
あ
り
て
あ
る
哲
学
者
の
神

　
　ー
マ
リ
オ
ン
と
リ
ク
ー
ル
の
思
索
を
手
が
か
り
に
i

佐　
藤
　
啓
　
介

序

　
「
あ
り
て
あ
る
者
」
（
出
エ
ジ
プ
ト
記
三
章
一
四
節
）
と
い
う
神
名
は
、
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
神
と
存
在
の
関
係
を
め
ぐ
る
思

　
　
　
　
　
　
　
ハ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

索
の

争点
で
あ
っ
た
。
有
賀
鐵
太
郎
に
よ
る
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
か
ら
の
存
在
論
再
考
と
い
っ
た
例
外
を
除
け
ば
、
神
と
存
在
が
密
接
な
関
係

にあ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
だが
、
周
知
の
と
お
り
、
現
代
に
お
い
て
、
も
は
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
存
在
－
神
－
論
」
と
し
て
の
形
而
上
学
批
判
を
抜
き
に
し
て
、

神
と
存
在
の
関
係
を
思
惟
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
以
後
に
お
い
て
そ
の
関
係
を
思
惟
す
る
営
み
は
多
様
に
な
さ

れ
て

い
る
が
、
中
で
も
注
目
す
べ
き
試
み
が
多
産
さ
れ
て
い
る
の
が
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
（
語
圏
）
の
宗
教
哲
学
と
い
う
領
域
で
あ
る
と
い

　
　
　
こ

え
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
ン
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
存
在
論
批
判
な
ど
を
契
機
と
し
つ
つ
、
神
を
こ
れ
ま
で
と
は
別
様
の
仕
方
で
思
惟
す
る
方
途

が
、
あ
る
種
「
誇
張
的
」
と
も
言
え
る
身
振
り
を
交
え
て
模
索
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
。
無
論
、
私
は
こ
こ
で
、
そ
の
領
域
の
全
体
像
や
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

通
する
志
向
を
描
き
出
す
ほ
ど
の
力
量
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
以
下
で
は
、
そ
の
領
域
に
属
す
る
と
目
さ
れ
る
二
人
の
思
想
家
、
J
－

あ
り
て
あ
る
哲
学
者
の
神
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
五



二
三
六

L
・
マ
リ
オ
ン
（
匂
8
昌
－
い
9
寓
母
δ
P
ド
逡
①
－
）
と
P
・
リ
ク
ー
ル
（
℃
四
巳
国
0
8
霞
㍉
O
H
°
。
－
b
。
0
8
）
に
よ
る
思
索
を
手
が
か
り
と
し
て
、

「
現代
に
お
い
て
、
神
と
存
在
の
関
係
を
思
惟
す
る
こ
と
と
は
如
何
な
る
行
為
、
如
何
な
る
経
験
な
の
か
」
を
考
察
し
た
い
。
先
取
り
す
れ

ば
、
そ
れ
は
「
存
在
論
的
思
惟
の
臨
界
に
お
い
て
、
思
惟
自
身
を
変
容
さ
せ
る
働
き
を
思
惟
が
被
る
経
験
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
、
私
の

結
論
であ
る
。

一　

ハイ
デ
ッ
ガ
ー
と
神
な
き
思
惟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ま
ず
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
形
而
上
学
批
判
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
ま
で
、
形
而
上
学
は

存
在者
の
問
い
を
立
て
る
こ
と
で
、
存
在
を
問
お
う
と
し
て
き
た
。
そ
こ
で
い
う
存
在
と
は
、
存
在
者
の
根
拠
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
。

そ
し
て
、
存
在
に
つ
い
て
徹
底
的
に
思
惟
す
る
た
め
、
存
在
を
第
一
原
因
、
自
己
原
因
と
し
て
思
惟
し
て
き
た
。
こ
の
自
己
原
因
と
は
、

あ
ら
ゆ
る
存
在
者
に
共
通
す
る
根
拠
と
し
て
普
遍
妥
当
的
に
働
く
と
同
時
に
、
全
て
の
存
在
者
を
卓
越
す
る
根
拠
と
し
て
最
高
位
に
働
く

も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
こ
そ
が
神
だ
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
形
で
存
在
を
思
惟
す
る
様
態
こ
そ
が
、
形
而
上
学

の

存在
－
神
－
論
的
様
態
と
名
指
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　し
か
し
、
形
而
上
学
は
、
存
在
と
存
在
者
と
の
間
の
差
異
を
忘
却
し
、
そ
れ
を
思
惟
し
て
こ
な
か
っ
た
。
形
而
上
学
は
、
常
に
存
在
者

に

つ
い
て

の問
い
と
し
て
存
在
の
問
い
を
立
て
て
き
た
が
、
そ
こ
で
実
際
に
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
存
在
者
の
存
在
者
性
で
あ
っ
て
、
存

在
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
卓
越
し
た
神
的
存
在
者
と
し
て
表
象
し
よ
う
と
、
そ
れ
は
存
在
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
時

点
で
既に
存
在
者
と
し
て
存
在
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
存
在
の
真
理
を
問
わ
ん
と
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
自
己



原因
と
し
て
の
神
か
ら
、
存
在
の
問
い
を
区
別
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、
形
而
上
学
の
存
在
－
神
－
論
的
様
態
を
徹
底
的
に
批
判
し
た
。

こ
う
し
て
、
こ
れ
ま
で
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
神
と
存
在
は
、
決
定
的
な
分
離
を
経
験
し
た
の
だ
っ
た
。

　
『
同
一
性
と
差
異
』
の
中
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
興
味
深
い
言
葉
を
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

　
　…
…
自
己
原
因
と
し
て
の
神
を
放
棄
せ
ね
ば
な
ら
な
い
神
な
き
思
惟
の
ほ
う
が
、
神
的
な
神
に
よ
り
近
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

神
な
き
思
惟
の
ほ
う
が
、
神
的
な
神
に
よ
り
近
い
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
神
的
な
神
を
神
な
き
思
惟
は
如
何
に
思
惟
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う

か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
そ
の
先
に
つ
い
て
は
何
ら
語
ら
ず
、
沈
黙
す
る
こ
と
を
選
ぶ
。

　
　キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
の
神
学
で
あ
り
、
か
つ
、
哲
学
の
神
学
で
あ
る
限
り
で
の
神
学
を
よ
り
深
い
起
源
か
ら
経
験
し
た
人
は
、
今
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヱ

　
　神
に
つ
い
て
の
思
惟
の
領
域
で
は
沈
黙
す
る
こ
と
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。

　
『
哲
学
へ
の
寄
与
』
に
お
い
て
語
ら
れ
た
「
最
後
の
神
」
と
い
っ
た
例
外
的
モ
チ
ー
フ
は
あ
る
に
せ
よ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
神
に
対
す
る
態

度
と
は
、
基
本
的
に
は
こ
う
し
た
沈
黙
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
神
と
存
在
の
関
係
に
つ
い
て
の

思惟
」
と
い
う
課
題
に
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
以
降
」
と
い
う
限
定
を
施
し
た
場
合
、
神
は
自
己
原
因
で
は
な
い
と
い
う
否
定
的
命
題
が
共
有

さ
れ
る
べ
き
基
盤
と
し
て
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
沈
黙
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
と
批
判
し
た
の
が
、

マリ
オ
ン
で
あ
る
。
彼
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
形
而
上
学
批
判
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
な
お
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
の
中
に
潜
む
決
定

的
な
問
題
点
を
指
摘
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
神
と
存
在
の
関
係
を
徹
底
的
に
掘
り
下
げ
よ
う
と
す
る
。
私
た
ち
は
、
こ
の
マ
リ
オ
ン
の
議

論を
辿
る
こ
と
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
以
降
に
お
け
る
神
の
思
惟
の
一
つ
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

あ
り
て
あ
る
哲
学
者
の
神
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
七



二
三
八

ニ　
マ
リ
オ
ン
へ
の
視
角

　こ
こ
で
、
マ
リ
オ
ン
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
彼
は
デ
カ
ル
ト
研
究
者
と
し
て
出
発
し
つ
つ
、
一
方
で
現
象
学
を
中
心
と
す

る
現
代
哲
学
に
寄
与
を
な
し
（
い
わ
ゆ
る
「
贈
与
の
現
象
学
」
）
、
他
方
で
宗
教
哲
学
的
・
神
学
的
研
究
を
公
刊
し
つ
づ
け
て
い
る
。
彼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
教
哲
学
的
思索
は
、
一
九
九
二
年
の
論
文
「
飽
和
し
た
現
象
」
を
境
に
し
て
大
き
く
分
け
ら
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
前
期
に
お
い

ては
、
神
学
三
部
作
と
呼
ば
れ
る
著
作
1
『
偶
像
と
隔
た
り
』
（
一
九
七
七
年
）
、
『
存
在
な
き
神
』
（
一
九
八
二
年
）
、
『
愛
へ
の
プ
ロ
レ
ゴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

メ
ナ
』
（
一
九
八
六
年
）
1
の
中
で
、
神
の
概
念
が
存
在
と
の
関
係
で
集
中
的
に
思
惟
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
存
在
論
的
地
平
の
も

と
で
神
を
思
惟
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
が
徹
底
し
て
追
及
さ
れ
、
そ
の
結
果
提
示
さ
れ
た
の
渉
、
有
名
な
「
存
在
な
き
神
」
と
い
う
否
定

神
学的
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
マ
リ
オ
ン
の
思
索
は
急
転
し
、
存
在
な
き
神
に
ふ
さ
わ
し
い
述
語
は
愛
で
あ
る
と
述
べ
、
神
に
お

け
る
愛
や
贈
与
の
問
題
を
思
索
の
対
象
と
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
後
期
へ
と
連
な
っ
て
い
き
、
彼
の
贈
与
の
現
象
学
の
展
開
に
伴
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

て
、
神
と
贈
与
の
関
係
が
大
き
な
主
題
と
さ
れ
、
近
年
、
そ
の
思
想
に
対
す
る
関
心
も
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。

　
だ
が
、
私
た
ち
は
、
こ
の
マ
リ
オ
ン
の
後
期
の
思
索
に
で
は
な
く
、
あ
え
て
前
期
の
思
索
i
J
・
D
・
カ
プ
ー
ト
に
よ
っ
て
絶
対
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
り

に

不
可
能な
現
象
学
と
し
て
批
判
さ
れ
た
「
抹
消
の
現
象
学
」
1
に
注
目
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
理
由
は
二
点
。
第
一
に
、
本
論
文

の

主
題

「
ハイ
デ
ッ
ガ
ー
以
降
に
お
い
て
神
と
存
在
の
関
係
を
思
惟
す
る
こ
と
」
が
正
面
か
ら
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の
前
期
で

あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
、
こ
の
時
期
の
思
索
に
は
後
期
に
連
な
る
の
と
は
異
な
る
、
別
の
思
惟
の
可
能
性
の
萌
芽
が
含

ま
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。



三
　
存
在な
き
神

　そ
も
そ
も
、
マ
リ
オ
ン
の
宗
教
哲
学
的
思
索
は
何
を
目
指
す
も
の
な
の
か
。
そ
れ
を
端
的
に
表
現
す
れ
ぱ
、
「
神
を
そ
の
も
の
と
し
て
如

何
に
思
惟
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
マ
リ
オ
ン
は
、
「
神
を
そ
の
も
の
と
し
て
思
惟
す
る
こ

と
」
あ
る
い
は
「
神
に
つ
い
て
語
る
こ
と
」
自
体
を
目
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
の
企
て
は
、
神
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
は
な
く
、

沈
黙
する
こ
と
に
向
か
う
の
で
あ
る
。

　彼
が
そ
の
よ
う
な
思
索
に
向
か
う
理
由
は
、
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
神
に
つ
い
て
の
饒
舌
な
語
り
、
神
に
つ
い
て
の
思
索
が
、
こ
と

ご
と
く
「
偶
像
崇
拝
」
的
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
マ
リ
オ
ン
の
こ
の
偶
像
概
念
の
定
義
を
駆
け
足
で
確
認
し
て
お
こ
う
。
通
常
、
偶
像
崇

拝
と
は
「
本
当
は
神
で
は
な
い
も
の
を
、
誤
っ
て
神
だ
と
思
い
込
み
、
そ
れ
を
崇
拝
す
る
行
為
」
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
マ

リ
オ
ン
は
、
こ
の
定
義
は
偶
像
崇
拝
を
理
解
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
り
、
む
し
ろ
有
害
だ
と
さ
え
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
言
わ
れ
て

い
る
偶
像
と
は
、
ま
が
い
物
、
欺
く
も
の
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
が
、
そ
の
場
合
、
祈
る
人
が
そ
の
よ
う
な
偶
像
を
祈
っ
て
い
る
理
由
が

十
分
に

説明
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
彼
は
、
崇
拝
さ
れ
る
対
象
の
側
か
ら
偶
像
を
考
え
る
こ
と
を
禁
じ
、
そ
れ
を
眼
差

す私
た
ち
の
視
線
、
私
た
ち
の
志
向
に
よ
っ
て
偶
像
を
定
義
し
よ
う
と
試
み
る
（
そ
の
意
味
で
、
彼
の
偶
像
論
は
「
現
象
学
的
」
問
題
圏

に属
し
て
い
る
）
。

　私
た
ち
の
志
向
の
側
か
ら
偶
像
を
見
た
場
合
、
偶
像
は
、
全
く
偶
像
ら
し
く
な
く
な
る
。
逆
に
、
「
偶
像
は
騙
さ
な
い
。
偶
像
は
神
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

も
の
を
保
証
し
て
く
れ
る
」
と
い
う
。
何
故
だ
ろ
う
か
。
偶
像
に
祈
り
を
さ
さ
げ
る
人
の
視
線
は
、
偶
像
と
目
と
の
間
の
空
間
に
あ
る
遮

蔽物
を
貫
通
し
て
、
ま
ず
偶
像
を
見
る
。
そ
の
結
果
、
偶
像
と
は
、
「
見
る
者
を
欺
き
、
神
を
見
さ
せ
な
い
も
の
」
で
は
な
く
「
あ
り
あ
り

あ
り
て
あ
る
哲
学
者
の
神
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
九
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〇

と
見
え
る
も
の
」
と
な
る
。
逆
に
い
え
ば
、
眼
差
し
に
は
偶
像
し
か
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
た
め
、
偶
像
は
眼
差
し
を
虜
に
し
、
志
向
は

そ
こ
で
フ
リ
ー
ズ
す
る
の
で
あ
る
。
偶
像
を
特
徴
付
け
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
志
向
の
先
行
性
」
と
「
志
向
の
フ
リ
ー
ズ
」
で
あ
る
。

では
、
そ
の
眼
差
し
は
、
偶
像
に
何
を
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
志
向
の
先
行
性
と
は
、
「
偶
像
を
眼
差
す
前
に
、
神
的
な
も
の
を
狙
わ
ん

と
す
る
眼
差
し
が
先
行
し
て
い
る
」
こ
と
の
謂
い
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
の
神
的
な
も
の
と
は
、
偶
像
自
身
に
属
し
て
い
る

の

では
な
く
、
「
眼
差
す
側
が
持
っ
て
い
る
、
神
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
経
験
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
偶
像
に
お
い
て
は
、
神
的
な
も

の
に

つ
い
て

の

人間
の
経
験
の
ほ
う
が
、
神
的
な
も
の
が
そ
こ
で
纏
う
顔
よ
り
も
先
立
っ
て
い
る
。
こ
の
状
況
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
け

的
な
も
の
の
中
で
私
た
ち
自
身
を
経
験
す
る
の
だ
」
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
持
つ
、
神
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
経
験
を
投
影
し
て
い
る
の
で

あ
る
。　

以
上
の

偶
像
概
念を
説
明
す
る
の
に
最
適
な
比
喩
は
、
「
鏡
」
で
あ
る
。
私
た
ち
が
何
か
を
見
よ
う
と
志
向
し
、
そ
こ
に
見
え
る
像
で
眼

差
し
が
硬
直
し
、
私
た
ち
の
経
験
の
投
影
の
み
を
あ
り
あ
り
と
映
す
鏡
。
だ
が
、
鏡
の
比
喩
は
、
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ

る
。
そ
れ
は
、
「
像
（
1
1
鏡
）
そ
の
も
の
は
見
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
は
通
常
、
鏡
に
映
る
像
は
見
て
い
て
も
、
ガ
ラ
ス

と
銀
板
で
作
ら
れ
た
鏡
そ
の
も
の
を
見
て
い
る
と
は
意
識
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
同
様
に
、
信
仰
者
は
偶
像
に
自
ら
の
神
的
な
経
験
を
投

影し
、
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
る
神
に
没
入
す
る
一
方
、
こ
の
神
が
見
え
す
ぎ
て
い
る
が
あ
ま
り
、
そ
れ
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
偶
像
を
見

て

いな
い
。
「
こ
の
見
え
な
い
鏡
が
偶
像
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
見
え
な
い
と
い
っ
て
も
、
私
た
ち
が
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い

から
で
は
な
く
、
全
く
そ
の
反
対
で
、
私
た
ち
に
は
そ
れ
し
か
見
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
．
鏡
が
志
向
の
終
着
点
を
隠
し
て
し
ま
う
か
ら
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
リ

そ
、
見
え
な
い
の
で
あ
る
」
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
偶
像
は
神
的
な
も
の
を
保
証
し
て
く
れ
る
」
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
マリ
オ
ン
の
偶
像
概
念
な
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
偶
像
の
諸
特
徴
を
、
従
来
の
神
思
想
も
共
有
し
て
い
る
と
マ
リ
オ
ン
は
主
張
す



る
。
つ
ま
り
、
「
神
は
～
で
あ
る
」
と
い
う
経
験
が
ま
ず
先
に
あ
り
、
そ
れ
が
神
と
い
う
姿
を
と
っ
て
現
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
、
と
い

う
わ
け
だ
。
こ
う
し
て
、
マ
リ
オ
ン
は
近
代
哲
学
史
を
踏
破
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
神
理
解
を
矢
継
ぎ
早
に
断
罪
し
て
い
く
。
し
か
し
、

そ
の
身
振
り
は
あ
ま
り
に
多
く
の
こ
と
を
弾
劾
す
る
あ
ま
り
、
自
ら
の
言
説
の
効
力
そ
れ
自
体
を
も
否
定
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
そ
こ

で
マリ
オ
ン
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
同
意
し
て
、
従
来
の
神
理
解
に
一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
投
錨
す
る
。
そ
れ
が
自
己
原
因
と
し
て
の

神
理
解
で
あ
る
。
こ
の
神
理
解
こ
そ
が
、
「
眼
差
し
の
先
行
性
」
に
由
来
す
る
「
経
験
の
投
影
」
と
い
う
偶
像
の
要
件
を
満
た
す
根
本
原
因

と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

　
既
に

見
た
と
お
り
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
形
而
上
学
が
「
存
在
者
の
根
拠
と
し
て
の
存
在
」
を
最
高
存
在
者
と
し
て
の
神
の
形
象
の
も
と

で
思
惟す
る
身
振
り
を
批
判
し
、
そ
う
し
た
神
か
ら
、
存
在
の
問
い
を
区
別
し
た
。
そ
し
て
、
「
自
己
原
因
と
し
て
の
神
を
放
棄
す
る
神
な

き
思
惟
の
ほ
う
が
、
神
的
な
神
に
よ
り
近
い
」
と
述
べ
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
先
は
沈
黙
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
だ
が
、
こ
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

に

対し
て
、
ま
だ
沈
黙
は
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
と
マ
リ
オ
ン
は
批
判
を
投
げ
か
け
る
。
マ
リ
オ
ン
は
、
こ
う
し
た
沈
黙
で
さ
え
、
神
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
て何
か
を
語
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
ー
そ
し
て
そ
の
意
味
で
、
志
向
が
先
行
し
、
神
が
偶
像
と
化
し
て
い
る
ー
と
主
張
す
る
。
「
最
高

の困
難
と
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
と
も
に
、
神
に
対
し
て
保
た
れ
た
沈
黙
に
同
意
す
る
こ
と
で
事
を
終
わ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゐ
り

せる
点
に
は
な
い
。
…
…
そ
れ
は
間
違
い
な
く
、
そ
の
沈
黙
が
何
を
言
う
の
か
を
決
定
す
る
点
に
こ
そ
あ
る
」
。
確
か
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は

神
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
マ
リ
オ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
の
沈
黙
、
そ
の
語
ら
な
い
と
い
う
姿
勢
そ
れ
自
体
が
、
神
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

関
す
る
あ
る
判
断
に
つ
い
て
「
宙
吊
り
」
を
施
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
「
あ
る
判
断
」
こ
そ
が
、
偶
像
の
発
生
す
る
起
源
だ

と
指
弾
す
る
の
で
あ
る
。

　そ
の
偶
像
が
発
生
す
る
場
面
を
確
認
し
て
い
こ
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
た
と
え
ば
論
考
「
現
象
学
と
神
学
」
（
一
九
二
七
年
）
な
ど
に
お

あ
り
て
あ
る
哲
学
者
の
神
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
一



二
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二

い
て
、
神
学
の
課
題
を
、
信
仰
を
も
つ
現
存
在
の
自
己
理
解
だ
と
定
義
し
た
。
だ
が
、
現
存
在
の
自
己
理
解
そ
れ
自
体
は
、
神
学
固
有
の

