
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ト
教
的
精
神
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教

　
　
内
村
鑑
三
の
「
近
代
批
判
」
と
再
臨
運
動
　
　
的
な
社
会
が
日
本
に
現
出
す
る
の
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
1
社
会
か
ら
個
人
へ
、
そ
し
て
再
び
社
会
へ
ー
　
　
　
か
。
内
村
が
活
動
の
手
法
を
一
般
的
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
キ
リ
ス
ト
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伝道
へ
と
変
え
た
こ
と
を
、
思
想
上
の
退
行
と
見
徹
す
向
き
も
あ
る
。
し

　　　　　　　　　　　　　　　　　岩

野

祐

介

　
麓
訪
瓢
驚
襟
難
譲
叢
甜
鑓
農
結

　
　は
じ
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　と
は
い
え
内
村
は
決
し
て
楽
観
的
理
想
主
義
者
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。

　内
村
鑑
三
は
日
本
の
キ
リ
ス
ト
考
と
し
て
、
生
涯
を
通
じ
日
本
社
会
に
　
　
個
人
の
改
良
に
よ
る
社
会
全
体
の
改
良
と
い
う
事
業
が
一
朝
一
夕
に
し
て

対
す
る
働
き
か
け
を
続
け
た
人
物
で
あ
る
。
で
は
そ
の
活
動
を
通
し
て
彼
　
　
為
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
た
し
、
個
人
が
変
わ

が目
指
し
た
こ
と
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
も
理
解
し
て
い
た
。

　内
村
が
「
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
」
、
「
日
本
人
に
よ
る
日
本
人
の
た
め
の
　
　
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、
何
故
彼
は
最
期
ま
で
人
間
に
希
望
を
持
ち
社
会
に

キ
リ
ス
ト
教
」
の
確
立
を
主
張
し
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
内
村
　
　
対
す
る
働
き
か
け
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
内
村

は
日
本
的
な
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
、
内
村
の
キ
リ
ス
ト
教
は
日
本
的
で
あ
　
　
が
当
時
の
日
本
社
会
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
か

る
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
彼
が
本
当
に
目
指
し
て
い
た
　
　
ら
議
論
を
始
め
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

こ
と
は
「
日
本
的
」
キ
リ
ス
ト
教
の
確
立
、
キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
に
「
土
着
」

聾
慧
劉
課
諜
墜
勲
難
醍
霧
馨
魯
　
；
代
化
の
問
題
性

リ
ス
ト
者
と
し
て
ど
う
生
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
だ
ろ
う
。
同
様
に
　
　
　
一
九
〇
三
年
「
日
本
国
の
大
困
難
」
に
お
い
て
、
内
村
は
日
本
社
会
の

内
村
の
「
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
」
も
手
段
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
「
キ
リ
　
　
　
問
題
性
を
以
下
の
よ
う
に
表
し
て
い
る
。

ス
ト
教
的
な
日
本
」
を
現
出
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
　
　
　
　
　
日
本
国
の
大
困
難
、
其
最
大
困
難
と
は
何
で
あ
り
ま
す
か
、
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
り
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
受
洗
者
を
増
や
し
キ
リ
ス
ト
教
を
国
教
化
さ
せ
　
　
　
　
　
そ
れ
は
日
本
人
が
基
督
教
を
採
用
せ
ず
し
て
基
督
教
的
文
明
を
採
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
り
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
日
本
に
住
む
個
人
一
人
一
人
が
キ
リ
　
　
　
　
し
た
事
で
あ
り
ま
す
、
是
れ
が
我
国
今
日
の
凡
て
の
困
難
の
根
本
で

内
村
鑑
三
の
「
近
代
批
判
」
と
再
臨
運
動
（
岩
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
一
二



＝
二
四

　
　あ
り
ま
す
、
此
の
大
な
る
ア
ノ
マ
リ
ー
即
ち
違
式
が
あ
る
故
に
我
国
　
　
内
村
は
そ
れ
ら
に
共
通
の
問
題
要
素
を
見
出
し
て
い
た
。
そ
れ
が
欲
望
で

　
　
今日
の
言
ふ
べ
か
ら
ざ
る
種
々
雑
多
の
困
難
が
出
て
来
る
の
で
あ
り
　
　
あ
る
。
例
え
ば
内
村
は
自
ら
が
日
清
戦
争
を
支
持
し
た
こ
と
に
つ
い
て
猛

　
　
　
ハ
ヨ
リ

　
　ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
省
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
日
清
戦
争
が
「
義
戦
で
は
な
く
欲
戦

　こ
の
よ
う
に
内
村
は
自
由
、
人
権
等
概
念
的
な
も
の
か
ら
政
治
体
制
、
　
　
　
で
あ
っ
た
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
内
村
の
見
た
明
治
日
本
社
会
と
は
人

教
育制
度
、
科
学
、
法
律
等
実
践
的
な
も
の
ま
で
、
全
て
西
洋
か
ら
移
入
　
　
間
が
そ
の
欲
望
の
ま
ま
に
行
動
す
る
よ
う
な
社
会
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
れ
た
も
の
の
背
景
に
は
キ
リ
ス
ト
教
的
精
神
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
　
　
　
　
そ
れ
ゆ
え
内
村
は
活
動
の
手
法
を
社
会
批
判
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か

当
時
の
体
制
・
諸
制
度
等
は
単
に
形
態
を
移
入
し
た
に
過
ぎ
ぬ
「
霊
魂
の
　
　
ら
、
人
間
の
内
面
的
改
革
を
目
指
す
独
立
伝
道
者
へ
と
変
え
た
。
さ
ら
に

な
い
骸
」
で
あ
る
と
厳
し
く
批
判
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
正
期
に
入
る
と
個
人
主
義
の
問
題
を
扱
う
よ
う
に
な
る
。
大
正
期
に

　
勿

論内
村
は
日
本
の
近
代
化
・
西
欧
化
を
全
面
否
定
し
た
の
で
は
な
　
　
な
っ
て
社
会
が
安
定
し
、
一
人
一
人
が
個
人
的
問
題
を
深
化
さ
せ
る
だ
け

い
。
彼
が
例
え
ば
福
澤
諭
吉
の
よ
う
な
近
代
化
主
義
者
と
異
な
っ
て
い
た
　
　
の
余
裕
が
生
じ
た
と
い
う
要
素
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
内
村
は
当
初

のは
、
物
質
的
近
代
化
だ
け
で
な
く
、
そ
の
精
神
的
根
拠
た
る
キ
リ
ス
ト
　
　
　
か
ら
自
己
中
心
主
義
の
克
服
を
課
題
の
一
つ
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
彼
は

教ま
で
も
受
容
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
時
の
日
本
社
会
、
内
村
が
「
近
代
人
」
と
呼
ぶ
自
己
中
心
的
な
人
々
の

　開
国
当
初
近
代
化
・
西
欧
化
の
精
神
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
注
目
し
た
　
　
社
会
に
お
け
る
困
難
に
直
面
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
内
村

者は
少
な
く
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
は
西
欧
化
に
対
す
る
反
発
も
あ
　
　
が
ど
の
よ
う
に
自
己
中
心
主
義
の
問
題
を
捉
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察

り
、
結
局
キ
リ
ス
ト
教
が
社
会
の
本
流
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
　
　
し
た
い
。

だ
が内
村
は
物
質
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
文
明
を
受
容
し
な
が
ら
精
神
と

酷
獲
嘔
騨
竃
け
議
撫
鋏
秘
鍵
繋
羅
　
二
内
村
に
諄
・
皇
の
問
題

の

であ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
一
〇
年
「
罪
と
は
何
ぞ
や
」
に
お
い
て
、
内
村
は
「
罪
」
と
は
「
人

　こ
の
よ
う
に
内
村
が
指
摘
し
た
物
質
と
精
神
性
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
は
、
　
　
　
が
神
に
対
し
て
犯
し
た
る
反
逆
」
で
あ
り
、
「
こ
れ
が
罪
の
罪
で
あ
つ
て
、

実
際様
々
な
社
会
的
矛
盾
や
不
正
義
の
形
で
具
体
的
に
表
面
化
し
て
い
　
　
凡
て
の
罪
の
本
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
考
え
る
内
村
に
と
っ
て
、

た
。
戦
争
、
公
害
（
足
尾
鉱
毒
事
件
）
、
汚
職
等
で
あ
る
。
し
か
し
戦
争
の
　
　
近
代
的
な
人
間
中
心
主
義
も
ま
た
、
「
罪
」
に
他
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

