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　テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
を
基
本
的
に
特
徴
づ
け
る
の
は
、
そ
の
弁
証
的
な
（
四
b
O
一
〇
ぴ
q
Φ
け
固
O
）
性
格
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
弁
証

に

お

い

て
は
、
そ
れ
が
何
に
対
す
る
弁
証
で
あ
る
か
、
ど
の
よ
う
な
議
論
の
枠
組
み
に
お
い
て
弁
証
す
る
か
と
言
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
場
合
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
近
代
の
自
律
的
な
文
化
に
対
す
る
宗
教
の
弁
証
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
後
者
の
問

題
に関
し
て
芦
名
氏
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
の
発
展
の
中
で
、
前
期
の
枠
組
み
を
「
形
式
・
内
実
モ
デ
ル
」
、
後
期
の
枠
組
み
を
「
問
い
・

答え
モ
デ
ル
」
と
し
て
、
各
々
の
弁
証
の
枠
組
み
の
特
徴
を
整
理
し
て
い
る
。

　テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
『
組
織
神
学
』
を
執
筆
し
て
い
た
晩
年
、
第
二
巻
（
お
昭
）
と
第
三
巻
（
H
ま
゜
。
）
の
出
版
に
挟
ま
れ
た
一
九
五
九
年
に
、

生を
記
述
す
る
た
め
に
「
層
」
と
い
う
隠
喩
に
替
え
て
「
次
元
」
と
い
う
隠
喩
を
用
い
る
こ
と
を
提
唱
し
、
そ
の
た
め
『
組
織
神
学
』
第

三
巻
の

「生と
霊
」
の
部
分
は
、
生
の
次
元
論
を
用
い
た
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
部
分
の
表
題
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

の

弁証
に
お
い
て
生
に
関
す
る
適
切
な
叙
述
が
重
要
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
霊
と
の
相
関
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
霊

は
生
の
テ
ロ
ス
で
あ
り
、
「
存
在
そ
れ
自
体
は
生
と
し
て
現
実
化
し
、
霊
と
し
て
成
就
す
る
」
（
H
O
㎝
H
”
じ
o
蔭
㊤
）
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
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四

八

る
。
生
の
把
握
の
仕
方
、
叙
述
の
仕
方
は
、
霊
の
記
述
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
そ
の
適
切
な
表
現
の
枠
組
み
が
求
め
ら
れ
る

の

であ
る
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
の
次
元
論
に
お
け
る
本
質
的
な
論
理
を
取
り
出
し
、
こ
の
弁
証
の
枠
組
み
と
し
て

何
が
中
心
的
な
問
題
と
し
て
考
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。

一
　
生
の
規
定

　テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
の
規
定
に
つ
い
て
、
先
ず
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
が
存
在
論
的
概
念
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
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こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
生
と
い
う
概
念
は
、
そ
れ
が
通
常
用
い
ら
れ
る
有
機
的
領
域
を
超
え
て
、
「
神
学
体
系
内
で

用
いら
れ
得
る
基
本
的
用
語
の
レ
ベ
ル
」
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る
1
少
な
く
と
も
彼
自
身
は
そ
の
よ
う
な
概
念
と
し
て
使
用
可
能
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

あ
る
と
考
え
て
い
る
ー
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
存
在
論
的
概
念
と
し
て
の
生
は
「
可
能
的
存
在
の
現
実
化
」
（
お
㊥
゜
。
勲
゜
。
O
）
と
規
定
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
生
と
い
う
概
念
は
通
常
の
有
機
的
生
と
い
う
意
味
に
限
定
さ
れ
な
い
。
無
機
的
な
次
元
も
、
そ
れ
が
可
能
的
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
イ
ね

の

現実
化
で
あ
る
限
り
、
や
は
り
生
の
一
次
元
な
の
で
あ
る
。

　し
か
し
、
そ
う
す
る
と
こ
こ
で
直
ち
に
問
題
が
起
こ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
、
生
と
い
う
概
念
と
存
在
と
い
う
概
念
は
互
換
的
で

あ
る
の
か
。
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
「
然
ヶ
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
用
語
法
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
周
知
の
よ
う
に
彼
の
著
述
に

は
英
語
に
よ
る
も
の
と
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
も
の
と
が
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
彼
の
母
国
語
で
あ
る
ド
イ
ツ
語
の
用
法
の
理
解
な
し
に
は
彼

の

思
想は
十
分
に
理
解
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
彼
が
ド
イ
ツ
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
亡
命
し
た
の
が
四
十
代
後
半
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
著
述
が
英
語
と
ド
イ
ツ
語
の
両
方
で
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
彼
の
思
想
の
理
解
を
よ
り
深
め
て
く
れ
る
。



そ
し
て
こ
の
こ
と
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
が
認
め
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
論
文
お
よ
び
著
作
は
英
語
で
書
か
れ
た
も
の
も
ド
イ
ツ
語
に
翻

訳
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
研
究
上
取
り
扱
う
際
に
は
少
な
く
と
も
三
つ
に
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
に
、
元
々
英
語
で
書

か
れ
たも
の
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
が
ド
イ
ツ
語
に
直
し
た
も
の
。
第
二
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
ド
イ
ツ
語
に
訳
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼

自
身
そ
の
翻
訳
に
目
を
通
し
て
い
る
も
の
b
第
三
に
基
本
的
に
他
者
に
よ
る
翻
訳
で
あ
っ
て
、
彼
自
身
は
ド
イ
ツ
語
訳
に
関
与
し
て
い
な

いも
の
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
ら
三
者
の
う
ち
で
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
の
手
で
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
さ
れ
た
も
の
が
、
彼
の
思
想
を

考
察
する
際
に
最
も
重
要
視
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。

　と
こ
ろ
で
、
今
問
題
と
な
っ
て
い
る
、
次
元
論
に
関
す
る
一
九
五
九
年
の
論
文
は
、
最
初
英
語
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ

ヒ
自
身
に
よ
っ
て
そ
の
後
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
さ
れ
た
。
元
の
英
語
の
表
題
が
、
．
U
§
窪
ω
δ
昌
ρ
い
Φ
＜
Φ
す
鋤
民
け
げ
Φ
q
巳
な
o
h
＝
h
Φ
、
、
（
お
紹
）

であ
る
の
に
対
し
て
、
翌
一
九
六
〇
年
の
ド
イ
ツ
語
の
表
題
は
．
、
∪
同
日
Φ
昌
ω
δ
昌
Φ
戸
o
o
o
匡
o
算
Φ
員
§
住
島
Φ
田
嘗
Φ
詳
山
Φ
ω
ω
Φ
冒
ω
、
．
と
な
っ
て

いる
（
H
㊤
切
㊤
“
癖
O
H
h
°
）
。
（
そ
し
て
、
こ
の
論
文
が
更
に
手
を
加
え
ら
れ
て
、
一
九
六
一
年
の
ド
イ
ツ
語
版
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
全
集
第
四
巻
に
収
録

さ
れ
た
際
も
、
こ
の
ド
イ
ツ
語
の
表
題
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。
）
こ
の
例
は
、
彼
の
思
想
に
お
け
る
「
生
」
と
「
存
在
」
の
互
換
性
を
示
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し
て
い
る
と
同
時
に
、
彼
の
存
在
論
の
基
本
的
な
問
題
の
一
つ
が
こ
こ
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
「
生
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

と
「
存
在
」
と
の
関
係
の
問
題
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
の
範
囲
を
超
え
る
た
め
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
機
会
を
改
め
た
い
。

　さ
て
、
「
可
能
的
な
も
の
の
現
実
化
」
と
し
て
の
生
は
、
一
つ
の
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ

れを
「
生
過
程
（
年
Φ
只
o
o
Φ
ω
ω
）
」
と
称
す
る
。
こ
れ
は
、
生
と
い
う
も
の
が
有
す
る
様
々
な
側
面
の
中
の
一
つ
と
し
て
、
過
程
と
い
う
側

面
があ
る
と
い
う
こ
と
を
指
し
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
生
が
「
可
能
的
な
も
の
の
現
実
化
」
と
い
う
「
過
程
」
そ
の
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
、
、
只
0
8
ω
ω
、
．
と
い
う
用
語
の
方
が
．
．
ま
Φ
．
．
よ
り
も
曖
昧
性
が
少
な
い
た
め
に
こ
れ
を
用
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
の
次
元
論
に
お
け
る
一
問
題
（
今
井
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ハ
ヱ

し
そ
の
表
現
力
に
お
い
て
．
、
ま
Φ
、
、
に
優
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
彼
は
．
．
豪
Φ
只
o
o
Φ
ω
ω
．
、
と
い
う
表
現
を
採
用
す
る
。
こ
れ
と
と
も
に
、
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
は
「
生
の
多
次
元
的
統
一
（
警
Φ
ヨ
巳
岳
α
巨
魯
ω
δ
霊
ξ
昌
幽
昌
o
＝
凶
h
Φ
）
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
。
即
ち
、
生
を
多
次
元
的
な
統

