
宗
教的
複
数
主
義
と
バ
ト
ナ
ム
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
実
在
論

小　
倉
　
和
　
　
一

一
　
は
じ
め
に

　
宗
教的
真
理
や
宗
教
的
実
在
は
客
観
的
真
理
で
あ
り
客
観
的
実
在
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
も
そ
も
、
わ
れ
わ
れ
は
ど

のよ
う
に
「
宗
教
」
、
「
真
理
」
、
「
実
在
」
、
「
客
観
性
」
、
そ
し
て
「
考
え
る
」
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
主
張
を
正
当
化
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

　
最初
に
、
こ
の
よ
う
な
主
張
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
立
場
を
も
う
少
し
明
確
に
設
定
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
「
宗
教
」
に

は
、
以
下
の
論
述
の
多
く
で
キ
リ
ス
ト
教
を
念
頭
に
置
い
て
は
い
る
が
、
普
遍
妥
当
性
や
普
遍
救
済
を
主
張
す
る
す
べ
て
の
宗
教
が
含
ま

　
ハ
きれる

。
ま
た
、
「
真
理
」
と
「
実
在
」
は
と
も
に
認
識
論
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
義
的
に
は
、
真
理
は
主
体
的
真
理

や
究
極
的
真
理
では
な
く
、
言
明
や
信
念
の
確
実
さ
の
指
標
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
在
は
自
体
存
在
、
つ
ま
り
そ
れ
自
体
で
存
在
の
根
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

を
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
認
識
主
観
に
「
対
象
」
と
し
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
客
観
性
」
と
は
、
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の

観点
か
ら
見
た
と
き
あ
る
言
明
や
信
念
が
確
実
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
〈
わ
れ
わ
れ
V
以
外
の
観
点
か
ら
見
た
と
き
も
、
も
し
そ

宗
教
的
複
数
主義
と
バ
ト
ナ
ム
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
実
在
論
（
小
倉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



五
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

の

観点
が
〈
正
気
（
ω
き
Φ
）
〉
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、
同
様
に
確
実
で
あ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
最
後
に
、

わ

れわ
れ
の
主
張
に
お
い
て
「
考
え
る
」
と
は
、
こ
の
客
観
性
を
、
言
明
や
信
念
の
真
理
性
や
対
象
と
の
一
致
が
問
わ
れ
る
レ
ベ
ル
（
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

論
や

信仰
の
レ
ベ
ル
）
か
ら
さ
ら
に
一
段
上
が
っ
た
レ
ベ
ル
（
メ
タ
理
論
の
レ
ベ
ル
）
に
お
い
て
構
成
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　さ
ら
に
問
題
を
明
確
化
す
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
正
当
化
が
必
要
と
さ
れ
る
背
景
を
説
明
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
い
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

ゆ
る
宗
教
的
複
数
主
義
の
問
題
が
背
景
に
あ
る
。
複
数
の
宗
教
が
存
在
し
、
そ
の
各
々
が
絶
対
的
真
理
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
価

値
観
や

倫
理
観
の

衝
突と
い
う
問
題
の
解
決
を
困
難
な
も
の
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
絶
対
的
真
理
主
張
の
対
立
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
真

理
では
な
い
と
い
う
世
俗
主
義
や
、
さ
ら
に
は
一
切
の
価
値
や
倫
理
に
は
根
拠
が
な
い
と
い
う
相
対
主
義
の
台
頭
を
招
き
寄
せ
る
。
こ
の

よ
う
な
二
つ
の
問
題
に
対
処
す
る
に
は
、
宗
教
の
あ
い
だ
の
、
あ
る
い
は
宗
教
と
そ
れ
以
外
の
真
理
や
実
在
に
関
わ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

のあ
い
だ
の
相
互
理
解
、
な
い
し
相
互
批
判
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
宗
教
的
真
理
や
宗
教
的
実
在
が
客
観
的
で
あ
る

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
宗
教
の
内
部
に
お
け
る
問
題
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
客
観
性
が
し
ば

し
ば
信
仰
者
の
自
己
理
解
で
あ
る
以
上
、
宗
教
を
そ
の
外
部
か
ら
理
解
す
る
に
し
て
も
、
客
観
性
と
い
う
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
最
初
に
掲
げ
た
主
張
は
よ
り
正
確
に
は
次
の
よ
う
な
宗
教
的
複
数
主
義
の
主
張
な
の
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
宗

教的
真
理
や
宗
教
的
実
在
は
複
数
存
在
す
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
客
観
的
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
の
課
題
は
、
ま
ず
こ
う
し
た
宗
教
的
複
数
主
義
に
適
用
で
き
そ
う
な
メ
タ
理
論
を
見
い
だ
す
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が

実際
に
宗
教
的
複
数
主
義
に
適
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。



二
　
宗
教
的

複
数
主
義
の

再
考

　こ
の
第
一
の
課
題
に
答
え
る
に
は
、
そ
の
前
に
宗
教
的
複
数
主
義
を
さ
ら
に
特
定
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
理
論
的
問
題
を
含
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヱ

い
る
の
か
考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
一
般
に
宗
教
的
複
数
主
義
に
は
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
存
在
す
る
が
、
宗
教
的
真
理
や
宗
教
的
実

在
の

複
数性
と
客
観
性
の
両
立
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
主
た
る
関
心
を
示
し
て
い
る
の
は
、
G
・
D
・
カ
ウ
フ
マ
ン
、
J
・
ピ
ッ
ク
、

L
・
ギ
ル
キ
ー
等
の
第
】
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
な
か
で
も
最
も
広
範
に
問
題
を
論
じ
て
い
る
ピ
ッ
ク
を
取
り
上
げ
て
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
ち
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
改
善
す
べ
き
点
が
あ
る
の
か
を
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　ピ
ッ
ク
の
宗
教
的
複
数
主
義
は
彼
の
思
想
的
営
為
の
到
達
点
で
あ
り
、
そ
れ
を
十
分
深
く
理
解
す
る
に
は
、
そ
こ
に
到
達
す
る
ま
で
の

経
緯
を
踏
ま
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
か
ら
の
論
述
に
必

要な
最
小
限
の
事
柄
の
み
を
簡
潔
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
ピ
ッ
ク
は
宗
教
的
真
理
や
宗
教
的
実
在
を
批
判
的
実
在
論
の
立
場
に
立
っ
て

　
　
　
　
　
ハ
　
　

理解
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
真
理
や
実
在
が
真
理
や
実
在
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
は
決
し
て
最
終
的
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ

では
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
常
に
再
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
再
検
証
は
信
仰
が
「
自
我
中
心
性
か
ら
実
在

中
心
性
へ
の
人
間
存
在
の
変
革
」
を
実
現
し
た
か
ど
う
か
を
、
救
済
論
的
評
価
基
準
と
倫
理
的
評
価
基
準
と
い
う
二
つ
の
基
準
に
も
と
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
　

い
て

評
価す
る
こ
と
で
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
世
界
宗
教
が
い
ず
れ
も
こ
う
し
た
基
準
を
同
程
度
に
満
た
す
と
い
う
こ
と
が
、

そ
の
ど
れ
も
が
真
理
の
候
補
と
し
て
の
資
格
を
喪
失
し
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
宗
教
的
真
理
や
宗
教
的
実
在
の
複
数
性
な
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ

ま
た
そ
の
各
々
が
差
し
当
た
っ
て
客
観
的
に
真
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
宗
教
的
真
理
や
宗
教
的
実
在
の
客
観
性
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

彼
は
宗
教
的
実
在
そ
の
も
の
を
「
究
極
的
実
在
（
時
Φ
国
Φ
巴
雪
ω
凶
9
）
」
と
呼
ぶ
が
、
こ
こ
で
言
う
複
数
性
や
客
観
性
と
は
、
つ
ま
り
は
、

宗
教的
複
数
主
義
と
バ
ト
ナ
ム
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
実
在
論
（
小
倉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七



五
八

複数
の
宗
教
的
伝
統
に
お
い
て
、
こ
の
究
極
的
実
在
が
多
様
に
現
れ
、
複
数
の
宗
教
的
真
理
と
し
て
客
観
性
を
そ
れ
ぞ
れ
に
担
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ピ
ッ
ク
は
、
彼
の
批
判
的
実
在
論
に
お
い
て
は
、
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
真
理
や
実
在
と
区
別

さ
れ
た
真
理
や
実
在
そ
の
も
の
を
い
か
に
認
識
す
る
か
を
問
う
代
わ
り
に
、
い
か
に
し
て
〈
わ
れ
わ
れ
〉
に
認
識
さ
れ
た
真
理
や
実
在
を

よ
り
確
実
な
も
の
に
し
て
い
く
か
を
問
題
に
し
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
彼
は
、
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
真
理
や
実
在
を
超
え
た
真
理
や
実
在
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

のも
の
、
す
な
わ
ち
究
極
的
実
在
に
対
す
る
認
識
が
「
終
末
（
叶
げ
Φ
　
Φ
ω
O
］
ρ
四
け
O
】
P
）
」
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
と
し
、
こ
の
こ
と
が
、
〈
わ
れ

わ
れ
V
の
真
理
や
実
在
が
究
極
的
実
在
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
認
知
的
で
あ
る
こ
と
の
保
証
を
与
え
て
く
れ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
む
ソ

考え
る
の
で
あ
る
。

　そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
ピ
ッ
ク
の
宗
教
的
複
数
主
義
に
は
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
わ
れ
わ
れ
は
、
宗
教