よ
う
な
大
規
模
な
問
題
か
ら
、
汚
職
の
よ
う
な
小
規
模
な
問
題
に
ま
で
、
　
　
　
　
も
ち
ろ
ん
何
か
に
反
逆
す
る
こ
と
、
独
立
的
・
個
人
的
で
あ
る
こ
と
全



●

て

が罪
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
従
う
べ
き
存
在
に
従
わ
な
い
の
は
罪
で
　
　
は
、
こ
の
利
己
的
個
人
主
義
が
「
近
代
人
」
の
特
徴
で
あ
る
と
考
え
厳
し

あ
り
、
従
う
べ
き
存
在
と
は
神
以
外
あ
り
得
な
い
と
内
村
は
言
っ
て
い
る
　
　
く
批
判
し
た
。
こ
の
「
近
代
」
と
い
う
言
葉
は
現
代
言
わ
れ
る
よ
う
な
世

の

であ
る
。
そ
し
て
服
従
す
べ
き
対
象
が
神
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
　
　
界
史
的
近
代
、
即
ち
宗
教
改
革
・
ル
ネ
サ
ン
ス
を
経
て
成
立
し
た
市
民
社

人間
が
直
接
神
の
前
に
、
何
の
介
在
も
な
く
立
た
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
　
　
会
的
近
代
、
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
内
村
が
「
近
代
人
」
と
い
う
言
葉

あ
る
。
そ
の
と
き
人
間
は
単
独
の
存
在
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
信
仰
と
は
　
　
に
よ
り
示
す
の
は
彼
と
同
時
代
の
人
聞
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。

基
本的
に
個
人
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
代
人
は
極
端
な
る
個
人
主
義
者
で
あ
る
。
彼
は
先
づ
第
一
に
自

　
　
　
宗
教
は

個
人的
で
あ
る
、
全
般
的
で
な
い
。
宗
教
は
「
我
等
」
で
　
　
　
　
分
の
事
を
思
ふ
。
其
次
に
自
分
の
関
係
者
の
事
を
思
ふ
。
…
…
其
他

　
　な
い
、
「
我
れ
」
で
あ
る
、
複
数
で
な
い
、
単
数
で
あ
る
、
第
一
人
称
　
　
　
　
の
事
を
思
は
な
い
。
世
界
の
事
を
思
は
な
い
。
国
の
事
を
思
は
な
い
。

　
　
の

単数
で
あ
る
。
人
類
又
は
人
道
の
事
で
な
い
、
我
れ
自
身
の
事
で
　
　
　
　
神
の
事
を
思
ふ
と
云
ふ
は
実
は
自
分
と
自
分
の
愛
す
る
者
と
の
幸
福

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

　
　あ
る
。
…
…
近
代
的
基
督
教
が
無
味
に
し
て
無
能
な
る
は
主
と
し
て
　
　
　
　
を
思
ふ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
ロ
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　其
れ
が
全
般
的
で
あ
つ
て
又
社
交
的
で
あ
り
、
個
人
的
で
な
く
又
一
　
　
　
　
　
…
…
彼
の
中
心
は
自
己
で
あ
る
、
近
代
人
は
自
己
中
心
の
人
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
る
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
身
的
でな
い
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
、
自
己
の
発
達
、
自
己
の
修
養
、
自
己
の
実
現
と
、
自
己
、
自
己
、

　こ
の
よ
う
に
個
人
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
た
内
村
は
、
社
会
的
文
脈
に
　
　
　
　
自
己
、
何
事
も
自
己
で
あ
る
、
…
…
故
に
基
督
者
で
は
な
い
、
自
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
げ
　

お

い
て
も
個
人
的
あ
り
方
を
重
視
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
自
　
　
　
　
を
十
字
架
に
釘
け
て
己
れ
に
死
ん
だ
者
で
は
な
い
、
…
…
。

己中
心
的
あ
り
方
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
己
の
確
立
と
は
本
来
悪
い
も
の
で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る

　
　
　
個
人
主義
は
個
人
を
尊
重
す
る
。
自
分
を
尊
重
す
る
と
同
時
に
亦
　
　
近
代
化
の
過
程
で
は
、
封
建
的
支
配
体
制
に
対
す
る
個
人
・
自
己
の
確
立

　
　
他
人を
も
尊
重
す
る
。
人
が
自
分
を
尊
重
せ
ん
こ
と
を
要
求
す
る
が
　
　
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
し
か
し
内
村
は
、
そ
の
自
己
が
結
局
は
罪
悪
感
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
如く
に
、
自
分
も
亦
他
人
を
尊
重
す
る
。
…
…
真
正
の
個
人
主
義
に
　
　
も
と
に
な
り
自
ら
を
苦
し
め
る
こ
と
を
体
験
し
て
い
た
。
肥
大
化
す
る
自

　
　
リ
　
ロ
　
む
　
　
　
　
　
む
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

　
　自
他
の
差
別
は
な
い
。
個
人
1
1
ペ
ル
ソ
ン
ー
1
そ
れ
が
尊
い
の
で
あ
る
。
　
　
己
は
自
ら
を
押
し
潰
す
の
で
あ
る
。
確
か
に
自
己
に
目
覚
め
な
け
れ
ば
、

　
こ
の
よ
う
に
個
人
主
義
と
は
、
個
人
を
尊
ぶ
一
方
で
そ
の
個
人
の
尊
さ
　
　
自
ら
に
救
済
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
も
気
付
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
と

が
全
て

の

個
人
にあ
て
は
ま
る
と
い
う
点
で
普
遍
的
な
も
の
に
な
ら
な
け
　
　
こ
ろ
が
、
自
己
に
よ
る
自
己
の
救
済
は
不
可
能
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

れば
な
ら
な
い
と
内
村
は
考
え
た
。
相
互
利
他
的
な
個
人
主
義
で
あ
る
。
　
　
　
さ
ら
な
る
罪
悪
感
を
呼
び
起
こ
す
思
い
上
が
り
で
あ
る
。

し
か
し
実
際
の
社
会
に
は
利
己
的
個
人
主
義
が
は
び
こ
っ
て
い
る
。
内
村
　
　
　
　
　
解
放
も
亦
近
代
人
絶
叫
の
一
で
あ
る
、
彼
ら
は
社
会
的
伝
習
よ
り
、

内
村
鑑
三
の
「
近
代
批
判
」
と
再
臨
運
動
（
岩
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
五



＝
二
六

　
　
軍国
的
偏
見
よ
り
、
宗
教
的
拘
束
よ
り
の
解
放
を
叫
び
つ
〉
あ
る
、
　
　
　
に
欠
か
せ
な
い
要
素
な
の
で
あ
る
。
一
九
二
六
年
「
エ
レ
ミ
ヤ
伝
研
究
」

　
　…
…
旧
き
基
督
教
も
亦
過
去
一
千
九
百
年
間
解
放
を
唱
え
来
つ
た
、
　
　
　
で
内
村
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
ロ
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
即ち
罪
よ
り
の
解
放
を
唱
え
来
つ
た
、
…
…
然
れ
ど
も
近
代
人
は
此
　
　
　
　
　
…
…
エ
レ
ミ
ヤ
の
信
仰
に
由
れ
ば
、
彼
の
預
言
者
た
る
は
神
の
預

　
　
事を
解
せ
ず
彼
等
は
罪
よ
り
の
解
放
を
要
求
し
な
い
、
…
…
彼
ら
は
　
　
　
　
定
に
由
る
と
云
ふ
。
…
…
彼
が
預
言
者
た
る
は
自
己
の
選
び
に
由
ら

　
　
民
主
々義
、
社
会
主
義
、
労
働
組
合
に
由
て
す
べ
て
の
拘
束
よ
り
自
　
　
　
　
ず
、
自
己
の
願
に
由
ら
ず
、
之
は
神
が
予
め
定
め
、
彼
の
生
れ
ざ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
け
り

　
　
己を
解
放
し
た
り
と
信
じ
つ
〉
あ
る
も
猶
ほ
依
然
と
し
て
前
の
奴
隷
　
　
　
　
先
よ
り
神
の
御
意
の
中
に
存
せ
る
も
の
で
あ
る
と
の
信
仰
で
あ
る
。

　
　
　
　
ハ
　
り

　
　
であ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
「
預
定
」
、
神
の
計
画
に
従
う
こ
と
で
「
…
…
我
は

　
　
　自
分
々
々
と
云
ふ
其
自
分
が
悪
い
の
で
あ
る
、
夫
が
全
て
の
苦
悶
　
　
偶
然
に
目
的
な
く
此
世
に
存
在
す
る
に
非
ず
、
我
が
生
れ
し
は
予
め
神
の

　
　
の

原因
で
あ
る
、
然
り
す
べ
て
の
罪
の
根
本
で
あ
る
、
自
分
が
清
浄
　
　
定
め
し
大
な
る
御
計
劃
の
結
果
に
し
て
、
従
つ
て
我
が
生
涯
は
或
る
明
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
リ