課
題
では
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
神
学
に
お
け
る
実
存
分
析
は
、
前
キ
リ
ス
ト
教
的
内
容
を
前
提
と
す
る
。
し
か
し
、
マ
リ
オ
ン
は
、
こ

こ
に
決
定
的
な
問
題
点
を
見
出
す
。
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
身
振
り
が
、
偶
像
の
要
件
で
あ
る
「
眼
差
し
の
先
行
性
」
を
満
た
し
て
し
ま
う

点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
神
に
対
す
る
眼
差
し
で
は
な
く
、
現
存
在
に
対
す
る
眼
差
し
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
確
か
に
ハ
イ
デ
ッ

ガー
は
神
に
つ
い
て
は
何
も
判
断
し
て
い
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
論
考
「
根
拠
律
に
つ
い
て
」
（
一
九
二
九
年
）
の
註
に
、
次
の
よ
う

な
一
節
を
書
き
記
し
て
い
る
。

　
　
　
現
存在
を
世
界
内
存
在
と
し
て
存
在
論
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
神
に
対
し
て
、
肯
定
的
に
も
否
定
的
に
も
存
在
は
何

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ

　
　ら
決
定
さ
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
神
の
存
在
に
関
す
る
宙
づ
り
が
間
接
的
に
、
偶
像
と
し
て
の
神
が
生
ま
れ
る
土
壌
を
準
備
し
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
の
沈
黙
が
既
に
あ
る
一
つ
の
志
向
を
含
ん
で
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　
　　
「
存
在
論
的
に
現
存
在
を
世
界
内
存
在
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
う
ち
は
、
神
が
存
在
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
肯
定
的
に
も
否
定

　
　
的
に
も
何
ら
決
定
を
し
て
い
な
い
」
の
は
確
か
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
非
決
定
と
い
う
可
能
性
そ
の
も
の
が
、
一
つ
の
宙
吊
り
を
含

　
　
意
する
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
宙
吊
り
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
［
神
に
対
し
て
］
外
在
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
先
行
的
な
視
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
によ
っ
て
、
［
神
に
つ
い
て
の
］
一
切
の
存
在
者
的
立
場
を
宙
吊
り
す
る
志
向
を
意
味
し
て
し
ま
う
。
…
・
㍗
神
は
、
カ
ッ
コ
に
入
れ
る

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　と
い
う
様
式
の
も
と
で
、
現
存
在
に
よ
っ
て
他
の
全
て
の
存
在
者
と
同
様
に
志
向
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
偶
像
性
の
可
能
性
の
第

　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ハ
お
け

　　
一
の
条
件
を
被
る
の
で
あ
る
。

こ
の
一
節
に
登
場
す
る
「
［
神
に
つ
い
て
の
］
存
在
者
的
立
場
を
宙
吊
り
に
す
る
志
向
」
と
い
う
語
句
に
、
問
題
の
全
て
が
集
約
さ
れ
て
い



る
。
そ
の
語
を
噛
み
砕
い
て
い
え
ば
、
「
神
が
存
在
者
と
し
て
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
る
か
を
決
定
し
な
い
志
向
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、

マリ
オ
ン
は
こ
の
間
隙
に
、
狙
い
澄
ま
し
た
一
閃
を
打
ち
込
ん
で
く
る
。
こ
の
志
向
は
、
「
現
前
す
る
に
せ
よ
し
な
い
に
せ
よ
、
ど
ん
な
仕

方
で
あ
っ
て
も
、
と
に
か
く
全
て
の
神
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
も
っ
て
決
定
し
て
い
る
志
向
」
に
ほ
か
ら
な
ら

　
　
む
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

な
い
、
と
。
要
す
る
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
声
に
出
さ
ず
と
も
「
神
が
存
在
者
と
し
て
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
前
も
っ
て
決
め
て

し
ま
っ
て
い
た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
神
な
き
思
惟
が
示
唆
し
た
「
よ
り
神
的
な
神
」
と
て
、
形
而
上
学
の
神
こ
そ
回

避
す

れど
、
「
存
在
す
る
神
」
と
い
う
偶
像
ま
で
は
回
避
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
四

　神
と
存
在
と
私
（
一
）
1
否
定
の
働
き

　
然る
に
、
マ
リ
オ
ン
が
次
に
何
を
目
指
す
の
か
は
も
う
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
う
、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
る
の
が
「
存
在
な
き
神
」
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
存
在
な
き
神
と
は
、
神
が
実
在
す
る
か
し
な
い
か
、
と
い
う
次
元
の
問
題
で
は
な
い
。
マ
リ
オ
ン
は
、
「
如
何
な
る
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
り

約
な
し
に
、
存
在
と
い
う
制
約
す
ら
な
し
に
、
存
在
論
的
差
異
の
外
部
で
神
を
思
惟
す
る
」
こ
と
を
要
求
す
る
。
ゆ
え
に
、
「
あ
り
て
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

者
」
と
い
う
名
に
し
て
も
、
神
と
存
在
の
同
一
性
を
述
べ
た
名
と
し
て
は
解
釈
し
な
い
。
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
存在
が
開
示
す
る
存
在
者
、
存
在
に
し
た
が
っ
て
開
示
さ
れ
る
存
在
者
と
し
て
、
諌
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
決
ま
り

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
お
り

　
　は
、
　
一
体
ど
こ
か
ら
来
る
と
い
う
の
か
。

こ
の
引
用
の
中
に
あ
る
と
お
り
、
マ
リ
オ
ン
は
、
偶
像
と
し
て
の
神
を
免
れ
た
「
存
在
な
き
神
」
を
表
記
す
る
た
め
、
練
を
抹
消
す
る
。

そ
の
理
由
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
思
惟
し
え
な
い
そ
の
法
外
な
性
格
を
、
偶
像
化
へ
の
誘
惑
の
せ
い
で
見
失
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で

　
　
　
あ
り
て
あ
る
哲
学
者
の
神
（
佐
藤
）
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四
四

あ
る
。
我
々
に
は
、
容
易
に
は
存
在
な
き
補
〔
な
ど
思
い
描
け
な
い
。
い
や
、
「
思
い
描
こ
う
」
と
し
た
瞬
間
、
既
に
そ
こ
に
眼
差
し
の
先
行

性
と
い
う
偶
像
の
要
件
が
忍
び
込
ん
で
し
ま
う
。
だ
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
言
う
と
お
り
、
我
々
は
存
在
と
存
在
者
の
差
異
で
さ
え
、
ま

と
も
に
思
惟
し
え
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
存
在
な
き
凍
と
は
、
そ
れ
を
さ
ら
に
上
回
る
存
在
論
的
思
惟
の
外
部
の
事
柄
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

存在
な
き
猟
と
は
、
絶
対
的
に
思
惟
不
可
能
な
頚
で
あ
る
。

　
だが
、
そ
の
要
求
を
承
諾
す
る
こ
と
は
、
思
惟
そ
の
も
の
に
と
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
存
在
と
い
う
制
約
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
り

思
惟を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
「
ほ
と
ん
ど
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
（
辱
§
嶋
ミ
鳴
凶
⇒
α
同
ω
め
Φ
昌
ω
鋤
び
一
Φ
）
」
条
件
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
存
在

な
き
猟
を
め
ぐ
る
思
惟
は
、
練
の
思
惟
不
可
能
性
の
主
張
へ
と
帰
着
し
て
い
く
。
し
か
し
、
マ
リ
オ
ン
が
私
た
ち
に
突
き
つ
け
る
法
外
な

要
求は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
猟
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
命
題
さ
え
も
が
、
ま
だ
偶
像
性
の
嫌
疑
を
免
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
棟
が
「
私
に
は
考
え
ら
れ
な
い
」
も
の
と
し
て
「
私
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
、

私
の
思
惟
の
圏
域
、
私
の
志
向
の
内
部
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
猟
は
、
考
え
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
さ
え
考
え
ら
れ

な
い
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　こ
う
し
て
マ
リ
オ
ン
は
否
定
神
学
の
極
北
へ
と
突
き
進
ん
で
い
く
か
に
見
え
る
の
だ
が
、
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
オ
ス
に
お
い
て
否
定
神
学
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

肯
定
神学
と
が
対
に
な
っ
て
い
た
の
と
同
様
、
突
如
、
「
否
定
が
、
神
に
つ
い
て
の
言
述
の
最
後
の
語
で
は
な
い
」
と
口
に
す
る
。
そ
し
て
、

「
存
在な
き
神
に
唯
一
ふ
さ
わ
し
い
述
語
は
、
愛
で
あ
る
」
と
断
言
し
始
め
る
。
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
全
体
を
読
み
直
し
、
そ
こ
に
、

ト
マ
ス
に
始
ま
り
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
頂
点
を
極
め
る
「
存
在
の
神
の
偶
像
史
」
を
読
み
取
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
偶
像
の
系
譜
に

与し
な
か
っ
た
も
う
一
つ
の
系
譜
、
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
オ
ス
に
始
ま
り
ボ
ナ
ベ
ン
ト
ゥ
ラ
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
善
の
神
名
1
お
よ
び
愛

の

神
名1
の
系
譜
を
探
り
当
て
て
い
く
。
こ
う
し
て
マ
リ
オ
ン
は
「
愛
」
「
贈
与
」
「
称
賛
」
と
い
っ
た
概
念
の
分
析
へ
と
話
を
進
め
て



いく
。

　
だが
、
そ
う
し
た
肯
定
神
学
へ
の
転
進
の
手
前
で
、
マ
リ
オ
ン
の
思
惟
は
別
の
方
向
へ
と
展
開
す
る
可
能
性
を
内
包
し
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
神
の
抹
消
は
、
そ
う
し
た
思
惟
不
可
能
性
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
の
単
な
る
記
述
、
単
な
る
命
題
と
は

別
の
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
こ
そ
、
私
が
あ
え
て
彼
の
前
期
の
思
索
に
着
目
す
る
理

由
が
あ
る
。
以
下
の
一
節
を
見
て
み
よ
う
。

　
　…
…
事
実
、
猟
を
抹
消
す
る
こ
と
が
指
し
示
し
、
ま
た
、
思
い
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る
の
は
、
猟
が
我
々
の
思
惟
を
飽
和
さ
せ
て
し
ま

　
　う
か
ら
練
は
我
々
の
思
惟
を
抹
消
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
よ
く
言
え
ば
、
思
惟
不
可
能
な
も
の
は
、
我
々
の
思
惟
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま

　
　し
て
自
己
批
判
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
こ
に
入
り
込
ん
で
く
る
の
だ
。