的
真
理
や
宗
教
的
実
在
の
複
数
性
が
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
客
観
性
と
両
立
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
よ
う
と
し
て
、
そ
れ
に
適
合

す
る
メ
タ
理
論
を
探
し
求
め
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
そ
う
し
た
メ
タ
理
論
に
よ
っ
て
宗
教
的
複
数
主
義
が
抱
え
る
困
難
の
い
く
つ
か

を
解
決
す
る
糸
口
を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ピ
ッ
ク
の
宗
教
的
複
数
主
義
の
問
題
点
を
明
確
に
す
れ
ば
、

わ

れ
わ

れ
が
求め
て
い
る
メ
タ
理
論
の
満
た
す
べ
き
要
件
も
ま
た
明
確
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
ピ
ッ
ク
の
宗
教
的
複
数
主
義
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

ては
、
超
越
論
的
不
可
知
論
で
あ
る
、
真
理
に
関
し
て
事
実
的
真
理
と
神
話
的
真
理
の
二
分
法
を
主
張
し
て
い
る
、
〈
実
在
そ
れ
自
体
〉
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

いう
普
遍
的
イ
デ
ア
を
想
定
す
る
合
理
主
義
的
基
礎
づ
け
主
義
で
あ
る
、
匪
Φ
園
Φ
巴
と
い
う
一
元
論
の
仮
説
を
伴
っ
た
カ
ン
ト
的
二
元
論

　
　
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
け

であ
る
、
曖
昧
な
救
済
論
的
評
価
基
準
は
無
意
味
で
あ
る
、
神
話
の
非
認
知
的
機
能
を
重
視
し
す
ぎ
て
い
る
、
歴
史
・
事
実
性
に
対
し
て

実存
・
普
遍
性
を
優
越
さ
せ
る
ピ
ッ
ク
の
宗
教
理
解
は
イ
エ
ス
の
人
格
的
独
自
性
と
普
遍
的
規
範
性
に
も
と
つ
く
福
音
的
キ
リ
ス
ト
教
に

　
　
　
　
　
　
れ
　

は
該
当
し
な
い
、
イ
エ
ス
に
お
け
る
神
の
現
臨
は
、
ピ
ッ
ク
が
主
張
す
る
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
経
験
の
問
題
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
自



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ソ

身
の

主
張
であ
っ
て
、
そ
こ
に
は
終
末
論
的
な
最
終
性
が
含
ま
れ
る
と
い
っ
た
批
判
が
な
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
ピ
ッ
ク
を
誤

読し
た
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
こ
う
し
た
誤
読
を
誘
う
要
因
が
ピ
ッ
ク
の
宗
教
的
複
数
主
義
の
な
か
に
存
在
す
る
の
も
確

か

であ
り
、
実
は
そ
こ
に
彼
の
宗
教
的
複
数
主
義
の
問
題
点
が
露
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
二
つ
に
ま
と
め
ら
れ

る
。

　
究
極的
実
在
は
不
可
知
で
も
な
け
れ
ば
普
遍
的
イ
デ
ア
で
も
な
い
。
そ
れ
は
一
元
論
的
仮
説
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
が
物
自
体
を
要
請
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

た

の
と
似
て
、
あ
る
い
は
K
・
ポ
パ
ー
が
批
判
的
合
理
主
義
に
お
い
て
形
而
上
学
的
実
在
論
を
承
認
し
た
の
と
似
て
、
多
様
な
宗
教
的
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ふ
け

念を
、
救
済
論
的
な
い
し
倫
理
的
に
評
価
す
る
た
め
の
要
請
で
あ
る
。
し
か
し
、
究
極
的
実
在
が
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
だ
け

でな
く
、
ま
さ
に
実
在
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
応
答
し
よ
う
と
し
な
い
人
々
に
と
っ
て
さ
え
実
在
す
る
の
は
、
ピ
ッ
ク
が

こ
う
し
た
批
判
的
実
在
論
（
推
測
的
実
在
論
）
の
立
場
に
立
つ
か
ら
で
は
な
い
。
究
極
的
実
在
が
そ
う
し
た
信
仰
を
も
た
な
い
人
々
に
と
っ

て実
在
で
は
な
い
と
す
る
と
、
信
仰
を
も
つ
人
々
が
救
済
を
独
占
し
て
し
ま
う
が
、
こ
う
し
た
救
済
の
独
占
は
、
彼
が
多
く
の
宗
教
の
救

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま

済
論
のな
か
に
見
い
だ
す
万
人
救
済
論
と
矛
盾
す
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
に
、
究
極
的
実
在
を
そ
れ
に
対
し
て
応
答
す
る

人
々

から
独
立
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
は
、
宗
教
的
複
数
主
義
と
は
本
来
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
先
に
述
べ
た
終
末
論

的

検
証と
い
う
考
え
方
に
し
て
も
、
批
判
的
実
在
論
や
宗
教
的
複
数
主
義
と
両
立
す
る
よ
う
な
終
末
論
が
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

であ
る
の
か
に
つ
い
て
、
ピ
ッ
ク
は
何
一
つ
述
べ
て
い
な
い
。
要
す
る
に
、
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
真
理
や
実
在
と
は
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
真
理

や

実在
そ
の
も
の
を
、
批
判
的
実
在
論
の
よ
う
に
単
に
経
験
的
に
要
請
す
る
だ
け
で
は
満
足
で
き
な
い
ピ
ッ
ク
は
、
そ
れ
ち
ぷ
い
か
な
る

意味
で
真
理
そ
の
も
の
で
あ
り
実
在
そ
の
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
困
難
な
問
題
に
足
を
踏
み
入
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く

そ
れ
は
、
批
判
的
実
在
論
だ
け
で
は
概
念
相
対
主
義
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
脆
弱
で
あ
り
、
真
に
実
在
論
た
り
得
な
い
と
考
え
た
か
ら
な

宗
教
的
複
数
主
義
と
バ
ト
ナ
ム
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
実
在
論
（
小
倉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



六
〇

の

だ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
困
難
な
問
題
を
取
り
扱
う
た
め
の
適
切
な
戦
略
を
も
た
な
い
ま
ま
踏
み
込
ん
だ
の
は
軽
率
で
あ
っ
た
と
言
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
的
複
数
主
義
の
た
め
の
メ
タ
理
論
は
普
遍
的
救
済
論
、
す
な
わ
ち
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
真
理
や
実
在

と
は
区
別
さ
れ
る
、
そ
し
て
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
真
理
や
実
在
が
向
か
っ
て
い
る
は
ず
の
、
真
理
や
実
在
そ
の
も
の
を
ど
の
よ
う
に
し
て
構

成
す
る
の
か
を
、
形
式
的
に
で
あ
れ
説
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
何
ら
か
の
理
論
、
し
か
も
信
仰
者
か
ら
独
立
し
た
究
極
的
実
在
と
い
う
考

え
方
に
よ
っ
て
真
理
や
実
在
の
複
数
性
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
な
く
そ
う
す
る
こ
と
の
で
き
る
理
論
を
も
つ
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　第
二
に
、
ピ
ッ
ク
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
も
つ
事
実
性
、
中
心
性
、
唯
一
性
と
い
っ
た
も
の
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
キ

リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
そ
う
し
た
〈
出
来
事
〉
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
以
外
の
者
に
と
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま

て
さ
え
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
そ
う
し
た
〈
出
来
事
〉
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
究
極
的
実
在
は
要
請
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
そ
う
し
た

あ
り
方
で
客
観
的
に
現
象
す
る
も
の
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
〈
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
〉
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
以
外
の
者
に
と
っ
て
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の
な
か
で
そ
れ
に
付
与
さ
れ
た
教
義
ま
で
纏
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
決
し
て
『
イ
エ
ス
は
神
で
は
な
い
』
と

は
思
わ
な
い
が
、
『
イ
エ
ス
が
神
で
あ
る
』
と
は
、
イ
エ
ス
が
『
神
に
向
か
っ
て
極
限
ま
で
自
分
を
明
け
渡
し
た
人
間
』
で
あ
る
こ
と
を
意

味
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
彼
ら
な
り
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
も
つ
事
実
性
、
中
心
性
、
唯
一
性
を
自
由
に
再
解
釈
す
る
こ
と
が
許
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

れ
てよ
い
の
で
あ
る
。
ピ
ッ
ク
が
彼
の
キ
リ
ス
ト
論
に
お
い
て
主
張
し
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
こ
と
な
の
で
あ
り
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
論
の

問
題
に
は
、
宗
教
的
真
理
や
実
在
の
複
数
性
と
客
観
性
と
い
う
問
題
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
第
一
の
問
題
と
も
関
係
す
る
が
、
複
数
性
の

問
題
だ
け
な
ら
批
判
的
実
在
論
で
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
客
観
性
と
な
る
と
、
概
念
相
対
主
義
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
脆
弱
で
あ
る

ため
に
批
判
的
実
在
論
の
議
論
だ
け
で
は
難
し
い
。
し
か
も
宗
教
的
真
理
や
宗
教
的
実
在
と
な
る
と
、
客
観
性
の
議
論
は
ま
す
ま
す
困
難

に
な
る
。
「
イ
エ
ス
が
神
で
あ
る
」
と
い
う
信
念
の
客
観
性
を
宗
教
哲
学
、
宗
教
的
経
験
、
歴
史
的
証
言
に
も
と
つ
い
て
実
証
的
に
構
成
し



てし
ま
う
と
再
解
釈
の
余
地
が
な
く
な
る
し
、
か
と
い
っ
て
そ
の
余
地
を
残
そ
う
と
し
て
実
存
哲
学
に
依
拠
し
た
り
、
経
験
や
歴
史
と
い