　
　
なら
ん
と
欲
し
、
自
分
が
義
人
た
ら
ん
と
欲
し
、
自
分
が
真
理
に
徹
　
　
な
る
目
的
を
果
た
す
べ
き
者
な
る
を
覚
る
」
こ
と
に
な
る
と
内
村
は
説
く
。

　
　底
し
て
完
全
な
る
人
た
ら
ん
と
欲
す
、
煩
悶
と
苦
痛
と
失
望
と
落
胆
　
　
さ
ら
に
「
…
…
我
は
真
の
個
人
で
あ
り
我
に
代
り
て
我
が
目
的
を
果
た
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
ロ
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
　
ロ
　
　
ロ

　
　と
は
総
て
其
処
に
在
る
の
で
あ
る
、
幸
福
は
自
分
を
完
成
す
る
に
非
　
　
べ
き
者
は
他
に
な
い
。
…
…
我
は
是
非
と
も
神
に
定
め
ら
れ
し
其
の
目
的

　
　
　
ロ
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
り
　
り
　
リ
　
　
　
　
ハ
　
こ

　
　ず
、
自
分
に
死
す
る
に
あ
る
、
…
…
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
遂
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…
然
か
も
我
の
み
で
は
な
い
。
何
人
も
か
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
り

　但
し
、
こ
の
よ
う
な
内
村
の
「
近
代
人
」
批
判
に
は
問
題
も
あ
る
。
当
　
　
る
使
命
を
も
つ
て
生
る
〉
の
で
あ
る
」
と
、
人
間
は
全
て
一
人
一
人
神
か

時
の日
本
は
制
度
面
に
お
い
て
す
ら
、
個
人
が
国
家
・
社
会
の
拘
束
か
ら
　
　
　
ら
使
命
を
与
え
ら
れ
た
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
の

解放
さ
れ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
状
態
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
　
　
　
で
あ
る
。
「
個
人
H
ペ
ル
ソ
ン
H
そ
れ
が
尊
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
の

わ
ら
ず
内
村
が
キ
リ
ス
ト
教
的
で
な
い
個
人
の
解
放
、
自
己
の
確
立
を
自
　
　
根
拠
は
こ
こ
に
あ
る
。
こ
れ
は
言
わ
ば
信
仰
に
基
づ
い
た
自
己
の
確
立
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
け

己中
心
と
見
倣
し
批
判
し
た
こ
と
は
、
大
局
観
に
欠
け
る
と
言
わ
ざ
る
を
　
　
　
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

得
な
い
。
封
建
的
支
配
か
ら
個
人
が
解
放
さ
れ
個
人
主
義
が
確
立
し
、
そ
　
　
　
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
「
我
が
目
的
」
を
見
出
し
た
「
個
人
」
は
も
は
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

れ
が相
互
利
他
的
に
発
展
し
て
い
く
と
考
え
た
方
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
無
力
な
人
間
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
目
的
を
果
た
す
べ
く
、
力
強
く

　し
か
し
内
村
は
あ
く
ま
で
も
、
徹
底
的
に
神
に
頼
り
服
従
す
る
こ
と
を
　
　
歩
み
始
め
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
エ
レ
ミ
ヤ
が
、
そ
し
て
内
村

求め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
服
従
」
と
は
、
主
体
的
判
断
の
放
棄
を
意
　
　
自
身
が
決
し
て
楽
で
は
な
い
伝
道
活
動
を
続
け
ら
れ
た
秘
密
で
も
あ
る
の

味
す
る
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
本
来
の
意
味
で
「
自
己
に
目
覚
め
る
」
た
め
　
　
だ
ろ
う
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

三

内
村
に
よ
る
応
報
論
　
　
　
　
の
他
の
糠
灘
鰹
聯
畿
謝
縫
講
黎
勧
爵
て

　し
か
し
、
内
村
の
求
め
る
よ
う
な
相
互
利
他
的
関
係
は
、
お
互
い
が
誠
　
　
　
　
羅
馬
書
に
於
て
、
新
約
聖
書
全
体
に
於
て
最
も
明
白
に
此
事
（
至
上

実
で
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
己
中
心
的
「
近
代
人
」
の
間
　
　
　
　
善
と
は
何
か
、
筆
者
註
）
を
示
し
て
胤
翻
。

で

「神
に
与
え
ら
れ
た
目
的
を
果
す
べ
く
」
行
動
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ど
　
　
　
こ
の
よ
う
に
内
村
は
「
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
」
は
新
約
聖
書
に
補
わ
れ
は

のよ
う
な
事
態
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
か
。
誠
実
が
常
に
誠
実
に
よ
っ
て
報
　
　
じ
め
て
意
味
の
あ
る
も
の
と
な
る
、
と
考
え
た
。
「
本
当
に
全
て
は
空
し
い

いら
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
寧
ろ
他
者
の
善
行
を
利
己
的
に
利
用
す
る
よ
う
　
　
　
の
か
？
」
と
読
者
に
思
わ
せ
て
イ
エ
ス
の
言
葉
へ
と
導
く
も
の
だ
、
と
い

な
事
態
が
生
ず
る
の
で
は
な
い
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
の
で
あ
る
。
人
生
の
至
上
善
と
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
神
へ
の

　
勿
論内
村
自
身
も
そ
う
い
っ
た
不
条
理
を
数
多
く
体
験
し
て
い
る
。
そ
　
　
信
仰
で
あ
り
、
そ
れ
が
幸
福
の
源
、
希
望
な
の
で
あ
る
。
『
コ
ヘ
レ
ト
の
言

し
て
、
神
の
言
葉
が
つ
づ
ら
れ
た
真
実
の
書
で
あ
る
は
ず
の
聖
書
の
中
に
　
　
葉
』
三
章
に
は
、
人
間
の
為
す
こ
と
に
は
全
て
為
す
べ
き
「
時
」
が
あ
り
、

も
、
そ
れ
ら
不
条
理
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
内
村
は
ど
の
よ
　
　
そ
の
「
時
」
に
合
わ
な
け
れ
ば
何
も
成
功
し
な
い
、
と
の
言
葉
が
あ
る
。

う
に
解
釈
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
「
時
」
を
知
ら
ず
失
敗
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
て
は
結
局
何
も
為

　そ
の
題
材
と
し
て
こ
こ
で
は
内
村
が
『
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
』
に
つ
い
て
　
　
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
自
分
は
必
ず
時
を
得
て
成
功
で
き
る
」
と
確
信
し
敢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゐ
　

論
じ
た
「
伝
道
の
書
　
研
究
と
解
訳
」
を
取
り
上
げ
る
。
『
コ
ヘ
レ
ト
の
言
　
　
え
て
何
か
を
為
そ
う
と
す
る
力
・
希
望
は
、
イ
エ
ス
を
通
し
、
神
を
通
し

葉
』
に
着
目
す
る
の
は
そ
の
中
に
「
こ
の
地
上
に
は
空
し
い
こ
と
が
起
こ
　
　
て
得
ら
れ
る
の
だ
、
と
内
村
は
主
張
す
る
。

る
。
善
人
で
あ
り
な
が
ら
悪
人
の
業
の
報
い
を
受
け
る
者
が
あ
り
　
悪
人
　
　
　
そ
の
一
方
で
、
善
行
を
為
す
こ
と
に
関
し
て
は
時
を
待
つ
必
要
な
ど
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り

であ
り
な
が
ら
善
人
の
業
の
報
い
を
受
け
る
者
が
あ
る
」
と
、
応
報
論
の
　
　
い
、
と
内
村
は
続
け
る
。
「
伝
道
之
書
の
著
者
は
時
を
択
ぶ
の
必
要
を
説
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
り

破綻
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
同
時
に
善
事
常
行
の
必
要
を
唱
ふ
る
こ
と
を
怠
ら
な
か
っ
た
」
。
そ
の
よ

　内
村
に
よ
れ
ば
、
コ
ヘ
レ
ト
書
の
テ
ー
マ
は
「
善
、
人
の
至
上
善
と
は
　
　
う
な
積
極
性
は
一
体
ど
こ
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ハ
レ
リ

何
ぞ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
内
村
は
「
此
大
問
題
に
対
し
て
、
　
　
　
　
　
…
…
コ
ー
ヘ
レ
ス
は
神
の
選
民
の
一
人
と
し
て
厭
世
的
に
人
生
を

彼

（コ

ヘ
レ
ト
を
指
す
、
筆
者
註
）
は
消
極
的
解
答
を
与
ふ
る
に
成
功
し
　
　
　
　
解
釈
し
了
ら
な
か
つ
た
、
彼
は
預
言
者
の
精
神
を
受
け
て
歓
喜
的
に

