
る
〕
。
…
…
」
。

　
ア
フ
ラ
ハ
ト
に
よ
る
と
、
「
賢
者
」
（
ゴ
巽
団
B
巴
と
呼
ば
れ
る
、
あ
る
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
人
が
「
知
恵
／
知
識
」
（
げ
色
§
邑
を

獲
得す
る
。
そ
し
て
「
知
恵
／
知
識
」
は
、
「
賢
者
」
の
中
に
宿
る
。
同
様
に
、
「
高
み
の
王
」
た
る
神
も
「
賢
者
」
の
中
に
宿
る
。
神
は

彼
の
精
神
を
高
み
へ
と
上
昇
さ
せ
る
。
彼
の
精
神
は
観
想
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
理
解
を
得
る
。
彼
の
省
察
の
対
象
は
聖
な
る
こ
と
を
始

め
万
事
に
及
ぶ
が
、
そ
れ
に
は
「
戒
め
ら
れ
た
こ
と
」
、
即
ち
聖
書
の
教
え
も
含
ま
れ
る
。
精
神
が
天
に
上
昇
し
て
い
る
間
も
、
彼
の
肉
体

は
地
に
し
っ
か
り
と
留
ま
っ
て
い
る
。
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
思
想
の
特
徴
は
、
「
上
」
（
天
）
だ
け
で
な
く
「
下
」
（
地
）
も
、
上
昇
だ
け
で
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

下降
も
、
常
に
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
ア

フ
ラ
ハ
ト
に
よ
る
と
、
い
か
な
る
人
間
も
自
分
で
自
分
を
高
く
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
分
で
自
分
を
低
く
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
り

だけ
で
あ
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
「
謙
遜
な
人
々
」
に
神
の
御
霊
が
下
降
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
身
体
は
地
上
に
留
ま
り
つ
つ

も
、
同
時
に
人
間
の
精
神
は
天
上
に
上
昇
さ
せ
ら
れ
る
。
自
分
で
上
昇
す
る
の
で
は
な
く
、
神
に
よ
っ
て
上
昇
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ア

フ
ラ
ハ
ト
に
お
け
る
神
の
下
降
と
人
間
の
上
昇
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



五
二

キ
リ
ス
ト
が
自
分
を
低
く
し
、
だ
か
ら
こ
そ
神
が
キ
リ
ス
ト
を
上
昇
さ
せ
た
よ
う
に
、
人
間
も
自
分
を
低
く
す
る
こ
と
で
神
が
人
間
を
上

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
い

昇さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　従
っ
て
、
神
の
言
語
的
適
応
を
通
し
て
神
を
象
徴
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
際
も
、
神
理
解
と
神
の
精
神
的
適
応
は
不
可
分
に
結
び
付

い

て
い
る
。
神
が
人
間
の
中
に
住
む
こ
と
で
初
め
て
、
人
間
は
神
の
も
と
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
全
て
の
人
間
は
、
自
分
だ
け
で
は
神

を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
神
の
精
神
的
理
解
は
、
神
の
精
神
的
適
応
に
よ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
の
御
霊
が
人
間
の
精
神
の

中
に
下
降
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
精
神
は
神
へ
と
上
昇
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

結　
　
　
び

　
以
上
で
考察
し
て
き
た
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
に
お
け
る
神
の
下
降
と
人
間
の
上
昇
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
神
は
本
来
、
人
間

に
と
っ
て
理
解
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
は
そ
の
慈
愛
故
に
人
間
に
下
降
し
た
の
で
、
理
解
可
能
に
な
っ
た
。
そ
の
場
合
で
も
常
に

理
解
可能
な
の
で
は
な
く
、
神
が
人
間
を
上
昇
さ
せ
た
時
に
理
解
可
能
に
な
る
。
神
の
下
降
（
適
応
）
の
特
徴
は
、
次
の
三
つ
に
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
言
語
的
適
応
と
精
神
的
適
応
と
に
分
か
れ
る
こ
と
。
〕
一
つ
は
、
こ
の
言
語
的
適
応
と
精
神
的
適
応
は
密
接

に関
連
し
て
い
る
こ
と
。
三
つ
は
、
神
の
下
降
に
よ
っ
て
初
あ
て
人
間
の
上
昇
が
可
能
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
人
間
の
上
昇
（
秘