う
概
念
を
実
存
的
な
意
味
で
用
い
る
な
ら
、
そ
れ
は
結
局
は
相
対
主
義
へ
の
道
を
開
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
宗
教
的
複
数
主
義
の
た
め
の
メ
タ
理
論
は
複
数
性
と
客
観
性
を
い
か
に
取
り
扱
う
か
に
関
し
て
十
分
に
強
力
な
戦
略
を
有
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

三
　
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
実
在
論

　
複
数性
と
客
観
性
の
両
方
を
取
り
扱
え
て
、
し
か
も
普
遍
的
救
済
論
を
も
つ
よ
う
な
う
ま
い
メ
タ
理
論
が
は
た
し
て
あ
る
だ
ろ
う
か
。

幸
い
に
し
て
、
形
而
上
学
的
実
在
論
か
ら
、
そ
れ
を
鋭
く
批
判
す
る
別
種
の
実
在
論
に
転
向
し
た
ヒ
ラ
リ
ー
・
バ
ト
ナ
ム
（
一
九
二
六
1
）

が
提
唱
する
内
的
実
在
論
（
幽
b
h
Φ
H
昌
四
一
『
Φ
曽
一
同
ω
圏
P
）
、
な
い
し
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
実
在
論
は
、
ま
さ
に
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
要
求
に
応
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
タ

てく
れ
る
メ
タ
理
論
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
そ
の
概
略
を
説
明
し
、
次
章
で
は
そ
れ
を
信
仰
に
応
用
し
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
特
殊

な
問
題
が
現
れ
、
そ
れ
ら
は
い
か
に
し
て
解
決
さ
れ
る
の
か
と
い
う
第
二
の
課
題
を
手
短
に
議
論
し
た
い
。

　語
が
指
し
示
す
外
的
対
象
が
何
ら
か
の
方
法
で
一
義
的
に
確
定
で
き
る
と
す
る
考
え
方
を
、
バ
ト
ナ
ム
は
一
般
に
、
形
而
上
学
的
実
在

論
と
呼
ぶ
。
形
而
上
学
的
実
在
論
に
お
い
て
は
、
世
界
は
精
神
か
ら
独
立
し
た
何
ら
か
の
確
定
し
た
全
体
か
ら
な
る
と
考
え
ら
れ
、
「
世
界

のあ
り
方
」
に
は
厳
密
に
た
だ
一
つ
の
真
で
あ
り
か
つ
完
全
な
記
述
が
存
在
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
真
理
は
語
な
い
し
思
考
記
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ソ

（
昌
〇
二
触
四
げ
け
ー
ω
団
管
ω
）
と
外
的
事
物
や
事
物
の
集
合
と
の
何
ら
か
の
対
応
関
係
を
必
然
的
に
伴
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
彼
が
推
奨
し

よ
う
と
す
る
内
的
実
在
論
で
は
「
世
界
が
ど
の
よ
う
な
対
象
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
？
」
と
い
う
問
い
が
意
味
を
な
す
の
は
、
理
論

宗
教的
複
数
主
義
と
バ
ト
ナ
ム
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
実
在
論
（
小
倉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



六
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

な
い
し
記
述
の
内
部
で
そ
れ
を
問
う
場
合
だ
け
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
い
に
対
す
る
バ
ト
ナ
ム
の
答
え
は
一
見
驚
く
ほ
ど
単

純
で
あ
る
。
バ
ト
ナ
ム
は
言
う
「
実
の
と
こ
ろ
、
ど
ん
な
語
に
つ
い
て
も
、
そ
の
語
が
属
す
る
言
語
の
内
部
に
お
い
て
何
を
指
示
し
て
い

る
の
か
を
述
べ
る
こ
と
は
、
そ
の
語
そ
れ
自
身
を
用
い
れ
ば
自
明
で
あ
る
。
『
ウ
サ
ギ
』
は
何
を
指
示
し
て
い
る
？
　
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

と
が
問
題
な
の
か
。
も
ち
ろ
ん
ウ
サ
ギ
を
だ
！
」
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
タ
ル
ス
キ
流
の
引
用
解
除
（
感
ω
ρ
信
o
富
鉱
o
ロ
）
は
、
そ
れ
が
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

よ
う
な
合
理
性
に
も
と
つ
い
て
受
容
な
い
し
は
主
張
さ
れ
て
い
る
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
限
り
空
虚
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

は
理
論
的
制
約
条
件
と
操
作
的
制
約
条
件
に
も
と
つ
く
理
論
の
合
理
的
受
容
可
能
性
に
つ
い
て
さ
ら
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
　

　
理
論的
制
約
条
件
（
凸
」
P
Φ
O
同
Φ
け
同
O
国
一
　
〇
〇
5
ω
け
同
餌
凶
b
け
）
と
は
、
例
え
ば
、
「
水
」
と
は
＝
気
圧
で
は
摂
氏
零
度
か
ら
摂
氏
一
〇
〇
度
の
あ
い

だ

で
無
色
透
明
の

液体
と
し
て
存
在
す
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
の
密
度
は
一
立
方
セ
ン
チ
あ
た
り
一
グ
ラ
ム
で
あ
る
」
な
ど
と
規
定
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
と
で
あ
る
。
理
論
の
改
訂
ま
で
考
慮
す
る
と
、
理
論
的
制
約
条
件
が
語
の
指
示
対
象
を
理
論
の
外
部
に
確
定
す
る
と
い
う
よ
く
あ
る
見

解
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
理
論
的
制
約
条
件
は
真
理
や
実
在
の
複
数
性
と
両
立
す
る
。
最
も
一
般
的
な
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

では
、
理
論
的
制
約
条
件
と
は
、
自
然
法
則
と
人
間
の
経
験
が
複
合
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
的
合
理
性
に
他
な
ら
な
い
。
自
然
法
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
　

は
人
間
か
ら
独
立
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
「
決
定
」
も
し
く
は
「
規
約
」
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
い
て
決

し
て
恣
意
的
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
現
象
の
説
明
に
成
功
す
る
か
否
か
、
他
の
自
然
法
則
と
整
合
的
か
、
法
則
全
体
と
し
て
知

解
可
能
で
明
確
な
理
論
を
構
成
す
る
か
な
ど
と
い
っ
た
テ
ス
ト
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
自
然
法
則
や
理
論

のな
か
で
は
人
間
の
経
験
と
密
着
し
た
語
が
原
子
語
（
そ
れ
以
上
分
析
で
き
な
い
文
の
基
本
要
素
）
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
水
」

と
い
う
理
論
語
の
規
定
の
な
か
に
は
、
「
温
度
計
の
目
盛
り
が
摂
氏
零
度
を
示
す
」
な
ど
と
い
う
人
間
の
経
験
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
、
人
間
の
経
験
が
編
み
込
ま
れ
た
合
理
的
な
自
然
法
則
が
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
語
の
内
包
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
右



の例
で
は
「
水
」
に
関
す
る
自
然
法
則
が
「
水
」
の
内
包
を
規
定
し
て
い
る
）
、
人
間
の
経
験
が
秩
序
づ
け
ら
れ
、
ま
た
逆
に
そ
れ
に
よ
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
は
世
界
を
知
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
リ

　
操
作的
制
約
条
件
（
8
Φ
田
口
8
巴
0
8
ω
曽
鋤
貯
叶
）
と
は
、
現
実
に
記
録
さ
れ
た
り
観
察
さ
れ
た
り
す
る
で
あ
ろ
う
事
実
の
全
体
を
意
味
す

る
。
例
え
ば
「
水
」
と
は
「
こ
の
水
道
栓
を
捻
っ
た
と
き
出
て
く
る
も
の
」
で
あ
っ
た
り
、
「
あ
の
容
器
の
な
か
に
あ
る
無
色
透
明
の
液
体
」

であ
っ
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
は
何
ら
か
の
理
論
的
背
景
を
も
つ
観
察
者
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
り
思
わ
れ
た
り
し
た
文
で
あ
り
、
理
論
的

制約
条
件
の
よ
う
に
顕
に
理
論
的
な
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
操
作
的
制
約
条
件
で
は
理
論
的
語
彙
は
極
力
用
い
ら
れ
ず
、
専
ら

観
察
語
彙
の

み

が用
い
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
わ
れ
わ
れ
が
心
的
状
態
（
昌
P
①
昌
け
9
一
ω
け
9
げ
Φ
）
に
即
し
て
用
い
て
い
る
ど
ん
な
語
に
つ
い
て
も
、

そ
の
心
的
状
態
が
そ
の
語
の
外
延
を
確
定
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
、
操
作
的
制
約
条
件
が
語
の
指
示
対
象
を
観
察
者
の
外
部
に
確
定

す
る
と
い
う
よ
く
あ
る
見
解
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
操
作
的
制
約
条
件
も
真
理
や
実
在
の
複
数
性
と
両
立
す

る
。
最
も
一
般
的
な
意
味
で
は
、
操
作
的
制
約
条
件
と
は
、
観
察
と
い
う
理
論
的
背
景
を
も
つ
行
為
が
事
実
（
理
論
の
指
示
対
象
）
を
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ソ

成
す
る
と
い
う
事
態
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
人
間
的
経
験
に
他
な
ら
な
い
。
観
察
と
は
観
察
者
が
世
界
に
対
し
て
働
き
か
け
る
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ソ

であ
り
、
世
界
を
モ
デ
ル
に
し
た
が
っ
て
切
り
分
け
、
そ
う
や
っ
て
切
り
分
け
ら
れ
た
世
界
と
モ
デ
ル
を
同
一
視
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