て
、
積
極
的
解
答
を
与
ふ
る
に
甚
だ
貧
弱
で
あ
っ
た
の
で
あ
麺
」
と
解
釈
　
　
　
　
人
生
を
鼠
趨
…
…
。

す
る
。
で
は
そ
の
積
極
的
な
答
え
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
「
至
上
善
は
聖
書
　
　
　
　
「
神
の
選
民
」
と
な
る
と
そ
の
妥
当
性
に
若
干
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

内
村
鑑
三
の
「
近
代
批
判
」
と
再
臨
運
動
（
岩
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
七



一
三
八

れる
が
、
同
時
に
「
預
言
者
の
精
神
」
と
言
う
か
ら
に
は
、
単
に
ユ
ダ
ヤ
　
　
　
　
　
る
、
我
罪
も
顕
る
れ
ば
我
義
も
顕
る
Σ
の
で
あ
る
、
斯
く
て
善
を
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ふ
り

の

民
族性
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
は
　
　
　
　
す
事
の
無
益
な
ら
ざ
る
事
が
明
白
に
示
さ
る
〉
の
で
あ
る
、
…
…
。

以

下
の
よ
う
な
も
の
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
応
報
論
的
、
相
互
利
他
的
な
あ
り
方
は
も
ち
ろ
ん
美
し
い
。
し
か
し
人

　
　
　
人
生
の

至
上善
は
智
慧
に
非
ず
、
快
楽
に
非
ず
、
功
績
に
非
ず
、
　
　
　
間
の
本
性
は
旧
約
聖
書
が
記
さ
れ
た
時
代
か
ら
変
わ
ら
ず
、
利
己
と
損
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
り
　
　
む
　
　
　
ロ
　
　
ロ
　
　
ロ
　
　
ロ
　
　
　
　
　
ロ

　
　惜
む
こ
と
な
く
施
す
に
在
り
と
彼
は
覚
つ
た
、
汝
の
パ
ン
を
水
の
上
　
　
勘
定
に
走
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
間
の
状
況
に
決
定
的
解
答
を

　
　
に

投
げよ
と
彼
は
最
後
に
叫
ん
だ
、
…
…
汝
の
パ
ン
を
水
の
上
に
投
　
　
与
え
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
神
の
直
接
的
干
渉
し
か
な
い
。
内
村
は
、
「
神

　
　
げよ
、
無
効
と
知
り
つ
〉
愛
を
行
へ
、
人
に
善
を
為
し
て
其
結
果
を
　
　
の
み
ぞ
知
る
」
と
い
う
手
詰
ま
り
な
状
況
を
、
半
ば
強
引
に
逆
転
し
ポ
ジ

　
　
望
む

勿れ
、
物
を
施
し
て
感
謝
を
さ
へ
望
む
勿
れ
、
た
ゴ
愛
せ
よ
、
　
　
　
テ
ィ
ヴ
な
意
味
付
け
を
し
た
の
で
あ
る
。
神
の
み
ぞ
知
る
と
い
う
こ
と
は
、

　
　
た
穿
施
せ
よ
、
た
ゴ
善
な
れ
、
是
れ
人
生
の
至
上
善
な
り
、
最
大
幸
　
　
い
つ
か
神
が
何
と
か
し
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
、
だ
か
ら
安
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

　
　福
は
蕪
に
在
り
と
コ
ー
ヘ
レ
ス
は
言
ふ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
し
て
善
を
な
せ
、
と
。

　こ
こ
に
応
報
論
に
対
す
る
内
村
の
一
つ
の
解
答
が
あ
る
。
結
果
を
求
め
　
　
　
し
か
し
「
い
つ
か
報
わ
れ
る
」
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
「
い
つ
か
」

ず
た

だ愛
せ
、
そ
れ
が
至
上
善
・
最
大
幸
福
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
相
　
は
い
つ
な
の
か
と
い
う
疑
念
が
生
じ
て
く
る
。
内
村
は
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト

互
に

善
行を
施
し
合
わ
な
く
と
も
、
た
だ
「
パ
ン
を
水
に
投
げ
る
よ
う
に
」
　
　
再
臨
の
時
で
あ
る
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
彼
の
再
臨

善
を
な
す
だ
け
で
そ
れ
が
幸
福
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
運
動
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　し
か
し
何
故
そ
の
よ
う
に
無
益
に
思
え
よ
う
と
も
、
結
果
が
得
ら
れ
な

舞
鋒
鍵
縫
黎
篶
韓
繊
織
灘
蒜
　
四
内
村
鑑
三
の
再
臨
運
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

ら
な
い
が
、
究
極
的
な
裁
き
が
あ
る
の
で
あ
る
、
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
再
臨
運
動
期
と
そ
の
前
後
の
内
村
に
対
し
て
は
賛
否
両
論
が
あ
る
。
イ

　
　　
「
義
人
の
悪
人
の
受
く
べ
き
報
を
受
く
る
あ
り
、
又
悪
人
の
義
人
の
　
　
　
エ
ス
の
再
臨
と
い
う
主
張
が
一
般
的
に
は
非
科
学
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ

　
　
受く
べ
き
報
を
受
く
る
あ
り
」
と
は
此
世
の
事
で
あ
つ
て
神
の
審
判
　
　
る
。
ま
た
内
村
は
確
か
に
再
臨
運
動
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
と
は
違
う
面
を

　
　
の未
だ
行
は
れ
ざ
る
時
の
状
態
で
あ
る
、
此
状
態
を
見
て
何
人
も
「
是
　
　
見
せ
て
も
い
る
。
し
か
し
彼
は
札
幌
で
の
「
一
度
目
」
米
国
で
の
「
二
度

　
　も
亦
空
な
り
」
と
歎
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
（
八
章
十
四
節
）
、
　
　
目
」
と
並
べ
、
再
臨
信
仰
の
確
立
を
「
三
度
目
の
回
心
」
と
称
し
て
い
る
。

　
　
然し
乍
ら
神
の
審
判
を
受
け
て
此
矛
盾
は
全
然
取
除
か
る
〉
の
で
あ
　
　
「
回
心
」
と
言
う
か
ら
に
は
、
そ
れ
以
前
と
の
断
絶
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。



し
か
し
一
度
目
・
二
度
目
と
並
べ
て
「
三
度
目
」
と
一
言
う
か
ら
に
は
、
そ
　
　
　
内
村
は
米
国
留
学
時
に
社
会
進
化
論
を
学
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
「
彼
の

れ
以前
と
の
連
続
性
も
ま
た
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
　
　
歴
史
観
の
基
璽
」
と
な
っ
て
い
た
。
日
清
戦
争
の
際
内
村
が
義
戦
論
を
唱

再
臨
運動
と
は
内
村
が
宗
教
的
に
転
向
し
、
後
に
考
え
を
改
め
従
来
の
立
　
　
　
え
た
の
も
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
ア
ジ
ア
の
進
歩
発
展
に
繋
が
る
と
考
え

場
に
戻
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
特
殊
な
事
態
で
は
な
く
、
彼
の
信
仰
が
連
　
　
　
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
結
果
は
物
質
的
進
歩
発
展
が
せ
い
ぜ
い
で
、
内

続
的
に
発
展
す
る
線
上
に
置
く
こ
と
が
可
能
な
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
　
　
村
の
理
想
と
は
程
遠
い
義
戦
な
ら
ぬ
「
欲
戦
」
で
あ
っ
た
。
内
村
は
戦
後

う
か
。
実
際
、
再
臨
運
動
期
以
降
内
村
が
社
会
改
良
へ
の
熱
意
を
捨
て
て
　
　
猛
省
し
、
非
戦
論
者
と
な
る
。
そ
の
後
も
世
界
が
進
歩
発
展
し
平
和
へ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
向
か
う
様
子
は
な
く
、
内
村
の
歴
史
観
は
徐
々
に
変
わ
り
は
じ
め
て
い
た
。

　
　
　…
…
キ
リ
ス
ト
再
び
現
は
れ
給
ふ
時
に
此
世
は
化
し
て
神
の
国
と
　
　
そ
こ
へ
来
て
未
曽
有
の
大
戦
争
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
で
あ
る
。
彼

　
　成
る
の
で
あ
る
と
の
信
仰
は
一
見
し
て
凡
の
改
革
事
業
を
妨
ぐ
る
教
　
　
は
開
戦
当
初
か
ら
こ
の
戦
争
を
終
末
的
破
壊
と
重
ね
て
捉
え
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
ロ
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
ロ