義的
理
解
）
の
特
徴
は
、
次
の
三
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
上
昇
し
得
る
人
々
と
上
昇
し
得
な
い
人
々
と
に
分
か
れ
る

こ
と
。
二
つ
は
、
上
昇
し
得
る
人
々
も
自
分
で
上
昇
す
る
の
で
は
な
く
、
神
に
よ
っ
て
上
昇
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
。
三
つ
は
、
そ
の
際
上
昇

さ
せ
ら
れ
る
の
は
そ
の
人
の
精
神
で
あ
っ
て
、
肉
体
は
地
上
に
留
ま
る
こ
と
で
あ
る
。



ゆ

　本
研
究
は
、
従
来
の
研
究
で
は
殆
ど
扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
自
身
が
「
象
徴
的
理
解
」
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
理
解

し
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
神
の
象
徴
的
理
解
に
は
神
の
精
神
的
適
応
（
内
住
）
が
不
可
欠
で
あ

り
、
そ
れ
が
伴
わ
な
い
場
合
の
神
の
像
は
虚
像
で
あ
る
。
逆
に
神
の
内
住
に
は
、
神
の
象
徴
的
理
解
も
自
然
に
伴
う
。
ま
た
、
象
徴
的
理

解
に
は
言
語
的
表
現
も
伴
い
、
こ
の
言
語
的
表
現
は
神
の
言
語
的
適
応
に
基
づ
く
。
こ
う
し
て
、
神
の
二
種
類
の
適
応
が
相
互
に
密
接
に

関
連
し
な
が
ら
、
人
間
に
よ
る
象
徴
的
理
解
と
言
語
的
表
現
と
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

　
「
聖
書
の
弟
子
」
た
る
ア
フ
ラ
ハ
ト
自
身
が
神
の
言
語
的
適
応
の
宝
庫
で
あ
る
聖
書
を
読
ん
で
神
を
理
解
し
、
そ
れ
を
『
論
証
』
の
中

で
表
現し
た
際
も
、
当
然
こ
の
よ
う
な
過
程
を
踏
ん
で
い
た
に
違
い
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
中
か
ら
豊
か
な
「
象
徴
的
解
釈
」
が
生
じ
た

のも
、
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
ア
フ
ラ
ハ
ト
に
よ
る
「
神
理
解
」
の
理
解
を
見
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な
彼
の
解
釈
は
彼
の
「
字
義
的
、

歴史
的
解
釈
の
原
則
か
ら
の
逸
脱
」
と
い
う
よ
り
は
、
彼
の
思
惟
の
あ
り
方
そ
の
も
の
の
自
然
な
成
果
と
見
な
す
方
が
、
よ
ほ
ど
確
か
ら

し
い
と
言
え
る
。
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フ
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よ
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全
体
像
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潔
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見
の
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初
期
シ
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ア
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リ
ス
ト
教
の
特
徴
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簡
潔
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ま
と
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た
、
次
の
　
　
（
3
）
　
本
研
究
で
使
用
し
た
シ
リ
ア
語
テ
ク
ス
ト
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団
Q
o
↑
℃
餌
嘗
〇
一
〇
臨
坦

　

見事
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述
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8
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℃巴
ω
幽
圃
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濁
§
幽
亭
U
置
9
0
け
ω
o
o
罫
H
。
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Φ
卜
H
㊤
O
刈
で
あ
る
。
ま
た
、
重
　
　
　
　
お
。
。
。
。
肖
り
。
。
O
、
続
い
て
ブ
ル
ン
ス
に
よ
る
新
し
い
独
訳
℃
o
け
臼
切
2
房

要
な
古
代
訳
と
し
て
ア
ル
メ
ニ
ア
語
訳
が
あ
り
、
O
ω
O
O
↑
O
o
后
ロ
。
。
　
　
　
　
（
窪
゜
）
噂
奪
隷
§
魯
鼻
§
韓
§
詠
ミ
養
§
H
－
口
噂
寄
o
ぽ
9
σ
q
”
国
臼
ユ
0
5
H
㊤
O
μ