も
ち
ろ
ん
世
界
は
た
だ
受
動
的
に
切
り
分
け
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
と
き
に
は
そ
れ
に
あ
ら
が
い
、
逆
に
モ
デ
ル
を
制
約
し
、
そ
れ
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ

て

理
論を
制
約
し
も
す
る
。
バ
ト
ナ
ム
は
こ
う
し
た
制
約
の
こ
と
を
「
経
験
的
イ
ン
プ
ッ
ト
（
Φ
巻
巴
①
邑
巴
圃
弓
暮
ω
）
」
と
呼
ん
で
い
る
。

理
論
的
制
約条
件
が
世
界
を
知
解
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
操
作
的
制
約
条
件
は
世
界
に
つ
い
て
経
験
す
る
た
め
の
も

の

であ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　さ
て
、
「
『
水
』
は
何
を
指
示
し
て
い
る
？
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
「
水
で
あ
る
」
と
引
用
解
除
で
答
え
る
場
合
、
そ
の
背
後
に
は
こ

宗
教的
複
数
主
義
と
バ
ト
ナ
ム
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
実
在
論
（
小
倉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三



六
四

う
し
た
二
つ
の
制
約
条
件
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
ず
理
論
的
制
約
条
件
が
「
水
」
を
個
体
領
域
に
も
つ
モ
デ
ル
を
形
成
し
、
『
水
』

が

「水
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
つ
い
で
操
作
的
制
約
条
件
が
そ
の
モ
デ
ル
に
し
た
が
っ
て
世
界
を
切
り
分
け
、
水
と
い
う
実
在
が
形
成

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
真
理
や
実
在
の
複
数
性
は
二
つ
の
制
約
条
件
が
事
実
や
実
在
を
一
義
的
に
確
定
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て

おり
、
こ
れ
に
対
し
て
、
操
作
的
制
約
条
件
が
世
界
を
切
り
分
け
、
事
実
や
実
在
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
理
や
実
在
の
認
知
性

が
保
証さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
認
知
性
が
客
観
性
で
も
あ
る
こ
と
を
示
す
に
は
、
さ
ら
に
理
論
の
「
合
理
的
受
容
可
能

性

（
話
口
8
巴
9
0
0
8
富
げ
宗
け
網
）
」
と
「
人
間
的
合
理
性
」
に
つ
い
て
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

　あ
る
理
論
が
合
理
的
に
受
容
可
能
で
あ
る
と
は
、
そ
の
理
論
が
、
操
作
的
制
約
条
件
と
理
論
的
制
約
条
件
を
と
も
に
満
た
す
よ
う
に
改

訂
、
淘
汰
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
合
理
的
に
受
容
可
能
な
理
論
に
お
い
て
は
、
そ
の
理
論
に
対
す
る
ど
の
よ
う
な
異
議

申
し
立
て
も
、
そ
れ
が
合
理
的
に
な
さ
れ
る
限
り
は
制
約
条
件
に
算
入
で
き
、
理
論
の
合
理
的
受
容
可
能
性
と
い
う
枠
組
み
そ
の
も
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

脅
威
に
さ
ら
す
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
真
理
や
実
在
の
認
知
性
が
維
持
さ
れ
る
。
こ
れ
は
認
知
性
が
理
論
の
外
部
か
ら
の
合
理
的

批判
に
も
答
え
う
る
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
し
か
も
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
真
理
や
実
在
の
客
観
性
は
複
数
性
と
両
立
す

る
の
で
あ
る
。

　
だが
、
こ
の
よ
う
な
合
理
性
に
も
と
つ
く
客
観
性
に
対
し
て
は
、
理
論
の
合
理
的
受
容
可
能
性
と
い
う
枠
組
み
そ
の
も
の
が
、
結
局
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ハ
　

と
こ
ろ
〈
わ
れ
わ
れ
の
〉
合
理
性
に
も
と
つ
い
た
も
の
で
し
か
な
い
、
と
い
う
文
化
相
対
主
義
か
ら
の
批
判
が
可
能
で
あ
る
。
実
際
、
理

論
的制
約
条
件
や
操
作
的
制
約
条
件
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
合
理
性
に
関
す
る
評
価
基
準
や
経
験
が
正
し
く
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
評

価
基準
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
評
価
基
準
が
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
価
値
意
識
に
も
と
つ
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
そ
の
限
り
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま

て
、
こ
の
よ
う
な
批
判
の
有
効
性
は
疑
う
余
地
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
バ
ト
ナ
ム
は
こ
う
し
た
評
価
基
準
を
、
「
人
間
の
認
識
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

豊饒
（
h
δ
霞
圃
ω
匡
ロ
o
q
）
」
と
い
う
よ
り
広
い
概
念
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
文
化
相
対
主
義
に
対
抗
す
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
こ
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぜ

た
批
判
の
根
拠
で
あ
る
事
実
と
価
値
の
分
離
不
可
能
性
を
逆
手
に
と
っ
て
、
人
間
の
認
識
の
豊
饒
や
、
さ
ら
に
は
人
間
の
豊
饒
と
い
っ
た

評
価
基準
は
、
単
に
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
合
理
性
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
事
実
と
価
値
が
絡
ま
り
合
っ
た
人
間
的
合
理
性
に
内
在
す
る
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

化さ
れ
な
い
規
範
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
理
論
も
そ
う
し
た
合
理
性
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
理
論
を
受
容
／
批
判
す
る
合
理
性
を
人
間
的
合
理
性
と
し
て
捉
え
直
す
な
ら
、
そ
う
し
た
合
理
性
に
も
と
つ
く
理
論
の
受
容
は
客

観的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
真
理
や
実
在
も
客
観
的
な
の
で
あ
る
。

　し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
客
観
性
に
対
し
て
な
お
も
、
〈
わ
れ
わ
れ
V
の
真
理
や
実
在
は
所
詮
現
時
点
の
も
の
で
し
か
な
い
、
と
い
う
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぜ

種
の
概
念
相
対
主
義
か
ら
の
批
判
が
可
能
で
あ
る
。
〈
わ
れ
わ
れ
V
の
真
理
や
実
在
が
単
に
く
わ
れ
わ
れ
V
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で

な
く
、
不
変
の
真
理
や
実
在
と
一
致
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
に
は
、
合
理
的
受
容
可
能
性
を
さ
ら
に
「
理
想
化
」
す
る

必
要
があ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
人
間
的
合
理
性
」
は
そ
れ
自
体
が
発
展
す
る
も
の
な
の
で
、
複
数
の
理
論
の
間
に
歴
史
的
連
関
が
あ
る
場

合
に
こ
う
し
た
批
判
に
答
え
る
に
は
、
理
論
の
発
展
の
極
限
と
し
て
の
「
理
想
化
」
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
不変
の
真
理
や
実
在
、
す
な
わ
ち
真
理
や
実
在
そ
の
も
の
を
得
る
「
理
想
化
」
と
い
う
手
続
き
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず

わ

れわ
れ
は
、
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
理
論
が
、
改
訂
さ
れ
淘
汰
さ
れ
て
い
く
先
に
、
あ
る
極
限
を
も
つ
と
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
が
合
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

的
受
容
可
能
性
の
「
理
想
化
（
凶
畠
Φ
m
F
財
N
9
叶
同
O
昌
）
」
と
呼
ば
れ
る
前
提
で
あ
る
。
こ
う
し
て
得
ら
れ
る
理
想
的
な
理
論
は
、
理
想
化
と
い
う
前

提
に
よ
っ
て
無
矛
盾
で
あ
る
の
で
（
矛
盾
を
含
む
よ
う
な
理
論
は
改
訂
さ
れ
る
か
淘
汰
さ
れ
る
か
し
て
破
棄
さ
れ
て
し
ま
う
）
、
少
な
く
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

も
一
つ
の
モ
デ
ル
を
も
つ
。
し
か
も
理
想
的
な
理
論
は
操
作
的
制
約
条
件
と
両
立
す
る
の
で
、
こ
の
モ
デ
ル
の
す
べ
て
の
要
素
と
、
操
作

的
制
約
条
件
に
も
と
つ
い
て
切
り
分
け
ら
れ
た
世
界
の
実
在
が
一
対
一
に
対
応
し
、
理
想
化
と
い
う
前
提
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
実
在
は
も

宗
教的
複
数
主
義
と
バ
ト
ナ
ム
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
実
在
論
（
小
倉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



六
六

は
や
変
化
す
る
こ
と
が
な
い
。
こ
う
し
て
、
不
変
の
真
理
や
実
在
、
す
な
わ
ち
真
理
や
実
在
そ
の
も
の
が
得
ら
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
概
念

相
対
主
義
者も
理
想
化
と
い
う
前
提
さ
え
受
け
入
れ
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
る
真
理
や
実
在
そ
の
も
の
を
認
め
ざ
る
を
え
な

い
。
し
か
し
、
は
た
し
て
彼
ら
は
理
想
化
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
前
提
そ
れ
自
体
を
受
け
入
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
よ
う
な
前
提
を

受け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
人
間
的
合
理
性
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
理
想
化
と

は
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
真
理
や
実
在
と
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
真
理
や
実
在
そ
の
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
前
提
に
他
な
ら
な
い
の
だ
が
、
こ

の
よ
う
な
区
別
が
人
間
の
認
識
の
発
展
に
お
い
て
果
た
し
て
き
た
役
割
を
考
え
る
な
ら
、
こ
の
前
提
も
ま
た
人
間
の
認
識
の
豊
饒
の
一
部

