
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
関
心
に
沿
っ
て
以
下
で
検
討
す
る
の
は
「
中
期
（
特
に
六
～
七
十

　
　
　
反
省と
顕
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
代
の
）
リ
ク
ー
ル
に
お
け
る
宗
教
言
語
論
の
構
造
」
で
あ
る
。
特
に
、

　
　
　
　
　
ー
リ
ク
ー
ル
の
宗
教
言
語
論
の
構
造
に
つ
い
て
1
　
　
　
　
　
一
、
リ
ク
ー
ル
が
解
釈
学
を
導
入
し
た
必
然
性
は
何
か
、
二
、
解
釈
が
完

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
了
し
、
解
釈
学
が
不
要
と
な
る
地
点
は
存
在
す
る
の
か
、
こ
の
二
点
を
考

　　　　　　　　　　　　　　　　佐

藤

啓

介

　
轄
難
蘇
凱
馨
徳
叡
欝
列
錦
卿
藷

　
　はじ
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
私
は
そ
の
構
造
を
「
反
省
ザ
唱
「
魯
Φ
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
団
o
ロ
）
と
顕
現
（
目
口
餌
謬
凶
h
Φ
ω
け
四
寓
O
昌
）
の
二
極
構
造
」
と
名
付
け
た
い
。
反
省

　
哲
学者
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
解
釈
学
は
、
現
在
、
聖
書
解
　
　
　
の
極
は
「
解
釈
す
る
主
体
」
、
顕
現
の
極
は
「
解
釈
さ
れ
る
客
体
」
に
そ
れ

釈学
を
含
め
、
多
く
の
分
野
で
受
容
さ
れ
て
い
る
。
文
学
作
品
は
日
常
的
　
　
そ
れ
関
連
す
る
。

な
指
示
作
用
を
一
旦
廃
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
特
な
世
界
、
い
わ
ゆ
　
　
　
以
上
を
確
認
し
た
上
で
、
私
の
議
論
の
手
順
を
示
し
て
お
く
。
ま
ず
、

る
テ
ク
ス
ト
世
界
を
展
開
す
る
。
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
と
は
、
テ
ク
ス
ト
世
　
　
解
釈
学
の
必
然
性
に
答
え
る
た
め
、
反
省
の
極
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。

界を
読
者
の
目
の
前
に
開
示
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
読
者
　
　
　
次
い
で
解
釈
学
の
終
端
に
答
え
る
た
め
、
顕
現
の
極
へ
と
場
面
を
移
し
、

は
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
世
界
を
経
験
し
、
古
い
自
己
が
変
革
さ
れ
る
。
　
　
　
彼
の
宗
教
言
語
論
を
考
察
す
る
。
な
お
、
先
に
挙
げ
た
二
つ
の
目
標
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
エ
リ

以
上
がリ
ク
ー
ル
解
釈
学
の
概
要
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
彼
は
こ
の
理
　
　
し
て
み
れ
ば
、
検
討
の
対
象
を
宗
教
言
語
論
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
よ

論を
聖
書
へ
も
適
用
し
、
聖
書
解
釈
学
に
関
し
て
も
多
々
論
文
を
発
表
し
　
　
う
に
思
え
る
が
、
リ
ク
ー
ル
が
解
釈
学
の
終
端
に
つ
い
て
具
体
的
に
語
っ

て

いる
。
だ
が
、
「
現
実
の
経
験
を
豊
か
に
す
る
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
効
　
　
　
て
い
る
場
が
宗
教
言
語
論
な
の
で
、
検
討
対
象
を
そ
こ
に
絞
っ
た
次
第
で

用

が
強
調さ
れ
る
に
つ
れ
、
私
に
は
二
つ
の
の
疑
問
が
浮
上
す
る
。
一
、
　
　
　
あ
る
。

確
か
に
テ
ク
ス
ト
の
効
用
は
理
解
で
き
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
テ
ク
ス

鵜
礁
諾
鵬
灘
蹄
鉾
霧
腔
諺
雛
塀
　
笙
章
反
省
の
極

ト
を
必
要
と
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
二
つ
の
素
朴
な
疑
問
が
本
論
　
　
第
一
節
　
リ
ク
ー
ル
に
お
け
る
コ
ギ
ト

文
全体
を
貫
く
基
本
的
な
問
題
関
心
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ク
ー
ル
は
『
過
ち
や
す
き
人
間
ヒ
（
一
九
六
〇
）
に
お
い
て
、
人
間
が

反
省
と
顕
現
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



九
二

過ち
や
す
き
構
造
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
解
明
す
る
。
次
い
　
　
証
性
そ
の
も
の
を
我
々
の
思
惟
の
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え

で
、
人
間
が
構
造
的
に
持
つ
こ
の
過
つ
可
能
性
が
如
何
に
現
実
化
す
る
か
　
　
て
い
る
。
意
識
そ
れ
自
体
が
意
識
さ
れ
ざ
る
虚
偽
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
恐

を
考
察
す
べ
く
、
リ
ク
ー
ル
は
過
ち
が
現
実
化
し
、
自
ら
が
犯
し
た
過
ち
　
　
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
意
識
を
ま
ず
虚
偽
意
識
と
し
て
捉
え
る
態
度
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

を
告
白
す
る
悪
の
神
話
へ
と
目
を
向
け
る
。
そ
れ
が
彼
の
解
釈
学
の
始
ま
　
　
そ
が
、
フ
ロ
イ
ト
ら
の
教
え
の
核
心
で
あ
る
。
こ
の
傷
つ
い
た
コ
ギ
ト
は

り
と
目
さ
れ
る
『
悪
の
象
徴
系
』
（
一
九
六
〇
）
の
位
置
付
け
で
あ
る
。
だ
　
　
　
「
自
ら
を
定
立
さ
せ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
を
所
有
し
な
い
」
コ
ギ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ア
　

が
、
リ
ク
ー
ル
は
『
悪
の
象
徴
系
』
以
降
、
悪
の
問
い
と
い
う
特
殊
事
例
　
　
　
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
コ
ギ
ト
が
自
己
に
つ
い
て
思
惟
し
よ
う
と
も
、

を
超
え
て
、
解
釈
学
の
問
題
を
「
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
反
省
」
と
い
う
　
　
　
そ
の
思
惟
さ
れ
た
内
容
が
自
己
と
照
応
す
る
保
証
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
般
的
テ
ー
マ
と
結
び
つ
け
る
よ
う
に
な
る
。
反
省
と
一
口
に
言
っ
て
も
　
　
こ
う
し
た
コ
ギ
ト
分
析
は
、
「
コ
ギ
ト
と
い
う
自
己
意
識
の
特
権
性
の
喪

あ
ま
り
に
も
意
味
が
広
大
だ
が
、
リ
ク
ー
ル
は
デ
カ
ル
ト
か
ら
カ
ン
ト
、
　
　
　
失
」
と
い
う
結
果
を
生
む
。
リ
ク
ー
ル
は
そ
の
事
態
を
「
我
思
う
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

フ
ィ
ヒ
テ
、
フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
に
至
る
流
れ
を
念
頭
に
お
い
て
、
反
省
　
　
　
る
我
在
り
の
優
位
」
と
呼
び
、
コ
ギ
ト
で
は
な
く
ス
ム
に
こ
そ
優
位
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
イ
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