ω
o
言
8
把
目
O
匿
ω
口
壁
o
謹
ヨ
O
ユ
雪
け
巴
冒
目
）
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
　
　
　
で
、
こ
ち
ら
は
局
〇
三
Φ
ω
O
甑
。
・
鼠
碧
凶
の
シ
リ
ー
ズ
の
中
に
あ
る
。

る
（
O
ξ
冨
8
暮
m
ご
o
（
o
α
゜
＼
嘗
゜
）
噂
冒
爲
蓑
§
§
§
“
ミ
§
ミ
譜
り
　
　
（
4
）
　
詳
細
は
、
拙
論
、
「
「
ペ
ル
シ
ア
の
賢
者
」
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
解
釈
学
」
、

§
§
恥
“
§
魯
ミ
§
紺
亀
畿
§
b
り
日
噂
（
O
ω
O
O
c
。
◎
。
b
。
凸
Q
。
も
。
輩
8
ム
O
黛
　
　
　
　
『
基
督
教
学
研
究
』
第
一
七
号
（
一
九
九
七
年
）
（
七
七
－
八
七
頁
）
、

誌
ω
－
曲
ミ
貯
ヨ
・
刈
－
。
。
咽
O
占
9
同
甲
旨
γ
H
o
信
爵
凶
冥
ω
①
R
偉
国
H
凶
鉾
含
　
　
　
　
七
八
頁
参
照
。

O
o
趨
ロ
ω
o
。
O
O
㍉
㊤
ミ
山
㊤
。
。
O
）
。
そ
の
他
、
部
分
訳
と
し
て
は
エ
チ
オ
ピ
　
　
（
5
）
　
こ
の
テ
ー
マ
は
、
同
じ
シ
リ
ア
教
父
の
ニ
シ
ビ
ス
の
エ
フ
ラ
イ
ム

ア

語訳
、
グ
ル
ジ
ア
語
訳
も
残
さ
れ
て
い
る
。
主
要
な
近
代
の
翻
訳
　
　
　
　
や
ギ
リ
シ
ア
教
父
の
ヨ
ア
ン
ネ
ス
・
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
に
お
い
て

は
、
前
述
の
パ
リ
ゾ
ー
が
テ
ク
ス
ト
に
付
し
た
ラ
テ
ン
語
訳
の
他
　
　
　
も
、
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
前
者
に
関
し
て
は
、
拙

に
、
独
訳
O
①
o
蹟
切
o
誹
（
嘗
゜
）
℃
奪
尋
ミ
魯
ミ
げ
§
防
隷
δ
蹄
鼻
§
ミ
曹
§
　
　
　
　
論
、
「
ニ
シ
ビ
ス
の
エ
フ
ラ
イ
ム
に
お
け
る
神
の
下
降
と
人
間
の
上

き
§
ミ
§
・
（
↓
ご
ω
》
ω
註
y
い
o
首
臥
o
q
”
臼
・
O
・
口
貯
二
島
ω
．
ω
o
げ
o
　
　
　
　
昇
ー
解
釈
学
的
観
点
か
ら
ー
」
、
『
西
南
ア
ジ
ア
研
究
』
第
五
〇

切
ロ
o
喜
彗
巳
ロ
ロ
ぴ
q
燭
H
。
。
。
。
。
。
が
あ
る
。
英
訳
と
し
て
は
抄
訳
し
か
な
い
　
　
　
　
号
（
一
九
九
九
年
）
二
〇
1
三
二
頁
参
照
。
後
者
に
関
し
て
は
、
拙

が
、
最
も
使
用
さ
れ
て
き
た
も
の
は
、
甘
ぎ
O
毒
目
（
け
円
’
γ
　
　
　
論
、
「
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
に
お
け
る
神
の
下
降
と
人
間
の
上
昇
1

．
、

ω
oδ
o
け
凶
8
ω
↓
量
湯
一
m
8
α
ぎ
け
o
国
ロ
α
q
房
げ
時
o
ヨ
誓
o
国
矯
日
昌
ω
国
μ
α
　
　
　
解
釈
学
的
観
点
か
ら
l
」
、
『
基
督
教
学
研
究
』
第
一
八
号
（
一
九