であ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
真
理
や
実
在
そ
の
も
の
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
必
須
と
な
る
こ
の
前
提
は

歴
史
的

変
化を
被
ら
な
い
も
の
な
の
で
、
人
間
的
合
理
性
に
も
と
つ
い
て
受
容
さ
れ
た
理
論
に
お
い
て
は
、
真
理
や
実
在
そ
の
も
の
も
客

観
的

であ
る
こ
と
が
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　さ
ら
に
、
こ
の
客
観
性
は
複
数
性
と
両
立
す
る
。
合
理
的
に
受
容
可
能
で
あ
る
よ
う
な
理
論
の
真
理
や
実
在
は
、
そ
う
し
た
理
論
が
い

か
に

改
訂を
重
ね
ら
れ
、
ま
た
幾
多
の
淘
汰
を
く
ぐ
り
抜
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
理
論
の
外
部
に
対
象
を
確
定
す
る
こ
と
は
な
く
、

し
た
が
っ
て
、
ど
の
時
点
に
お
い
て
も
、
世
界
に
対
し
て
合
理
的
に
受
容
可
能
で
あ
る
よ
う
な
複
数
の
理
論
が
存
在
し
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

え
、
そ
う
し
た
複
数
の
理
論
の
理
想
化
も
複
数
存
在
し
て
、
真
理
や
実
在
そ
の
も
の
も
、
あ
く
ま
で
複
数
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の

議
論
から
、
バ
ト
ナ
ム
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
実
在
論
は
複
数
性
と
客
観
性
を
取
り
扱
う
た
め
の
十
分
強
力
な
戦
略
「
合
理

的
受
容
可能
性
」
と
「
人
間
的
合
理
性
」
を
有
し
、
し
か
も
普
遍
的
救
済
論
に
相
当
す
る
「
理
想
化
」
と
い
う
方
法
論
を
も
つ
こ
と
が
示

さ
れ
た
。



四

　
宗
教
的
複
数
主義
へ
の
適
用

　前
章
の
一
般
的
議
論
に
引
き
続
い
て
、
以
下
で
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
実
在
論
を
宗
教
的
複
数
主
義
に
適
用
す
る
際
の
問
題
点
を
考

察し
た
い
。

　

e
　
宗
教
的
信
念
に
対
す
る
制
約
条
件
と
信
仰
の
合
理
的
受
容
可
能
性

　ま
ず
宗
教
的
信
念
に
関
し
て
、
操
作
的
制
約
条
件
と
は
、
宗
教
的
伝
統
が
培
っ
て
き
た
宗
教
的
経
験
に
関
す
る
諸
命
題
で
あ
る
。
そ
れ

ら
は
一
次
的
な
経
験
の
層
と
、
そ
の
経
験
を
象
徴
的
言
語
で
記
述
す
る
二
次
的
な
解
釈
の
層
を
有
し
て
い
る
。
宗
教
以
外
の
理
論
に
お
い

ても
こ
う
し
た
二
重
性
は
存
在
す
る
が
、
宗
教
的
経
験
の
よ
う
に
言
語
化
の
困
難
が
明
確
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
り
、
信
仰
に
お

け
る
特
殊
性
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
一
次
的
な
経
験
の
層
が
何
で
あ
れ
実
在
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
な

さ
れ
る
限
り
は
、
つ
ま
り
宗
教
的
信
念
の
認
知
性
が
承
認
さ
れ
る
限
り
は
、
こ
の
特
殊
性
は
操
作
的
制
約
条
件
の
機
能
に
と
く
に
問
題
を

引
き
起
こ
す
こ
と
は
な
い
。

　
理
論的
制
約
条
件
の
方
は
、
宗
教
的
信
念
の
機
能
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
科
学
理
論
の
機
能
が
現
象
の
説
明
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

因
と
結
果
の
対
応
、
理
論
の
内
的
整
合
性
や
機
能
的
単
純
さ
と
い
っ
た
理
論
的
制
約
条
件
が
生
じ
て
き
た
よ
う
に
、
宗
教
的
信
念
の
機
能

は
人
間
の
救
済
／
解
脱
に
あ
る
。
ま
た
、
科
学
理
論
に
よ
る
説
明
が
因
果
関
係
や
意
図
に
も
と
つ
く
説
明
と
い
う
対
応
物
を
日
常
生
活
世

界
に
も
つ
よ
う
に
、
救
済
／
解
脱
も
「
癒
し
」
や
、
あ
る
い
は
ピ
ッ
ク
が
「
聖
人
性
」
と
呼
ぶ
よ
う
な
人
間
的
性
質
を
対
応
物
と
し
て
日

常
生
活
世
界
に
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
救
済
／
解
脱
が
科
学
理
論
に
よ
る
説
明
と
比
べ
て
理
論
的
制
約
条
件
の
機
能
に
支
障
を
き

た

すほ
ど
特
殊
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。

宗
教的
複
数
主
義
と
バ
ト
ナ
ム
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
実
在
論
（
小
倉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
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六
八

　
以
上
から
、
宗
教
的
実
在
の
経
験
に
関
す
る
操
作
的
制
約
条
件
と
救
済
／
解
脱
の
実
効
性
に
関
す
る
理
論
的
制
約
条
件
が
、
理
論
一
般

の

場合
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
信
仰
の
合
理
的
受
容
可
能
性
を
構
成
す
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
⇔　
人
間
的
合
理
性
に
も
と
つ
く
信
仰
の
評
価

　
理
論
の

合
理的
受
容
可
能
性
は
、
最
終
的
に
は
「
豊
饒
」
と
い
う
制
度
化
さ
れ
な
い
曖
昧
な
規
範
に
よ
っ
て
し
か
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
。

信
仰
に

つ
い
ても
そ
れ
は
同
じ
で
あ
り
、
救
済
／
解
脱
に
関
わ
る
評
価
は
、
最
終
的
に
は
「
人
聞
の
宗
教
的
変
革
」
と
い
う
曖
昧
な
規
範

に
も
と
つ
い
て
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
実
在
論
の
立
場
を
と
る
限
り
不
可
避
で
あ
っ
て
、
明
確
な
評
価
基
準
を
作
り

上げ
る
こ
と
は
あ
る
一
つ
の
理
論
な
り
信
仰
な
り
を
特
権
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
ま
た
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
実
在
論
で
は
宗
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
ね

的
真
理
や
宗
教
的
実
在
が
複
数
存
在
す
る
が
、
そ
の
各
々
が
客
観
的
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
複
数
性
は
人
間
的
合
理
性
（
人
間
の
宗
教
的

変革
）
に
も
と
つ
い
て
信
仰
を
評
価
す
る
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
。

　
⇔
　合
理
的
受
容
可
能
性
の
理
想
化

　
信仰
に
関
し
て
最
後
に
問
題
と
な
る
の
は
、
前
章
の
「
理
想
化
」
で
述
べ
た
よ
う
な
理
論
の
無
矛
盾
性
が
い
か
に
し
て
達
成
さ
れ
る
の

かと
い
う
点
で
あ
る
。
人
が
神
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
、
生
死
が
即
ち
浬
葉
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
を
い
か
に
し
て
解
消
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
こ
の
世
に
お
い
て
は
解
消
さ
れ
よ
う
が
な
い
矛
盾
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
、
再
臨
の
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
、
あ

る
い
は
至
福
直
観
の
う
ち
に
達
成
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
解
脱
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
矛
盾

では
な
く
逆
説
で
あ
る
と
言
う
べ
き
な
の
だ
。
確
か
に
理
論
一
般
に
お
い
て
矛
盾
は
解
消
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
物
理
的
、
道
徳
的
事
実

に

つ
い

て

矛盾
が
生
じ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
逆
説
は
解
消
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
い

か
に

善を
な
そ
う
と
努
め
て
も
結
局
人
は
悪
を
な
す
こ
と
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
し
、
ど
ん
な
幸
福
も
最
後
は
苦
し
み
と
な
っ
て
終
わ
る
。



信仰
が
こ
う
し
た
人
間
の
現
実
の
あ
り
方
（
逆
境
）
に
応
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、
信
仰
は
そ
の
核
に
逆
説
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
逆
境
が
実
在
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
は
そ
れ
を
受
け
止
め
て
、
そ
の
な
か
に
逆
説
を
含
む
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
仰
に
お
い
て

理
想化
と
は
逆
説
の
解
消
で
は
な
く
、
教
理
や
教
典
の
な
か
に
あ
る
矛
盾
、
例
え
ば
そ
れ
ら
が
救
済
の
独
占
と
普
遍
性
を
と
も
に
主
張
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

て

いる
と
い
う
矛
盾
の
解
消
な
の
で
あ
る
。

　
以上
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
実
在
論
の
適
用
範
囲
を
認
知
的
理
論
一
般
か
ら
信
仰
へ
と
拡
大
す
る
際
に
障
害
と
な
る
で
あ
ろ
う
三
つ

の問
題
点
を
論
じ
た
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
肯
定
的
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
的
真
理
や
宗
教
的
実
在
は

複
数
存
在
する
が
、
そ
の
ど
れ
も
が
客
観
的
で
あ
る
と
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、
ピ
ッ
ク
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
宗
教
的
複
数

主
義を
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
実
在
論
に
も
と
つ
い
て
再
構
成
す
る
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
の
手
許
に
あ
る
一
つ
の
希
望
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
註

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
儒
教
、
神
道
、
自
然
宗
教
と
い
っ
た
も
の
は
含
ま
れ
な
い
。
も
っ
と