　
　義
な
る
が
如
く
に
思
は
れ
る
、
然
し
乍
ら
事
実
如
何
と
問
ふ
に
其
正
　
　
　
　
　
…
…
戦
争
は
廃
ま
な
い
乎
と
云
ふ
に
必
ず
廃
み
ま
す
　
主
イ
エ
ス

　
　
反
対
が
事実
で
あ
る
、
世
を
革
む
る
精
神
に
し
て
神
子
再
臨
の
希
望
　
　
　
　
キ
リ
ス
ト
が
栄
光
を
以
て
天
よ
り
顕
は
れ
給
ふ
時
に
廃
み
ま
す
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

　
　
に

勝り
て
有
力
な
る
者
は
な
い
の
で
あ
る
、
…
…
道
徳
を
超
越
せ
る
　
　
　
　
…
…
戦
争
は
キ
リ
ス
ト
再
顕
の
確
か
な
る
徴
候
で
あ
り
ま
す
、
…
…
。

　
　信仰
に
依
り
て
の
み
高
き
道
徳
を
実
行
す
る
こ
と
が
出
来
縫
…
…
。
　
　
　
　
一
方
で
内
村
は
彼
を
キ
リ
ス
ト
教
に
導
い
た
国
で
あ
り
中
立
を
保
っ
て

四ー
一
　
内
村
の
再
臨
思
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
米
国
に
よ
る
仲
裁
を
期
待
も
し
て
い
た
が
、
米
国
の
参
戦
に
よ
り
彼

　
再
臨
思
想自
体
は
キ
リ
ス
ト
教
の
成
立
当
時
か
ら
存
在
し
た
も
の
で
あ
　
　
の
期
待
は
裏
切
ら
れ
る
。
内
村
は
改
め
て
人
間
に
よ
る
平
和
追
求
の
限
界

る
。
当
然
内
村
も
知
識
と
し
て
は
再
臨
思
想
を
知
っ
て
い
た
。
ま
た
友
人
　
　
を
強
く
認
識
し
、
真
の
平
和
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
す
る
な
ら

ベ
ルを
通
し
、
米
国
で
の
再
臨
運
動
の
動
向
に
つ
い
て
も
知
っ
て
い
た
。
　
　
　
ば
、
そ
れ
は
神
に
よ
る
は
た
ら
き
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
よ
り
は
じ
ま
る
最

そ
れ
ゆ
え
再
臨
思
想
と
再
臨
運
動
は
区
別
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
　
　
　
後
の
審
判
、
神
の
国
の
到
来
し
か
あ
り
え
な
い
、
と
考
え
る
に
至
っ
た
の

内
村
も
こ
の
時
期
に
突
然
再
臨
思
想
に
目
覚
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
寧
ろ
　
　
で
あ
る
。

再臨
と
い
う
こ
と
を
再
発
見
し
再
臨
運
動
へ
と
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
　
　
　
内
村
を
再
臨
運
動
へ
と
向
か
わ
せ
た
も
う
一
つ
の
要
素
は
愛
娘
ル
ツ
子

主な
理
由
と
し
て
、
二
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
恐
ら
く
最
大
　
　
の
死
で
あ
る
。
内
村
ル
ツ
子
は
一
九
一
二
年
一
月
十
二
日
、
病
の
為
に
永

の

理由
は
第
一
次
世
界
大
戦
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
見
落
と
せ
な
い
　
　
眠
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
内
村
は
死
と
正
面
か
ら
立
ち
向
か
わ
ざ
る
を
得
な

の

が
愛
娘
の

死
であ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
な
っ
た
。

内
村
鑑
三
の
「
近
代
批
判
」
と
再
臨
運
動
（
岩
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
九



一
四

〇

●

　内
村
の
熱
烈
な
祈
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ル
ツ
子
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
　
　
　
　
り
、
…
…
彼
に
信
し
奉
り
て
死
は
ま
こ
と
に
睡
眠
な
り
、
復
活
の
曙

果
た
し
て
彼
の
祈
り
は
神
に
聴
き
届
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
　
　
　
　
に
す
べ
て
彼
を
愛
す
る
者
と
共
に
覚
め
て
起
き
ん
ま
で
の
睡
眠
な

ご
に
お
い
て
内
村
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
、
讃
美
す
べ
き
か
な
。
馬
太
伝
九
章
二
十
四
醜
。

　
　
　…
…
我
等
の
祈
求
が
聴
か
れ
な
い
の
で
は
な
い
、
聴
か
る
〉
ま
で
　
　
　
永
遠
の
命
を
得
る
と
は
、
死
な
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
死
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に時
が
要
る
の
で
あ
る
、
…
…
父
は
其
定
め
給
ひ
し
最
も
善
き
時
に
　
　
蘇
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
復
活
に
よ
り
死
と
永
生
と
の
間
が
繋
が
れ
る

　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

　
　
於
て

我等
の
祈
求
を
悉
く
聴
き
給
ふ
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
で
あ
る
。
内
村
は
も
と
も
と
、
人
は
キ
リ
ス
ト
者
と
な
る
こ
と
で
新
し

　
人間
の
時
間
は
有
限
で
あ
る
が
、
神
は
時
間
を
超
え
て
い
る
。
神
か
ら
　
　
　
い
人
と
な
る
と
い
う
意
味
で
既
に
復
活
し
て
い
る
、
と
捉
え
て
い
た
。
そ

の

答え
が
い
つ
得
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
に
は
計
り
知
れ
な
　
　
し
て
こ
こ
に
至
り
、
そ
の
復
活
に
新
た
な
意
味
が
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

い
。
そ
れ
故
人
間
は
待
つ
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
し
か
し
イ
エ
ス
の
十
字
　
　
　
終
末
的
な
復
活
、
復
活
の
完
成
で
あ
る
。

架
と
い
う
出
来
事
を
通
し
て
人
間
は
神
か
ら
救
済
の
約
束
を
得
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
パ
ウ
ロ
の
所
謂
霊
の
質
と
は
信
者
の
復
活
体
の
元
始
で
あ
つ
て
其

無
駄な
待
ち
ぼ
う
け
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
核
心
と
も
称
す
べ
き
者
で
あ
る
、
信
者
は
之
を
受
け
て
既
に
復
活
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
ロ
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
ほ
　
　
ロ
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
リ
　
　
ロ
　
　
リ
　
　
　
　
　
む

　
　
　…
…
永
遠
に
生
き
給
ふ
神
は
時
を
定
め
て
恩
恵
を
其
子
に
下
し
給
　
　
　
　
の
元
質
を
受
け
た
の
で
あ
る
、
…
…
復
活
体
は
死
後
に
於
て
奇
跡
的

　
　
り

　
　ふ
、
或
る
恩
恵
は
直
に
下
る
、
或
る
恩
恵
は
年
を
経
て
下
る
、
又
或
　
　
　
　
に
上
よ
り
被
せ
ら
る
〉
者
で
は
な
い
、
そ
の
元
質
は
信
者
が
信
仰
状

　
　る
恩
恵
は
来
世
に
至
て
下
る
、
我
等
の
祈
求
が
聴
か
れ
な
い
の
で
は
　
　
　
　
態
に
入
り
し
其
時
に
既
に
与
へ
ら
れ
し
者
で
あ
つ
て
、
死
後
に
其
完

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
ロ
　
　
リ
　
　
む
　
　
り

　
　な
い
、
聴
か
る
〉
ま
で
に
時
が
要
る
の
で
あ
る
、
信
者
の
祈
求
は
す
　
　
　
　
成
に
達
す
る
者
で
あ
る
、
斯
く
し
て
信
者
の
復
活
は
半
ば
未
来
の
希

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
リ
　
ロ
　
ロ
　
ロ
　
リ
　
リ
　
　
　
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
べ
て
聴
か
る
ン
の
で
あ
る
…
…
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
望
に
属
し
、
半
ば
既
成
の
事
実
で
あ
る
、
…
…
彼
は
今
既
に
復
活
さ

　
有
限性
を
意
識
す
る
限
り
で
は
、
人
間
は
悲
観
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
　
　
　
　
れ
つ
〉
あ
る
者
で
あ
る
、
而
し
て
死
後
に
於
け
る
復
活
の
完
成
を
倹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

い
。
し
か
し
内
村
は
救
済
の
約
束
か
ら
徹
底
的
な
希
望
を
得
る
こ
と
が
で
　
　
　
　
つ
者
で
あ
る
。

き
た
。
た
と
え
自
ら
が
生
き
て
い
る
間
に
報
わ
れ
な
く
と
も
、
い
つ
か
必
　
　
　
復
活
の
完
成
と
は
、
キ
リ
ス
ト
再
臨
よ
り
は
じ
ま
る
万
物
の
復
興
の
中