国
o
ヨ
罠
o
ω
o
h
国
冨
邑
B
昏
Φ
o
◎
矯
ユ
壁
”
雪
住
時
o
ヨ
夢
o
U
o
B
o
ロ
ω
9
凱
o
昌
。
・
　
　
　
九
八
年
）
七
九
－
九
四
頁
参
照
。
ま
た
、
両
者
の
比
較
に
つ
い
て
は
、

o
h
＞
嘗
話
ぎ
け
穿
o
団
臼
の
剛
目
ω
凶
α
q
o
．
．
㍉
員
零
旨
喝
o
。
9
民
＼
国
o
ロ
蔓
≦
m
8
　
　
　
　
拙
論
、
「
ニ
シ
ビ
ス
の
エ
フ
ラ
イ
ム
と
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
解
釈

（oe
峯
防
§
ミ
ト
導
ミ
藁
駄
ミ
q
§
恥
§
職
き
偽
き
§
恥
嵜
導
§
9
§
　
　
　
　
学
の
比
較
」
、
『
日
本
の
神
学
』
、
第
三
五
号
（
一
九
九
六
年
）
五
一
ー

Ωミ
慧
脳
§
Q
ミ
§
“
b
。
巳
ω
践
o
ρ
×
臼
”
2
0
≦
団
o
H
貯
↓
サ
o
O
鼠
ω
富
昌
　
　
　
七
〇
頁
参
照
。

犀
8
【
曾
自
o
O
o
ヨ
冨
ロ
ざ
昌
。
。
ム
ω
ω
”
H
。
。
㊤
。
。
で
い
ず
れ
も
百
年
も
前
の
　
　
（
6
）
　
即
o
げ
o
昌
冨
ロ
旨
§
魯
§
曾
冴
駄
Q
§
§
魯
§
職
漆
蓉
§
、
卜
罫
魯
ミ

も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
末
か
ら
新
し
い
訳
が
立
て
　
　
　
　
穿
§
畠
、
§
ぎ
織
ミ
§
』
。
巳
。
ロ
鱒
0
塁
竃
α
α
q
o
d
巳
く
臼
ω
芽
津
o
ω
ρ

続
け
に
出
版
さ
れ
た
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ま
ず
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ω
O
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四
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O
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ω
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旨
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収
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る

　　
（
1
0
）
　
例
え
ば
、
重
要
語
で
あ
る
、
、
爵
倒
．
．
（
象
徴
／
秘
義
）
を
論
じ
た
、
　
　
　
　
が
、
本
研
究
の
テ
ー
マ
か
ら
は
外
れ
る
の
で
割
愛
す
る
。
督
昌
島

　
　
　
　
ベ
ッ

ク
に
よ
る
先
駆
的
研
究
が
存
在
す
る
が
、
語
義
の
研
究
に
留
　
　
　
　
O
腎
冒
α
Φ
d
H
三
昌
斜
b
蔚
O
。
ミ
ざ
画
妹
Ω
ミ
韓
導
臨
§
ぎ
ひ
閑
o
ヨ
碧
団
〇
三
・

　
　
　
　ま
っ
て
い
る
（
国
ユ
ヨ
巨
α
b
d
o
o
ぎ
、
．
O
o
矯
ヨ
σ
o
冨
日
－
竃
鴫
ω
8
ユ
ロ
ヨ
げ
①
凶
　
　
ぎ
゜
・
け
蹄
ロ
窪
日
O
ユ
Φ
ロ
琶
冒
日
ω
ε
島
o
旨
β
H
㊤
ω
ω
し
b
。
劇
山
ω
o
。
嚇
≦
ご
陣
置

　
　
　
　＞

O
芹
胆
馨
口
昌
α
国
娼
貯
餌
日
層
．
℃
◎
薗
雨
鳶
Ω
ξ
蹄
§
蕊
ミ
恥
劇
b
ρ
（
H
㊤
m
◎
o
）
H
O
ム
O
）
。
　
　
　
　
　
O
尽
ヨ
Φ
が
b
恥
、
O
僑
蹄
牒
O
O
§
恥
蜜
篭
犠
職
爲
さ
隷
8
討
恥
謡
§
誌
斜
隷
超
、
勘
q
隷
鴨
、