こ
こ
で
、
思
惟
す
る
私
た
ち
に
跳
ね
返
っ
て
く
る
「
作
用
」
に
注
目
し
た
い
。
「
思
惟
不
可
能
」
と
い
う
の
は
、
単
な
る
事
実
で
は
な
く
、

我
々
と
の
関
係
の
中
で
作
用
す
る
「
我
々
の
思
惟
を
飽
和
さ
せ
」
「
自
己
批
判
を
課
す
」
働
き
で
あ
る
。
私
が
マ
リ
オ
ン
の
抹
消
の
身
振
り
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
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ヘ
　
　
　
へ

に関
し
て
着
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
私
が
存
在
な
き
猟
を
思
惟
す
る
瞬
間
に
そ
の
都
度
被
る
「
私
を
飽
和
し
否
定
す
る
働
き
」
を
、
内
的

へ

に

経
験
す
る
可
能
性
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
神
の
抹
消
、
即
ち
神
の
思
惟
不
可
能
性
に
つ
い
て
の
記
述
が
、
そ
れ
を
思
惟
す
る
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の

思惟
に
対
し
て
及
ぼ
す
行
為
遂
行
的
な
効
果
に
着
目
し
た
い
の
で
あ
る
。

　こ
の
働
き
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
「
思
惟
不
可
能
な
猟
が
、
我
々
の
思
惟
に
対
し
て
自
己
批
判

を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
入
り
込
ん
で
く
る
」
と
は
、
い
か
な
る
事
態
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　こ
の
疑
問
を
解
く
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
論
考
「
愛
の
志
向
性
」
（
一
九
八
三
年
）
で
あ
る
。
神
の
思
惟
不
可
能
性
の
「
働
き
」
を
理

解
する
た
め
、
こ
の
論
文
の
論
旨
を
必
要
最
低
限
の
範
囲
で
辿
っ
て
み
た
い
。
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
マ
リ
オ
ン
は
神
に
つ
い
て
の
思
惟

あ
り
て
あ
る
哲
学
者
の
神
（
佐
藤
）
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六

と
全
く
同
様
、
愛
も
ま
た
、
偶
像
性
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
「
愛
は
不
可
避
的
に
、
自
己
偶
像
と
い
う
現
象
学
的
形
象
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
　

と
で
、
自
己
愛
に
行
き
着
く
」
。
な
ぜ
な
ら
、
一
般
的
に
、
愛
さ
れ
る
対
象
が
実
は
当
の
相
手
で
は
な
く
、
そ
の
相
手
に
つ
い
て
愛
す
る
側

が持
つ
表
象
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
愛
す
る
者
は
、
愛
す
べ
き
対
象
を
志
向
し
、
そ
の
志
向
の
先
行
性
ゆ
え
に
、
対
象
に
つ
い
て
の

生き
生
き
と
し
た
経
験
を
投
影
し
、
そ
の
経
験
に
安
寧
す
る
。

　
だが
、
愛
と
は
、
相
手
を
そ
の
も
の
と
し
て
愛
す
る
こ
と
1
神
を
神
と
し
て
思
惟
す
る
よ
う
に
ー
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、

偶像
と
し
て
の
神
を
回
避
す
る
の
と
全
く
同
様
、
愛
の
ア
ポ
リ
ア
を
脱
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
マ
リ
オ
ン
は
、
愛
し
あ
う
二
人
が
見

つめ
あ
う
場
面
を
一
つ
の
範
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
彼
は
、
偶
像
の
発
生
の
起
源
が
「
第
一
の
見
え
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
、

相
手
を
そ
の
も
の
と
し
て
愛
す
る
場
合
、
「
相
手
が
私
を
見
て
い
る
こ
と
」
、
つ
ま
り
、
相
手
の
志
向
だ
け
は
私
に
は
決
し
て
見
え
な
い
と

主
張
する
。
な
る
ほ
ど
、
物
質
と
し
て
の
相
手
の
目
は
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
、
私
に
向
け
ら
れ
た
そ
の
目
が
私
の
ど
こ
を
志
向

し
、
私
の
何
を
志
向
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
は
決
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
私
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
以
上
、

そ
の
私
を
見
て
い
る
相
手
の
志
向
も
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（
「
志
向
と
は
、
何
か
に
つ
い
て
の
志
向
で
あ
る
」
こ
と
を
想
起

せよ
）
。
こ
う
し
て
、
ま
る
で
底
の
な
い
虚
空
の
一
点
と
化
し
た
相
手
の
瞳
孔
の
う
ち
に
、
「
私
の
眼
差
し
は
、
私
の
眼
差
し
を
見
る
見
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

な
い
眼
差
し
を
見
る
の
で
あ
る
（
冨
8
お
σ
q
四
a
＜
o
津
§
r
お
σ
q
母
自
ぎ
丘
ω
筐
Φ
日
＝
Φ
＜
o
詳
）
」
。
こ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、
マ
リ
オ
ン
が

単純
に
志
向
性
を
放
棄
し
、
現
象
学
的
枠
組
み
の
外
部
に
抜
け
出
た
わ
け
で
は
な
い
点
で
あ
る
。
二
人
が
見
つ
め
あ
う
場
面
に
お
い
て
、

相
手
が
見え
な
く
な
る
の
は
、
ま
さ
に
、
私
も
相
手
も
志
向
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
な
の
だ
。
「
意
識
に
と
っ
て
、
相
手
は
見
え
な
い
ま
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

であ
る
が
、
そ
れ
は
志
向
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
は
な
く
、
志
向
性
の
お
か
げ
で
、
な
の
だ
」
。

　
以
上
から
マ
リ
オ
ン
は
、
こ
の
見
つ
め
あ
う
経
験
に
お
い
て
、
見
る
自
我
は
見
る
自
我
自
身
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
ず
（
睡
偶
像
と



し
て
の
鏡
が
な
い
か
ら
）
、
結
果
、
見
ら
れ
る
対
格
と
し
て
の
私
の
み
が
構
成
さ
れ
る
と
言
う
。
だ
が
同
時
に
、
私
を
見
つ
め
る
見
え
な
い

他者
も
ま
た
、
見
え
な
い
私
に
よ
っ
て
見
つ
め
ら
れ
る
者
な
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
が
主
格
と
な
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
、
私

は
相
手
に
と
っ
て
、
相
手
は
私
に
と
っ
て
対
格
と
し
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
お
互
い
が
じ
っ
と
見
つ
め
あ
う
そ
の
親
密
な
経
験
の
只

中
で
、
お
互
い
が
お
互
い
の
志
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
当
惑
し
あ
う
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
互
い
が
互
い
に
と
っ
て
不
相
等
な
関
係
。

ま
さ
に
こ
の
経
験
を
、
愛
す
る
二
人
は
共
有
す
る
の
で
あ
る
。

　こ
の
マ
リ
オ
ン
の
愛
論
は
後
期
の
思
想
へ
と
連
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
考
え
て
き
た
神
と
存
在
の
思
惟

に関
し
て
も
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
存
在
な
き
猟
は
思
惟
す
る
私
を
飽
和
し
否
定
す
る
働
き
を
な
す
こ
と
で
、
私
の
思
惟
に
入

り
込
ん
で
く
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
愛
論
で
提
示
さ
れ
た
、
思
惟
す
る
自
我
が
思
惟
す
る
主
格
と
し
て
の
自
我
を
自
己
構
成

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
対
格
と
し
て
の
見
ら
れ
る
自
我
の
み
が
構
成
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
た
ち

の

思惟
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
思
惟
し
え
な
い
も
の
を
前
に
し
て
、
志
向
が
行
き
着
く
先
を
失
っ
た
結
果
、
主
格
と
し
て
の
思
惟
と
い
う

地
位を
構
成
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
る
ー
そ
の
意
味
で
思
惟
に
猟
が
入
り
込
ん
で
く
る
ー
の
で
あ
る
。
マ
リ
オ
ン
は
、
偶
像
的
で
は

な
い
神
の
あ
り
方
を
「
イ
コ
ン
」
と
呼
び
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
人間
が
自
分
の
眼
差
し
に
よ
っ
て
偶
像
を
可
能
に
さ
せ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
は
全
く
正
反
対
に
、
イ
コ
ン
を
畏
敬
に
満
ち
て

　
　
観
想し
て
い
る
場
合
に
は
、
見
え
な
い
も
の
の
眼
差
し
が
自
ら
人
間
を
狙
っ
て
い
る
の
だ
。
イ
コ
ン
が
我
々
を
眼
差
す
の
だ
。
イ
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
リ

　
　
ンは
我
々
に
関
わ
っ
て
く
る
（
O
O
】
P
O
Φ
同
】
P
Φ
『
）
の
だ
。

し
た
が
っ
て
、
我
々
は
存
在
な
き
猟
を
思
惟
す
る
に
あ
た
っ
て
、
存
在
の
概
念
を
人
為
的
に
放
逐
し
、
そ
の
背
後
に
強
引
に
回
り
こ
む
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
。
マ
リ
オ
ン
も
認
め
た
よ
う
に
、
我
々
に
は
存
在
論
的
差
異
抜
き
に
思
惟
す
る
こ
と
は
で
き
な

あ
り
て
あ
る
哲
学
者
の
神
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
七



二
四

八

い
の

だ
から
。
む
し
ろ
、
存
在
論
的
思
惟
の
虚
空
の
一
点
と
い
え
る
「
私
を
見
る
見
え
な
い
眼
差
し
」
を
前
に
、
私
の
思
惟
の
志
向
が
帰

着
点を
失
っ
て
「
ま
ご
つ
く
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
「
私
た
ち
は
皆
、
顔
の
覆
い
を
除
か
れ
て
、
鏡
の
よ
う
に
主
の
栄
光
を
映

し
出
し
な
が
ら
…
…
」
（
第
ニ
コ
リ
ン
ト
三
章
一
八
節
）
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
マ
リ
オ
ン
は
、
私
の
眼
差
し
が
偶
像
と
い
う
見
え
な
い
鏡
を

志向
す
る
の
を
や
め
た
と
き
、
逆
に
、
私
の
顔
が
私
を
眼
差
す
見
え
な
い
眼
差
し
に
と
っ
て
の
鏡
と
な
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
だが
、
こ
こ
で
決
し
て
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
マ
リ
オ
ン
の
理
路
が
、
存
在
論
的
思
惟
の
「
外
部
」
を
作
為
的
に
設

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
存
在
に
拘
束
さ
れ
た
思
惟
が
、
自
ら
の
経
験
を
投

影
す
る
こ
と
を
断
念
し
た
際
に
生
じ
る
存
在
論
的
思
惟
の
「
消
失
点
」
1
存
在
論
の
外
部
へ
の
出
口
で
は
な
く
ー
と
関
わ
る
こ
と
で
起