を
「
自
己
定
立
（
喝
o
ω
ぼ
8
α
ロ
ω
o
凶
）
」
と
定
義
す
る
。
そ
の
特
権
的
代
表
　
　
　
め
る
の
で
あ
る
。

例
は
デ
カ
ル
ト
の
o
o
⑰
q
同
け
P
霞
α
q
o
ω
ロ
日
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
、
リ
ク
ー
ル
の
コ
ギ
ト
観
を
概
観
し
た
。
次
の
課
題
は
、
そ
の
帰

　
だが
、
リ
ク
ー
ル
に
と
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
が
持
つ
一
切
の
明
　
　
結
で
あ
る
「
ス
ム
の
優
位
性
」
を
保
持
す
る
「
自
己
定
立
と
し
て
の
反
省
」

証性
の
基
礎
と
い
う
意
義
は
重
要
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
リ
ク
ー
ル
　
　
と
は
何
な
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

の
コ
ギ
ト
理
解
は
、
デ
カ
ル
ト
の
そ
れ
と
は
二
つ
の
点
で
全
く
異
な
っ
て
　
　
第
二
節
　
反
省
と
は
何
か

いる
。
第
一
に
、
リ
ク
ー
ル
に
と
っ
て
、
コ
ギ
ト
は
否
定
し
難
い
第
一
の
　
　
　
本
節
で
は
、
前
節
の
帰
結
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
反
省
と
い
う
行
為
の
定

真
理
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
だ
け
で
は
空
し
い
真
理
で
あ
る
。
何
故
な
　
　
義
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
彼
の
反
省
の
定
義
、
し
か
も
奇
妙

ら
ば
、
コ
ギ
ト
は
「
我
在
り
」
と
自
ら
を
定
立
さ
せ
る
以
上
の
機
能
を
持
　
　
な
定
義
を
引
用
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

たず
、
我
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
内
実
が
一
切
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
「
…
…
反
省
と
は
、
実
存
す
る
た
め
の
我
々
の
努
力
を
再
び
自
ら
の
も
の

言
わ
ば
、
そ
の
コ
ギ
ト
は
「
そ
れ
以
上
歩
み
を
踏
み
出
す
こ
と
の
で
き
な
　
　
　
と
す
る
こ
と
（
み
騎
。
U
冒
8
二
簿
自
8
Ω
Φ
8
け
話
o
龍
o
冨
b
o
霞
Φ
酋
露
霞
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

い第
一
歩
」
に
過
ぎ
な
い
。
第
二
に
、
リ
ク
ー
ル
に
と
っ
て
の
コ
ギ
ト
と
　
　
　
で
あ
る
」
。

は
、
「
傷
つ
い
た
コ
ギ
ト
」
で
し
か
な
い
。
リ
ク
ー
ル
は
、
も
は
や
マ
ル
ク
　
　
　
我
々
は
今
こ
こ
で
明
ら
か
に
存
在
し
て
い
る
以
上
、
一
体
ど
ん
な
努
力

ス
、
二
ー
チ
ェ
、
フ
ロ
イ
ト
と
い
う
懐
疑
家
以
後
に
お
い
て
、
意
識
の
明
　
　
　
が
必
要
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
何
故
そ
れ
を
再
び
自
ら
の
も
の



と
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
奇
妙
　
　
　
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
ナ
ベ
ー
ル
に
倣
い
リ
ク
ー
ル
は
そ
の
原
因
と

な
定
義
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
動
機
と
を
同
一
視
せ
ず
、
動
機
と
は
原
因
の
事
後
的
な
「
表
象
」
だ
と
考

　そ
こ
で
再
考
し
た
い
の
が
「
コ
ギ
ト
に
対
す
る
ス
ム
の
優
位
」
で
あ
る
。
　
　
え
る
。
あ
る
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
、
当
然
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
意
識
の

こ
れ
を
額
面
通
り
に
受
け
取
れ
ば
、
「
私
が
在
る
こ
と
だ
け
は
自
明
だ
」
と
　
　
内
に
「
起
動
因
と
し
て
働
く
行
為
」
が
原
因
と
し
て
存
在
す
る
は
ず
で
あ

いう
意
味
に
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
実
は
　
　
る
。
し
か
し
、
こ
の
起
動
因
の
行
為
を
我
々
は
そ
れ
自
体
と
し
て
理
解
す

「
現実
の
ス
ム
」
に
私
が
満
足
す
る
こ
と
を
保
証
し
て
は
く
れ
な
い
。
正
確
　
　
る
こ
と
は
で
き
ず
、
我
々
は
そ
れ
を
あ
く
ま
で
事
後
的
に
動
機
と
し
て
理

に
は
、
現
実
の
ス
ム
に
は
何
か
が
欠
け
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
リ
　
　
解
す
る
の
で
あ
る
。
動
機
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
実
は
原
因
が
「
表
象
」

ク
ー
ル
は
そ
の
よ
う
な
状
態
を
「
忘
却
」
と
表
現
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
と
転
化
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
我
々
が
経
験
的
に
意
識

　
「
私
は
最
初
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
何
も
の
か
を
再
発
見
せ
ね
ば
な
ら
　
　
で
き
る
の
は
、
動
機
の
み
で
あ
り
、
そ
の
起
源
に
あ
る
原
因
た
る
「
純
粋

　
な
い
。
つ
ま
り
私
は
、
私
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
止
め
て
し
ま
っ
た
も
　
　
な
意
識
の
働
き
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
我
々
は
「
何
か
を
な
そ
う
」
と

　
のを
、
「
自
身
の
も
の
」
「
私
自
身
の
も
の
」
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…
　
　
思
い
つ
つ
そ
の
思
念
の
原
因
も
同
時
に
意
識
す
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、

　自
ら
の
も
の
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
反
省
が
発
生
す
　
　
そ
の
よ
う
な
理
念
と
し
て
の
意
識
に
比
し
て
、
我
々
の
現
実
の
意
識
は
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
ね

　る
原
初
の
状
況
が
「
忘
却
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
完
全
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
「
自
己
の
自
己
に
対
す
る
不

　こ
の
リ
ク
ー
ル
の
言
明
を
如
何
に
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
こ
　
　
相
等
」
と
呼
ば
れ
る
我
々
の
構
造
で
あ
る
。

こ
で
忘
却
と
呼
ば
れ
る
事
態
を
明
ら
か
に
し
、
反
省
の
定
義
が
意
味
す
る
　
　
　
リ
ク
ー
ル
は
こ
の
よ
う
な
二
重
化
さ
れ
た
自
己
意
識
の
構
造
を
、
「
自
己

も
の
の
内
実
へ
迫
っ
て
い
き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
へ
拡
張
す
る
。
そ
の
際
に
重
要
な
の
が
、
ナ

　そ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
リ
ク
ー
ル
が
フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
の
　
　
　
べ
ー
ル
の
思
索
か
ら
転
用
し
た
「
根
源
的
肯
定
（
山
窪
昌
9
自
8
0
ユ
α
q
冒
寧

ジ
ャ
ン
・
ナ
ベ
ー
ル
か
ら
引
き
継
い
だ
、
コ
一
重
の
自
己
」
と
い
う
自
己
理
　
　
掃
）
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
肯
定
と
は
、
日
常
的
に
考
え
れ
ば
私
が
意
識

解
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
ナ
ベ
ー
ル
の
思
索
の
核
と
し
て
「
我
々
は
常
に
　
　
し
て
行
う
行
為
で
あ
る
。
だ
が
根
源
的
肯
定
に
限
っ
て
は
、
リ
ク
ー
ル
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
け
り