，
　
（
1
1
）
　
男
O
叶
Φ
同
】
W
同
賃
昌
ω
噂
b
騎
防
Ω
諒
、
酔
ミ
恥
守
亀
職
奪
魯
ミ
魯
黛
融
織
跨
壽
誘
軌
恥
偽
隷
恥
遷
　
　
　
　
§
馬
ミ
轟
黄
】
≦
O
昌
o
励
け
O
異
諺
o
n
O
げ
①
ロ
α
O
集
「
H
O
刈
P
釦
甲
◎
Q
仰
団
O
梓
⑦
同
切
同
信
昌
o
α
騨

　
　
　
　

き
冴
恥
§
口
d
O
昌
冥
し
d
O
貝
①
昌
慧
ω
ω
①
ひ
．
H
㊤
㊤
ρ
H
α
O
o
山
O
H
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
b
黛
恥
（
S
畿
恥
ミ
恥
か
ミ
奪
隷
ミ
魯
喬
融
織
跨
壽
誘
詠
ら
隷
馬
蕊
き
詠
雨
§
H
Q
Q
劇
－
H
◎
o
O
罰

　　
（
2
1
）
　
b
雨
§
O
隷
巴
§
亀
O
醤
跨
卜
o
ω
”
朝
㊤
（
勺
ω
b
δ
鳩
H
b
o
O
o
α
ρ
゜
）
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
U
冨
昌
山
｝
ロ
匡
讐
b
暗
決
神
翁
魯
画
§
ト
き
恥
、
O
§
織
ミ
讐
§
ミ
醤
職
守
職
魯
討
黛
野
穿
馬

　　
（
1
3
）
　
そ
れ
ぞ
れ
の
語
義
に
つ
い
て
詳
細
に
は
、
ニ
シ
ビ
ス
の
エ
フ
ラ
イ
　
　
　
　
ミ
蔓
臨
暮
§
§
恥
ミ
犠
暗
N
ミ
博
惑
魯
亀
蔵
的
急
偽
§
ミ
噺
ミ
ミ
蓉
恥
鳶

　
　
　
　
ム

の

研究
だ
が
、
↓
°
ゆ
o
ロ
寓
き
ω
o
口
ひ
ト
黛
、
§
防
魯
超
§
ぎ
、
避
ミ
§
　
　
　
　
≦
凶
o
ω
σ
巴
o
ロ
”
出
貰
霧
ω
o
惹
貫
H
O
㊤
9
α
O
あ
b
。
参
照
。

　
　
　　
恥
ミ
ミ
憩
魯
§
§
甘
匂
噺
§
、
国
帥
ω
凱
ぎ
H
㊤
。
。
。
。
騎
ω
α
－
凱
b
。
参
照
。
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
b
§
o
書
馬
§
§
謹
肋
9
H
O
（
勺
ω
H
b
。
。
H
）
参
照
。

　　
（
1
4
）
視
覚
と
具
象
性
の
重
視
と
い
う
点
で
も
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
は
エ
フ
ラ
　
　
（
2
3
）
御
子
に
よ
る
適
応
（
謙
卑
）
に
関
し
て
は
、
注
（
3
3
）
参
照
。

　
　
　
　イ
ム
と
土
ハ
通
し
て
い
る
。
拙
論
、
「
ニ
シ
ビ
ス
の
エ
フ
ラ
イ
ム
と
ク
　
　
（
2
4
）
b
§
o
襲
§
§
§
恥
b
。
。
。
噛
＄
（
勺
ω
b
。
㍉
b
。
H
－
嵩
ト
y

ア

フ

ラ
ハ
ト
に
お
け
る
神
の
下
降
と
人
間
の
上
昇
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



五
六

（
2
5
）
　
b
免
§
o
誠
書
§
§
恥
b
。
も
。
b
H
㊥
ω
b
。
”
H
b
。
参
亭
）
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
　
b
鴨
ミ
o
諺
馬
§
§
謹
防
b
。
Q
。
b
O
（
勺
ω
卜
。
レ
b
。
H
）
°
注
（
1
7
）
参
照
。

（2
6
）
　
た
だ
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
彼
に
お
い
て
は
「
天
」
　
　
（
3
3
）
　
ア
フ
ラ
ハ
ト
は
別
の
箇
所
で
、
キ
リ
ス
ト
と
ア
ダ
ム
と
の
対
照
を