こ
る
出
来
事
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　も
ち
ろ
ん
、
マ
リ
オ
ン
の
別
の
面
で
の
作
為
性
は
、
い
ち
い
ち
あ
げ
つ
ら
う
ま
で
も
な
い
。
「
猟
は
そ
れ
自
体
と
し
て
思
惟
し
え
な
い
」

と
い
う
命
題
さ
え
、
偶
像
的
で
あ
る
。
そ
の
上
、
神
を
思
惟
す
る
こ
と
で
思
惟
す
る
自
我
の
自
己
構
成
が
禁
じ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
愛
す

る
二
人
が
眼
差
し
あ
っ
て
い
た
の
と
同
様
、
類
も
ま
た
こ
ち
ら
を
眼
差
し
志
向
し
て
い
る
と
い
う
勝
手
な
前
提
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
う

し
た
点
で
、
独
断
性
が
根
深
い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
猟
を
思
惟
す
る
私
を
飽
和
し
否
定
す
る
働
き
」

のあ
り
方
を
提
示
し
た
彼
の
思
索
は
、
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
以
降
に
お
け
る
神
と
存
在
の
思
惟
」
の
一
つ
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

よ
う
。
反
劉
す
れ
ば
、
「
存
在
な
き
猟
は
思
惟
で
き
な
い
」
と
は
、
単
な
る
事
実
で
も
な
け
れ
ば
、
形
式
的
な
論
理
的
操
作
で
も
な
く
、
思

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

惟
そ
の
も
の
に
対
す
る
作
用
な
の
で
あ
る
。
こ
の
作
用
の
内
実
と
は
、
思
惟
す
る
主
格
的
自
我
の
自
己
構
成
を
生
じ
さ
せ
な
い
と
い
う
作

用
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
、
私
の
思
惟
を
飽
和
し
否
定
す
る
こ
と
の
謂
い
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
用
は
、
存
在
な
き
類
と
い
う
理
念

を
外
的
に
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
意
識
の
志
向
性
と
い
う
構
造
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
発
生
す
る
消
失
点
－
私
の
意
識
を



志向
す
る
志
向
し
え
な
い
神
1
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
存
在
な
き
猟
は
思
惟
で
き
な
い
。
し
か
し
、
抹
消

さ
れ
た
存
在
な
き
棟
に
よ
っ
て
思
惟
が
飽
和
さ
れ
批
判
さ
れ
る
。
そ
の
内
的
経
験
自
体
は
、
あ
り
あ
り
と
経
験
し
う
る
も
の
な
の
だ
。

五
　リ
ク
ー
ル
へ
の
視
角

　し
か
し
、
マ
リ
オ
ン
の
い
う
存
在
な
き
猟
が
、
そ
れ
で
も
な
お
絶
対
的
に
思
惟
不
可
能
で
あ
る
点
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、

思

惟
不
可能
で
あ
る
が
故
に
そ
れ
だ
け
一
層
私
た
ち
に
作
用
を
与
え
る
、
無
限
に
後
退
す
る
消
失
点
だ
と
い
え
る
。
だ
が
、
マ
リ
オ
ン
は

そ
の
主
張
の
た
め
に
数
々
の
独
断
的
な
舞
台
装
置
を
持
ち
込
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
容
易
に
悟
性
の
犠
牲
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
ま
た
、

思惟
に
欠
か
せ
な
い
は
ず
の
コ
言
語
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
マ
リ
オ
ン
は
あ
ま
り
に
無
頓
着
で
あ
る
。
マ
リ
オ
ン
の
議
論
は
、
あ
ま
り
に

「眼差
し
」
の
比
喩
に
依
存
し
す
ぎ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
彼
の
思
想
の
強
み
で
あ
る
と
同
時
に
弱
み
で
も
あ
る
。

　こ
う
し
た
マ
リ
オ
ン
に
危
惧
を
抱
い
た
の
が
、
晩
年
（
一
九
九
〇
年
代
以
降
）
の
リ
ク
ー
ル
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
リ
ク
ー
ル
は
、
「
聖

書
で描
か
れ
る
神
は
多
様
で
あ
り
、
存
在
と
い
う
一
義
的
で
抽
象
的
な
概
念
に
は
還
元
で
き
な
い
」
と
述
べ
る
の
み
で
、
神
と
存
在
の
関

係
に

つ

い
て

積
極
的な
発
言
を
控
え
て
き
た
。
ま
た
、
そ
う
し
た
理
由
か
ら
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
三
章
一
四
節
の
「
あ
り
て
あ
る
者
」
と
い

う
定
式
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
神
の
自
己
退
去
の
印
で
あ
る
と
述
べ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
晩
年
の
彼
は
、
ラ
コ
ッ
ク
と
の
共
著
『
聖

書
を
考
え
る
』
（
一
九
九
八
年
）
を
中
心
と
し
て
、
マ
リ
オ
ン
の
現
象
学
的
否
定
神
学
と
は
異
な
る
解
釈
学
的
観
点
か
ら
、
存
在
と
神
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

係
を
積
極
的
に
考
え
よ
う
と
し
た
。
特
に
リ
ク
ー
ル
は
、
マ
リ
オ
ン
が
神
そ
の
も
の
か
ら
出
発
し
た
の
と
は
異
な
り
、
「
あ
り
て
あ
る
者
」

と
い
う
定
式
か
ら
出
発
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
定
式
そ
の
も
の
の
意
味
内
実
を
文
献
学
的
・
言
語
学
的
に
探
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
定
式

あ
り
て
あ
る
哲
学
者
の
神
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
九



二
五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
り

の

「
翻訳
」
に
着
目
し
た
点
1
ま
さ
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
解
釈
学
的
哲
学
の
担
い
手
と
し
て
の
衿
持
1
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　実
を
言
え
ば
、
リ
ク
ー
ル
に
よ
る
存
在
と
神
の
思
惟
は
、
本
来
、
一
方
で
は
彼
の
哲
学
全
体
に
伏
流
す
る
「
働
き
存
在
論
」
と
い
う
観

点
か
ら
、
他
方
で
は
、
彼
の
「
愛
の
神
」
と
い
う
神
論
か
ら
全
体
的
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
以
下
で
は
紙
幅
の
都
合

上
、
マ
リ
オ
ン
と
の
対
比
を
意
図
し
つ
つ
、
私
た
ち
が
マ
リ
オ
ン
か
ら
引
き
出
し
た
「
神
と
存
在
の
関
係
を
問
う
こ
と
で
、
思
惟
に
対
し

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

てな
さ
れ
る
働
き
の
出
来
事
」
と
い
う
一
点
に
論
点
を
絞
っ
て
、
リ
ク
ー
ル
の
思
索
を
扱
っ
て
い
き
た
い
。

六
　神
と
存
在
と
私
（
二
）
1
拡
張
の
働
き

　周
知
の
と
お
り
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
三
章
一
四
節
は
、
様
々
な
面
で
多
義
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
一
に
言
語
学
的
に
（
ヘ
ブ
ラ
イ
語
Φ
冨
①
げ

そ
の
も
の
が
、
「
あ
る
」
「
働
く
」
「
あ
ら
し
め
る
」
な
ど
、
多
義
的
な
広
が
り
を
帯
び
て
い
る
）
、
第
二
に
内
テ
ク
ス
ト
的
に
、
つ
ま
り
そ

の
一
節
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
モ
ー
セ
の
召
命
物
語
と
い
う
文
脈
へ
の
依
存
性
の
故
に
、
第
三
に
間
テ
ク
ス
ト
的
に
、
つ
ま
り
ヘ
ブ
ラ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
り

語
聖
書
の他
の
様
々
な
箇
所
と
の
相
互
関
係
と
の
関
係
性
の
故
に
多
義
的
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
多
義
性
の
た
め
、
そ
の
定
式
か
ら
直
ち
に
神
が
存
在
で
あ
る
と
い
う
形
而
上
学
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
の
み
な
ら

ず
、
そ
れ
は
翻
訳
の
限
界
に
あ
る
と
言
え
る
。
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
私
た
ち
は
こ
の
一
節
の
翻
訳
の
必
要
性
か
ら
免
れ
る
わ
け
で

は
決
し
て
な
い
。
翻
訳
史
的
に
見
る
と
、
こ
の
箇
所
に
対
す
る
翻
訳
の
姿
勢
は
、
概
ね
二
つ
の
態
度
に
分
け
ら
れ
る
と
リ
ク
ー
ル
は
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
り

そ
れ
は
、
「
意
味
を
最
小
化
す
る
翻
訳
」
と
「
意
味
を
拡
張
さ
せ
る
翻
訳
」
で
あ
る
。
前
者
は
、
上
記
の
よ
う
な
意
味
の
広
が
り
を
持
つ
出

エジ
プ
ト
記
三
章
一
四
節
の
Φ
ξ
Φ
げ
を
名
詞
化
す
る
こ
と
を
断
念
し
、
そ
れ
を
召
命
物
語
の
枠
内
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
で
満
足
す
る
よ
う



な
翻
訳
で
あ
る
。
こ
う
し
た
翻
訳
は
、
結
果
と
し
て
こ
の
一
節
を
脱
存
在
論
化
す
る
方
向
へ
と
向
か
う
。
他
方
、
後
者
に
お
い
て
は
、
こ

の
一
節
の
中
で
神
に
つ
い
て
何
か
が
言
わ
れ
て
い
る
と
考
え
、
そ
の
意
味
を
可
能
な
限
り
汲
み
取
ろ
う
と
す
る
方
向
へ
向
か
う
。
無
論
、

リ
ク
ー
ル
も
ま
た
、
こ
ち
ら
の
翻
訳
史
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
こ
の
一
節
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
翻
訳
史
1
1
影

響
作用
史
（
白
幽
蒔
§
伽
q
ω
α
q
Φ
ω
o
ぼ
o
窪
Φ
）
へ
と
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
神
と
存
在
の
関
係
に
つ
い
て
自
ら
が
思
惟
す
る
手
が
か
り
を
探
そ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。

　
た

だし
、
こ
こ
で
翻
訳
な
る
も
の
を
、
単
な
る
語
の
置
き
換
え
と
い
う
技
術
的
な
問
題
と
し
て
捉
え
て
は
な
ら
な
い
。
翻
訳
は
同
時
に

解釈
で
あ
る
。
「
テ
ク
ス
ト
の
受
容
史
、
つ
ま
り
同
時
に
解
釈
の
歴
史
で
も
あ
る
よ
う
な
歴
史
を
免
れ
た
無
垢
な
翻
訳
な
ど
存
在
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
け

翻
訳
する
こ
と
、
そ
れ
は
既
に
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
」
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
も
な
い
。
D
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
述
べ
た
と
お
り
、