一体
と
し
て
捉
え
て
い
る
わ
け
で
、
こ
ち
ら
の
表
現
に
は
「
過
程
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
希
薄
で
あ
る
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
理
由
に

よ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
生
を
捉
え
る
と
き
本
質
論
的
な
見
方
と
実
存
論
的
な
見
方
を
結
び
付
け
る
が
、
「
統
一
（
o
巳
信
層
臼
巳
り
Φ
同
け
）
」
と
い

う
語
は
主
と
し
て
本
質
論
的
思
惟
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
（
H
㊤
0
ω
鋤
日
H
卜
o
）
。
そ
れ
に
対
し
て
、
可
能
的
な
も
の
の
現
実
化
と
し
て
の
生
過
程

は
主
と
し
て
、
本
質
と
実
存
の
両
義
性
を
有
す
る
生
の
問
題
を
論
ず
る
際
に
用
い
ら
れ
る
。
以
下
で
は
ま
ず
生
の
多
次
元
的
統
一
の
議
論

に

おけ
る
問
題
に
つ
い
て
議
論
し
、
次
に
生
過
程
に
お
け
る
問
題
を
取
り
扱
う
こ
と
に
す
る
。

二
　
生
の多
次
元
的
統
一
に
お
け
る
問
題

　テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
「
次
元
」
と
い
う
隠
喩
を
提
起
す
る
の
は
、
「
層
」
と
い
う
隠
喩
に
替
え
て
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
ま
ず
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が

「層
」
と
い
う
隠
喩
の
ど
こ
に
問
題
を
見
て
い
る
の
か
、
こ
の
点
を
整
理
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
層

－
我
々
の
規
定
に
お
い
て
、
そ
れ
は
『
自
己
完
結
的
で
相
互
排
他
的
な
現
実
の
断
面
』
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
ー
は
、
互
い
に
上
下

に

重
なり
合
っ
て
お
り
（
罵
Φ
四
び
O
＜
Φ
Φ
凶
O
げ
O
け
げ
①
『
）
、
そ
れ
ら
の
関
係
は
偶
然
的
で
あ
る
。
下
位
の
層
か
ら
上
位
の
層
へ
至
る
内
的
必
然

性
、
な
い
し
は
上
位
か
ら
下
位
へ
至
る
内
的
必
然
性
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
の
よ
う
な
必
然
性
が
主
張
さ
れ
る
な
ら
ば
、

層
と
い
う
隠
喩
は
既
に
そ
の
意
義
を
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
H
O
α
Φ
”
蔭
O
艀
）
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
層
と
い
う
隠
喩
が
具
体
的
に
問
題
と
な
る

場合
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ
て
い
る
（
同
ぼ
α
」
9
h
°
二
8
ω
親
H
際
゜
）
。
第
一
は
身
体
と
精
神
の
問
題
で
あ
る
。
身
体
と
精
神
が
異



な
る
二
つ
の
層
と
し
て
考
え
ら
れ
る
場
合
、
一
方
で
、
両
者
の
関
係
は
偶
然
的
な
も
の
と
な
り
、
互
い
に
独
立
し
て
存
在
し
得
る
こ
と
に

な
る
。
身
体
的
欲
求
は
精
神
的
行
為
か
ら
全
く
分
離
さ
れ
る
。
他
方
で
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
両
者
の
関
係
が
主
張
さ
れ
る
と
き
、
精
神
を

身
体
的
機
能
に
還
元
す
る
生
物
主
義
的
お
よ
び
心
理
主
義
的
主
張
と
な
る
か
、
生
物
的
な
い
し
心
理
的
過
程
に
精
神
的
活
動
が
干
渉
す
る

と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
後
者
の
干
渉
の
場
合
は
、
特
殊
な
因
果
律
に
従
う
実
体
と
し
て
の
精
神
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
正
当

に
も
生
物
学
や
心
理
学
か
ら
の
反
発
を
引
き
起
こ
す
。
第
二
は
有
機
的
な
も
の
と
無
機
的
な
も
の
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
場
合

有
機的
な
も
の
が
無
機
的
過
程
に
還
元
さ
れ
る
か
、
も
し
く
は
無
機
的
な
過
程
が
異
質
な
有
機
的
力
に
よ
っ
て
干
渉
さ
れ
る
か
で
あ
る
。

後者
の
場
合
、
物
理
学
や
生
物
学
か
ら
の
反
発
を
引
き
起
こ
す
。
第
三
は
文
化
と
宗
教
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
宗
教
と
文
化
が
そ
れ
ぞ

れ
上位
の
層
と
下
位
の
層
と
い
う
二
つ
の
層
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
、
宗
教
が
文
化
を
統
制
し
、
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
か
、
あ
る
い
は

文化
が
宗
教
を
自
律
的
理
性
の
規
範
に
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
反
動
を
引
き
起
こ
す
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
背
後
に
あ
る
最
も
基
本

的
な
問
題
と
し
て
、
超
自
然
的
な
も
の
と
自
然
的
な
も
の
と
い
う
二
元
論
の
問
題
が
考
え
ら
れ
る
（
ド
Φ
α
O
日
心
O
膳
暁
゜
）
。
そ
こ
で
は
、
実
在
が

超自
然
的
・
神
的
な
も
の
の
層
と
自
然
的
・
人
間
的
な
も
の
の
層
に
分
け
ら
れ
る
。
神
的
本
性
と
人
間
的
本
性
は
対
立
さ
せ
ら
れ
て
、
神

的
行
為
は
自
然
に
対
し
て
妨
害
的
に
干
渉
し
、
こ
こ
か
ら
歪
め
ら
れ
た
奇
跡
概
念
が
生
じ
る
。
以
上
が
、
「
層
」
と
い
う
隠
喩
が
用
い
ら
れ

る
場
合
の
問
題
と
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
何
れ
の
場
合
に
も
、
問
題
は
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。
即
ち
一
方

では
、
二
つ
の
層
は
互
い
に
無
関
係
で
、
そ
れ
ら
の
関
係
が
問
え
な
い
二
元
論
の
主
張
に
な
る
。
他
方
で
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
れ
ら
の

関
係
が
問
わ
れ
た
場
合
、
一
つ
の
層
が
他
の
層
に
還
元
さ
れ
る
と
い
う
単
純
化
さ
れ
た
一
元
論
が
現
れ
る
か
、
一
方
の
層
が
他
の
層
に
干

渉し
て
そ
の
構
造
を
破
壊
す
る
か
、
も
し
く
は
両
者
の
闘
争
に
解
決
が
つ
か
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の

次
元
論
に

お

い
て
は
、
そ
れ
が
成
功
し
て
い
る
か
否
か
は
別
問
題
と
し
て
、
少
な
く
と
も
そ
の
意
図
に
お
い
て
は
、
各
々
の
次
元
相
互
の

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
の
次
元
論
に
お
け
る
｝
問
題
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



五
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
　

関
係
が
適
切
に
把
握
さ
れ
、
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
こ
の
問
題
が
本
質
的
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
層
」
と
い
う
隠
喩
に
お
い
て
は
、
人
間
は
身
体
、
心
、
精
神
と
い
っ
た
幾
つ
か
の
層
の
複
合
体
（
曽
o
o
ヨ
ロ
o
ω
幽
け
①
）
と
し
て
把
握
さ
れ

る
。
そ
の
際
、
諸
層
は
相
互
に
並
列
的
に
、
あ
る
い
は
上
下
に
位
置
す
る
（
臣
巴
8
σ
q
ω
達
o
o
同
坦
げ
o
＜
Φ
Φ
四
〇
げ
o
嘗
①
同
）
（
H
㊤
O
H
黛
゜
。
鳶
）
。

諸層
間
の
関
係
は
干
渉
（
営
け
Φ
ほ
臼
Φ
昌
o
Φ
）
と
な
る
（
H
⑩
①
゜
。
親
H
G
。
）
。
そ
れ
に
対
し
て
「
次
元
」
と
い
う
隠
喩
に
お
い
て
は
、
諸
次
元
は
相

互
に内
在
し
て
い
る
（
び
Φ
冒
『
①
ω
Φ
昌
叶
≦
一
叶
げ
幽
5
①
帥
O
げ
O
け
げ
Φ
H
）
（
H
㊤
①
H
親
゜
。
ミ
）
。
諸
次
元
は
一
点
に
お
い
て
相
互
に
交
わ
り
（
臼
o
ω
ω
＄
o
け

o夢
Φ
ユ
昌
o
器
O
o
ぎ
け
）
、
人
間
は
こ
の
交
点
と
し
て
表
現
さ
れ
る
（
同
び
置
゜
）
刃
人
間
は
全
て
の
生
の
次
元
を
結
び
付
け
て
い
る
（
o
巳
汁
Φ
）