我
々
自
身
に
対
し
て
不
相
等
（
5
①
ぴ
q
9
自
×
）
で
あ
る
」
事
態
を
看
取
す
る
。
　
　
そ
の
よ
う
な
私
の
側
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
転
覆
さ
せ
、
「
私
が
そ
れ
を
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

こ
の
不
相
等
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
「
行
為
に
お
け
る
動
機
」
　
　
成
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
私
を
構
成
す
る
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
　

と
い
う
事
例
に
即
し
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
関
し
て
彼
は
更
に
難
解
に
筆
を
走
ら
せ
る
。

　あ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
際
、
そ
の
行
為
の
原
因
が
動
機
だ
と
見
な
さ
れ
　
　
　
「
根
源
的
肯
定
と
は
、
絶
対
に
つ
い
て
の
絶
対
的
肯
定
と
い
う
全
特
徴
を

反省
と
顕
現
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三



九
四

　兼
ね
備
え
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
純
粋
に
内
的
な
働
き
を
　
　
　
の
一
言
葉
が
理
解
で
き
よ
う
。
私
は
確
か
に
今
こ
こ
に
存
在
す
る
。
だ
が
、

　
超出
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
…
…
。
根
源
的
肯
定
と
は
…
…
私
が
自
　
　
何
故
存
在
す
る
の
か
。
即
ち
、
私
の
起
源
は
ど
こ
か
。
私
の
起
源
と
し
て

　ら
を
自
ら
と
す
る
（
一
Φ
b
P
O
凶
ω
Φ
h
g
o
｛
け
α
Φ
一
口
凶
B
旨
P
⑪
唇
P
Φ
）
と
い
う
観
念
に
　
　
の
根
源
的
肯
定
は
、
そ
の
結
果
た
る
現
実
態
と
し
て
の
私
に
は
忘
れ
ら
れ

　し
か
関
係
し
な
い
。
こ
の
根
源
的
肯
定
は
、
反
省
哲
学
に
と
っ
て
は
、
　
　
　
失
わ
れ
て
い
’
る
の
で
あ
る
。
こ
の
忘
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
再
発
見
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
け
り

　ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
経
験
で
は
な
い
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
反
省
で
あ
る
。
「
…
…
反
省
と
は
課
題
（
臣
蝦
齢
⇔
び
Φ
）

　
根
源的
肯
定
と
は
自
ら
を
構
成
す
る
働
き
で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
読
み
取
　
　
　
で
あ
る
。
即
ち
、
私
の
具
体
的
な
経
験
を
、
「
私
は
在
る
」
の
定
立
と
等
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
ね

れる
が
、
そ
の
働
き
が
こ
こ
で
は
純
粋
に
内
的
な
働
き
だ
と
述
べ
ら
れ
て
　
　
く
さ
せ
る
と
い
う
課
題
で
あ
る
」
。

いる
。
私
の
外
部
に
存
在
す
る
者
が
私
を
成
り
立
た
し
め
る
と
い
う
の
で
　
　
　
以
上
、
「
コ
ギ
ト
に
対
す
る
ス
ム
の
優
位
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
頼
り
に
、

あ
れ
ば
理
解
し
や
す
い
が
、
私
を
成
り
立
た
し
め
る
働
き
が
私
自
身
の
内
　
　
　
「
自
己
定
立
と
し
て
の
反
省
」
が
何
故
「
実
存
の
た
め
の
努
力
を
再
び
自
ら

部
で
行
わ
れ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
我
々
は
先
に
確
認
し
た
動
　
　
　
の
も
の
と
す
る
こ
と
」
と
定
義
さ
れ
る
の
か
、
理
解
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

機論
の
構
造
を
想
起
し
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
現
実
の
自
己
の
行
為
に
先
立
　
　
ス
ム
を
構
成
す
る
働
き
た
る
根
源
的
肯
定
を
回
復
す
る
努
力
、
そ
れ
が
反

ち
つ
つ
、
決
し
て
現
実
の
自
己
に
は
意
識
さ
れ
得
な
い
原
因
が
存
在
し
た
。
　
　
省
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°

つま
り
、
原
因
を
意
識
す
る
こ
と
が
可
能
な
、
理
念
的
上
存
在
す
る
は
ず
　
　
第
三
節
　
間
接
的
反
省
に
よ
る
自
己
理
解

の

完
壁
な自
己
に
対
し
て
、
現
実
の
自
己
は
不
相
等
な
存
在
な
の
で
あ
っ
　
　
　
だ
が
、
反
省
と
は
具
体
的
に
は
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。
私
の
実

た
。
リ
ク
ー
ル
が
根
源
的
肯
定
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
事
態
も
ま
た
、
そ
　
　
在
は
自
明
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
目
指
す
こ
と
は
全
く
不
要
で
あ
る
。
し

の

構造
と
ま
っ
た
く
同
様
な
の
だ
。
自
ら
を
自
ら
と
す
る
根
源
的
肯
定
の
　
　
か
し
、
「
私
が
在
る
」
か
ら
と
い
っ
て
、
「
私
は
何
で
あ
る
か
」
ま
で
自
明

働き
は
、
「
現
実
の
自
己
」
に
は
決
し
て
経
験
さ
れ
な
い
の
だ
。
何
故
な
ら
、
　
　
か
と
言
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
で
リ
ク
ー
ル
の
コ
ギ
ト
理
解
を
思
い

現実
の
自
己
は
根
源
的
肯
定
の
「
結
果
」
、
事
後
的
に
生
じ
た
も
の
に
過
ぎ
　
　
出
せ
ば
、
o
o
σ
Q
ぎ
”
Φ
お
o
貿
日
だ
け
で
は
何
ら
内
実
の
な
い
ま
ま
だ
と
い

ず
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
「
原
因
」
と
し
て
の
根
源
的
肯
定
か
ら
は
常
に
　
　
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
「
コ
ギ
ト
の
空
虚
さ
」
と
い
う
テ
ー

既
に
後
れ
を
取
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ
の
意
味
で
あ
る
。
反
省
と
は
、
私
の
内
実
、
即
ち
「
私
が
何
で
あ
る
か
」

　リ
ク
ー
ル
が
先
に
「
実
存
の
た
め
の
努
力
」
と
呼
ん
で
い
た
の
も
、
ま
　
　
を
明
ら
か
に
す
る
行
為
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
我
は
在
る
、
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

さ
に
こ
の
根
源
的
肯
定
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
来
て
、
よ
う
　
　
　
の
在
る
我
と
は
何
な
の
か
。
…
…
我
が
在
る
こ
と
（
ρ
口
Φ
U
Φ
ω
口
屋
）
が
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

やく
我
々
は
「
反
省
の
発
生
す
る
原
初
の
状
況
の
忘
却
」
な
る
リ
ク
ー
ル
　
　
必
然
的
で
あ
る
こ
と
と
同
じ
く
ら
い
、
我
が
何
な
の
か
（
8
ρ
器
冨
ω
9
ω
）



　
　
　
　
　
　
ハ
め
　

は問
題
的
で
あ
る
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
根
源
的
肯
定
が
常
に
既
に
忘
れ
ら
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
を
回
復
す
る
た

　
要約
し
よ
う
。
反
省
と
は
、
根
源
的
肯
定
を
再
び
自
ら
の
も
の
と
す
る
　
　
め
に
は
、
そ
れ
が
客
体
化
し
た
現
象
へ
と
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え

こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
具
体
的
に
遂
行
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
「
そ
の
　
　
る
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
自
己
自
身
へ
の
直
行
で
は
な
く
、
そ
の
客
体
化

在
る
私
と
は
何
で
あ
る
か
」
が
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
私
は
在
る
」
　
　
し
た
現
象
へ
の
迂
回
で
あ
る
。
「
従
っ
て
、
現
象
を
迂
回
す
る
こ
と
は
、
純

と
い
う
肯
定
と
、
「
私
は
誰
？
」
と
い
う
悲
痛
な
懐
疑
と
を
共
に
並
べ
て
扱
　
　
　
粋
意
識
と
現
実
の
意
識
と
の
間
の
差
異
と
し
て
、
そ
し
て
そ
の
両
者
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
レ
　

う
こ
と
が
反
省
の
狙
い
な
の
だ
。
従
っ
て
、
反
省
の
具
体
的
課
題
と
は
、
　
　
係
と
し
て
、
根
源
的
肯
定
の
構
造
自
体
の
う
ち
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
リ

「私
が
何
で
あ
る
か
」
に
答
え
る
行
為
、
即
ち
、
「
自
己
理
解
」
の
行
為
と
　
　
で
あ
る
」
。
根
源
的
肯
定
を
取
り
戻
す
手
法
と
は
、
そ
れ
が
外
化
し
た
客
体

一
致
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
経
由
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
客
体
を
媒
介
す
る
道
程
、
こ
れ
こ
そ
が

　
無
論

「私
が
何
で
あ
る
か
」
は
、
根
源
的
肯
定
と
同
時
に
常
に
既
に
失
　
　
　
「
解
釈
学
」
へ
の
道
な
の
で
あ
る
。
反
省
は
、
対
象
に
よ
っ
て
「
媒
介
」
さ

わ

れ
て
い
る
た
め
、
自
己
意
識
を
い
く
ら
内
省
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
解
　
　
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
解
釈
学
と
い
う
「
間
接
的
反
省
」
と
な
ら

答
は
得
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
徹
底
し
た
内
在
的
思
考
と
し
て
の
反
省
哲
　
　
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

学
は
、
こ
こ
で
限
界
に
直
面
す
る
。
で
は
、
如
何
に
根
源
的
肯
定
を
自
ら
　
　
　
「
反
省
と
は
直
観
で
は
な
い
。
い
や
、
積
極
的
に
言
え
ば
、
反
省
と
は
「
我

のも
の
と
す
る
か
。
そ
れ
は
構
造
上
、
常
に
既
に
失
わ
れ
忘
れ
ら
れ
て
い
　
　
　
思
う
」
の
我
を
、
そ
の
客
体
、
そ
の
作
品
、
そ
し
て
そ
の
働
き
と
い
う

る
た
め
、
そ
こ
へ
回
帰
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
事
後
的
な
退
行
に
他
　
　
　
鏡
の
中
で
捉
え
直
す
た
め
の
努
力
で
あ
る
。
…
…
第
一
の
真
理
（
私
は

な
ら
ず
、
そ
こ
に
は
あ
る
種
の
客
体
化
が
発
生
し
て
し
ま
う
。
そ
の
構
造
　
　
　
在
る
、
私
は
思
惟
す
る
）
は
、
そ
れ
を
客
体
化
す
る
表
象
、
行
為
、
作

は
動
機
論
に
お
い
て
具
体
的
に
考
察
し
た
通
り
で
あ
る
。
だ
が
、
ま
さ
に
　
　
　
品
、
制
度
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
「
媒
介
」
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
り

そ
の
動
機
論
こ
そ
が
、
反
省
の
手
段
を
理
解
す
る
糸
口
を
与
え
て
く
れ
る
。
　
　
　
の
だ
」
。

そ
の
糸
口
と
は
、
原
因
が
動
機
へ
と
転
落
す
る
際
に
機
能
す
る
「
表
象
作
　
　
　
本
章
を
ま
と
め
よ
う
。
リ
ク
ー
ル
の
解
釈
学
は
、
単
に
「
テ
ク
ス
ト
が

用
」
で
あ
る
。
表
象
作
用
が
無
け
れ
ば
そ
も
そ
も
原
因
が
動
機
へ
と
転
化
　
　
自
己
に
役
に
立
つ
か
ら
」
と
い
っ
た
功
利
的
理
由
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た

する
こ
と
さ
え
あ
り
得
な
い
。
と
考
え
る
と
、
表
象
作
用
は
、
捉
え
ら
れ
　
　
の
で
は
な
い
。
根
源
的
肯
定
を
直
接
反
省
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が

な
い
原
因
を
外
化
・
客
体
化
す
る
作
用
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
の
で
は
　
　
客
体
化
し
た
対
象
（
無
論
、
そ
こ
に
は
テ
ク
ス
ト
も
含
ま
れ
る
）
を
解
釈

　
　
　
　
　
　
に
り

な
か
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
の
解
釈
学
は
、
失
わ
れ
た
自
己
の

　リ
ク
ー
ル
は
、
こ
の
表
象
作
用
を
自
己
理
解
の
理
論
の
核
心
に
据
え
る
。
　
　
起
源
を
間
接
的
に
取
り
戻
す
た
め
の
周
到
な
迂
回
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ

反省
と
顕
現
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五



九

六

　
　
　
に
は
、
「
私
」
な
る
も
の
を
一
旦
放
棄
し
、
素
直
に
客
体
へ
と
身
を
曝
け
出
　
　
　
代
表
例
が
宗
教
解
釈
学
で
あ
る
。
両
者
を
綜
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
象
徴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
り

　
　
　
す

禁欲
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
以
上
で
、
第
一
の
目
標
「
解
釈
学
を
導
入
　
　
に
潜
在
す
る
意
味
の
回
復
を
図
る
の
が
リ
ク
ー
ル
の
狙
い
で
あ
る
。

　
　
　

す
る
必
然
性
」
を
解
明
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
回
復
的
解
釈
学
と
し
て
の
宗
教
現
象
学
は
、
象
徴
を
「
聖
の
顕
現
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

見な
す
。
聖
の
顕
現
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
の
は
「
何
者
か
が
自
ら
現
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

　　　　　第
二
章
顕
現
の
極
　
　
　
　
　
餐
い
穣
撰
慰
敬
樹
直
輪
購
露
韓
贈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

　
　
　
第
一
節
　
聖
の
顕
現
の
問
題
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
二
種
類
の
意
味
を
汲
み
取
る
こ
と
を
目
指
す
。
だ
が
、
注
目
す
べ

　
　
　
　
以下
で
残
る
課
題
は
、
「
解
釈
学
の
終
端
」
と
い
う
も
う
一
つ
の
問
い
を
、
　
　
き
は
、
間
接
的
反
省
は
自
己
の
ア
ル
ケ
ー
と
テ
ロ
ス
し
か
捉
え
ら
れ
ず
、

　
　
　

宗
教
言
語
論
の内
部
で
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
に
鍵
と
な
る
概
　
　
象
徴
を
通
じ
て
顕
現
す
る
聖
そ
れ
自
体
に
は
決
し
て
手
が
届
か
な
い
と
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゐ
け

　
　
　
念
が
「
顕
現
」
で
あ
る
。
六
十
年
代
に
こ
の
概
念
が
登
場
す
る
「
象
徴
の
　
　
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
象
徴
表
現
の
到
達
不
可
能
な
出
所