　　
と
共
に
「
地
」
が
繰
り
返
し
登
場
す
る
よ
う
に
、
上
昇
だ
け
で
な
く
　
　
　
　
示
し
て
、
マ
タ
イ
ニ
三
・
一
二
を
中
心
に
下
降
と
上
昇
に
お
け
る
逆

　
　
下降
の
方
も
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
注
（
3
1
）
参
照
。
　
　
　
　
　
説
を
分
か
り
や
す
く
叙
述
し
て
い
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
引
用
し

（2
7
）
　
b
§
§
蕊
書
獄
§
跨
H
メ
『
㊥
ω
ど
o
。
O
O
）
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
お
き
た
い
。

（2
8
）
　
こ
れ
は
同
じ
シ
リ
ア
教
父
の
ニ
シ
ビ
ス
の
エ
フ
ラ
イ
ム
に
お
い
て

　　
も
見
ら
れ
る
、
神
と
人
間
と
の
間
の
循
環
関
係
で
あ
る
。
エ
フ
ラ
イ
　
　
　
　
　
「
我
が
愛
す
る
者
よ
、
人
間
た
ち
が
中
に
住
ま
う
こ
の
部
分
、
本
性

　　
ム
に
お
け
る
循
環
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
論
、
「
ニ
シ
ビ
ス
の
エ
フ
ラ
　
　
　
　
を
愛
し
な
さ
い
。
人
が
自
分
自
身
を
卑
下
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
正
し

　　
イ
ム
の
解
釈
学
」
、
『
基
督
教
学
研
究
』
第
一
五
号
（
一
九
九
六
年
）
　
　
　
　
い
こ
と
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
の
本
性
は
、
地
か
ら
の
塵
で
あ
る
。
ま
た
、

　　
（
八
一
ー
九
三
頁
）
、
八
八
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
彼
の
主
は
彼
に
対
し
て
、
守
る
べ
き
戒
め
を
定
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、

（2
9
）
　
拙
論
、
「
「
ペ
ル
シ
ア
の
賢
者
」
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
解
釈
学
」
参
照
。
　
　
　
　
彼
が
戒
め
ら
れ
た
こ
と
を
守
る
時
、
彼
の
主
が
彼
を
高
き
本
性
に
至

（3
0
）
b
§
§
⇔
§
§
隷
題
ド
合
ω
凱
（
℃
ω
ど
O
露
－
①
①
e
°
こ
こ
で
ア
フ
ラ
バ
　
　
　
　
ら
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
は
自
分
の
本
性
に
属
さ
な
い

　　
ト
は
、
明
ら
か
に
人
間
の
精
神
を
表
す
四
つ
の
類
義
語
を
同
義
の
　
　
　
　
高
尚
さ
を
自
分
の
も
の
に
し
た
い
と
思
っ
た
た
め
、
彼
の
主
が
彼
を

　
　
も
の
と
し
て
交
互
に
使
用
し
て
い
る
が
、
本
研
究
で
は
こ
の
四
語
　
　
　
　
元
の
卑
し
き
本
性
に
戻
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
我
ら
の
救
い

　　
、
．
盲
．
圃
町
．
、
、
．
お
．
矯
菅
呪
、
、
．
ゴ
綴
げ
随
．
、
．
，
一
〇
げ
び
酬
．
、
を
そ
れ
ぞ
れ
「
精
神
」
、
　
　
　
　
主
が
証
言
し
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
。
『
自
分
を
高
く
す
る
者
は

　　
「
思
い
」
、
「
思
惟
」
、
「
心
」
と
訳
出
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な
低
く
さ
れ
、
自
分
を
低
く
す
る
者
は
み
な
高
く
さ
れ
よ
う
』
（
マ

（3
1
）
　
ピ
エ
ー
ル
に
よ
る
と
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
に
お
け
る
天
と
地
は
根
本
的
　
　
　
　
タ
イ
ニ
三
・
一
二
）
。

　　
に
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
復
活
に
際
し
て
は
、
「
天
と
地
は
新
　
　
　
　
　
ア
ダ
ム
は
自
分
を
高
く
し
〔
た
の
で
〕
低
く
さ
れ
、
彼
の
元
の
本