多
次
元
的
統
一
体
（
曽
β
巳
蔓
）
で
あ
る
。
「
人
間
は
、
身
体
、
心
、
精
神
な
ど
の
諸
レ
ベ
ル
の
複
合
体
と
し
て
で
は
な
く
、
多
次
元
的
統
一

体
と
し
て
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
私
が
『
次
元
』
と
い
う
隠
喩
を
用
い
る
の
は
、
人
間
に
お
い
て
は
、
生
の
様
々
な
質
は
相
互
に
内

在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
互
い
に
並
列
的
に
、
あ
る
い
は
上
下
に
重
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
」
（
随
玄
9
）

こ
れ
ら
の
叙
述
か
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
統
一
概
念
の
内
包
に
お
け
る
重
要
な
契
機
と
し
て
「
相
互
内
在
（
住
9
ω
H
昌
Φ
凶
昌
9
ρ
一
P
恥
Φ
同
）
」
と
い
う
契
機

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
生
を
諸
層
の
複
合
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
多
く
の
次
元
を
有
し
て
は
い
る
が
、
あ
く
ま
で
一
つ
の
実
在
、
統
一

と
し
て
捉
え
て
い
る
。
確
か
に
、
無
機
的
な
も
の
に
お
い
て
は
有
機
的
次
元
は
認
め
ら
れ
ず
、
大
多
数
の
有
機
的
生
に
お
い
て
は
心
理
的

次
元
や

精
神
的
次
元は
現
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
生
の
あ
る
領
域
（
お
巴
日
）
に
お
い
て
は
特
定
の
次
元
が
優
勢

であ
っ
て
、
我
々
が
無
機
的
な
も
の
や
有
機
的
な
も
の
を
区
別
す
る
妥
当
性
も
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
一
方
で
、
無
機
的
領
域
に

お

い
て
は
無
機
的
次
元
し
か
現
実
化
し
て
い
な
い
が
、
他
の
諸
次
元
も
可
能
的
に
は
存
在
し
て
い
る
。
他
方
で
、
人
間
に
お
い
て
は
全
て

の

生
の

次
元
が
現
実
化し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
た
と
え
生
の
あ
る
次
元
が
現
実
的
に
は
（
碧
言
m
ξ
）
現
れ
て
い
な
く
て
も
、
そ
れ
は



可能
的
に
は
（
℃
O
什
Φ
け
け
幽
9
目
矯
）
存
在
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
H
㊤
0
ω
輿
嵩
h
）
。
「
現
実
的
な
も
の
（
昏
Φ
蝉
o
ε
巴
）
と
可
能
的
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

の

（
夢
Φ
b
o
什
Φ
耳
芭
）
と
は
共
に
実
在
（
お
巴
筐
Φ
ω
）
で
あ
る
。
」
（
ド
Φ
α
O
”
お
①
）

　そ
れ
で
は
、
諸
次
元
間
の
関
係
、
特
に
あ
る
二
つ
の
次
元
の
相
互
内
在
と
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る

であ
ろ
う
か
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
論
述
の
中
か
ら
そ
の
こ
と
を
解
釈
で
き
る
例
と
し
て
、
精
神
的
次
元
と
無
機
的
次
元
と
の
関
係
に
つ
い
て

の

議
論を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
精
神
の
次
元
は
人
間
に
お
い
て
現
実
化
し
て
い
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
既
に
無
機
的
次
元
i
並
び

に

有
機的
次
元
や
心
理
的
次
元
1
は
現
実
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　第
一
に
、
下
位
の
次
元
（
今
の
例
で
は
無
機
的
次
元
）
の
上
位
の
次
元
（
今
の
例
で
は
精
神
的
次
元
）
に
対
す
る
関
係
、
内
在
の
仕
方

に

つ
い
て

であ
る
。
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
用
語
法
に
従
え
ば
、
各
々
の
次
元
に
対
し
て
下
位
や
上
位
と
い
っ
た
表
現
を
用
い
る
の
は
不
適
切
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
こ
の
よ
う
に
表
現
し
て
お
く
。
）
こ
ち
ら
の
方
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
説
明
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
通
常
で
あ

れ
ば

下位
の
次
元
は
上
位
の
次
元
に
そ
の
要
素
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
が
な
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
は
、
し
ば
し

ば
、
上
位
の
次
元
が
容
易
に
そ
の
構
成
要
素
で
あ
る
下
位
の
次
元
に
還
元
さ
れ
る
と
い
う
見
方
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ

ヒ
の
場
合
に
は
、
還
元
主
義
は
現
実
の
単
純
化
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
退
け
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
は
異
な
る
見
方
や
表
現
が

な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
関
す
る
記
述
は
二
通
り
認
め
ら
れ
る
。
．
先
ず
、
下
位
の
次
元
が
上
位
の
次
元
の
現
実
化
の
た

め
の
条
件
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
H
O
①
Q
。
鑓
H
①
h
）
。
（
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
心
理
的
次
元
と
精
神
的
次
元
の
関
係
の
問

題と
し
て
次
節
で
扱
い
た
い
。
）
も
う
一
つ
は
、
下
位
の
次
元
が
上
位
の
次
元
に
参
与
（
b
9
。
註
o
昼
讐
①
）
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例え
ば
、
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を
生
み
出
し
た
精
神
的
行
為
の
中
に
原
子
の
運
動
が
参
与
し
て
い
た
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
語
る
（
這
α
O
誌
8
）
。

従
っ
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
参
与
」
が
、
「
各
部
分
が
全
体
に
参
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
構
成
し
て
い
る
」
と

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
の
次
元
論
に
お
け
る
一
問
題
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



五
四

い
っ
た
、
容
易
に
還
元
主
義
的
な
見
方
に
陥
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
考
え
る
「
参
与
」
と
い
う
あ
り
方
は
「
統
一
性
」
を
保

証
する
契
機
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　第
二
に
、
上
位
の
次
元
の
下
位
の
次
元
に
対
す
る
内
在
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
関
係
は
さ
ら
に
難
し
い
。
と
い
う
の
は
、

無
機
的

領
域
に

お

い
て
は
、
無
機
的
次
元
は
現
実
化
し
て
い
る
が
、
精
神
的
次
元
は
い
ま
だ
現
実
化
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
無
機
的
領
域
に
お
い
て
も
精
神
的
次
元
は
可
能
的
に
現
在
す
る
（
只
Φ
ω
Φ
耳
）
と
理
解
し
て
い
る
。
再
び
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』

の

例を
用
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。
即
ち
、
原
子
の
中
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を
生
み
出
し
た
精
神
的
な
力
が
可
能
的

に

実在
し
て
（
目
Φ
§
〇
一
）
い
る
（
凶
ぼ
9
）
。
先
の
精
神
的
行
為
の
中
に
原
子
の
運
動
が
参
与
し
て
い
る
と
い
う
あ
り
方
と
、
原
子
の
中
に
精
神

的な
力
が
可
能
的
に
実
在
し
て
い
る
と
い
う
あ
り
方
が
、
果
た
し
て
「
相
互
的
」
と
言
え
る
か
ど
う
か
。
し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
両
者
の

関
係
を
．
．
甘
ω
け
鋤
ω
、
．
で
結
ぶ
の
で
あ
る
。
「
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を
生
み
出
し
た
精
神
的
行
為
の
中
に
原
子
の
運
動
が
参
与
し
て
い
た
の
と
全
く

同
様
に
、
原
子
の
中
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を
生
み
出
し
た
精
神
的
な
力
が
可
能
的
に
実
在
し
て
い
る
。
」
（
同
ぼ
α
゜
）
そ
れ

故
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
例
を
、
無
機
的
次
元
と
精
神
的
次
元
の
相
互
内
在
の
例
と
考
え
て
い
る
と
理
解
し
て
よ
い
。

　そ
こ
で
、
こ
の
第
二
の
問
題
に
つ
い
て
別
の
例
で
考
え
て
み
た
い
。
「
自
由
」
は
精
神
的
次
元
が
現
実
化
す
る
と
共
に
現
れ
る
。
し
か
し

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
自
由
を
運
命
と
共
に
存
在
論
的
両
極
性
と
し
て
理
解
す
る
故
に
、
そ
れ
は
存
在
に
参
与
す
る
全
て
の
も
の
に
対
し
て
問
い

得
る
。
無
論
、
自
由
と
運
命
の
両
極
性
を
十
全
な
意
味
に
お
い
て
問
い
得
る
の
は
人
間
に
対
し
て
の
み
で
あ
る
が
、
類
比
的
に
は
（
び
団
≦
昌

o
h
き
巴
o
堕
）
こ
れ
を
人
間
以
外
の
存
在
に
対
し
て
も
問
い
得
る
の
で
あ
る
。
人
間
以
下
の
存
在
に
対
し
て
は
、
「
自
由
」
は
類
比
的
に
「
自