　
　
　
解
釈
学
」
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
、
ア
ル
ケ
ー
の
彼
岸
と
し
て
の
「
創
造
」
と
、
テ
ロ
ス
の
彼
岸
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
　

六
十
年代
初
期
に
リ
ク
ー
ル
が
間
接
的
反
省
の
対
象
と
し
て
最
初
に
選
　
　
　
の
「
終
末
」
と
位
置
付
け
、
「
私
自
身
の
こ
の
始
源
論
、
こ
の
目
的
論
に
比

　
　
　
ん
だ
のは
、
「
象
徴
（
ω
醤
げ
〇
一
Φ
）
」
で
あ
っ
た
。
象
徴
と
は
、
当
時
の
リ
ク
ー
　
　
　
べ
、
創
造
論
と
終
末
論
は
全
く
他
な
る
も
の
（
↓
〇
三
Φ
－
諺
β
爲
Φ
）
で
あ
る
」

．
　
　
　
ル
の
定
義
で
は
「
二
重
の
意
味
を
も
つ
も
の
」
と
さ
ハ
漉
、
こ
の
定
義
に
当
　
　
　
と
明
言
し
て
い
る
。
リ
ク
ー
ル
は
終
末
論
に
つ
い
て
若
干
多
く
言
葉
を
割

　
　　
　
て
は
ま
る
の
は
、
文
化
的
記
号
や
詩
的
言
語
、
身
振
り
、
神
話
な
ど
、
か
　
　
　
い
て
い
る
。
既
に
明
ら
か
な
通
り
、
リ
ク
ー
ル
は
目
的
論
と
終
末
論
と
を

　
　
　

なり
多
岐
に
わ
た
る
。
リ
ク
ー
ル
が
こ
の
よ
う
に
象
徴
を
定
義
し
、
そ
れ
　
　
　
き
っ
ぱ
り
と
分
断
し
て
い
る
。
目
的
論
の
代
表
は
、
精
神
の
自
己
運
動
の

　
　
　
を
解
釈
の
対
象
と
し
て
い
た
時
期
（
六
六
年
頃
ま
で
）
を
、
「
象
徴
の
解
釈
　
　
展
開
た
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
現
象
学
で
あ
る
。
精
神
の
運
動
の
最
終
的
な

　
　
　
学
」
期
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
と
こ
ろ
で
、
意
識
に
虚
偽
意
識
が
存
在
し
た
　
　
到
達
地
点
は
「
絶
対
知
」
で
あ
る
が
、
そ
の
目
的
論
的
運
動
が
絶
対
知
を

　
　　
　
の
と
同
様
、
象
徴
に
も
虚
偽
の
要
素
が
入
り
込
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
、
　
　
　
成
就
す
る
こ
と
を
、
リ
ク
ー
ル
は
断
固
と
し
て
否
定
し
て
い
る
。

　
　
　

象徴
の
解
釈
に
際
し
て
、
リ
ク
ー
ル
は
二
種
類
の
解
釈
学
を
設
定
す
る
。
　
　
　
　
で
は
何
故
目
的
論
、
即
ち
間
接
的
反
省
は
完
成
す
る
こ
と
が
な
い
の
か
。

　
　
　　
一
方
は
、
精
神
分
析
学
の
よ
う
に
、
象
徴
の
意
味
内
容
に
徹
底
し
て
懐
疑
　
　
リ
ク
ー
ル
は
そ
の
理
由
と
し
て
「
悪
」
の
存
在
を
挙
げ
て
い
る
。

　
　　
　
の
眼
差
し
を
向
け
る
還
元
的
解
釈
学
。
他
方
は
、
象
徴
に
よ
っ
て
語
ら
れ
　
　
　
「
全
て
の
神
義
論
の
挫
折
、
悪
に
関
わ
る
全
て
の
体
系
の
挫
折
が
、
へ
ー

　
　　
　
た
意
味
に
信
頼
を
寄
せ
、
そ
れ
を
記
述
す
る
回
復
的
解
釈
学
。
こ
ち
ら
の
　
　
　
ゲ
ル
の
意
味
で
の
絶
対
知
の
挫
折
を
証
言
し
て
い
る
。
…
…
そ
れ
が
絶



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
対
知は
存
在
せ
ず
、
精
神
の
形
態
の
彼
岸
に
聖
の
象
徴
が
存
在
す
る
こ
　
　
第
二
節
　
神
の
名
指
し
と
証
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
り

　と
の
理
由
の
一
つ
、
し
か
も
恐
ら
く
最
も
卓
越
し
た
理
由
で
あ
る
」
。
　
　
　
　
リ
ク
ー
ル
は
六
十
年
代
後
半
以
降
、
言
語
学
を
始
め
多
く
の
思
想
を
摂

　
以
上
の

考
察よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
知
見
を
ま
と
め
よ
う
。
象
徴
の
解
　
　
取
し
、
自
ら
の
解
釈
学
を
飛
躍
的
に
発
展
さ
せ
る
。
そ
の
結
果
、
解
釈
学

釈
学
期
のリ
ク
ー
ル
に
従
え
ば
、
本
章
の
関
心
「
解
釈
学
の
終
端
」
に
対
　
　
　
の
対
象
で
あ
っ
た
象
徴
が
広
す
ぎ
る
概
念
だ
っ
た
と
反
省
し
、
隠
喩
と
テ

する
解
答
は
至
極
明
快
で
あ
る
。
間
接
的
反
省
は
決
し
て
成
就
し
尽
く
さ
　
　
ク
ス
ト
の
研
究
に
専
心
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
テ
ク
ス
ト
は
自
律

れな
い
。
そ
れ
故
、
解
釈
学
の
終
端
な
ど
な
い
、
と
。
し
か
し
残
念
な
が
　
　
性
を
有
し
、
個
々
の
読
者
に
よ
る
読
解
に
お
い
て
は
じ
め
て
そ
の
都
度
言

ら
、
そ
の
解
答
を
鵜
呑
み
に
す
る
に
は
三
つ
ほ
ど
難
点
が
残
る
。
　
　
　
　
　
　
述
の
出
来
事
と
し
て
具
体
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
世
界
と
い
う

　第
一
に
、
リ
ク
ー
ル
が
顕
現
す
る
聖
を
安
直
に
「
他
な
る
も
の
」
と
定
　
　
可
能
的
世
界
が
読
者
に
開
示
さ
れ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。

義
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
捉
え
ら
れ
な
い
地
平
」
で
あ
る
は
ず
の
創
造
と
　
　
　
こ
の
思
想
の
変
化
は
、
顕
現
と
い
う
概
念
に
対
し
て
も
大
き
な
修
正
を

終末
を
、
何
故
リ
ク
ー
ル
は
象
徴
の
出
所
だ
と
前
提
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
　
迫
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
。
そ
の
修
正
を
一
言
で
言
え
ば
、
顕
現
か
ら

そ
れ
に
関
連
し
て
第
二
に
、
根
源
的
肯
定
の
外
化
で
は
な
い
「
全
く
他
な
　
　
　
「
聖
の
顕
現
」
と
い
う
宗
教
現
象
学
的
な
意
味
が
消
え
、
詩
的
言
語
に
お
け