ず
報
わ
れ
る
、
と
い
う
確
信
を
得
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
聖
　
　
で
起
こ
る
聖
徒
の
復
活
で
あ
る
。
再
臨
運
動
当
時
の
講
演
や
文
章
で
内
村

書
に書
か
れ
て
い
る
ご
と
く
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
は
死
も
終
わ
り
で
は
　
　
自
身
が
ル
ツ
子
の
死
に
つ
い
て
言
及
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
こ
れ
が
彼
を

なく
、
神
の
救
済
に
よ
る
永
生
が
あ
る
と
内
村
は
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
再
臨
運
動
へ
と
向
か
わ
せ
た
要
因
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ

　
　
　…
…
是
れ
生
命
の
一
の
状
態
よ
り
他
の
状
態
に
移
さ
る
〉
こ
と
な
　
　
ろ
う
。



　
「
二
度
目
の
回
心
」
に
お
い
て
、
内
村
は
人
間
が
人
間
を
救
済
す
る
こ
と
　
　
　
こ
の
主
張
だ
け
を
読
む
な
ら
ば
、
イ
エ
ス
を
社
会
的
理
想
主
義
者
と
見

は
で
き
な
い
、
と
悟
っ
た
。
内
村
の
キ
リ
ス
ト
教
は
当
初
か
ら
人
間
の
限
　
　
る
よ
う
な
啓
蒙
主
義
的
イ
エ
ス
観
に
反
対
し
、
イ
エ
ス
は
終
宋
論
者
で
あ

界
、
無
力
さ
を
強
く
意
識
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
一
　
　
　
る
と
し
た
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
等
の
主
張
に
近
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
し

次
世
界
大戦
と
ル
ツ
子
の
死
と
い
う
二
つ
の
要
素
に
よ
り
、
人
間
の
限
界
　
　
か
し
内
村
の
主
張
は
も
っ
と
素
朴
な
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
山
上
の
垂

性を
改
め
て
徹
底
的
に
、
か
つ
体
験
的
に
考
え
感
じ
た
こ
と
か
ら
、
内
村
　
　
訓
が
実
質
的
に
実
現
不
可
能
な
教
え
と
思
わ
れ
る
の
は
、
為
さ
れ
る
べ
き

は

聖書
を
捉
え
直
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
再
臨
思
想
を
確
信
的
な
も
　
　
背
景
が
異
な
る
か
ら
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

の
と
さ
せ
、
再
臨
の
時
は
近
い
と
い
う
そ
れ
ま
で
に
な
い
切
迫
感
を
与
え
　
　
　
　
　
　
心
の
貧
し
き
も
の
は
福
な
り
、
天
国
は
即
ち
其
人
の
有
な
れ
ば

た
。
そ
こ
か
ら
再
臨
運
動
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
也

四－
二
　
内
村
の
再
臨
運
動
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
あ
る
（
馬
太
伝
五
章
三
）
、
其
前
半
は
道
徳
で
あ
っ
て
其
後
半
は
預

　内
村
の
再
臨
運
動
に
は
以
下
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。
ま
ず
、
聖
書
研
　
　
　
　
言
で
あ
る
、
天
国
獲
得
を
基
礎
と
し
て
説
か
れ
た
る
教
訓
で
あ
る
、

究者
で
あ
る
内
村
は
再
臨
運
動
に
お
い
て
も
聖
書
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
　
　
　
　
若
し
天
国
に
し
て
有
ら
ざ
ら
ん
乎
、
此
教
訓
は
其
権
力
を
失
ふ
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

く
、
あ
く
ま
で
も
聖
書
を
土
台
と
し
て
再
臨
を
主
張
し
た
。
「
聖
書
の
預
言
　
　
　
　
あ
る
、
…
…
。

的
研
究
」
で
内
村
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
で
内
村
は
こ
の
世
に
お
け
る
理
想
社
会
等
で
は
な
く
、
文
字
通
り

　
　
　
聖
書は
道
徳
の
書
で
は
な
い
、
預
言
の
書
で
あ
る
、
…
…
聖
書
を
　
　
　
の
天
国
を
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
再
臨
よ
り
は
じ
ま
る

　
　
誤解
す
る
主
な
る
原
因
は
其
預
言
を
離
れ
て
其
道
徳
を
解
せ
ん
と
す
　
　
　
一
連
の
終
宋
的
出
来
事
の
中
で
も
た
ら
さ
れ
る
神
の
国
、
天
国
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
サ
リ

　
　る
事
に
在
る
…
…
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
聖
書
の
証
明
」
で
は
新
約
聖
書
よ
り

　
　
　
預
言は
歴
史
観
で
あ
る
、
…
…
而
し
て
聖
書
に
特
別
の
歴
史
観
が
　
　
　
マ
タ
イ
三
・
七
か
ら
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
二
二
・
二
〇
ま
で
百
箇
所
以
上
の
具

　
　あ
る
の
で
あ
る
、
…
…
聖
書
は
歴
史
で
あ
る
、
…
…
過
去
現
在
未
来
　
　
体
的
箇
所
を
再
臨
の
根
拠
と
し
て
引
き
、
「
再
臨
は
必
ず
あ
る
」
と
主
張
し

　
　を
通
う
し
て
一
貫
す
る
宇
宙
人
類
に
関
は
る
神
の
聖
護
の
実
現
に
就
　
　
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
内
村
の
再
臨
運
動
は
「
聖
書
を
そ
の
ま
ま
に
読
ん

　　
て
語
る
歴
史
で
あ
る
、
…
…
信
仰
の
眼
を
以
て
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
　
　
　
だ
」
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　解
す
る
能
は
ざ
る
歴
史
で
あ
る
、
故
に
其
正
解
に
神
の
指
導
を
要
す
　
　
　
し
か
し
内
村
が
再
臨
運
動
期
に
聖
書
の
無
謬
を
述
べ
て
い
る
と
い
っ
て

　
　る
の
で
あ
る
、
而
し
て
此
指
導
の
任
に
当
り
し
者
が
神
の
預
言
者
で
　
　
も
、
そ
れ
は
彼
が
聖
書
学
的
視
点
を
放
棄
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

　
　
　
　
ハ
あ
り

　
　あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
村
に
と
っ
て
は
、
無
謬
と
い
う
こ
と
と
逐
語
霊
感
説
的
に
聖
書
に
書
い

内
村
鑑
三
の
「
近
代
批
判
」
と
再
臨
運
動
（
岩
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一



一
四

二

てあ
る
事
全
て
が
文
字
通
り
に
正
し
い
と
い
う
こ
と
と
は
、
内
容
と
し
て
　
　
　
　
等
は
神
の
定
め
給
ひ
し
時
に
必
ず
再
臨
が
あ
る
と
信
ず
る
、
其
事
が

異
な
る
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
年
あ
ら
う
が
明
年
あ
ら
う
が
、
十
年
後
に
あ
ら
う
が
、
百
年
後
に

　内
村
の
聖
書
の
読
み
方
に
は
独
特
の
二
重
性
が
あ
る
。
彼
に
は
聖
書
は
　
　
　
　
あ
ら
う
が
、
或
ひ
は
更
ら
に
遠
く
千
万
年
の
後
に
あ
ら
う
が
我
等
の

そ
の
ま
ま
読
め
ば
解
る
、
と
い
う
主
張
と
、
人
生
経
験
を
経
な
け
れ
ば
決
　
　
　
　
関
す
る
所
で
な
い
、
…
…
待
つ
は
子
た
る
者
の
取
る
べ
き
態
度
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

し
て
解
ら
な
い
、
と
い
う
主
張
と
が
あ
る
。
科
学
的
・
聖
書
学
的
知
識
を
　
　
　
　
つ
て
彼
に
取
り
大
な
る
特
権
、
大
い
な
る
幸
福
で
あ
る
…
…
。

重
んじ
つ
つ
、
そ
の
一
方
で
聖
書
を
読
む
上
で
知
識
は
結
局
役
に
立
た
な
　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
内
村
は
再
臨
の
時
は
近
い
、
と
い
う
意
識
を
強
く
持
っ

い
、
と
言
っ
た
り
も
す
る
。
そ
の
両
方
と
も
が
彼
に
と
っ
て
は
真
実
な
の
　
　
て
は
い
た
が
、
再
臨
が
「
い
つ
」
あ
る
と
言
っ
て
は
い
な
い
。
彼
が
再
臨

であ
る
。
中
心
は
あ
く
ま
で
も
信
仰
で
あ
る
が
、
し
か
し
知
識
は
信
仰
を
　
　
　
に
関
し
て
主
張
し
た
内
容
は
、
殆
ど
「
再
臨
は
あ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
け