言
語
と
は
概
念
枠
そ
の
も
の
で
あ
る
。
「
私
た
ち
は
、
言
語
と
い
う
も
の
を
精
神
か
ら
分
離
可
能
だ
と
は
考
え
な
い
。
言
語
を
話
す
こ
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
り

は
、
そ
れ
を
失
っ
て
も
な
お
思
考
の
能
力
を
保
て
る
よ
う
な
特
性
で
は
な
い
」
。
ゆ
え
に
、
翻
訳
と
は
、
「
概
念
」
の
水
準
、
「
思
惟
」
の
水

準
で
捉
え
る
べ
き
事
柄
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
三
章
一
四
節
の
翻
訳
史
は
、
そ
の
解
釈
史
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ

れを
翻
訳
す
る
際
に
動
員
さ
れ
た
「
概
念
の
歴
史
」
な
の
で
あ
る
。

　そ
の
上
で
リ
ク
ー
ル
は
言
う
。
現
代
人
た
る
私
た
ち
は
「
あ
る
」
「
存
在
す
る
」
と
い
う
動
詞
（
フ
ラ
ン
ス
語
な
ら
⑪
嘗
Φ
）
の
助
け
を
借

り
ず
に
、
そ
の
一
節
を
翻
訳
す
る
こ
と
な
ど
可
能
だ
ろ
う
か
、
と
。
た
だ
し
リ
ク
ー
ル
は
、
そ
の
節
の
翻
訳
を
、
私
た
ち
の
既
存
の
存
在

論
的
思惟
に
適
合
さ
せ
る
ほ
か
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
逆
に
、
．
そ
の
翻
訳
を
通
じ
て
、
我
々
の
持
つ
存
在
概
念
自
体
に

対し
て
拡
張
が
加
え
ら
れ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
拡
張
的
翻
訳
は
、
テ
ク
ス
ト
の
意
味
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
に
巻

き
込
ま
れ
た
概
念
自
体
を
も
拡
張
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

あ
り
て
あ
る
哲
学
者
の
神
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
一



二
五
二

　
　問
題
は
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。
た
と
え
動
詞
⑪
需
①
の
多
義
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、
こ
の
動
詞
へ
の
言
及

　
　
抜き
に
出
エ
ジ
プ
ト
記
三
章
一
四
節
を
翻
訳
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
、
と
。
…
…
私
は
、
無
理
だ
と
思
う
。
…
…
こ
の
［
Φ
ξ
Φ
げ
と

　　
Φ
冒
巴
の
］
意
味
の
隔
た
り
は
、
確
か
に
動
詞
蝉
お
を
別
様
に
思
惟
さ
せ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
動
詞
を
翻
訳
か
ら
除
去
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ね

　
　
てし
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。

　こ
こ
で
リ
ク
ー
ル
の
思
索
を
先
導
し
て
い
る
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』
に
お
け
る
「
存
在
は
様
々
な
仕
方
で
言
わ
れ

る
」
（
国
b
o
”
H
O
N
①
p
ム
リ
）
と
い
う
一
句
で
あ
る
。
こ
の
一
句
は
、
昔
か
ら
リ
ク
ー
ル
の
存
在
論
を
導
い
て
き
た
一
種
の
灯
台
で
あ
る
と
さ
え
言

　
ハ
ミ

え
る
。
リ
ク
ー
ル
は
、
こ
の
ギ
リ
シ
ャ
語
の
存
在
Φ
冒
繊
の
多
義
性
こ
そ
が
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
三
章
一
四
節
の
多
様
な
解
釈
を
可
能
に
さ
せ

た

大き
な
要
因
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　ギ
リ
シ
ャ
語
の
動
詞
o
ぎ
蝕
は
、
論
駁
し
え
な
い
概
念
の
普
遍
性
で
は
な
く
、
存
在
と
い
う
概
念
の
多
義
性
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ

　
　る
。
…
…
こ
の
乗
り
越
え
が
た
い
多
義
性
の
お
か
げ
で
、
ギ
リ
シ
ャ
語
Φ
ぎ
巴
は
出
エ
ジ
プ
ト
記
三
章
一
四
節
の
後
世
の
読
解
史
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
け

　
　信
じ
が
た
い
解
釈
の
多
様
性
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
リ
ク
ー
ル
は
こ
の
一
節
に
関
し
て
、
一
義
性
を
志
向
す
る
翻
訳
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
と
し
て
多
義
的
な
翻
訳
、
つ
ま
り
、
本

来
の

正し
い
意
味
な
る
概
念
自
体
が
特
権
化
さ
れ
な
い
、
そ
れ
自
体
と
し
て
多
義
的
な
翻
訳
こ
そ
が
望
ま
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
「
解
釈
学

は
、
疑
い
な
く
、
恐
ら
く
一
度
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
失
わ
れ
た
一
義
性
に
で
は
な
く
、
ま
さ
に
多
義
性
に
、
つ
ま
り
非
決
定
性
に
導
か

　
お
けれる

」
。

　し
か
し
、
リ
ク
ー
ル
が
こ
の
一
節
の
影
響
作
用
史
に
着
目
す
る
の
は
、
単
に
ギ
リ
シ
ャ
的
存
在
概
念
の
多
義
性
の
恩
恵
を
再
確
認
す
る

た
め
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
「
単
に
『
ギ
リ
シ
ャ
的
』
存
在
が
多
様
な
仕
方
で
言
わ
れ
う
る
の
み
な
ら
ず
、
存
在
に
つ
い
て
『
非
ギ
リ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ

シ
ャ

的
に
』
言
う
仕
方
が
あ
る
と
も
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
な
の
で
あ
る
。
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
三
章
一
四
節
が
、
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
な

詞
「
あ
る
」
の
豊
か
な
多
義
性
に
対
し
て
…
…
未
知
な
る
意
味
の
領
域
を
付
け
加
え
る
よ
う
誘
っ
た
の
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
」
。

つま
り
、
こ
の
一
節
の
翻
訳
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
多
義
的
な
ギ
リ
シ
ャ
的
存
在
概
念
を
も
さ
ら
に
拡
張
し
、
そ
こ
に
新
た
な
多
義
的
な

意
味を
折
り
重
ね
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
（
そ
し
て
、
今
も
し
て
い
る
）
と
リ
ク
ー
ル
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
彼
は
、
H
・

コ

ー
エ
ン
、
M
・
ブ
ー
バ
ー
、
F
・
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
ら
二
十
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
系
ユ
ダ
ヤ
思
想
家
た
ち
が
、
こ
の
箇
所
を
α
魯

ωΦ
δ民
ρ
画
器
Φ
琶
α
q
Φ
妻
Φ
ω
①
P
H
o
甲
玄
昌
・
量
と
次
々
に
訳
語
を
積
み
重
ね
、
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
い
っ
た
こ
と
を
、
拡
張
的
翻
訳
の
一

つ
の

模範
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
と
は
、
単
に
前
の
翻
訳
を
否
定
し
て
次
の
翻
訳
を
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
前

の

語に
次
の
語
を
パ
リ
ン
プ
セ
ス
ト
的
に
上
書
き
し
、
意
味
の
層
、
意
味
の
髪
を
折
り
重
ね
て
い
く
思
考
法
だ
か
ら
で
あ
る
。

　そ
れ
で
は
、
リ
ク
ー
ル
が
言
う
「
存
在
に
つ
い
て
非
ギ
リ
シ
ャ
的
に
言
う
仕
方
」
と
は
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
こ
こ

でリ
ク
ー
ル
は
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
三
章
一
四
節
お
よ
び
そ
の
文
脈
が
本
来
有
し
て
い
た
様
々
な
多
義
性
に
再
び
立
ち
返
る
。
そ
の
場
面
が
、

神
か
ら
人
へ
の
、
そ
し
て
人
か
ら
神
へ
の
関
係
が
描
か
れ
た
場
面
で
あ
る
以
上
、
神
か
ら
人
へ
の
（
ま
た
そ
の
逆
へ
の
）
「
働
き
」
と
し
て

の層
が
、
「
存
在
」
と
い
う
概
念
に
折
り
重
ね
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
リ
ク
ー
ル
は
考
え
る
。

　
　し
か
し
、
恐
ら
く
そ
の
解
釈
は
、
単
な
る
語
か
ら
語
へ
の
翻
訳
を
超
え
て
、
別
の
意
味
論
的
場
を
探
求
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
、

　
　
たと
え
ば
実
現
性
（
O
h
h
同
O
鋤
O
同
叶
①
）
の
場
で
あ
る
（
こ
う
し
て
、
ド
イ
ツ
語
で
は
、
白
辞
犀
ω
四
ヨ
閑
Φ
沖
は
、
語
根
惹
時
Φ
⇒
、
つ
ま
り

　　
《
O
b
①
「
Φ
吋
》
、
《
⑪
時
Φ
鋤
o
ま
》
を
持
つ
妻
マ
匹
圃
o
蒔
Φ
津
と
縁
続
き
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
神
の
現
前
が
も
つ
行
為
主
体
的
（
餌
σ
q
凶
ω
ω
0
9
）

　
　
で
作用
者
的
（
o
b
騨
四
口
け
）
な
性
格
も
考
慮
に
入
れ
ら
れ
よ
う
）
。
あ
る
い
は
、
契
約
の
構
造
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
る
忠
実
さ
の
場
で

　
　
　
（
4
2
）

　

　あ
る
。

あ
り
て
あ
る
哲
学
者
の
神
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
三



二
五
四

リ
ク
ー
ル
の
こ
の
一
節
は
、
有
賀
に
よ
る
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
の
思
考
を
知
る
私
た
ち
か
ら
す
る
と
、
さ
し
た
る
目
新
し
さ
を
感
じ
る
わ
け
で

は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
私
た
ち
が
リ
ク
ー
ル
の
翻
訳
論
に
お
い
て
着
目
す
べ
き
は
、
神
と
存
在
の
関
係
を
思
惟
す
る
際
、
「
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

り
て
あ
る
者
」
が
翻
訳
の
限
界
上
に
お
い
て
我
々
の
存
在
論
的
思
惟
に
対
し
、
思
惟
す
べ
き
も
の
を
与
え
る
と
い
う
働
き
を
な
す
点
で
あ

る
。
思
惟
す
る
中
で
、
思
惟
が
被
る
働
き
。
マ
リ
オ
ン
に
お
い
て
は
、
そ
の
中
で
私
た
ち
の
存
在
論
的
思
惟
は
「
否
定
」
さ
れ
ま
ご
つ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

さ
れ
た
が
、
リ
ク
ー
ル
に
お
い
て
は
、
そ
の
存
在
論
的
思
惟
が
「
拡
張
」
さ
れ
る
と
い
う
内
的
な
出
来
事
が
起
こ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