　　
た
な
友
人
関
係
に
あ
り
、
一
つ
に
な
っ
た
カ
ッ
プ
ル
の
よ
う
に
地
は
　
　
　
　
性
で
あ
る
塵
に
戻
っ
た
。
だ
が
、
崇
高
な
る
我
ら
の
救
い
主
は
御
自

　
　
天
に

従う
」
（
寓
註
Φ
山
o
ω
o
嘗
臣
o
昌
ρ
、
、
い
．
ゆ
日
o
o
諺
o
日
ヨ
o
凶
濠
o
簿
　
　
　
分
を
低
く
さ
れ
〔
た
の
で
〕
高
く
揚
げ
ら
れ
、
御
自
分
の
か
の
元
の

　　
一
〇
ω
磐
讐
9
。
房
α
信
o
o
ε
ω
ω
〇
一
〇
昌
一
〇
ω
m
o
q
Φ
℃
臼
ω
碧
・
国
ω
ω
巴
ω
ロ
H
　
　
　
本
性
に
引
き
上
げ
ら
れ
な
さ
っ
た
。
ま
た
、
彼
に
は
称
賛
が
増
し
加

　　
一
．
塁
費
8
0
ざ
o
q
団
o
ロ
、
言
訂
器
け
o
、
．
℃
ぎ
ら
ぎ
も
蔑
§
覧
9
ミ
画
§
。
。
b
。
（
同
㊤
。
。
b
。
）
　
　
　
え
ら
れ
、
万
物
が
彼
に
従
わ
せ
ら
れ
た
。
御
自
分
を
低
く
さ
れ
た
我

　　
（
b
。
ω
。
。
－
b
。
O
b
。
）
噸
ω
。
。
（
お
。
。
ω
）
（
H
O
劇
－
置
b
。
y
H
b
。
O
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
の
救
い
主
は
称
賛
を
受
け
ら
れ
、
〔
そ
の
〕
増
加
を
受
け
ら
れ
た
。



だが
、
自
分
を
高
く
し
た
ア
ダ
ム
は
卑
し
め
を
受
け
、
卑
し
め
に
加

え

て
呪
いを
受
け
た
。

　
そ

れ故
、
我
が
愛
す
る
者
よ
、
こ
の
よ
う
に
、
卑
小
さ
を
恋
い
焦

が
れ
て自
分
の
低
き
本
性
に
留
ま
る
こ
と
は
、
神
を
愛
し
て
い
る
人

間
に
ふ
さ
わ
し
く
、
正
し
い
。
そ
の
（
卑
小
さ
の
）
根
は
地
に
植
え

ら
れ
、
そ
の
諸
々
の
実
は
大
い
な
る
方
、
主
の
御
前
に
入
っ
て
き
て

いる
L
S
§
O
浅
書
、
馬
§
題
P
罎
（
団
ω
㌍
置
O
ω
ρ
゜
）
）
。

　
ア
フ

ラ
ハ
ト
に
よ
る
と
、
人
間
が
上
昇
す
る
た
め
に
は
、
逆
に
下

降
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
は
自
ら
を
低
く
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
か
え
っ
て
高
く
さ
れ
る
。
逆
説
的
だ
が
、
自
ら
が
天
で
は
な
く

地に
属
す
る
こ
と
を
よ
く
よ
く
自
覚
し
、
謙
遜
で
あ
る
こ
と
が
必
要

であ
る
。
そ
う
す
る
と
逆
に
、
神
に
よ
っ
て
上
昇
さ
せ
ら
れ
る
。
そ

も
そ
も
、
人
間
が
自
分
で
上
昇
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
自
分
で
自
分
を
上
昇
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
神
に

よ
っ
て
上
昇
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
こ
の
引
用
箇
所
の
最
後
の
部
分
は
、
樹
木
の
比
喩
で
語
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
も
、
天
と
地
と
の
対
照
の
構
図
で
考
え
ら
れ
て
い
る
。
人

が自
ら
を
卑
下
し
自
分
の
本
性
を
弁
え
れ
ば
、
そ
の
実
は
天
の
神
に

ま
で
到
達
す
る
の
で
あ
る
。

（3
4
）
　
b
馬
§
o
舘
書
職
§
題
B
b
O
萄
ω
H
弘
O
お
）
°

ア

フ

ラ
ハ
ト
に
お
け
る
神
の
下
降
と
人
間
の
上
昇
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七