（1
）
宗
教
一
般
を
「
家
族
的
類
似
性
」
に
よ
っ
て
広
義
に
、
そ
し
て
非
　
　
　
　
も
、
こ
う
し
た
「
小
さ
な
宗
教
」
も
セ
ク
ト
に
よ
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

　

本
質
的
に

捉え
る
と
、
こ
う
し
た
宗
教
に
は
い
わ
ゆ
る
世
界
宗
教
、
　
　
　
　
　
化
し
て
普
遍
妥
当
性
や
普
遍
救
済
を
主
張
す
る
場
合
が
あ
り
、
一
概

　
　
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
、
仏
教
と
い
っ
た
も
の
の
他
に
、
共
産
　
　
　
　
　
に
は
言
え
な
い
の
だ
が
。
本
稿
で
は
「
宗
教
」
は
狭
義
に
世
界
宗
教

　

主
義
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
H
o
げ
口
　
　
　
　
で
あ
る
と
す
る
。

　
国
♂

F
ぎ
H
暮
Φ
壱
お
＄
け
圃
o
口
o
暁
国
亀
α
q
δ
目
口
q
ヨ
雪
閃
Φ
招
o
ロ
ω
①
ω
　
　
（
2
）
　
「
対
象
」
と
は
何
で
あ
る
か
は
こ
こ
で
は
ま
だ
曖
昧
な
ま
ま
残
さ
れ

　
卿
8
些
Φ
目
冨
昌
ω
o
Φ
口
α
Φ
艮
［
略
号
H
円
］
（
累
Φ
≦
国
餌
く
Φ
員
嶋
巴
Φ
q
巳
く
’
　
　
　
　
る
。

　甲
霧
ρ
H
O
。
。
O
）
も
や
ω
－
㎝
゜
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
普
遍
妥
当
性
や
普
遍
　
　
　
（
3
）
　
メ
タ
理
論
を
探
求
す
る
わ
れ
わ
れ
と
区
別
す
る
た
め
に
、
あ
る
特

　

救
済を
主
張
し
な
い
よ
う
な
民
族
宗
教
、
例
え
ば
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
　
　
　
　
定
の
理
論
を
支
持
す
る
わ
れ
わ
れ
を
〈
わ
れ
わ
れ
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に

宗
教
的
複
数
主
義
と
バ
ト
ナ
ム
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
実
在
論
（
小
倉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
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七
〇

　
　
　
　
する
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
こ
と
を
承
認
す
る
と
い
う
覧
口
同
巴
δ
日
本
来
の
意
味
を
表
現
す
る

　
　
（4
）
　
ど
の
よ
う
な
観
点
が
〈
正
気
〉
で
あ
る
か
も
こ
こ
で
は
ま
だ
曖
昧
　
　
　
　
　
訳
語
と
し
て
は
「
複
数
主
義
」
の
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
な
ま
ま
残
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
〈
正
気
〉
な
の
は
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
観
　
　
（
7
）
　
q
o
巨
出
け
屏
碧
α
勺
餌
巳
円
穿
回
洋
Φ
お
Φ
山
9
日
げ
Φ
竃
善
o
鴎

　
　
　
　点
か
ら
見
た
と
き
だ
け
で
は
な
く
、
何
で
あ
れ
よ
り
一
般
的
な
観
点
　
　
　
　
O
耳
馨
冨
昌
d
巳
ρ
ロ
Φ
器
ω
ω
”
目
o
≦
費
住
”
コ
嘆
巴
幽
ω
瓜
o
↓
げ
Φ
o
δ
尊
o
団

　
　
　
　
から
見
た
と
き
に
も
、
〈
正
気
〉
で
あ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
園
亀
o
q
δ
ロ
（
竃
費
旨
昌
o
印
乞
Φ
芝
団
o
蒔
“
9
ぼ
ω
b
d
o
o
犀
ω
弘
㊤
゜
。
『
）
も
P

　
　
　
　
〈
正気
V
は
後
で
「
合
理
性
」
と
し
て
議
論
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冥
鎖
鉾

　
　

（5
）
　
真
理
の
対
応
説
は
前
提
さ
れ
ず
、
言
明
や
信
念
が
「
対
象
と
一
致
　
　
　
（
8
）
　
批
判
的
実
在
論
と
は
一
般
に
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
、
つ

　
　
　
　
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
こ
こ
で
は
ま
だ
特
定
　
　
　
　
ま
り
物
自
体
や
感
性
の
純
粋
形
式
な
ど
と
い
っ
た
超
越
論
的
要
請
を

　
　
　
　
でき
な
い
。
こ
こ
で
「
理
論
」
は
科
学
理
論
の
み
な
ら
ず
、
道
徳
規
　
　
　
　
伴
う
経
験
的
実
在
論
か
ら
そ
う
し
た
認
識
論
的
道
具
立
て
を
取
り
除

　
　
　
　範
、
社
会
政
策
な
ど
を
包
括
す
る
広
い
概
念
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
　
　
　
　
い
て
、
そ
の
代
わ
り
に
何
ら
か
の
科
学
論
を
用
い
て
認
識
論
を
構
成

　
　
　
　
せよ
理
論
と
は
、
そ
の
対
象
と
一
致
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
で
あ
っ
　
　
　
　
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
物
自
体
と
い
う
要
請
は
観
察
の
理
論
負
荷

　
　
　
　
たり
正
し
か
っ
た
り
す
る
言
明
が
相
互
に
関
係
し
合
っ
て
構
成
さ
れ
　
　
　
　
性
と
そ
れ
に
よ
る
理
論
の
可
謬
性
で
も
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
。
ど

　
　
　
　
たも
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
言
明
は
理
論
の
内
部
に
あ
っ
　
　
　
　
の
よ
う
な
科
学
論
を
採
用
す
る
か
に
よ
っ
て
、
批
判
的
実
在
論
は
さ

　
　
　
　
て

初め
て
そ
の
対
象
と
一
致
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
　
　
　
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
分
か
れ
る
。
ピ
ッ
ク
の
立
場
に
つ
い
て

　
　
　
　
こ
こ
に
は
真
理
の
整
合
説
や
合
意
説
と
い
う
考
え
が
含
ま
れ
て
い
る
　
　
　
　
は
H
困
も
P
H
置
為
α
を
見
よ
。

　
　
　
　が
、
そ
の
一
方
で
対
応
説
も
排
除
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
　
　
　
（
9
）
　
ピ
ッ
ク
は
科
学
論
と
し
て
、
「
合
理
的
疑
い
の
除
去
」
と
い
う
検
証

　
　
　
　治
、
特
に
宗
教
的
理
論
を
信
仰
、
宗
教
的
言
明
を
信
念
と
呼
ぶ
が
、
　
　
　
　
　
主
義
の
立
場
を
と
る
（
同
図
も
゜
ミ
゜
。
）
。
こ
れ
は
批
判
的
実
在
論
を
神
学

　
　
　
　
何ら
か
の
質
的
差
異
が
前
提
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
に
応
用
し
て
い
る
他
の
論
者
、
例
え
ば
ー
・
バ
ー
ヴ
ァ
i
、
A
・
ピ
ー

・
　
　
（
6
）
宗
教
的
複
数
主
義
（
邑
圃
ゆ
q
ご
臣
覧
貫
巴
δ
日
）
は
し
ば
し
ば
宗
教
多
　
　
　
　
コ
ッ
ク
、
K
・
フ
ァ
ン
・
ク
ー
テ
ン
・
ニ
ィ
ー
ケ
ル
ク
に
は
見
ら
れ

　
　
　
　

元
主義
と
訳
さ
れ
る
。
し
か
し
、
「
多
元
」
と
は
一
般
に
基
本
的
構
成
　
　
　
　
な
い
特
徴
で
あ
る
。
ピ
ッ
ク
の
実
在
論
は
K
・
ポ
パ
ー
の
よ
う
な
批

　
　
　
　
要素
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
、
覧
負
巴
δ
日
の
訳
　
　
　
　
判
的
合
理
主
義
に
近
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
J
・
ウ
ォ
ー
ラ
ル
は

　
　
　
　語
と
し
て
「
多
元
主
義
」
は
不
適
切
で
あ
る
。
耳
慣
れ
な
い
術
語
で
　
　
　
　
　
こ
う
し
た
実
在
論
を
批
判
的
実
在
論
と
は
呼
ば
ず
に
推
測
的
実
在
論

　
　
　
　
はあ
る
が
、
複
数
存
在
す
る
真
理
や
実
在
が
競
合
し
な
が
ら
並
存
す
　
　
　
　
（
o
o
且
Φ
9
ロ
鑓
汀
Φ
巴
凶
ω
ヨ
）
と
呼
ん
で
い
る
。
検
証
主
義
を
と
る
論
者



　
　と
し
て
は
他
に
W
・
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
や
J
・
ポ
ー
キ
ン
グ
ホ
ー
ン
が
　
　
（
1
7
）
稲
垣
久
和
に
よ
る
。
同
書
、
八
六
頁
。

　
　
いる
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
梅
津
光
弘
に
よ
る
。
同
書
、
一
〇
〇
頁
。

（1
0
）
　
信
仰
に
よ
っ
て
信
者
た
ち
が
救
済
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
解
脱
し
　
　
　
（
1
9
）
　
H
・
ネ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
よ
る
。
同
書
、
一
二
五
頁
。

　
　
た

か

が
救
済
論的
評
価
の
基
準
で
あ
り
、
愛
や
慈
悲
と
い
っ
た
倫
理
　
　
　
（
2
0
）
　
郷
義
孝
に
よ
る
。
同
書
、
一
七
七
頁
。