発性
（
ω
b
o
暮
き
Φ
随
蔓
）
」
と
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
即
ち
、
「
刺
激
に
対
す
る
反
応
は
、
も
し
そ
れ
が
中
心
の
あ
る
（
o
Φ
9
Φ
雫

Φ
α
）
、
自
己
関
係
的
な
一
存
在
の
全
体
か
ら
出
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
自
発
的
（
ω
b
O
昌
叶
餌
づ
Φ
O
自
ω
）
で
あ
る
」
（
H
㊤
㎝
H
葺
゜
。
切
）
。
例
え
ば
、
昆
虫



に

お
い

ては
精
神
的
次
元
は
未
だ
現
実
化
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
昆
虫
に
お
い
て
も
精
神
的
次
元
が
可
能
的
に
で
は
あ
る
が

存
在し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
如
何
に
し
て
認
め
得
る
の
か
。
こ
の
文
脈
に
お
け
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
答
は
、
「
自
由
」
に
類
比
的
な
「
自

発性
」
を
そ
こ
に
認
め
得
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
未
だ
現
実
化
し
て
い
な
い
上
位
の
次
元
が
、
既
に
現
実
化
し
て
い
る

下
位
の

次
元
の中
に
、
可
能
的
に
で
は
あ
る
が
実
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
人
間
の
認
識
に
お
い
て
は
、
類
比
に
よ
っ

て

認め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
上
位
の
次
元
が
下
位
の
次
元
に
可
能
的
に
内
在
す
る
こ
と
の
論
理
は
、
少
な
く
と
も
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

間
の
認
識
の
問
題
と
し
て
は
、
類
比
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
生
の自
己
統
合
に
お
け
る
問
題

　
存在
と
当
為
と
の
間
の
溝
は
、
哲
学
に
お
け
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
「
次
元
」

と
い
う
隠
喩
に
よ
る
現
実
の
把
握
が
寄
与
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
心
理
的
次
元
に
お
い
て
は
自
己
意
識
は
成
立
す
る
も
の
の
、
未
だ
当
為
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

認識
さ
れ
な
い
。
当
為
が
認
識
さ
れ
得
る
の
は
、
精
神
の
次
元
に
お
い
て
成
立
す
る
人
格
に
お
い
て
は
じ
め
て
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
如
何

に

存在
か
ら
当
為
が
成
立
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
如
何
に
し
て
心
理
的
次
元
か
ら
精
神
的
次
元
に
お
け
る
人
格
が
成
立
す
る
か
と
い
う

問
題
と
な
る
。
以
下
で
は
こ
の
問
題
に
関
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
議
論
か
ら
、
そ
の
論
理
と
問
題
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　さ
て
、
生
は
可
能
的
な
も
の
の
現
実
化
と
し
て
規
定
さ
れ
た
が
、
こ
の
現
実
化
に
は
、
二
つ
の
要
素
－
自
己
同
一
（
器
零
建
Φ
9
同
畠
）

と
自
己
変
化
（
ω
Φ
一
h
l
鋤
一
け
①
吋
9
け
博
O
】
P
）
1
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
生
の
三
つ
の
機
能
を
引
き
出
す
（
H
㊤
0
ω
親
ω
O
跨
゜
）
。

第
一
は
、
自
己
同
一
の
「
中
心
（
8
昌
叶
霞
）
」
が
実
現
さ
れ
る
運
動
と
し
て
の
、
生
の
「
自
己
統
合
（
ω
Φ
零
団
簿
Φ
σ
q
錯
叶
幽
§
）
」
で
あ
る
。
こ
れ

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
の
次
元
論
に
お
け
る
一
問
題
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



五
六

は
、
自
己
同
一
の
確
立
に
始
ま
り
、
中
心
外
の
方
向
へ
と
変
化
せ
し
め
ら
れ
、
再
び
自
己
同
一
が
再
確
立
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
中
心

から
出
て
中
心
へ
戻
る
生
の
循
環
運
動
を
意
味
し
て
い
る
。
即
ち
、
自
己
変
化
を
含
み
な
が
ら
も
自
己
同
一
の
契
機
に
重
心
が
あ
る
運
動

であ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
第
二
は
、
先
の
流
れ
に
お
い
て
自
己
変
化
の
優
位
の
下
に
生
の
運
動
が
水
平
的
に
進
む
運
動
、
即
ち
、
新
し
い

中
心
を
生
み
出
す
生
の
機
能
で
あ
る
と
こ
ろ
の
生
の
「
自
己
創
造
（
ω
Φ
一
胤
巳
O
同
Φ
p
o
け
団
O
］
P
）
」
で
あ
る
。
最
後
に
、
こ
れ
ら
円
環
的
な
方
向
と
水

平
的な
方
向
の
運
動
に
お
い
て
有
限
な
生
そ
れ
自
身
は
超
え
ら
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
垂
直
的
な
方
向
へ
の
運
動
、
即
ち
、
生
が
有

限
な

生と
し
て
の
自
己
を
超
越
す
る
機
能
。
こ
れ
が
第
三
の
生
の
「
自
己
超
越
（
ω
Φ
一
h
ー
け
『
9
昌
ω
O
Φ
5
α
Φ
】
P
O
Φ
）
」
の
機
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

生
の

機
能は
、
生
の
全
て
の
次
元
に
お
い
て
ー
そ
れ
が
可
能
的
な
も
の
の
現
実
化
で
あ
る
限
り
、
生
の
全
て
の
次
元
に
お
い
て
i
認

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
精
神
の
次
元
に
お
け
る
生
の
機
能
に
関
し
て
は
、
第
一
の
自
己
統
合
は
道
徳
の
問
題
、
第
二
の
自
己
創

造は
文
化
の
問
題
、
第
三
の
自
己
超
越
は
宗
教
の
問
題
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
当
為
の
問
題
、
即
ち
道
徳
の
問
題
は
人
格
的
中
心
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
け

成
立
の問
題
で
あ
る
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
第
一
の
生
の
機
能
で
あ
る
「
自
己
統
合
」
に
焦
点
を
絞
っ
て
考
察
す
る
。

　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
な
ぜ
精
神
の
次
元
に
お
け
る
生
の
自
己
統
合
を
道
徳
の
問
題
と
し
て
規
定
す
る
の
か
。
先
ず
、
道
徳
的
命
法
が
そ
れ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

し
て
受
け
取
ら
れ
る
た
め
に
は
、
人
間
が
自
由
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
自
由
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に

環境
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
超
越
す
る
と
い
う
構
造
、
世
界
の
中
に
い
る
と
同
時
に
世
界
を
有
し
て
い
る
と
い
う
状

況
が成
立
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
自
ら
が
そ
れ
の
一
部
で
あ
り
つ
つ
、
し
か
も
自
己
と
相
対
立
す
る
も
の
と
し
て

の

世
界を
持
つ
と
い
う
状
況
を
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
全
体
的
中
心
性
（
8
け
巴
8
算
臼
Φ
号
Φ
ω
ω
）
」
と
称
す
る
。
そ
れ
故
、
中
心
を
付
与
さ

れた
（
O
Φ
昌
叶
Φ
居
Φ
畠
）
自
己
の
成
立
と
と
も
に
世
界
が
成
立
す
る
こ
と
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
い
う
「
自
己
－
世
界
」
構
造
の
成
立
、
即
ち
、
精
神

的
次
元
の
成
立
が
道
徳
性
の
前
提
な
の
で
あ
る
。
道
徳
性
は
、
精
神
の
次
元
の
優
位
の
下
に
生
が
現
実
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
人
間
に
お
い



て
、
こ
の
全
体
的
中
心
性
が
可
能
的
に
存
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
（
凶
げ
置
゜
”
G
。
G
。
）
。

　
こ
れ
は
す
ぐ
後
に
論
ず
る
こ
と
に
な
る
が
、
人
間
の
有
す
る
世
界
に
は
、
単
に
「
も
の
」
が
属
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
人
格
を

持
っ
た
他
者
も
属
し
て
お
り
、
そ
れ
故
自
ら
が
有
す
る
世
界
と
は
、
そ
こ
に
お
い
て
自
己
と
他
者
が
互
い
に
「
人
格
と
し
て
」
出
会
う
場

であ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
人
格
的
出
会
い
の
場
と
し
て
の
世
界
を
有
す
る
自
己
と
は
、
人
格
的
存
在
で
あ
る
。
人
間
の
本
質
的
存

在
な
い
し
可
能
的
存
在
は
、
人
格
的
中
心
性
を
有
す
る
存
在
で
あ
り
、
人
間
が
自
ら
に
本
質
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
こ
の
人
格

的
中
心
を
現
実
化
す
る
行
為
が
、
精
神
的
次
元
に
お
け
る
生
の
自
己
統
合
と
し
て
の
道
徳
的
行
為
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
可
能
的