る
も
の
」
の
顕
現
を
象
徴
の
内
に
認
め
て
し
ま
う
と
、
そ
の
象
徴
か
ら
「
私
　
　
る
「
テ
ク
ス
ト
世
界
の
開
示
」
と
い
う
事
態
全
般
が
顕
現
と
呼
ば
れ
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

は
何
で
あ
る
か
」
を
引
き
出
す
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
　
　
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
が
読
者
か
ら
独
立
し
、
第
二
度
の
指
示

つま
り
、
反
省
理
論
と
象
徴
の
解
釈
学
と
の
間
に
は
論
理
的
整
合
性
を
欠
　
　
対
象
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
世
界
を
持
つ
と
位
置
付
け
ら
れ
た
結
果
、
開
示

く
の
で
は
な
い
か
。
第
三
に
、
絶
対
知
が
挫
折
す
る
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
　
　
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
世
界
も
ま
た
「
自
ら
現
れ
て
く
る
も
の
」
と
い
う
性
格

れ
た

「
悪
の

存在
」
は
、
確
か
に
現
実
的
に
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
事
実
　
　
　
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
お
か
げ
で
、
顕
現
が
聖
の
顕
現
と

だが
、
そ
れ
は
論
理
的
根
拠
と
し
て
は
不
十
分
で
は
な
か
ろ
う
か
。
悪
が
　
　
　
し
て
無
批
判
的
に
定
義
さ
れ
、
間
接
的
反
省
と
聖
の
顕
現
と
が
論
理
的
に

現
に

実
在し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
悪
に
関
わ
る
全
て
の
体
系
が
「
今
　
　
整
合
し
な
い
と
い
う
象
徴
の
解
釈
学
の
難
点
は
克
服
さ
れ
た
。
だ
が
皮
肉

後
も
」
挫
折
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
以
上
三
点
が
、
私
が
象
徴
の
解
釈
学
　
　
な
こ
と
に
、
顕
現
概
念
か
ら
聖
性
が
失
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
言

に

おけ
る
顕
現
の
側
面
に
お
い
て
感
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
難
点
で
あ
　
　
語
は
そ
の
独
自
性
を
喪
失
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
何
故
な
ら
、
宗
教
言
語

る
。
よ
っ
て
、
ま
だ
「
解
釈
学
の
終
端
」
の
問
い
に
十
分
に
答
え
が
得
ら
　
　
　
も
詩
的
言
語
も
等
し
く
「
言
語
」
で
あ
る
以
上
、
も
は
や
両
者
に
差
異
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

れ
た
と
は
言
い
難
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
リ
ク
ー
ル
は
、
宗
教
言
語
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
詩的
言
語
と
全
く
同
一
で
あ
る
と
も
考
え
ず
、
言
語
と
い
う
領
域
内
部
に

反省
と
顕
現
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七



圃

九
八

お

い
て

宗
教言
語
の
特
殊
性
を
保
持
し
よ
う
と
試
み
る
。
そ
う
し
た
試
み
　
　
と
し
て
示
す
。
他
方
、
証
言
は
ま
さ
に
実
際
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
証
し

が
、
象
徴
の
解
釈
学
以
後
の
宗
教
言
語
論
に
お
け
る
一
つ
の
焦
点
で
あ
る
。
　
　
す
る
と
い
う
点
で
、
歴
史
的
現
実
性
を
持
っ
て
い
る
。
「
証
言
の
カ
テ
ゴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
し
て
彼
は
宗
教
言
語
を
具
体
的
に
考
察
す
る
こ
と
で
、
宗
教
言
語
が
持
　
　
リ
ー
は
、
歴
史
的
偶
然
性
の
次
元
を
導
入
す
る
。
こ
の
次
元
は
ま
だ
、
好

つ

二
つ
の

特
殊
性を
見
出
す
に
至
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ん
で
無
歴
史
的
な
い
し
超
歴
史
的
た
る
作
品
の
世
界
の
次
元
に
は
欠
如
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

　
最初
に
リ
ク
ー
ル
が
着
目
し
た
の
は
、
聖
書
の
言
述
形
式
の
構
造
分
析
　
　
　
て
い
る
」
。
こ
の
証
言
の
「
歴
史
的
偶
然
性
」
が
以
後
の
考
察
の
重
要
な
核

　
　
ハ
お
り

であ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
聖
書
の
構
造
分
析
を
行
っ
た
結
果
、
新
約
・
旧
約
　
　
と
な
る
。
ま
た
、
証
言
と
い
う
概
念
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
象
徴
の

と
も
に
聖
書
内
部
に
言
述
形
式
が
多
様
に
存
在
し
て
い
る
点
に
着
目
す
る
　
　
解
釈
学
に
お
い
て
曖
昧
だ
っ
た
「
他
な
る
も
の
の
顕
現
」
と
い
う
概
念
の

（な
お
、
以
下
で
は
旧
約
の
議
論
に
限
定
す
る
）
。
旧
約
聖
書
の
構
造
を
リ
　
　
曖
昧
さ
が
払
拭
さ
れ
た
。
と
い
う
の
も
、
聖
書
の
言
葉
が
、
「
絶
対
な
も
の

ク
ー
ル
は
「
聖
書
言
語
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
」
と
呼
び
、
様
々
な
言
述
（
物
　
　
　
に
つ
い
て
の
」
証
人
の
証
言
と
位
置
付
け
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
く
ま

語
、
預
言
、
律
法
な
ど
）
が
互
い
に
共
鳴
し
合
う
姿
で
捉
え
て
い
る
。
そ
　
　
で
絶
対
な
も
の
に
つ
い
て
の
経
験
の
証
言
で
あ
り
、
絶
対
な
も
の
そ
れ
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゐ
り

し
て
、
リ
ク
ー
ル
は
そ
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
の
中
に
、
一
つ
の
旋
律
核
を
見
　
　
体
が
顕
現
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
絶
対
な
も
の
に

出
す
。
そ
れ
は
、
各
言
述
形
式
が
共
通
し
て
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
独
自
な
　
　
　
つ
い
て
の
偶
然
な
証
言
、
と
い
う
証
言
の
逆
説
性
が
重
要
に
な
る
の
で
あ

仕方
で
「
神
を
名
指
し
て
い
る
」
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
こ
　
　
　
る
。

の

構
造
分析
の
結
果
を
重
視
し
、
そ
こ
に
独
自
な
解
釈
を
施
す
。
神
の
名
　
　
　
以
上
、
「
神
の
名
指
し
」
と
「
証
言
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
略
述
し
た
。

指
し
の
共
通
性
と
多
様
性
が
示
し
て
い
る
の
は
、
神
を
あ
る
一
つ
の
言
述
　
　
　
で
は
、
こ
の
議
論
は
我
々
の
関
心
に
対
し
て
ど
ん
な
意
義
を
持
っ
て
い
る

形
式
だけ
で
は
名
指
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
、
即
ち
、
指
示
　
　
の
だ
ろ
う
か
。

対
象
であ
る
神
を
完
全
に
名
指
す
こ
と
が
で
き
ず
、
常
に
我
々
の
側
か
ら
　
　
第
三
節
　
へ
ー
ゲ
ル
以
後
の
カ
ン
ト
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
り

逃
れる
面
が
残
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
。
リ
ク
ー
ル
は
こ
う
し
　
　
　
本
節
の
目
標
は
、
残
さ
れ
た
問
題
関
心
「
解
釈
学
が
完
遂
す
る
地
点
は