よ
り
確
か
な
も
の
に
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
要
素
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
例
　
で
あ
る
。

え
ば
一
九
〇
〇
年
『
宗
教
座
談
』
第
三
回
「
聖
書
の
事
」
の
中
で
内
村
は
　
　
　
神
の
計
画
に
つ
い
て
は
神
の
み
が
知
る
。
そ
れ
は
人
間
に
計
り
知
れ
る

聖
書
に

つ
い
て

「神
の
事
を
人
が
伝
へ
た
書
で
あ
り
ま
す
、
人
が
伝
へ
た
　
　
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
は
た
だ
待
つ
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ

の

であ
り
ま
す
か
ら
其
中
に
多
少
の
欠
点
が
無
い
と
は
申
さ
れ
ま
せ
ん
、
　
　
　
ゆ
え
内
村
は
「
待
つ
こ
と
」
の
喜
び
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
再
臨
の
後
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

然し
神
の
事
を
伝
へ
た
の
で
す
か
ら
非
常
に
貴
い
書
で
御
座
い
ま
す
」
と
　
　
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
万
物
の
復
興
に
つ
い
て
の
希
望
を
語
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

述
べ
て
い
る
。
再
臨
運
動
期
に
は
、
「
人
が
伝
え
た
」
こ
と
と
「
神
の
こ
と
　
　
　
　
　
…
…
聖
書
は
神
が
人
類
を
救
ひ
給
ふ
と
同
時
に
時
到
ら
ば
万
物
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
リ
　
　
　
ロ
　
　
　
ロ
　
　
　
ロ
　
　
　
リ
　
　
　
ロ
　
　
　
リ
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
　
ロ

を
伝
え
た
」
こ
と
の
う
ち
、
後
者
に
大
き
く
力
点
が
置
か
れ
た
と
い
う
こ
　
　
　
　
も
改
造
し
給
ふ
事
を
教
ふ
る
の
で
あ
る
、
此
の
呪
は
れ
た
る
地
球
、

と
で
あ
り
、
内
村
の
読
み
方
が
全
く
変
化
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
　
　
　
　
此
の
山
川
草
木
禽
獣
、
此
の
宇
宙
万
物
が
遂
に
贋
は
れ
て
聖
者
の
住

そ
れ
故
、
欧
米
の
再
臨
待
望
運
動
で
な
さ
れ
た
よ
う
な
「
特
定
の
日
時
に
　
　
　
　
む
に
適
当
な
る
も
の
と
せ
ら
る
べ
き
事
を
予
言
す
る
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
　

キリ
ス
ト
が
再
臨
す
る
」
と
い
う
予
想
に
つ
い
て
内
村
は
完
全
に
否
定
し
　
　
　
　
…
…
。

て

いる
。
「
余
が
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
に
就
て
信
ぜ
ざ
る
事
共
」
で
は
、
次
の
　
　
　
こ
の
よ
う
に
再
臨
に
お
い
て
、
自
然
を
含
む
万
物
の
再
興
へ
と
眼
を
向

よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
た
こ
と
も
ま
た
内
村
の
再
臨
運
動
の
特
徴
で
あ
る
。
彼
は
自
然
科
学
者

　
　
　…
…
余
は
キ
リ
ス
ト
が
何
年
何
月
何
日
と
時
日
を
定
め
て
再
臨
し
　
　
　
で
あ
り
、
自
然
に
神
の
言
葉
を
見
出
す
タ
イ
プ
の
信
仰
者
で
あ
っ
た
。

　
　給
ふ
と
は
信
じ
な
い
、
…
…
神
は
再
臨
の
時
日
を
秘
し
給
ふ
、
而
し
　
　
　
内
村
に
と
っ
て
終
末
と
は
単
な
る
世
界
の
終
わ
り
で
は
な
く
、
そ
の
後

　
　
て神
の
秘
し
給
ふ
も
の
を
人
が
探
ら
ん
と
欲
し
て
は
な
ら
な
い
、
我
　
　
の
再
興
へ
と
つ
な
が
る
希
望
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。
再
臨
運
動
は
終



宋
的と
い
う
よ
り
も
来
世
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
再
臨
運
動
は
ま
た
　
　
投
げ
よ
」
と
の
答
え
を
得
た
よ
う
に
、
人
間
は
不
条
理
な
状
況
の
中
に
あ
っ

希
望
運
動
と
も
言
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
全
て
を
神
に
任
せ
　
　
て
さ
え
希
望
を
抱
き
そ
れ
に
立
ち
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
。
自
ら
の
無
力

て

大
丈
夫
だと
い
う
確
信
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
内
村
の
真
意
は
、
　
　
　
さ
ゆ
え
に
全
て
を
投
げ
出
し
た
く
な
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

本当
に
人
間
が
社
会
を
変
革
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
志
・
力
を
持
ち
得
る
た
　
　
絶
望
し
な
く
と
も
よ
い
。
い
つ
か
必
ず
神
が
答
え
て
く
れ
る
と
い
う
約
束

め
に
は
、
再
臨
を
信
じ
徹
底
的
な
希
望
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
　
　
を
得
て
い
る
か
ら
だ
。

こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
善
行
へ
の
報
い
は
終
末
的
に
し
か
得
ら
れ
な
い
と
考
え
た
内
村
自
身
、

　第
一
次
世
界
大
戦
と
い
う
未
曽
有
の
大
破
壊
に
直
面
し
た
内
村
は
、
社
　
　
　
一
九
二
五
年
『
聖
書
之
研
究
』
第
三
百
号
感
謝
紀
念
会
に
お
い
て
、
次
の

会
に

対し
て
希
望
を
示
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
果
　
　
　
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

たす
べ
き
預
言
者
的
使
命
で
あ
る
と
彼
は
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
　
　
　
　
　
人
は
私
を
評
し
て
主
義
の
人
と
云
ひ
ま
す
が
、
私
自
身
は
そ
れ
で

て第
一
次
世
界
大
戦
と
い
う
ど
う
し
よ
う
も
な
く
絶
望
的
な
出
来
事
に
立
　
　
　
　
無
い
事
を
知
つ
て
居
ま
す
。
主
義
に
依
て
、
我
慢
し
て
道
は
成
る
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
ロ
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

ち
向
か
え
る
だ
け
の
強
烈
な
希
望
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
を
お
い
て
　
　
　
　
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
成
功
の
秘
訣
は
歓
び
に
在
り
ま
す
。
深
い
強
い

他
に
は
な
か
っ
た
。
内
村
が
信
仰
に
よ
り
娘
の
死
を
乗
り
越
え
た
よ
う
に
、
　
　
　
　
歓
び
の
在
る
所
に
文
章
は
自
ら
成
り
、
途
は
自
か
ら
開
け
ま
す
…
…
。

信仰
に
よ
り
破
滅
的
状
況
も
乗
り
越
え
ら
れ
る
と
広
く
社
会
に
対
し
て
訴
　
　
　
　
　
そ
し
て
如
何
な
る
歓
び
か
福
音
の
歓
び
に
較
ぶ
べ
け
ん
や
で
あ
り

え
ね
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
た
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
す
。
…
…
是
は
人
類
の
幸
福
の
極
で
あ
り
ま
す
。
此
事
が
判
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
つ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　何
人
も
静
然
し
て
居
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
…
…
人

ま
と
め
に
貸
て
　
　
　
　
　
　
轡
犠
難
繕
議
蠣
聴
簿
窃
難
葬
鶴

　内
村
は
社
会
改
良
の
方
法
と
し
て
、
社
会
全
体
で
は
な
く
そ
の
構
成
員
　
　
　
　
滲
渉
る
宇
宙
的
歓
喜
で
あ
り
ま
す
。
此
歓
喜
を
宣
べ
伝
ふ
る
が
『
聖

た
る
個
人
を
改
良
す
る
方
法
を
選
ん
だ
。
大
変
な
遠
回
り
で
は
あ
り
な
が
　
　
　
　
書
之
研
究
』
の
事
業
で
あ
つ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
是
れ
あ
り
し
が

ら
も
、
そ
れ
が
唯
一
確
実
に
社
会
を
変
え
る
方
法
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
　
　
　
　
故
に
内
外
の
凡
て
の
困
難
を
打
越
え
る
事
が
出
来
た
の
で
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
り

であ
っ
た
。
人
間
の
本
性
自
体
は
旧
約
聖
書
時
代
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
　
　
　
　
ま
す
。

よ
う
に
見
え
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
は
一
人
一
人
の
人
間
が
全
く
　
　
　
な
る
ほ
ど
、
行
為
に
対
す
る
応
報
は
終
末
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
か