なも
の
の
現
実
化
と
し
て
の
「
生
」
の
過
程
で
あ
り
、
且
つ
、
「
自
己
の
中
心
を
実
現
す
る
運
動
」
で
あ
る
故
、
精
神
的
次
元
に
お
け
る
「
生

の自
己
統
合
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
道
徳
性
（
ヨ
o
『
巴
同
な
）
の
問
題
は
、
人
格
的
自
己
（
b
Φ
窃
8
巴
ω
Φ
5
の
構
成
の
問

題と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
心
理
的次
元
に
お
い
て
は
、
自
己
意
識
的
中
心
は
存
在
す
る
も
の
の
、
人
格
的
中
心
は
こ
の
次
元
に
は
属
さ
な
い
故
、
自
由
を
有
す
る

人
格的
中
心
の
成
立
1
「
自
己
－
世
界
」
構
造
の
成
立
ー
は
、
心
理
的
次
元
の
中
か
ら
の
精
神
的
次
元
の
成
立
で
あ
る
。
精
神
的
行
為

は
、
所
与
の
心
理
的
素
材
を
前
提
す
る
と
同
時
に
、
心
理
的
次
元
に
お
け
る
自
己
か
ら
自
由
で
完
全
な
る
中
心
性
を
有
す
る
自
己
へ
と
超

出
す
る
行
為
で
あ
る
。
一
般
の
精
神
的
行
為
は
認
識
行
為
と
道
徳
行
為
と
を
含
む
が
、
そ
の
両
者
に
お
い
て
精
神
的
次
元
の
心
理
的
次
元

に

対
する
同
様
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
（
鵠
∪
博
匹
』
b
O
刈
h
）
。

　
心

理
的
次
元
に
は
、
認
識
の
素
材
と
な
る
諸
々
の
も
の
が
存
在
す
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
表
象
や
印
象
、
ま
た
学
問
的
伝
統
な
ど
も
認
識
の

素材
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
知
識
と
は
な
ら
な
い
。
人
格
的
中
心
が
そ
れ
ら
を
統
合
し
て
初
め
て
、

そ
れ
ら
は
知
識
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
統
合
に
お
け
る
、
分
析
や
還
元
、
結
合
な
ど
は
、
論
理
的
な
基
準
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
の
次
元
論
に
お
け
る
一
問
題
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七



五
八

認識
に
お
け
る
人
格
的
中
心
は
、
心
理
的
素
材
と
同
列
の
も
の
と
し
て
そ
れ
ら
に
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
実
は
、
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
が
「
中
心
」
と
い
う
表
象
を
用
い
る
本
質
的
な
理
由
が
こ
こ
に
存
す
る
。
多
様
な
要
素
を
統
一
し
て
い
る
中
心
は
、
統
一
さ
れ
て

いる
諸
要
素
自
体
と
同
列
の
も
の
と
し
て
は
位
置
付
け
ら
れ
な
い
、
と
い
う
事
情
を
表
現
す
る
の
に
、
「
中
心
」
と
「
周
辺
（
切
Φ
同
昼
げ
o
q
）
」

と
い
う
表
象
が
適
し
て
い
る
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
場
合
「
中
心
」
に
対
し
て
、
中
心
に
よ
っ
て
統
一

さ
れ
る
多
様
な
要
素
の
全
体
が
「
周
辺
」
と
し
て
表
象
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　さ
て
、
人
格
的
中
心
は
心
理
的
次
元
を
超
出
す
る
と
同
時
に
、
精
神
的
規
範
（
論
理
的
基
準
）
に
従
う
。
精
神
的
次
元
の
論
理
的
規
範

に
従
う
こ
と
が
、
即
ち
心
理
的
次
元
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
運
命
と
し
て
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
所
与
の
も
の
は
、
構
造
を
与
え

ら
れ
て
、
人
間
に
と
っ
て
環
境
か
ら
構
造
的
全
体
、
即
ち
世
界
と
な
る
。
こ
の
と
き
心
理
的
中
心
は
、
精
神
の
次
元
へ
と
変
容
さ
れ
、
人

格
的中
心
が
成
立
す
る
（
凶
び
同
α
゜
”
N
刈
）
。
こ
う
し
て
、
人
格
的
中
心
が
世
界
の
中
に
い
る
と
同
時
に
世
界
を
持
つ
と
い
う
状
況
、
精
神
的
次

元
が成
立
す
る
。
心
理
的
中
心
が
自
己
を
超
越
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
人
格
的
中
心
が
現
実
化
す
る
。
こ
の
自
己
統
合
の
過
程
に
は
、
熟

慮と
判
断
と
い
う
自
由
の
極
と
心
理
的
素
材
と
い
う
運
命
の
極
が
両
極
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
道
徳
的
行
為
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
心
理
的
中
心
に
統
一
さ
れ
て
い
た
様
々
な
素
材
、
衝
動
や
性
向
、
欲
望
、
道
徳
的
経
験
な
ど
は
運
命
の
極
を
代
表
す
る
。
そ
れ

ら
の
要
素
を
、
熟
考
し
決
断
す
る
自
己
が
自
由
の
極
を
代
表
す
る
。
両
者
が
両
極
的
要
素
と
し
て
結
び
つ
く
こ
と
に
お
い
て
、
道
徳
的
行

為は
成
立
し
、
同
時
に
人
格
的
中
心
が
成
立
す
る
。
認
識
的
行
為
に
お
い
て
は
心
理
的
中
心
か
ら
の
自
由
は
、
論
理
的
基
準
に
従
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

を
意
味
し
た
。
道
徳
的
行
為
に
お
い
て
は
、
心
理
的
次
元
か
ら
の
自
由
は
、
道
徳
的
規
範
に
従
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
以
上
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
議
論
で
、
心
理
的
次
元
と
精
神
的
次
元
を
本
質
的
に
結
び
付
け
て
い
る
も
の
、
両
次
元
の
統
一
を
根
本
的
に
保

証
す
る
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
、
精
神
的
次
元
に
お
け
る
自
由
の
極
と
心
理
的
次
元
に
お
け
る
運
命
の
極
、
こ
の
両
極
的
構
造
で
あ
る
と



判
明す
る
。
自
由
と
運
命
の
両
極
性
－
熟
考
し
決
断
す
る
自
由
と
運
命
と
し
て
の
素
材
1
こ
そ
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
人
格
的
中
心
の

成
立
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
両
次
元
の
統
一
を
保
証
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
人
間
は
な
ぜ
存
在
か
ら
当
為
を
認
識
す
る
に
至
る
の
か
、
如
何
に
し
て
道
徳
的
命
法
を
、
無
制
約
的
妥
当
性
を
持
っ
た
も
の
と

し
て
受
け
取
る
の
か
と
い
う
問
題
に
移
り
た
い
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
次
の
よ
う
に
議
論
す
る
（
同
げ
達
゜
”
き
h
°
）
。
人
間
は
、

世界
と
相
対
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
全
て
の
内
容
を
、
中
心
性
を
も
っ
た
自
己
の
内
容
と
す
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
勿
論
、
実
際

に

人間
が
世
界
の
全
て
を
所
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
可
能
性
と
し
て
は
、
世
界
は
人
間
に
対
し
て
無
限
に
開
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

現
実
的
に

人間
が
世
界
の
全
て
の
内
容
を
自
己
の
中
心
の
中
に
引
き
込
も
う
と
す
る
試
み
に
は
、
「
つ
の
限
界
が
あ
る
。
そ
れ
は
他
者
の

人格
で
あ
る
。
有
機
的
次
元
に
お
い
て
、
人
間
は
他
の
人
間
を
征
服
し
た
り
破
壊
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
有
機
的
次
元
に
お
い
て
、

人間
は
他
の
人
間
を
ヒ
ト
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
他
の
人
間
を
中
心
的
自
己
の
内
容
と
し
て
同
化
す
る
こ
と

が

でき
る
。
し
か
し
、
精
神
的
次
元
に
お
い
て
は
、
他
者
の
自
己
を
自
ら
の
中
心
的
内
容
と
し
て
同
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う

のは
、
そ
の
場
合
に
は
、
他
者
の
人
格
的
中
心
は
破
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
人
格
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
他
者
の
要
求
を

否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
他
者
の
人
格
的
自
己
は
、
人
間
が
全
て
の
も
の
を
自
ら
の
中
心
の
内
容
へ
と
同
化
し

よ
う
と
す
る
と
き
の
無
制
約
的
限
界
と
し
て
出
会
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
限
界
を
経
験
す
る
こ
と
こ
そ
が
当
為
を
経
験
す
る

こ
と
で
あ
り
、
道
徳
的
命
法
を
、
無
制
約
的
妥
当
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
考
え
る
（
筐
9
“