の

であ
る
。
リ
ク
ー
ル
も
ま
た
、
「
神
と
存
在
の
関
係
を
思
惟
す
る
思
惟
が
、
そ
の
思
惟
の
只
中
で
被
る
経
験
」
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ

る
。
そ
の
経
験
の
内
実
は
異
な
れ
ど
、
直
ち
に
「
存
在
と
は
別
の
仕
方
」
を
要
請
し
て
「
別
の
思
惟
（
な
い
し
思
惟
と
は
別
の
も
の
）
」
へ

と
自
ら
を
追
い
込
む
こ
と
な
く
、
思
惟
そ
の
も
の
の
構
造
ー
リ
ク
ー
ル
の
場
合
、
概
念
と
言
語
の
関
係
性
1
に
即
し
て
、
思
惟
自
身

が自
ら
の
臨
界
に
直
面
さ
せ
ら
れ
る
経
路
を
開
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
論

　
以上
、
マ
リ
オ
ン
と
リ
ク
ー
ル
が
い
ず
れ
も
「
神
と
存
在
の
関
係
を
思
惟
す
る
只
中
で
、
我
々
の
存
在
論
的
思
惟
が
被
る
働
き
」
に
着

目
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
マ
リ
オ
ン
の
考
え
る
、
存
在
論
的
思
惟
へ
の
仮
借
な
き
「
否
定
」
。
リ
ク
ー
ル
の
考
え
る
、

存
在
論
的
思惟
の
無
窮
の
「
拡
張
」
。
一
方
は
、
神
を
思
惟
す
る
こ
と
で
存
在
論
の
内
側
を
無
化
し
、
他
方
は
神
を
思
惟
す
る
こ
と
で
存
在

論
の内
側
を
広
げ
て
い
く
。
し
か
も
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
思
惟
そ
の
も
の
の
内
的
構
造
に
即
し
た
理
路
を
模
索
し
て
い
る
。
恐
ら
く
は
、

ベク
ト
ル
が
対
極
を
向
い
て
い
る
両
者
の
思
索
は
、
関
係
し
あ
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
存
在
な
き
類
を
思
惟
す
る
こ
と
は
、
存
在
論
を



限

界ま
で
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
他
方
、
存
在
の
多
義
性
を
思
惟
す
る
こ
と
は
、
既
存
の
存
在
論

に

対す
る
仮
借
な
き
否
定
が
伴
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
二
人
の
思
惟
を
「
否
定
と
拡
張
」
の
無
限

の

循
環
に
よ
っ
て
融
和
さ
せ
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　し
か
し
、
両
者
の
主
張
を
整
合
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
私
の
意
図
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
両
者
が
各
々
明
ら
か
に
し
た

「
思惟
が
思
惟
の
中
で
被
る
働
き
」
が
持
つ
意
義
を
照
射
す
る
こ
と
に
そ
の
眼
目
が
あ
る
。
こ
の
働
き
と
は
、
決
し
て
信
仰
経
験
や
神
秘
体

験と
い
っ
た
も
の
に
は
還
元
さ
れ
な
い
し
、
そ
れ
ら
か
ら
演
繹
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
働
き
と
は
、
い
わ
ば
「
哲
学
者
の
神
が
、

そ
の
神
な
り
に
、
そ
れ
を
思
惟
す
る
者
に
対
し
て
な
す
恩
寵
」
で
あ
る
。

　
繰り
返
そ
う
。
否
定
と
拡
張
の
循
環
に
お
い
て
も
、
神
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
思
惟
は
十
全
に
は
得
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
神
に
つ
い
て
思
惟
す
る
中
で
被
る
働
き
を
内
的
に
経
験
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
。
そ
こ
で
我
々
の
存
在
論
的
思
惟
が
否
定
さ
れ
拡

張さ
れ
る
。
し
か
も
、
あ
ら
ゆ
る
信
仰
経
験
を
カ
ッ
コ
に
入
れ
た
と
し
て
も
。
「
神
と
存
在
の
関
係
を
思
惟
す
る
只
中
で
、
思
惟
に
起
こ
る

出
来
事
」
、
そ
の
中
に
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
宗
教
哲
学
が
指
し
示
す
一
つ
の
可
能
性
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
哲
学
者
の
神
は
哲
学
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

神な
り
に
、
思
惟
す
る
私
た
ち
へ
働
き
か
け
つ
づ
け
、
そ
の
働
き
の
中
で
私
た
ち
は
思
惟
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

付
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註

　
本
論
文は
、
日
本
基
督
教
学
会
近
畿
支
部
会
（
二
〇
〇
三
年
三
月
神
戸
　
　
（
1
）
　
「
あ
り
て
あ
る
者
」
が
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
・
ユ
ダ
ヤ
思
想
史
・
哲

松
蔭
女
子
大学
）
お
よ
び
日
本
基
督
教
学
会
第
五
十
三
回
学
術
大
会
（
二
　
　
　
　
学
史
の
中
で
解
釈
を
施
さ
れ
て
き
た
歴
史
の
重
層
性
に
つ
い
て
は
、

○
〇

五
年
九月
関
西
学
院
大
学
）
に
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
を
一
つ
に
し
、
　
　
　
　
以
下
が
詳
し
い
。
≧
鉱
口
山
Φ
に
び
Φ
冨
簿
け
自
冨
N
ロ
ヨ
切
毎
目

加筆
．
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
働
α
ψ
）
噂
O
恥
ミ
“
Q
ミ
羽
汁
冒
譜
愚
§
職
§
切
甘
旨
跨
ミ
ミ
暮
§
8

、

あ
り
て
あ
る
哲
学
者
の
神
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
五



二
五
六

　　
駄
繭
§
§
9
N
み
O
Φ
昼
H
り
。
。
①
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
現
代
フ
ラ
ン
ス
宗
教
哲
学
全
体
を
一
つ
の
思
想
的
課
題
と
し
て
定

（2
）
　
有
賀
鐵
太
郎
「
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
存
在
論
の
問
題
」
『
有
賀
鐵
　
　
　
　
位
し
、
そ
の
基
本
問
題
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。
杉

　　
太
郎
著
作
集
』
第
四
巻
、
創
文
社
、
一
九
八
一
年
。
ま
た
、
有
賀
の
　
　
　
　
村
靖
彦
「
哲
学
者
の
神
」
『
岩
波
講
座
　
宗
教
四
　
根
源
へ
1
思
索

　

議論
が
持
つ
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
に
お
け
る
意
義
に
つ
い
て
は
、
以
　
　
　
　
の
冒
険
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
。

　　
下
を
参
照
。
水
垣
渉
「
「
あ
る
」
と
「
あ
ら
し
め
る
」
に
つ
い
て
ー
　
　
　
（
5
）
　
ヨ
p
。
H
餓
口
口
Φ
達
Φ
o
Q
o
q
o
同
噌
．
．
U
凶
Φ
o
暮
o
・
些
①
o
・
一
〇
σ
q
凶
ω
。
ゴ
Φ
＜
⑦
風
£
。
甲

　　
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
理
解
す
る
た
め
の
一
つ
の
試
み
ー
」
『
途
上
』
　
　
　
　
　
ω
ロ
ロ
α
q
α
興
］
≦
①
富
》
ぼ
ω
貯
、
．
§
§
職
ミ
妹
ミ
蕊
織
b
§
ミ
§
即
O
凶
ロ
些
霞

　
第
二
十
五
号
。
二
〇
〇
四
年
。
キ
リ
ス
ト
教
思
想
が
、
「
あ
る
」
を
基
　
　
　
　
乞
Φ
゜
。
犀
ρ
同
8
S

　

調と
す
る
オ
ン
ト
ロ
ギ
ア
と
「
あ
ら
し
め
る
」
を
基
調
と
す
る
ハ
ヤ
　
　
　
（
6
）
　
団
ぼ
仙
4
ロ
．
①
9

　　
ト
ロ
ギ
ア
と
が
ハ
ヤ
・
オ
ン
ト
ロ
ギ
ア
と
い
う
重
層
的
な
構
造
に
お
　
　
　
（
7
）
　
凶
甑
価
4
戸
麟
゜

　　
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
、
．
b
Φ
U
冨
目
o
ヨ
α
ロ
Φ
ω
讐
負
飛
き
無
謡
o
§
§
o
譜
隷
ミ
き
魯
暮

（3
）
　
現
代
フ
ラ
ン
ス
宗
教
哲
学
と
い
う
領
域
は
、
近
年
で
は
一
種
の
家
　
　
　
　
（
q
8
p
・
周
鑓
鍔
o
凶
ω
O
o
口
三
ロ
Φ
鳴
聾
ミ
゜
）
”
O
簿
Φ
艮
o
P
H
O
O
N
°
（
話
只
δ

　

族
的

類
縁
性を
も
っ
て
、
一
つ
の
潮
流
と
し
て
括
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
　
　
　
　
ユ
碧
ω
卜
恥
e
蹄
き
ド
ミ
ド
誌
魁
隷
り
O
o
臥
b
8
α
。
）
q
o
匿
U
．
O
琶
這
8
”

　　
い
え
る
。
内
β
詳
毒
O
昼
肉
恥
蓉
遷
愚
ミ
ご
匂
愚
隷
脳
穐
§
雪
§
§
隷
越
融
ミ
　
　
　
　
、
偽
O
O
α
H
ω
壽
9
甘
O
臣
Φ
「
・
≧
ヨ
O
ω
け
U
蹄
h
騨
餌
9
0
四
昌
α
昏
Φ

　
　

bミ》
鷺
ミ
N
ト
ミ
§
越
《
ミ
§
概
§
特
恥
δ
O
謡
騎
む
要
ミ
隷
ミ
、
§
、
ミ
鯉
ド
　
　
　
　
　
国
壱
①
き
O
嵩
O
＞
胃
Φ
ユ
昌
O
h
O
O
熊
§
恥
O
ミ
恥
§
§
駄
O
O
駄

　

ぐ

5
ぎ
匹
ヨ
国
昌
ぎ
6
㊤
㊤
゜
剛
Φ
け
臼
臼
o
口
犀
興
ω
卸
閃
ニ
ロ
α
ぐ
弔
Φ
洋
Φ
づ
（
Φ
匹
ω
゜
）
噂
　
　
　
　
（
○
巨
ヨ
円
ω
賃
旨
日
興
Φ
目
①
9
）
”
＜
貯
o
q
ぎ
冨
d
°
勺
゜
℃
H
㊤
㊤
o
。
°

　

Oミ
§
ぎ
蕊
§
量
殊
9
§
ミ
6
ミ
建
ぎ
§
勘
§
“
幕
塞
§
　
　
（
9
）
H
Φ
き
白
¢
。
竃
巴
。
P
更
§
貯
ミ
ミ
轟
ミ
§
ミ
§
嶋
§
翁
”