　
　的
理
想
が
見
い
だ
さ
れ
た
か
ど
う
か
が
倫
理
的
評
価
の
基
準
で
あ
　
　
（
2
1
）
　
S
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
に
よ
る
。
同
書
、
二
二
四
頁
。

　
　る
。
H
園
も
鋤
減
く
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
W
・
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
る
。
O
巴
く
貯
U
．
O
o
只
P
①
P
b
訂
凶
ω
9
口

（11
）
　
H
幻
も
冒
．
°
。
ミ
鋤
民
ω
ω
8
要
す
る
に
、
ピ
ッ
ク
は
複
数
性
と
客
観
性
　
　
　
　
q
巳
ρ
q
①
昌
Φ
霧
図
Φ
8
口
ω
建
Φ
話
臼
目
ず
o
冨
善
o
h
鋤
℃
冒
『
p
・
一
凶
ω
け
凶
o

　
　
の

両
立と
い
う
問
題
を
深
刻
な
も
の
と
は
見
な
さ
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
円
げ
Φ
〇
一
〇
〇
q
団
o
暁
幻
巴
α
q
δ
昌
ω
（
寓
蝉
曼
百
o
戸
Z
o
甫
鴫
o
時
鱒
○
旨
凶
ω

（12
）
　
H
痢
固
や
ω
゜
。
o
。
I
Q
。
O
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
切
o
o
訴
し
0
8
）
”
P
H
O
H
°

（1
3
）
　
H
押
娼
b
°
嵩
雫
゜
。
O
田
ロ
α
ω
①
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
　
国
餌
二
即
剛
8
b
Φ
お
0
9
8
自
く
Φ
国
昌
o
≦
冨
α
o
q
Φ
“
貯
国
く
o
冒
自
o
亭

（1
4
）
　
終
末
論
的
検
証
に
よ
る
宗
教
的
信
念
の
認
知
性
（
事
実
性
）
は
ヒ
ッ
　
　
　
　
印
q
諺
b
窟
8
0
r
お
謡
ω
巴
Φ
ロ
゜
（
乞
Φ
≦
目
o
時
“
O
×
8
巳
d
巳
く
°

　
　ク
の
宗
教
哲
学
の
中
心
的
概
念
で
あ
る
。
H
o
巨
田
o
F
跨
日
o
ぎ
　
　
　
　
　
℃
お
ω
μ
H
O
お
）
も
゜
儀
P

　　
国
幽
o
評
閑
＄
ロ
①
お
巴
゜
勺
四
巳
切
餌
き
鋤
ヨ
（
℃
菖
巴
。
言
巨
ρ
団
Φ
弓
・
　
　
（
2
4
）
　
H
押
b
O
°
b
。
心
Q
。
餌
口
α
ω
H
b
。
°

　　
ω
覧
く
四
巳
9
。
”
目
二
巳
蔓
屑
掃
ω
ω
H
暮
、
ど
お
8
）
噂
ロ
娼
願
゜
。
N
餌
p
α
お
①
1
ω
5
諺
　
　
　
（
2
5
）
　
H
痢
眉
b
°
①
o
。
四
ロ
α
b
。
O
？
°
。
°

　　
0
冨
幽
ω
け
冨
⇒
目
9
9
0
讐
o
h
図
Φ
目
o
Q
δ
ロ
ω
”
昏
Φ
国
9
営
げ
o
≦
o
囲
昏
Φ
　
　
（
2
6
）
　
ピ
ッ
ク
は
か
つ
て
『
死
と
永
遠
の
生
命
』
（
｝
o
巨
田
o
ぎ
U
＄
昏

　　
国
巴
匪
ω
［
略
号
O
目
］
（
い
o
鼠
ω
＜
已
ρ
囚
Φ
醇
口
o
評
鴇
堵
Φ
鴇
巳
ロ
ω
8
周
＼
　
　
　
　
鋤
民
卑
Φ
量
p
。
一
い
凶
け
（
い
o
菖
ω
＜
罠
ρ
囚
Φ
口
け
ロ
o
ξ
”
乏
①
ω
9
旨
ω
け
興
＼

　　
『
O
げ
口
蚕
O
×
℃
「
霧
脚
H
8
9
0
鼠
o
q
営
巴
ぐ
b
口
σ
嵩
ω
げ
O
α
ニ
ロ
α
R
賦
自
Φ
鱒
　
　
　
　
　
H
O
ゴ
ロ
囚
昌
O
メ
勺
鴇
霧
ω
輸
H
㊤
O
企
O
臥
σ
Q
貯
巴
蔓
娼
ロ
げ
＝
ω
げ
Φ
9
い
O
昌
α
O
只

　　
日
ゴ
Φ
国
四
ぎ
び
o
≦
o
隔
昏
Φ
団
既
些
9
い
o
民
o
口
”
ω
0
冨
勺
お
ω
ρ
H
㊤
㊤
㎝
）
憎
　
　
　
　
O
o
目
鵠
”
H
O
冨
）
も
ゴ
2
・
P
器
）
に
お
い
て
個
別
宗
教
の
終
末
論
を
包
括

　
　
署
。
謡
喝
①
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
普
遍
的
終
末
論
の
具
体
的
構
成
を
探
求
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が

（1
5
）
　
G
・
ド
ゥ
コ
ス
タ
に
よ
る
。
間
瀬
啓
允
・
稲
垣
久
和
編
『
宗
教
多
　
　
　
　
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
神
中
心
主
義
の
時
期
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
宗
教

　
　
元
主
義
の

探
求ー
ジ
ョ
ン
・
ピ
ッ
ク
考
』
大
明
堂
、
一
九
九
五
年
、
　
　
　
　
的
複
数
主
義
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
探
求
を
放
棄
し
、
多
様
な
宗
教

　　
一
七
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
経
験
が
個
別
に
、
そ
し
て
漸
進
的
に
究
極
的
実
在
を
検
証
す
る
こ

（1
6
）
　
間
瀬
啓
允
に
よ
る
。
同
書
、
五
七
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
で
満
足
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

宗
教的
複
数
主
義
と
バ
ト
ナ
ム
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
実
在
論
（
小
倉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一



七
二

（2
7
）
　
小
倉
和
一
「
事
実
・
神
話
・
仮
説
ー
ジ
ョ
ン
・
ピ
ッ
ク
の
キ
リ
　
　
　
（
3
1
）
　
図
↓
員
b
°
α
b
。
’

　　
ス
ト
論
の
変
遷
」
『
日
本
の
神
学
』
第
四
十
一
号
、
日
本
基
督
教
学
会
、
　
　
（
3
2
）
　
幻
↓
国
も
゜
α
b
。
’

　　
二
〇
〇
二
年
、
七
三
－
七
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
　
図
↓
戸
b
齢
日
b
。
O
．

（2
8
V
　
ピ
ッ
ク
は
こ
う
し
た
再
解
釈
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
ま
で
要
請
し
て
　
　
　
（
3
4
）
　
幻
↓
拝
窓
゜
ω
O
－
ω
N
°

　　
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
匂
O
ゴ
昌
　
国
ぱ
ぎ
　
ζ
O
富
O
ゴ
O
N
　
O
h
O
O
α
　
　
（
3
5
）
　
円
↓
銅
ロ
゜
ω
ド

　
　
ぎ
8
ヨ
彗
Φ
”
O
芹
δ
8
δ
題
冒
僧
コ
弓
巴
δ
自
o
諺
o
q
Φ
（
い
0
9
ω
証
ロ
Φ
噂
　
　
　
（
3
6
）
　
国
ロ
国
q
勺
口
臼
国
β
図
Φ
巴
凶
ω
日
凶
昌
山
図
Φ
器
O
罠
℃
三
ざ
ω
8
ぼ
B
一

　
　
国
Φ
口
窪
o
尊
“
零
⑦
ω
冒
凶
ロ
ω
8
『
＼
H
o
ゴ
昌
昏
o
×
勺
お
ω
ρ
H
8
劇
゜
O
ユ
α
q
同
－
　
　
　
　
蜀
碧
興
ρ
＜
o
冨
日
Φ
ρ
［
略
号
切
国
］
（
0
9
日
耳
建
σ
q
Ω
O
餌
日
げ
ユ
ロ
o
q
Φ

　
　
昌
巴
婿
鳴
巳
）
嵩
移
Φ
9
い
O
民
8
輔
ω
O
窓
℃
同
Φ
ω
ρ
H
8
Q
o
）
も
゜
H
O
9
し
か
し
　
　
　
　
q
巳
く
°
勺
お
ω
ρ
H
り
o
◎
ω
）
も
や
H
O
山
H
°

　
　
彼
の
真
意
は
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
そ
の
よ
う
な
再
解
釈
を
す
　
　
（
3
7
）
　
国
↓
炉
署
．
じ
。
⑩
山
9
国
却
日
μ
H
山
ド

　　
ベ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
再
解
釈
が
可
能
　
　
　
（
3
8
）
　
図
日
拝
b
’
°
。
P

　　
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
承
認
す
べ
き
で
　
　
（
3
9
）
　
「
モ
デ
ル
」
は
モ
デ
ル
理
論
の
術
語
で
あ
る
。
モ
デ
ル
理
論
に
お
い

　
　
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
は
、
指
示
の
問
題
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
“
言
語
”
と
は

（2
9
）
当
初
バ
ト
ナ
ム
の
内
的
実
在
論
は
、
論
理
構
造
に
よ
っ
て
広
い
意
　
　
　
　
独
立
に
“
個
体
領
域
”
を
立
て
、
そ
の
対
応
関
係
を
“
解
釈
”
と
呼