き
）
。　そ

れ
で
は
、
「
他
者
を
人
格
と
し
て
認
め
よ
」
と
い
う
道
徳
的
命
法
が
具
体
的
に
な
る
の
は
如
何
な
る
出
会
い
に
お
い
て
で
あ
る
か
。
そ

れ
に

対し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
他
者
の
人
格
の
中
心
に
「
参
与
」
す
る
と
い
う
出
会
い
の
あ
り
方
で
あ
る
と
す
る
。
「
参
与
な
く
し
て
は
、
人

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
の
次
元
論
に
お
け
る
一
問
題
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



六
〇

は
『
他
の
自
己
』
が
何
を
意
味
す
る
の
か
を
知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
物
と
人
格
と
の
違
い
を
識
別
す
る
感
情
（
Φ
日
饗
嘗
団
）
も
不
可
能

であ
ろ
う
。
我
ー
汝
と
い
う
出
会
い
の
叙
述
に
お
い
て
、
『
汝
』
と
い
う
言
葉
さ
え
も
使
用
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
（
汝

と
い
う
言
葉
の
使
用
）
は
、
人
が
誰
か
に
人
格
と
し
て
話
し
掛
け
る
と
き
に
は
い
つ
で
も
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
参
与
を
含
意
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
」
（
凶
び
建
゜
n
蹟
）
（
引
用
中
の
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
）
こ
の
場
合
の
参
与
と
は
、
自
ら
の
人
格
的
中
心
性
の
放
棄
を
伴
う

参与
で
は
な
く
、
他
者
の
人
格
的
中
心
を
破
壊
し
同
化
す
る
こ
と
で
も
無
論
な
い
。
あ
る
自
己
が
他
の
自
己
の
中
心
に
参
与
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
た
と
え
二
つ
の
個
の
間
に
個
と
し
て
の
一
致
が
な
く
て
も
、
他
者
の
特
殊
性
を
受
容
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
幽
ぼ
9
）
。
人
格
的

中
心
の
形
成
は
個
別
化
の
事
柄
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
他
者
の
人
格
的
中
心
に
参
与
す
る
こ
と
を
通
し
て
の
個
別
化
な
の
で
あ
る
。
他
者
の

決断
や
価
値
観
な
ど
、
他
者
の
自
己
統
合
の
あ
り
方
を
受
容
し
つ
つ
自
ら
の
人
格
的
中
心
を
形
成
す
る
こ
と
、
自
ら
の
人
格
的
中
心
を
現

実
化
し
つ
つ
他
者
の
人
格
的
中
心
へ
参
与
す
る
こ
と
、
こ
の
両
者
は
、
他
者
を
人
格
と
し
て
認
め
よ
と
い
う
道
徳
的
命
法
を
伴
っ
た
人
格

的
出
会
い
に
お
い
て
、
一
つ
の
事
柄
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
議
論
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
個
別
化
（
そ
の
最
高
の
形
式
で
あ
る
人
格

的中
心
の
現
実
化
）
と
参
与
（
そ
の
最
高
の
形
式
で
あ
る
交
わ
り
）
の
両
極
性
お
よ
び
そ
の
統
一
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
の
議
論
は
以
上
で
あ
る
が
、
人
格
的
中
心
の
構
成
に
何
故
他
者
の
人
格
と
の
出
会
い
と
い
う
契
機
が
不
可
欠
な
の
か
、

こ
の
問
題
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
議
論
の
枠
に
沿
っ
て
更
に
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
道
徳
的
行
為
を
精
神
的
次
元
に
お
け
る

生
の自
己
統
合
と
し
て
規
定
し
た
。
精
神
の
次
元
以
下
に
お
け
る
自
己
統
合
の
失
敗
、
自
己
分
裂
へ
と
至
る
こ
と
は
、
病
の
問
題
と
し
て

規定
さ
れ
て
い
る
（
H
O
①
ω
勲
ω
鳶
h
°
二
⑩
①
冨
”
ω
ミ
h
h
°
）
。
例
え
ば
、
有
機
的
次
元
に
お
い
て
は
、
生
物
が
外
的
環
境
か
ら
摂
取
す
る
も
の
を

自
ら
に
同
化
で
き
ず
、
自
己
統
合
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
病
で
あ
る
。
食
物
は
吸
収
同
化
で
き
て
も
、
食
物
に
付
着
す
る
菌
は
同

化
で
き
ず
、
こ
れ
が
体
内
で
増
殖
す
れ
ば
病
と
な
る
。
空
気
中
の
酸
素
は
吸
収
で
き
て
も
、
有
害
な
気
体
は
同
化
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う



に

生
物は
外
界
か
ら
様
々
な
も
の
を
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
り
、
多
少
の
自
己
変
化
を
し
つ
つ
、
自
己
統
合
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
外

的
環
境と
の
関
係
に
お
け
る
自
己
統
合
の
破
壊
が
病
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
一
般
に
健
康
お
よ
び
病
は
、
自
己
同
一
と
自
己

変
化と
の
均
衡
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
人
格
的
中
心
性
を
有
す
る
自
己
の
成
立
1
そ
れ
と
同
時
に
も
う
一
方
の
極
で

あ
る
世
界
の
成
立
、
即
ち
精
神
的
次
元
に
お
け
る
自
己
－
世
界
構
造
の
成
立
1
に
お
い
て
、
他
者
の
人
格
と
出
会
う
こ
と
が
不
可
欠
の

契
機
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
と
の
人
格
的
出
会
い
に
よ
っ
て
、
精
神
的
次
元
に
お
け
る
自
己
－
世
界
構
造
が
、
均
衡
を
保
ち
つ
つ

両
極的
構
造
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
他
者
の
人
格
に
出
会
わ
な
い
と
い
う
こ
と
、
全
て
の
も
の
を
自
ら
に
同
化
し

よ
う
と
す
る
欲
望
に
束
縛
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
均
衡
を
持
っ
て
成
立
す
べ
き
自
己
ー
世
界
の
両
極
性
が
、
自
己
と
い
う
中
心
の
方
へ

偏
り
す
ぎ
る
こ
と
に
よ
り
均
衡
を
破
壊
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
精
神
的
次
元
と
し
て
の
人
格
的
中
心
が
構
成
さ
れ
な
く
な
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
め
自
己
統
合
に
お
け
る
議
論
の
枠
組
み
か
ら
見
た
場
合
、
人

格的
中
心
の
構
成
に
お
け
る
問
題
は
、
精
神
的
次
元
に
お
け
る
自
己
統
合
の
均
衡
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
と
め
と
発
展

　テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
の
次
元
論
に
お
け
る
論
理
と
問
題
を
、
生
の
多
次
元
的
統
一
お
よ
び
生
の
自
己
統
合
に
お
い
て
見
て
き
た
が
、
彼
の

議
論を
支
え
て
い
る
論
理
、
そ
れ
故
に
更
な
る
考
究
に
値
す
る
問
題
は
、
統
一
概
念
の
周
辺
に
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
多
次
元
的
統
一
、

相
互内
在
、
参
与
、
中
心
、
自
己
統
合
、
自
己
統
合
に
お
け
る
両
極
性
の
統
一
、
そ
の
均
衡
な
ど
、
鍵
と
な
る
概
念
の
多
く
が
何
れ
も
統

】
概念
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
あ
る
。
「
統
一
」
と
い
う
こ
と
が
如
何
に
し
て
成
立
す
る
の
か
と
い
う
論
理
的
問
題
を
探
求
す
る
こ
と
、
そ
し

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
の
次
元
論
に
お
け
る
一
問
題
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



六
二

て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
議
論
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、
統
一
概
念
を
中
心
と
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
議
論
の
枠
組
み
を
用
い
る
こ
と
に

よ
り
ど
こ
ま
で
現
実
が
深
く
、
且
つ
適
切
に
把
握
さ
れ
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　
更に
、
諸
次
元
の
「
統
一
」
に
関
連
し
た
問
題
と
し
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
主
題
と
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
範
疇
に
関
す
る
議
論
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
『
組
織
神
学
』
に
お
い
て
は
、
四
つ
の
範
疇
、
即
ち
、
時
間
と
空
間
、
因
果
律
、
実
体
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の

範
疇
に対
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
「
こ
れ
ら
の
範
疇
は
存
在
す
る
全
て
の
も
の
に
対
し
て
普
遍
妥
当
性

を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
唯
一
の
時
間
、
空
間
な
ど
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、

こ
れ
ら
の
範
躊
は
各
々
の
次
元
の
優
位
の
下
で
そ
の
性
格
を
変
え
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
H
⑩
①
Q
Q
四
”
H
°
◎
◎
）
即
ち
、
無
機
的
空
間
と
有
機
的
空
間

は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
無
機
的
因
果
律
と
精
神
的
因
果
律
も
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
無
機
的
性

格
に
お
け
る
範
疇
が
有
機
的
領
域
に
お
い
て
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
も
主
張
す
る
。
確
か
に
、
時
間
と
い
う
範
曉
が
領
域
に
よ
っ
て