変
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
コ
ヘ
レ
ト
が
「
水
の
上
に
パ
ン
を
　
　
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
内
村
は
為
す
こ
と
そ
れ
自
体
、
希
望
を
伝
え
る
こ

内
村
鑑
三
の
「
近
代
批
判
」
と
再
臨
運
動
（
岩
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三



一
四
四

と
そ
れ
自
体
に
希
望
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
が
預
言
　
　
　
（
8
）
　
「
国
ヨ
p
。
巳
6
p
賦
o
ロ
解
放
」
一
九
二
〇
年
、
『
全
集
』
二
五
、
二
七
七

者
た
ち
の
精
神
か
ら
内
村
が
感
得
し
た
「
秘
訣
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
　
　
　
　
頁
。

れる
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
「
幸
福
の
途
」
一
九
二
一
年
、
『
全
集
』
二
六
、
四
六
五
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
1
0
）
　
そ
の
意
味
で
は
、
内
村
の
本
当
の
敵
は
個
人
主
義
一
般
の
確
立
を

　
　
　
　
　
　

註

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阻
害
する
君
主
制
国
家
権
力
等
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
内

　引
用
文
献
は
特
に
記
さ
れ
て
い
な
い
限
り
内
村
鑑
三
に
よ
る
も
の
。
内
　
　
　
　
村
自
身
が
不
敬
事
件
を
通
し
経
験
し
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

村
の
文
章
は
『
内
村
鑑
三
全
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
～
八
四
年
に
よ
　
　
　
　
　
内
村
に
よ
る
近
代
批
判
の
問
題
性
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
近
藤

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勝
彦
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
神
学
思
想
　
自
由
の
伝
統
と
プ
ロ
テ
ス
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
ン
テ
ィ
ズ
ム
』
教
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
第
m
部
第
二
章
、
及
び
、

（1
）
武
田
清
子
著
『
土
着
と
背
教
』
新
教
出
版
社
、
一
九
六
七
年
に
お
　
　
　
　
澁
谷
浩
『
近
代
思
想
史
に
お
け
る
内
村
鑑
三
』
新
地
書
房
、
一
九
八

　　
い
て
、
内
村
は
「
対
決
型
」
と
「
接
木
型
」
の
性
質
を
併
せ
持
つ
人
　
　
　
　
八
年
、
第
六
章
、
第
七
章
を
参
考
と
し
た
。

　
　物
と
さ
れ
て
い
る
。
武
田
は
「
接
木
型
」
を
、
「
日
本
の
精
神
的
伝
統
　
　
　
（
1
1
）
　
「
エ
レ
ミ
ヤ
伝
研
究
」
一
九
二
六
年
、
『
全
集
』
二
九
、
三
六
四
～
三

　
　
に内
在
す
る
諸
価
値
の
中
か
ら
積
極
的
可
能
性
を
潜
在
さ
せ
た
萌
芽
　
　
　
　
六
五
頁
。

　
　と
考
え
ら
れ
る
要
素
を
選
択
し
、
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
を
受
　
　
　
（
1
2
）
前
掲
書
、
三
六
五
頁
。

　
　肉
し
よ
う
と
す
る
試
み
」
と
し
て
一
定
の
評
価
を
与
え
て
い
る
。
　
　
　
　
（
1
3
）
前
掲
。

（2
）
　
例
え
ば
家
永
三
郎
、
太
田
雄
三
等
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
　
こ
の
よ
う
に
内
村
は
自
己
の
確
立
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
て
い
る

（3
）
　
「
日
本
国
の
大
困
難
」
一
九
〇
三
年
、
『
全
集
』
二
、
一
四
七
頁
。
　
　
　
　
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
自
己
と
は
厳
し
い
反
省
を
与
え
ら
れ

（4
）
　
「
宗
教
は
個
人
的
で
あ
る
」
一
九
二
二
年
、
『
全
集
』
二
七
、
七
～
八
　
　
　
　
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
神
へ
の
信
仰
の
中
で
放
棄
さ
れ

　
　頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
内
村
は
自
己
の
確
立
と
そ
の
先
ま
で
を
見

（5
）
　
「
個
人
主
義
と
自
己
主
義
」
一
九
二
四
年
、
『
全
集
』
二
八
、
一
六
　
　
　
　
据
え
て
自
己
主
義
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
五頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
「
伝
道
の
書
　
研
究
と
解
訳
」
一
九
一
五
～
一
九
一
六
年
、
『
全
集
』

（6
）
　
「
個
人
主
義
」
一
九
二
三
年
、
『
全
集
』
二
七
、
四
五
一
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
二
二
、
一
八
～
一
二
五
頁
。

（7
）
　
「
近
代
人
」
一
九
一
四
年
、
『
全
集
』
二
〇
、
二
三
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
八
・
一
四
。
新
共
同
訳
。



（1
7
）
　
前
掲
「
伝
道
の
書
　
研
究
と
解
訳
」
一
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
＞
　
前
掲
、
三
八
四
頁
。

（1
8
）
　
前
掲
書
、
二
〇
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
　
「
賛
美
す
べ
き
死
」
一
九
一
二
年
、
『
全
集
』
一
九
、
四
頁
。

（1
9
）
前
掲
書
、
二
〇
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
　
「
如
何
に
し
て
復
活
す
る
乎
」
一
九
一
五
年
、
『
全
集
』
二
一
、
三

（2
0
）
　
前
掲
「
伝
道
の
書
　
研
究
と
解
訳
」
、
二
七
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
〇
～
三
八
一
頁
。

（2
1
）
前
掲
書
、
三
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）
　
「
聖
書
の
預
言
的
研
究
」
」
九
一
八
年
、
『
全
集
』
二
四
、
九
頁
。

（2
2
）
前
掲
書
、
四
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
　
前
掲
。

（2
3
）
前
掲
書
、
四
三
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
前
掲
、
一
〇
頁
。

（2
4
）
前
掲
書
、
四
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
　
「
聖
書
の
証
明
」
一
九
一
八
年
、
『
全
集
』
二
四
、
一
六
三
～
一
六

（2
5
）
　
日
本
社
会
、
文
化
に
対
す
る
貢
献
・
影
響
力
と
い
う
視
点
の
み
か
　
　
　
　
七
頁
。

　　
ら
内
村
を
評
価
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
頂
点
が
日
清
戦
争
以
後
の
数
年
　
　
　
（
3
8
）
　
「
宗
教
座
談
　
第
三
回
　
聖
書
の
事
」
一
九
〇
〇
年
、
『
全
集
』
八
、

　
　
間
に
あ
り
、
伝
道
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
「
社
会
か
ら
　
　
　
　
　
＝
二
七
頁
。

　
　
後
退
し
た
」
と
見
倣
す
の
も
ム
面
妥
当
で
は
あ
る
。
家
永
三
郎
「
近
　
　
　
（
3
9
）
　
「
余
が
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
に
就
て
信
ぜ
ざ
る
事
共
」
一
九
一
八
年
、

　
　
代
精
神
と
そ
の
限
界
」
『
家
永
三
郎
集
　
第
四
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
　
　
　
　
『
全
集
』
二
四
、
四
七
～
四
八
頁
。

　
　
九
八
年
、
一
七
四
～
一
七
六
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
　
「
天
然
的
現
象
と
し
て
見
た
る
基
督
の
再
来
」
一
九
一
八
年
、
『
全

（2
6
）
　
「
信
仰
と
実
行
」
一
九
一
八
年
、
『
全
集
』
二
四
、
三
二
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
集
』
二
四
、
二
一
二
頁
。

（2
7
）
　
鈴
木
俊
郎
『
内
村
鑑
三
伝
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
、
六
七
〇
　
　
　
（
4
1
）
　
「
頒
栄
の
辞
」
一
九
二
五
年
、
『
全
集
』
二
九
、
二
九
二
～
二
九
三

　
　
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頁
。

（2
8
）
例
え
ば
一
九
〇
八
年
「
世
界
の
平
和
は
如
何
に
し
て
来
る
乎
」
「
世

　
　
は
果
し
て
進
歩
し
つ
Σ
あ
る
乎
」
等
の
文
章
に
、
既
に
再
臨
思
想
が

　

見ら
れ
る
。

（2
9
）
　
「
戦
争
と
伝
道
」
一
九
一
四
年
、
『
全
集
』
一
＝
、
一
一
〇
頁
。

（3
0
）
　
「
時
の
問
題
　
疑
問
の
解
決
」
一
九
＝
二
年
、
『
全
集
』
一
九
、
三

　
　
八
三
頁
。

内
村
鑑
三
の
「
近
代
批
判
」
と
再
臨
運
動
（
岩
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
】
四
五