　　
O
o
9
℃
①
Φ
8
同
ω
b
O
O
9
ま
た
、
D
・
ジ
ャ
ニ
コ
ー
の
『
フ
ラ
ン
ス
現
　
　
　
O
鑓
ω
ω
Φ
戸
H
O
謡
゜
b
艦
§
器
§
N
、
§
°
《
ρ
舞
曾
団
α
q
Φ
》
剛
q
周
‘
H
O
°
。
卜
。

　
　
象
学
の

神
学
的

転回
』
（
一
九
九
一
年
）
と
、
ク
ル
テ
ィ
ー
ヌ
ら
の
論
　
　
　
　
（
N
o
巴
置
o
員
卜
。
8
b
。
）
°
ぎ
曹
§
町
蕊
＄
9
ー
ミ
昏
曹
篭
蛍
い
”
U
窪
③

　
集
『
現
象
学
と
神
学
』
（
一
九
九
二
年
）
が
、
一
冊
の
本
と
し
て
英
訳
　
　
　
　
お
口
o
ρ
μ
O
°
。
9

　　
さ
れ
た
こ
と
も
、
こ
の
領
域
の
形
成
に
寄
与
し
て
い
る
。
U
o
巳
巳
－
　
　
（
1
0
）
即
o
げ
旨
団
o
ヨ
Φ
が
湘
恥
ミ
§
謹
薦
O
o
織
禽
O
捧
さ
蕊
o
§

　　
ρ
¢
Φ
｝
曽
巳
O
”
β
α
ミ
ミ
こ
寒
鳴
§
O
§
恥
ミ
O
§
貸
§
賊
き
恥
．
、
§
§
§
ミ
　
　
　
　
　
b
鳴
ミ
煽
§
貸
§
織
ミ
恥
卜
帖
§
駐
ミ
き
恥
§
O
§
鳴
§
O
§
》
男
O
同
自
p
ユ
ヨ
d
°

　
　§
§
、
§
鳴
寒
謡
鳥
魯
b
＆
“
討
、
、
（
切
興
昌
費
Ω
ρ
剛
歪
留
犀
ミ
ミ
゜
　
　
　
　
唱
こ
b
o
8
ド
瀞
黛
§
ト
ミ
“
さ
ミ
O
§
卜
§
q
O
・
暮
N
冒
妹
さ
§
昏
§
§

　
鍾
9
房
゜
）
讐
司
o
「
爵
櫛
日
℃
b
。
8
P
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諺
ω
ゴ
α
q
o
8
勺
ロ
げ
゜
O
O
‘
b
。
0
8
°
討
昌
い
①
器
評
律
国
o
圃
昌
O
器
ω
己
団
（
Φ
α
ω
゜
）
”



　
　O
帖
器
§
§
§
魯
ミ
駄
O
O
称
O
ミ
湧
§
謡
吻
ミ
瀞
織
§
ト
ミ
q
§
識
O
誤
　
　
　
　
　
ミ
ら
ぎ
蕊
融
（
O
や
o
圃
け
）
匂
や
㊤
メ

　　
団
O
『
爵
o
日
d
°
勺
こ
b
。
8
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
　
ま
達
4
0
°
H
8
°

（
1
1
）
　
O
巷
9
P
、
．
O
＆
H
ω
蓼
o
目
団
○
昏
㊤
・
諺
一
日
o
ω
け
．
．
（
8
°
o
拝
）
》
娼
や
　
　
（
2
8
）
　
凶
ぼ
自
‘
や
H
8
．

　　
H
潔
I
H
㊤
α
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
　
］
≦
費
団
O
P
b
爵
ミ
器
ミ
吻
N
、
§
（
O
や
o
幽
ε
層
b
°
ω
H
°

（1
2
）
　
］
≦
霞
凶
o
P
卜
§
ド
ミ
ミ
轟
ミ
§
恥
（
o
や
o
跨
）
℃
O
b
ω
゜
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
田
0
8
ロ
δ
、
．
U
巴
闘
葺
Φ
壱
融
冨
賦
o
p
9
1
冨
時
p
鳥
8
臨
o
耽
、
詮
蕊
ミ
ミ

（13
）
　
ま
同
匹
‘
O
°
b
。
O
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
切
融
隷
（
勺
9
巳
国
凶
0
8
負
9
ぎ
母
0
い
四
〇
〇
8
ロ
①
）
噂
ω
Φ
ロ
芦
H
O
㊤
c
。
”
喝
゜

（1
4
）
　
冨
母
凶
o
P
b
脳
§
旨
§
隠
ぎ
（
8
．
o
界
）
も
゜
お
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
ω
㎝
跨
ま
た
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
以
降
に
お
け
る
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
存

（1
5
）
　
博
寓
α
゜
も
゜
。
。
b
。
°
強
調
原
文
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
－
神
－
論
の
文
脈
に
リ
ク
ー
ル
を
位
置
づ
け
た
研
究
と
し
て
は
、
ブ

（1
6
）
　
ま
凶
恥
G
娼
．
雪
凍
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ツ
の
論
考
が
要
を
得
て
い
る
。
国
①
羅
Φ
切
O
ロ
話
貫
、
、
い
爵
o
「
津
葺
Φ

（
1
7
）
　
国
①
達
①
o
q
α
q
Φ
が
畿
く
o
ヨ
毒
Φ
ω
Φ
口
価
Φ
ω
○
巨
昌
鎚
Φ
ω
．
、
諄
§
黛
ミ
§
鳩
　
　
　
　
Φ
9
お
冨
δ
け
窪
Φ
Φ
江
、
卑
話
．
、
ぎ
ミ
肉
帖
§
ミ
讐
い
、
国
Φ
ヨ
ρ
b
。
8
吟

　
　≦
ヰ
o
ユ
o
固
o
ω
富
§
9
目
も
゜
H
㎝
㊤
゜
昌
α
ρ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
　
リ
ク
ー
ル
の
翻
訳
論
一
般
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
幻
凶
0
8
信
斜

（1
8
）
　
竃
胃
同
o
戸
b
脳
§
器
蕊
㍉
、
勲
§
（
o
や
9
ε
”
署
6
圃
1
①
。
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
留
鳩
ミ
討
§
q
§
§
b
d
四
団
母
P
卜
。
O
O
腿
゜
リ
ク
ー
ル
の
翻
訳
論
の
基
本

（1
9
）
　
幽
寓
α
．
も
゜
①
P
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
理
念
と
は
、
純
粋
言
語
や
普
遍
言
語
に
よ
る
完
全
な
翻
訳
と
い
う

（2
0
）
筐
匹
゜
も
゜
刈
O
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
理
念
は
放
棄
し
、
他
方
で
、
翻
訳
不
可
能
性
と
い
う
理
論
的
断
念
に

（2
1
）
　
マ
リ
オ
ン
は
、
「
あ
り
て
あ
る
者
」
と
い
う
公
式
か
ら
神
と
存
在
の
　
　
　
　
も
与
す
る
こ
と
な
く
、
「
実
践
」
の
中
で
常
に
別
様
に
翻
訳
し
よ
う
と

　
　関
係
が
発
生
す
る
こ
と
を
あ
の
手
こ
の
手
で
回
避
し
よ
う
と
す
る
　
　
　
　
す
る
こ
と
で
他
者
を
言
語
的
に
歓
待
す
る
こ
と
、
と
ま
と
め
る
こ
と

　
　が
、
そ
う
し
た
判
断
は
文
献
学
的
問
題
で
は
な
く
、
純
粋
に
神
学
的
　
　
　
　
が
で
き
る
。

　
　
な

決定
に
属
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
凶
ぼ
α
‘
旨
゜
H
8
山
H
P
　
　
　
（
3
2
）
　
こ
う
し
た
多
種
の
多
義
性
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
考
に
し
た
。

（
2
2
）
　
ま
凶
α
‘
や
目
8
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌧
5
曾
α
い
四
〇
〇
〇
ρ
口
ρ
．
．
い
四
a
＜
色
”
賦
o
口
鳥
Φ
ω
融
く
魁
鋤
氏
o
拐
、
、
譜
§
ミ

（2
3
）
　
ま
凶
α
‘
や
謡
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
切
き
智
（
8
°
o
凶
ε
．

（
2
4
）
　
］
≦
9
。
ユ
o
戸
卜
§
慰
ミ
ミ
§
ミ
§
恥
（
o
O
陰
9
ε
噂
b
°
H
8
°
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
　
匹
0
8
9
舶
．
．
U
巴
”
貯
け
Φ
6
融
叶
9
。
自
o
　
叫
冨
窪
p
仙
盾
o
賦
o
口
、
、
（
8
．
9
ε
り

（
2
5
）
　
］
≦
四
ユ
o
員
b
脳
§
鶏
蕊
、
ぎ
（
o
弓
゜
o
圃
ε
”
噂
絢
b
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娼
ロ
幽
ω
合
1
ω
腿
ω
゜

（
2
6
）
　
冨
費
幽
o
P
、
．
い
、
ぎ
け
Φ
耳
同
o
昌
巴
凶
絃
α
Φ
一
．
”
ヨ
o
ロ
㌦
．
ぎ
曹
§
§
禽
昏
　
　
（
3
4
）
　
ま
凶
匹
こ
娼
゜
ω
ω
①
゜

あ
り
て
あ
る
哲
学
者
の
神
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
七



二
五
八

（
5
3
）
　
U
O
ロ
曽
一
α
U
餌
く
幽
α
ω
O
P
．
．
O
旨
昏
Φ
＜
Φ
周
団
H
α
Φ
”
O
h
餌
O
O
昌
O
Φ
娼
ゴ
」
四
一

　
　ω

O
げ
Φ
ヨ
Φ
り
り
冒
嶋
ミ
帖
ミ
．
湧
画
蕊
む
ぎ
ミ
締
§
誉
愚
蓋
欝
織
O
§
O
×
h
O
H
α

　
　d

［
剛
゜
》
H
㊤
o
Q
声
や
H
o
Q
α
゜

（
％
）
　
図
闘
0
8
ロ
が
、
鴨
U
O
一
闇
凶
昌
け
Φ
越
H
㈲
け
餌
臨
O
昌
卿
一
四
窪
曽
α
9
0
自
O
昌
鱒
矯
（
O
P
O
騨
．
）
矯

　
　ロ

゜
ω
刈
O
°

（3
7
）
　
た
と
え
ば
七
十
年
代
に
も
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。
「
ア
リ

　
　
スト
テ
レ
ス
は
、
こ
う
記
し
て
い
る
。
『
存
在
は
様
々
な
仕
方
で
言
わ
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