そ
の
性
格
を
異
に
す
る
と
し
て
も
、
各
々
の
領
域
に
お
け
る
時
間
が
同
じ
「
時
間
」
と
い
う
名
称
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
妥
当
性
が

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
全
く
無
関
係
の
も
の
で
は
な
く
、
や
は
り
諸
次
元
の
下
に
お
け
る
「
時
間
」
と
い
う
範
疇
の
間
の
関
係

が
問わ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
諸
次
元
の
下
に
お
け
る
範
疇
の
関
係
の
議
論
の
考
察
を
通
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お

け
る
諸
次
元
の
「
統
一
」
と
い
う
考
え
の
論
理
を
よ
り
一
層
解
明
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　

註

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
つ
い
て
は
、
芦
名
定
道
『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
弁
証
神
学
の
挑
戦
』
（
創
文

（1
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
学
の
基
本
的
性
格
が
弁
証
神
学
で
あ
る
こ
と
に
　
　
　
　
社
）
を
参
照
の
こ
と
。



（2
）
　
今
日
、
化
学
に
お
い
て
「
有
機
的
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
る
場
　
　
　
　
リ
ン
グ
の
思
惟
の
流
れ
の
中
で
、
そ
こ
に
は
現
実
化
へ
向
か
う
潜
在

　
　合
は
、
無
機
物
と
対
照
的
に
有
機
物
の
領
域
を
指
す
が
、
そ
の
場
合
　
　
　
　
的
な
「
力
」
と
い
う
契
機
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
常
に
念
頭
に
お

　
　は
無
機
物
と
有
機
物
と
も
に
無
生
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
テ
ィ
リ
ッ
　
　
　
　
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
本
論
の
範
囲
で
は
さ
ほ
ど
問
題
に
な

　　
ヒ
が
こ
こ
で
有
機
的
（
O
同
o
q
四
日
O
）
領
域
と
い
う
場
合
は
生
物
的
領
域
　
　
　
　
ら
な
い
も
の
の
、
訳
語
の
問
題
と
し
て
は
、
．
げ
o
竃
ロ
陸
凶
巴
凶
蔓
．
、
と
．
．
b
o
甲

　
　
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
本
論
で
も
こ
の
用
法
に
従
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
同
げ
匪
蔓
．
．
を
訳
し
分
け
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
が
出
て
く
る
可
能
性
も

（3
）
生
の
哲
学
の
意
図
が
、
有
機
的
領
域
に
お
け
る
生
の
概
念
を
他
の
　
　
　
　
否
め
な
い
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
箇
所
が
問
題
と
な
ろ
う
。
「
あ
ら

　
　
領域
に
お
い
て
も
普
遍
化
し
て
使
用
す
る
こ
と
、
即
ち
、
有
機
的
領
　
　
　
　
ゆ
る
個
人
は
、
可
能
的
な
も
の
か
ら
現
実
的
な
も
の
へ
の
存
在
の
一

　
　
域
に
お
け
る
見
方
を
他
の
領
域
に
お
い
て
も
押
し
広
げ
よ
う
と
す
る
　
　
　
　
般
的
運
動
に
従
っ
て
現
実
化
し
よ
う
と
す
る
本
質
的
可
能
性

　　
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
意
図
と
は
異
な
る
。
と
　
　
　
　
（
℃
o
富
昌
寓
巴
茂
①
ω
）
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
諸
可
能
性
の
う
ち
の
幾

　　
い
う
の
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
場
合
は
、
生
と
い
う
概
念
を
存
在
論
的
　
　
　
　
つ
か
は
、
決
し
て
具
体
的
可
能
性
（
唱
o
ω
ω
筐
洋
凶
Φ
ω
）
の
段
階
に
は
至

　
　
概
念
と
し
た
上
で
普
遍
的
に
用
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
な
い
。
」
（
ま
凶
匹
゜
誌
b
。
）
土
居
真
俊
氏
は
、
多
く
の
場
合
に
は
、
、
、
燭
0
8
ロ
ー

（4
）
　
．
げ
o
け
窪
件
凶
巴
．
．
に
対
し
て
は
、
「
潜
在
的
」
と
い
う
訳
も
考
え
ら
れ
る
　
　
　
　
け
凶
巴
芽
、
”
を
「
可
能
性
」
と
訳
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
箇
所
に
関
し

　
　
が
、
こ
こ
で
は
「
可
能
的
」
と
い
う
訳
を
採
用
し
て
お
く
。
そ
れ
は
　
　
　
　
　
て
は
、
、
、
喝
o
叶
o
暮
凶
巴
同
け
δ
ω
、
、
を
「
潜
勢
力
」
、
．
．
O
o
ω
ω
ま
凶
犀
冨
ω
、
、
を
「
可
能

　　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
、
、
盛
o
弓
9
窪
叶
乾
．
．
と
．
．
窪
①
舘
巳
巴
．
、
と
い
う
対
概
念
　
　
　
　
性
」
と
訳
し
分
け
て
い
る
。
（
『
組
織
神
学
　
第
三
巻
』
（
新
教
出
版
社
）

　
　
を
ぼ
ぼ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
意
味
で
用
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
や
㎝
ω
）
ま
た
、
テ
イ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
、
、
．
ロ
o
け
Φ
口
菖
巴
．
、
は
．
．
四
〇
窪
巴
、
、

　　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
生
を
規
定
す
る
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
と
対
概
念
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
、
、
O
o
ω
ω
凶
配
Φ
、
、
は

　
　
「
哲
学
史
に
関
し
て
い
え
ば
、
我
々
は
実
存
主
義
的
観
点
か
ら
、
デ
ュ
　
　
　
　
、
．
8
巴
．
、
と
対
で
使
わ
れ
て
い
る
箇
所
が
認
め
ら
れ
る
。
（
お
①
ω
鑓
障
）

　
　
ナ
ミ
ス
と
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
、
即
ち
可
能
性
（
8
け
Φ
匿
巴
団
蔓
）
と
現
実
　
　
　
　
こ
の
問
題
に
関
す
る
更
な
る
考
察
は
、
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

　
性
（
餌
o
ε
巴
凶
腐
）
と
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
区
別
を
念
頭
に
お
い
て
　
（
5
）
こ
の
問
題
は
、
日
本
語
へ
の
翻
訳
に
お
い
て
も
現
れ
て
お
り
、
彼

　　
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
こ
れ
は
、
全
て
の
実
存
に
お
　
　
　
　
の
著
§
鳴
O
ミ
遷
智
切
鳴
（
ド
イ
ツ
語
訳
b
ミ
さ
肺
ミ
ミ
⑦
鳴
§
）

　
　
け
る
質
量
と
形
式
と
の
問
の
不
変
な
存
在
論
的
緊
張
を
強
調
す
る
ア
　
　
　
　
に
対
し
て
、
谷
口
美
智
雄
訳
『
存
在
へ
の
勇
気
』
（
新
教
出
版
社
）
と

　
　
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
の
見
解
と
あ
ま
り
異
な
ら
な
い
。
」
（
同
8
°
。
貌
　
　
　
　
大
木
英
夫
訳
『
生
き
る
勇
気
』
（
『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
著
作
集
　
第
九
巻
』

　

H
b
。
）

し
か
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
、
．
唱
o
け
魯
寓
臼
。
一
圃
蔓
、
、
と
い
う
と
き
、
シ
ェ
　
　
　
　
　
（
白
水
社
）
所
収
）
の
二
通
り
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
翻
訳
の
問
題
に
つ

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
の
次
元
論
に
お
け
る
一
問
題
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三



六
四

　　
い
て
の
大
木
氏
自
身
の
見
解
は
先
の
翻
訳
書
の
あ
と
が
き
に
掲
載
さ
　
　
　
　
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
訳
語
の
選
択
も
そ
の
考
察
に
依
存
す
る
が
、
基

　　
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
的
な
関
係
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で

（
6
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
用
語
に
「
新
し
い
存
在
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
　
　
　
　
あ
ろ
う
。
即
ち
、
、
．
餌
o
窪
巴
岡
蔓
．
”
も
、
、
固
o
け
Φ
ロ
鼠
巴
回
畠
、
．
も
共
に
、
．
話
g
。
洋
鴇
．
．

　
　
存
在
が
「
新
し
い
」
と
い
う
独
特
の
表
現
も
、
彼
に
お
け
る
存
在
概
　
　
　
　
に
包
括
さ
れ
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
。

　
　
念
と
生
概
念
と
の
結
び
つ
き
と
い
う
事
情
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
　
　
　
（
1
0
）
　
今
は
昆
虫
の
例
で
考
え
た
が
、
よ
り
下
位
の
次
元
、
例
え
ば
原
子

　　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
よ
う
な
物
質
の
次
元
の
場
合
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
果
た
し
て