た

構
造
的
特
殊性
を
も
っ
て
宗
教
言
語
の
特
殊
性
を
主
張
し
て
い
る
。
　
　
　
　
存
在
す
る
か
」
を
、
前
節
で
の
議
論
を
も
と
に
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　続
い
て
リ
ク
ー
ル
が
宗
教
言
語
の
独
自
性
と
見
な
し
た
の
は
、
聖
書
言
　
　
象
徴
の
解
釈
学
期
の
、
「
悪
の
実
在
」
を
根
拠
と
す
る
「
絶
対
知
の
不
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
け

語
が
「
証
言
」
で
あ
る
点
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
宗
教
言
語
論
に
証
言
と
　
　
性
」
の
主
張
は
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

いう
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
象
徴
や
詩
的
テ
ク
ス
ト
が
非
歴
史
的
で
　
　
　
興
味
深
い
こ
と
に
、
リ
ク
ー
ル
は
宗
教
言
語
論
で
は
一
貫
し
て
「
絶
対

あ
る
点
を
指
摘
す
る
よ
う
に
な
る
。
象
徴
や
テ
ク
ス
ト
は
意
味
を
可
能
性
　
　
知
の
不
可
能
性
」
の
主
張
を
手
放
さ
な
い
。
こ
こ
で
絶
対
知
を
持
ち
出
す



のは
、
解
釈
学
の
基
本
理
念
た
る
間
接
的
反
省
が
弁
証
法
的
運
動
に
よ
っ
　
　
　
以
上
で
、
宗
教
言
語
論
に
お
け
る
間
接
的
反
省
の
非
成
就
性
の
根
拠
は

て

形成
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
リ
ク
ー
ル
は
そ
う
し
た
へ
1
　
　
検
討
し
終
え
た
。
象
徴
の
解
釈
学
で
の
「
悪
の
実
在
」
と
い
う
根
拠
に
比

ゲ
ル
的
身
振
り
に
対
し
て
最
終
的
に
は
「
否
」
を
表
明
す
る
。
そ
の
絶
対
　
　
　
べ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
根
拠
は
論
理
的
に
説
得
性
が
あ
る
た
め
、
目
標
で
あ
っ

知
の

不
可
能性
と
い
う
主
張
の
根
拠
を
、
宗
教
言
語
の
特
殊
性
の
議
論
に
　
　
た
「
解
釈
学
の
終
端
」
に
対
し
て
回
答
を
得
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
一
言
で

基
づ
い

て

解明
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
言
え
ば
、
少
な
く
と
も
宗
教
言
語
論
に
限
っ
て
言
え
ば
、
間
接
的
反
省
と

　第
一
の
根
拠
は
、
宗
教
言
語
の
特
殊
性
で
あ
る
神
の
名
指
し
の
不
完
全
　
　
し
て
の
解
釈
学
は
終
わ
り
が
な
い
。

性
に
由
来
す
る
。
宗
教
言
語
と
い
う
比
喩
的
な
言
語
を
解
釈
す
る
に
は
概
　
　
　
こ
の
終
わ
り
の
な
さ
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
補
足
説
明
を
要
す
る
。
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ふ
り

念
、
つ
ま
り
思
弁
的
言
語
が
必
要
で
あ
る
と
リ
ク
ー
ル
は
考
え
る
。
し
か
　
　
が
注
目
し
た
い
の
は
、
リ
ク
ー
ル
が
へ
ー
ゲ
ル
的
絶
対
知
の
不
可
能
性
を

し
、
神
と
い
う
語
を
核
と
す
る
聖
書
の
言
語
を
解
釈
す
る
場
合
、
同
一
性
　
　
宣
言
す
る
際
、
同
時
に
カ
ン
ト
へ
の
回
帰
を
主
張
す
る
点
で
あ
る
。
弁
証

と
一
義
性
を
原
理
と
す
る
哲
学
的
概
念
は
限
界
に
突
き
当
た
ら
ざ
る
を
得
　
　
法
が
概
念
に
よ
っ
て
宗
教
的
表
象
を
覆
い
尽
く
さ
ん
と
す
る
そ
の
直
前

な
い
と
リ
ク
ー
ル
は
主
張
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
神
の
名
指
し
は
循
環
す
　
　
で
、
リ
ク
ー
ル
は
「
思
弁
的
概
念
が
属
す
る
悟
性
の
働
き
は
、
無
制
約
的

る
多
数
の
言
述
形
式
全
体
を
そ
の
意
味
の
文
脈
と
し
て
お
り
、
そ
の
全
重
　
　
な
も
の
の
機
能
を
残
す
理
性
の
働
き
を
覆
い
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
」

力
を
担
い
き
る
一
義
的
な
概
念
な
ど
存
在
し
得
な
い
か
ら
で
献
縫
。
た
だ
　
　
と
、
カ
ン
ト
に
倣
っ
て
主
張
凱
麗
。
そ
し
て
、
リ
ク
ー
ル
が
カ
ン
ト
に
見

し
、
こ
の
主
張
が
意
味
し
て
い
る
の
は
聖
書
が
解
釈
不
可
能
と
い
う
こ
と
　
　
出
す
の
は
「
限
界
（
O
お
ロ
N
Φ
）
」
の
概
念
の
重
要
性
で
あ
る
。

では
な
く
、
聖
書
は
無
限
に
解
釈
が
可
能
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
「
…
…
「
限
界
」
と
い
う
概
念
が
含
意
す
る
の
は
、
我
々
の
知
識
が
制
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　第
二
の
根
拠
は
、
証
言
、
特
に
そ
の
歴
史
的
偶
然
性
に
由
来
す
る
。
証
　
　
　
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
が
第
一
義
的

言
が
あ
る
証
人
に
よ
る
そ
の
都
度
の
偶
然
的
証
言
で
あ
る
以
上
、
証
言
が
　
　
　
　
で
す
ら
な
い
。
無
制
約
的
な
も
の
を
探
求
す
る
こ
と
は
、
絶
対
的
た
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

客
体
化し
て
い
る
は
ず
の
根
源
的
肯
定
や
、
絶
対
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
　
　
　
ん
と
す
る
客
観
的
知
識
の
要
求
に
対
し
、
制
約
を
課
す
（
o
暮
＝
目
凶
仲
ω
）

経
験も
ま
た
、
個
別
的
な
も
の
、
そ
の
証
人
独
自
の
も
の
に
留
ま
ら
ざ
る
　
　
　
と
い
う
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
「
限
界
」
と
は
事
実
で
は
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
が
り

を
得
な
い
。
絶
対
に
つ
い
て
の
証
言
は
あ
く
ま
で
偶
然
的
証
言
を
超
え
ら
　
　
　
業
（
勉
9
）
な
の
だ
」
。

れ
な
い
。
そ
の
結
果
、
普
遍
化
の
極
限
た
る
絶
対
知
に
は
到
達
で
き
な
い
、
　
　
　
　
リ
ク
ー
ル
は
、
絶
対
知
を
目
指
す
弁
証
法
的
運
動
が
単
に
不
可
能
で
あ

そ
れ
ゆ
え
間
接
的
反
省
は
成
就
で
き
な
い
、
と
リ
ク
ー
ル
は
主
張
し
て
　
　
る
と
い
う
面
を
主
張
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
運
動
に
自
ら
限
界
を
課

　
ハ
め
ロい

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
「
禁
欲
」
を
要
請
す
る
。
何
故
な
ら
、
絶
対
知
を
目
指
そ
う
と
い
う
野