　
　
味
で
言
語
の
内
部
に
お
い
て
指
示
を
確
定
す
る
こ
と
目
指
し
て
い
　
　
　
　
ぶ
。
こ
う
し
た
解
釈
の
一
つ
が
引
用
解
除
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
ウ

　　
た
。
し
か
し
、
彼
は
後
に
こ
う
し
た
考
え
を
修
正
し
て
、
指
示
の
確
　
　
　
　
サ
ギ
」
が
ウ
サ
ギ
と
解
釈
さ
れ
る
。
モ
デ
ル
は
個
体
領
域
と
個
体
間

　
　
定
は
直
観
や
行
為
を
も
伴
っ
た
言
語
よ
り
さ
ら
に
大
き
な
構
造
に
　
　
　
　
の
関
係
か
ら
な
る
複
合
体
で
あ
っ
て
、
理
論
や
言
明
に
対
し
て
そ
の

　　
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
内
的
実
在
論
と
　
　
　
　
実
例
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
広
い
意
味
で
言
語
を
超
え
る
も
の

　　
い
う
呼
称
は
誤
解
を
生
む
と
し
て
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
実
在
論
　
　
　
　
で
は
な
い
（
ウ
サ
ギ
も
一
つ
の
語
で
あ
る
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
モ

　　
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
出
出
p
曼
喝
二
臼
国
昼
↓
ゴ
Φ
ζ
国
昌
　
　
　
　
デ
ル
は
言
語
の
内
部
で
指
示
の
問
題
を
論
じ
る
際
に
世
界
の
代
替
物

　
　
閃
坦
o
霧
o
h
切
①
口
房
ヨ
（
］
い
四
ω
口
＝
Φ
噂
H
一
嵩
口
O
凶
ω
”
O
唱
O
目
O
O
β
辞
植
H
㊤
O
o
刈
）
も
゜
　
　
　
　
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　嵩
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
　
国
日
炉
固
゜
課
゜

（3
0
）
　
田
冨
員
℃
昇
冨
β
国
Φ
p
。
ω
o
P
↓
同
ロ
夢
9
ロ
α
国
圃
ω
8
q
［
略
号
　
　
（
4
1
）
　
文
化
相
対
主
義
に
は
概
念
相
対
主
義
的
な
主
張
も
含
ま
れ
る
が
、

　
　
国
↓
国
］
（
〇
四
目
訂
己
α
q
Ω
O
蝉
ヨ
訂
｛
α
α
q
Φ
q
巳
く
．
℃
お
ω
ω
払
㊤
゜
。
H
）
讐
O
°
幽
㊤
゜
　
　
　
　
複
数
主
義
に
は
真
理
や
実
在
の
複
数
性
が
概
念
枠
の
相
対
性
に
代
わ



　
　る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
た
め
、
そ
う
し
た
面
へ
の
批
判
は
な
さ
れ
　
　
　
　
性
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
批
判
し
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
種

　
　な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
概
念
相
対
主
義
者
は
、
一
つ
の
理
論
の
発
展
に
関
わ
る
相
対
性
を

（4
2
）
　
国
日
国
も
や
H
H
O
山
。
。
雪
ユ
H
。
。
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
問
題
に
し
て
、
合
理
的
受
容
は
現
在
の
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
概
念
枠
に

（4
3
）
　
「
認
識
の
豊
饒
」
と
は
、
よ
り
豊
富
な
帰
結
を
生
み
出
す
理
論
や
、
　
　
　
　
　
よ
っ
て
制
約
を
受
け
て
い
る
た
め
、
理
論
の
発
展
に
よ
っ
て
結
局
は

　　
よ
り
斉
合
的
で
単
純
な
理
論
を
見
い
だ
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
　
　
　
　
破
棄
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
批
判
す
る
。

　　
し
「
豊
富
」
、
「
斉
合
性
」
、
「
単
純
さ
」
と
い
っ
た
概
念
は
そ
れ
自
体
　
　
　
（
4
8
）
幻
弓
餌
b
や
♂
ふ
辞
幻
幻
も
゜
H
°
。
°

　　
が
定
式
化
も
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
化
も
困
難
な
概
念
で
あ
り
、
あ
る
理
論
　
　
　
（
4
9
）
　
無
矛
盾
な
理
論
に
対
し
て
は
、
そ
の
理
論
で
用
い
ら
れ
て
い
る
記

　　
が
そ
う
し
た
性
質
を
も
つ
か
ど
う
か
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
直
感
的
に
　
　
　
　
号
だ
け
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
モ
デ
ル
が
構
成
で
き
る
。
内
井
惣

　　
し
か
判
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
国
↓
国
も
鵠
H
°
。
°
。
－
°
。
F
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
、
小
林
道
夫
編
『
科
学
と
哲
学
ー
論
理
・
物
理
・
心
・
言
語
』

（4
4
）
　
「
人
間
の
豊
饒
」
と
は
、
人
間
が
よ
り
幸
福
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
　
　
　
　
昭
和
堂
、
一
九
八
八
年
、
三
八
－
四
一
頁
。

　　
る
。
し
か
し
、
あ
る
状
態
が
「
幸
福
（
国
口
山
器
目
o
巳
o
）
」
で
あ
る
か
　
　
　
（
5
0
）
　
そ
れ
に
対
し
て
ピ
ッ
ク
は
、
究
極
的
実
在
は
単
数
で
も
複
数
で
も

　
　否
か
に
関
し
て
明
確
な
判
定
基
準
は
存
在
し
な
い
（
国
日
声
　
戸
H
躍
　
　
　
　
あ
る
と
主
張
す
る
。
O
β
，
刈
H
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　碧
α
H
凸
）
。
た
だ
バ
ト
ナ
ム
は
そ
れ
が
何
で
な
い
か
を
示
す
た
め
に
、
　
　
（
5
1
）
国
↓
国
も
写
ω
H
碧
α
H
ω
α
゜

　　
「
人
間
の
豊
饒
」
に
関
す
る
病
的
な
考
え
方
の
例
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
　
　
（
5
2
）
　
人
間
の
罪
や
苦
悩
と
い
う
現
実
を
救
う
究
極
的
実
在
は
、
ま
ず
大

　　
い
る
（
図
↓
国
も
b
°
目
ω
㊤
虞
ど
H
謡
－
刈
。
。
四
巳
卜
。
旨
－
謀
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
く
類
別
し
て
二
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
人
間
の
現
実
の

（4
5
）
　
合
理
性
に
関
す
る
制
度
化
さ
れ
た
規
範
と
は
、
文
化
的
・
イ
デ
オ
　
　
　
　
根
拠
や
根
元
と
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
救
済
者
と
な
る
よ
う
な
ポ
ジ

　　
ロ
ギ
ー
的
に
固
定
さ
れ
た
基
準
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
、
「
合
理
性
が
　
　
　
　
テ
ィ
ブ
な
実
在
、
も
う
一
つ
は
人
間
の
現
実
を
滅
し
去
る
よ
う
な
ネ

　
　
科
学
的
合
理
性
に
よ
っ
て
汲
み
尽
く
さ
れ
る
」
、
あ
る
い
は
、
「
科
学
　
　
　
　
ガ
テ
ィ
ブ
な
実
在
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
神
」
や
「
法
（
魯
胃
日
四
）
」

　　
の
方
法
論
に
よ
っ
て
判
定
で
き
る
」
な
ど
。
園
日
口
も
や
お
声
置
゜
。
噂
H
①
ω
　
　
　
　
（
永
遠
の
理
法
）
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
実
在
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
空

　
　
き
α
b
。
嵩
山
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鍛
昌
簿
9
1
）
」
（
無
明
に
始
ま
り
老
死
に
至
る
十
二
縁
起
に
お
い
て
無

（4
6
）
　
国
日
鍔
旨
μ
ω
㌣
ω
蔭
き
α
H
ω
①
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
の
滅
に
よ
っ
て
老
死
が
滅
す
る
こ
と
）
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
実
在
で

（4
7
）
　
文
化
相
対
主
義
者
が
、
同
時
に
存
在
し
て
い
る
複
数
の
理
論
の
間
　
　
　
　
あ
る
。
そ
し
て
ピ
ッ
ク
が
主
張
す
る
よ
う
な
、
人
格
的
／
非
人
格
的

　　
の
相
対
性
を
問
題
に
し
て
、
合
理
的
受
容
は
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
合
理
　
　
　
　
と
い
う
二
類
型
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
実
在
に
の
み
適
合
す
る
と
思
わ
れ

宗
教
的
複
数
主義
と
バ
ト
ナ
ム
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
実
在
論
（
小
倉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三



七
四

　
　る
。
H
汐
O
ゴ
四
b
ω
゜
H
㎝
曽
昌
山
H
O
°

（5
3
）
　
神
の
国
に
お
い
て
も
人
類
が
救
わ
れ
る
も
の
と
救
わ
れ
ざ
る
も
の

　
　
に

二分
さ
れ
て
い
る
と
い
う
記
述
（
マ
タ
イ
ニ
五
・
四
六
）
と
最
終

　
　
的
な

万
人
の

救
済を
示
唆
す
る
記
述
（
ー
コ
リ
ン
ト
一
五
・
二
二
）

　
　
の間
に
あ
る
よ
う
な
矛
盾
。
O
h
°
国
凶
o
置
諺
H
o
ぎ
田
o
評
切
①
o
α
Φ
」

　
　
や
。
。
①
゜