（7
）
　
「
生
」
と
い
う
概
念
は
、
「
新
し
い
も
の
」
と
い
う
歴
史
的
次
元
を
　
　
　
　
こ
の
次
元
に
「
自
発
性
」
と
い
う
こ
と
を
ど
こ
ま
で
認
め
得
る
か
、

　
　
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
「
過
程
」
と
い
う
概
念
は
、
こ
れ
が
不
　
　
　
　
そ
の
こ
と
が
更
に
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
可
能
で
あ
る
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
考
え
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
心
理
的
次
元
は
人
間
以
外
の
動
物
に
お
い
て
も

（8
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
「
層
」
か
ら
「
次
元
」
へ
の
隠
喩
の
交
換
を
主
張
　
　
　
　
　
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
る
一
方
、
精
神
的
次
元
は
人
間
に

　
　
す
る
の
は
、
弁
証
に
お
け
る
単
な
る
言
語
上
の
技
術
的
な
こ
と
を
問
　
　
　
　
お
い
て
の
み
現
実
化
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

　
　
題
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
実
在
に
対
す
る
我
々
の
も
の
の
見
方
　
　
　
（
1
2
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
個
別
化
と
参
与
の
両
極
性
を
、
存
在
論
的
要
素
の

　
　
が
こ
の
よ
う
な
隠
喩
の
交
換
を
必
然
的
に
す
る
と
理
解
し
て
い
る
こ
　
　
　
　
第
一
の
も
の
と
し
て
い
る
。
（
そ
れ
に
対
し
、
第
二
の
要
素
は
力
動
性

　　
と
に
よ
る
。
「
我
々
が
層
の
替
わ
り
に
次
元
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
思
　
　
　
　
と
形
式
の
両
極
性
、
第
三
の
要
素
は
自
由
と
運
命
の
両
極
性
で
あ

　
　
惟
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
表
現
上
の
気
ま
ぐ
れ
で
は
な
　
　
　
　
る
。
）
そ
し
て
、
個
別
化
が
「
人
格
」
と
い
う
完
全
な
形
式
に
達
す
る

　
　
く
、
『
近
代
精
神
の
成
立
過
程
』
に
お
い
て
生
じ
た
こ
と
の
論
理
的
帰
　
　
　
　
と
き
、
参
与
は
「
交
わ
り
」
と
い
う
完
全
な
形
式
に
達
す
る
と
規
定

　
　
結
な
の
で
あ
る
。
」
（
H
8
㊤
誌
O
恥
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
個
別
化
お
よ
び
人
格
の
成
立
の
議
論
に
際
し
て
、

（9
）
　
ド
イ
ツ
語
訳
で
は
、
、
．
切
Φ
置
ρ
　
q
器
〉
評
冒
巴
Φ
鼠
o
　
α
餌
ω
　
　
　
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
中
心
性
（
o
Φ
葺
①
お
曾
Φ
ω
ω
）
」
と
い
う
表
象
を
使
用

　
　
℃
0
8
口
け
凶
巴
ρ
ω
ぼ
α
芝
マ
評
一
甘
冥
Φ
幽
け
魯
．
”
（
お
母
び
”
旨
ω
）
で
あ
る
。
日
　
　
　
　
す
る
。
通
常
、
一
部
に
与
え
ら
れ
た
作
用
が
直
接
間
接
に
他
の
全
て

　
　
本
語
で
は
お
昌
蔓
（
零
凶
『
評
一
凶
O
ゴ
開
①
一
け
）
も
碧
窪
9
。
§
団
（
諺
葬
ロ
巴
｛
け
彗
）
　
　
　
　
の
部
分
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
構
造
を
有
す
る
も
の
に
対
し
て

　　
も
共
に
現
実
な
い
し
現
実
性
と
訳
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
　
　
　
　
は
、
「
全
体
（
≦
ゲ
〇
一
Φ
）
」
や
「
形
態
（
O
①
曾
巴
け
）
」
と
い
う
語
が
用
い

　　
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
用
語
法
の
区
別
を
考
慮
し
て
前
者
を
「
実
在
」
、
後
　
　
　
　
ら
れ
る
。
し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
当
の
文
脈
に
お
い
て
「
中
心
性
」

　
　
者
を
「
現
実
」
と
訳
し
た
。
両
者
の
関
係
は
よ
り
包
括
的
に
考
察
さ
　
　
　
　
　
と
い
う
語
を
選
ぶ
の
は
、
そ
れ
が
、
一
つ
の
点
よ
り
出
て
一
つ
の
点

・



　　
へ
と
帰
っ
て
く
る
と
い
う
生
過
程
に
お
け
る
、
二
つ
の
基
本
的
運
動
　
　
　
H
O
㎝
『
”
留
§
§
§
§
§
§
自
り
目
ゴ
Φ
d
艮
タ
9
0
匪
o
m
α
q
o
憎
器
ω
ω

　
　を
方
向
づ
け
る
「
点
」
を
表
現
す
る
の
に
適
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
お
α
O
”
U
ぎ
①
房
凶
8
ρ
い
o
＜
Φ
一
ω
b
巳
荘
Φ
d
巳
蔓
9
い
団
h
ρ
圃
づ
“
毫
①

（1
3
）
自
由
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
、
命
令
を
信
号
と
し
て
受
け
取
る
こ
　
　
H
㊤
O
H
輿
↓
ゴ
⑦
言
＄
三
ロ
α
q
o
h
国
舞
一
臣
」
ロ
”
竃
毫
b
。

　　
と
は
あ
っ
て
も
、
命
令
を
命
令
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
は
な
い
。
例
　
　
　
H
8
H
ぴ
”
臣
ヨ
Φ
器
凶
o
口
Φ
戸
ω
o
げ
画
o
耳
曾
崖
巳
島
①
国
巨
日
Φ
津
α
Φ
ω
ω
Φ
貯
ω
㍉
罠

　
　え
ば
、
ロ
ボ
ッ
ト
は
命
令
に
従
う
か
否
か
の
自
由
を
有
し
な
い
故
に
、
　
　
O
≦
H
＜

　
　
命
令
を
命
令
と
し
て
で
は
な
く
、
信
号
と
し
て
し
か
受
け
取
ら
な
い
。
　
　
同
8
ω
勲
留
§
§
ミ
§
§
§
ミ
”
↓
ケ
①
q
巳
タ
o
h
O
窪
。
o
o
Q
o
剛
器
ω
ω

　
　
受け
取
っ
た
信
号
通
り
に
必
ず
反
応
す
る
だ
け
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
目
O
①
゜
。
げ
”
言
o
話
俸
鴇
き
匹
切
翅
o
巳
L
員
舅
ω

（1
4
）
　
但
し
、
こ
こ
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
道
徳
的
規
範
な
い
し
道
徳
法
と
い

　
　
う
と
き
、
そ
れ
は
既
成
の
規
範
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
た

　
　
外
的
な
法
を
指
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
人
間
存
在
に
お
け

　　
る
本
質
的
な
い
し
被
造
的
本
性
に
内
在
す
る
法
－
我
々
に
、
人
間

　

存
在
の

本
質的
本
性
、
即
ち
人
格
的
存
在
に
な
る
こ
と
を
要
求
す
る

　

法
1
の
こ
と
で
あ
る
（
H
り
O
ω
一
》
”
　
①
α
『
）
。

　
　
　
　
　
　

文
献
表

　テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
文
献
の
略
記
号
は
次
の
も
の
を
使
用

O
毒
”
O
Φ
路
ヨ
日
巴
8
零
Φ
爵
p
国
屋
α
q
．
タ
円
Φ
昌
簿
o
諺
ま
話
o
穽
゜
国
く
o
昌
－

ゆ
q
Φ
嵩
ω
O
げ
①
ω
＜
⑦
臣
四
α
q
H
り
切
⑩
1
］
°
㊤
刈
α

】≦毛
二
≦
簿
ぎ
乏
o
爵
ω
＼
国
p
。
看
け
ミ
Φ
鱒
p
　
U
o
O
語
旨
興
H
O
°
。
『
山
O
㊤
゜
。

HO
＆
”
目
ず
Φ
幻
Φ
冨
菖
o
口
o
h
国
魁
凶
α
q
δ
コ
四
昌
α
国
o
巴
壁
”
国
凶
ω
8
二
〇
9
。
一
〇
〇
昌
・

ω置
O
量
口
O
昌
ω
四
昌
匹
日
ず
⑦
o
お
け
回
0
9
0
一
ρ
q
①
ω
賦
o
昌
ω
”
貯
”
舅
b
o

Hり弩
“
留
村
ミ
黛
欝
§
s
喧
ト
↓
ゴ
①
d
三
く
°
o
h
O
三
8
0
q
o
℃
話
ω
ω

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
の
次
元
論
に
お
け
る
一
問
題
（
今
井
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