反省
と
顕
現
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九



一
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
り

心
があ
る
限
り
、
神
の
名
指
し
の
多
様
さ
や
証
言
の
歴
史
的
偶
然
性
に
満
　
　
　
反
省
と
顕
現
の
二
極
構
造
の
真
の
意
義
な
の
だ
。
故
に
、
こ
の
二
極
構
造

ち
た
宗
教
言
語
の
持
つ
比
喩
的
力
動
性
を
活
か
し
き
れ
な
い
か
ら
で
　
　
は
中
期
リ
ク
ー
ル
の
宗
教
言
語
論
全
体
を
根
底
か
ら
支
え
て
い
る
と
言
え

　
ハ
お
り

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
。

　
本章
を
要
約
し
よ
う
。
宗
教
言
語
の
特
殊
性
は
神
の
名
指
し
の
不
完
全

性
と
、
歴
史
的
偶
然
的
な
証
言
と
い
う
二
点
に
あ
り
、
そ
の
特
殊
性
故
に
、

宗
教言
語
の
解
釈
学
は
決
し
て
最
終
地
点
に
到
達
し
な
い
。
ま
た
、
そ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註

到
達
不
可
能性
は
単
な
る
事
実
で
は
な
く
、
自
ら
に
課
さ
ね
ば
な
ら
な
い
　
　
（
1
）
　
彼
の
テ
ク
ス
ト
解
釈
学
の
骨
子
は
℃
鋤
巳
国
0
8
ロ
が
§
誉
愚
§
章

務め
で
も
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
§
蕊
§
§
這
」
b
営
ミ
δ
鳴
§
織
き
鳴
寒
愚
ぎ
駄
さ
§
“
鑓
噂
↓
7
Φ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　↓
Φ
×
器
O
冨
圃
ω
口
鋤
昌
q
’
℃
°
噂
H
ミ
O
悔
b
ミ
§
紺
鋤
』
§
亀
ご
§
穿
蹄

結
論

二
重
の

謙
虚

さ
　
　
　
　
　
（
2
）
織
譲
鑓
器
驚
。
畿
舞
蘇
屍
踊
秘
髄
員

　冒
頭
で
設
定
し
た
二
つ
の
問
い
に
対
す
る
解
答
は
既
に
述
べ
た
通
り
な
　
　
　
　
ト
ミ
ミ
§
9
卜
§
誉
§
蓼
§
ミ
辱
ミ
§
愚
ミ
辞
ω
Φ
巨
”
H
㊤
O
距

ので
、
こ
こ
で
は
、
「
反
省
と
顕
現
の
二
極
構
造
」
と
い
う
図
式
的
分
析
を
　
　
　
　
H
b
⊃
㊤
睦
゜
（
以
下
L
3
と
表
記
、
o
ユ
瞬
H
㊤
詞
）
、
．
．
国
Φ
§
働
ロ
Φ
ロ
試
ρ
⊆
Φ
α
Φ

通じ
て
明
ら
か
に
な
る
コ
一
重
の
謙
虚
さ
」
と
い
う
対
構
造
を
指
摘
し
て
　
　
　
　
一
、
達
α
Φ
α
①
閑
曾
0
冨
藏
o
口
、
”
卜
“
肉
魯
§
職
§
日
員
巨
き
¢
匹
い
ひ
く
凶
轟
ω

本
論を
終
わ
り
た
い
。
第
一
章
で
述
べ
た
通
り
、
リ
ク
ー
ル
は
自
己
意
識
　
　
　
　
無
ミ
シ
団
鋤
〇
三
繍
ω
⊆
巳
く
o
民
ω
圃
け
巴
話
ω
ω
臥
暮
白
o
鼠
μ
H
O
ミ
＼
H
り
゜
。
膳
・
。
”

が
直
接自
己
自
身
に
つ
い
て
反
省
す
る
驕
り
を
批
判
し
、
「
自
己
意
識
に
対
　
　
　
　
罐
映
゜
（
E
I
R
と
表
記
）

す
る
禁
欲
」
を
要
求
し
た
。
ま
た
、
第
二
章
で
示
し
た
通
り
、
間
接
的
反
　
　
（
3
）
　
フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
の
概
略
と
し
て
臼
Φ
碧
乞
9
げ
①
昏
．
ド
”

省
の

弁
証
法
が
成
就
する
こ
と
も
批
判
し
、
「
絶
対
知
に
対
す
る
禁
欲
」
を
　
　
　
　
娼
匪
o
ω
8
ぼ
Φ
融
臣
Φ
x
貯
Φ
．
、
卜
響
ミ
§
ミ
§
慧
ミ
§
§
ミ
§
雫

要
求し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
リ
ク
ー
ル
は
反
省
と
顕
現
の
両
極
に
お
い
て
　
　
　
　
黄
℃
d
国
同
O
潔
（
o
鼠
α
q
°
H
㊤
昭
）

禁
欲を
要
求
す
る
。
そ
の
態
度
を
彼
は
コ
一
重
の
謙
虚
さ
」
と
晩
麗
。
つ
　
　
（
4
）
　
零
0
8
ロ
が
b
恥
N
ぎ
紺
愚
§
§
§
穿
ミ
襲
飛
寒
ミ
9
ω
①
ロ
昌

ま
り
、
反
省
の
極
に
没
入
す
る
「
自
己
内
に
閉
じ
こ
も
る
自
己
」
と
、
そ
　
　
　
　
H
8
伊
α
O
跨
゜
（
D
I
と
略
記
）

の

対極
と
し
て
、
顕
現
の
極
を
併
呑
せ
ん
と
す
る
「
自
己
外
を
蕩
尽
す
る
　
　
（
5
）
　
幻
幽
。
8
信
が
ト
鴨
S
慈
味
§
§
誉
§
愚
ミ
§
謹
、
穿
駐
駄
S
睾

自
己
」
と
い
う
二
つ
の
自
己
へ
の
驕
り
に
対
し
謙
虚
さ
を
要
求
す
る
の
が
、
　
　
　
　
ミ
§
§
書
§
葡
ω
窪
芦
H
㊤
①
P
目
（
C
I
と
略
記
、
o
ユ
α
q
°
H
O
①
㎝
）



（6
）
U
＝
O
跨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
（
2
2
）
∪
＝
O
山
刈

（7
）
　
O
H
b
o
Q
。
㊤
（
o
『
蒔
．
同
㊤
O
O
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
　
U
H
嵩

（8
）
　
U
H
腿
b
。
9
0
H
b
。
き
（
9
斜
H
O
O
O
）
。
し
か
し
、
M
・
ア
ン
リ
の
よ
う
　
　
（
2
4
）
　
U
H
劇
♂
躁
゜

　
　に
、
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ギ
ト
を
徹
底
し
た
自
己
触
発
と
し
て
考
　
　
（
2
5
）
U
H
朝
9
箆
゜

　
　え
る
な
ら
ば
、
ス
ム
の
優
先
性
と
い
う
主
張
は
成
立
不
可
能
で
あ
る
。
　
　
（
2
6
）
　
O
H
ω
b
。
『
山
N
。
。
（
o
ユ
α
q
」
㊤
爵
）

　
　冨
凶
o
ず
包
国
Φ
旨
ざ
O
§
魯
暮
§
ミ
旨
飽
ら
ぎ
ミ
嘗
♪
℃
q
国
H
㊤
。
。
切
　
　
（
2
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