
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　し
て
思
想
を
組
み
立
て
た
が
、
そ
の
よ
う
な
発
想
は
結
局
の
と
こ
ろ
不
十

E
・
ト
レ
ル
チ
の
思
想
展
開
に
お
け
る
　
　
　
分
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
、
お
そ
ら
く
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
問
題
意
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
本質
」
概
念
の
位
置
づ
け
　
を
反
映
し
た
ト
レ
ル
チ
理
解
が
あ
る
。
い
わ
ば
本
質
論
を
ト
レ
ル
チ
の
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
想
展開
に
お
け
る
一
つ
の
通
過
点
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の

　　　　　　　　　　　　　　小

柳

敦

史

　
麟
期
鋸
豪
鰭
隷
聾
器
贈
舗
脇
馨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　チ
の
本
質
論
が
持
つ
可
能
性
を
示
唆
し
た
い
。

一
　
は
じ
め
に

質幕
縁
諮
齪
難
縫
譜
蝦
護
鞭
鮪
鶴
　
二
本
質
論
と
ト
レ
ル
チ
の
思
想
体
系

し
た
議
論
は
典
型
的
に
近
代
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
無
自
　
　
　
　
ト
レ
ル
チ
は
大
著
『
キ
リ
ス
ト
教
会
と
諸
集
団
の
社
会
教
説
』
（
以
下
『
社

覚
な
普
遍
性
の
要
求
や
超
歴
史
的
な
発
想
が
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
　
　
会
教
説
』
）
に
取
り
組
ん
だ
時
期
の
前
後
に
、
宗
教
の
「
本
質
」
や
キ
リ
ス

から
で
あ
る
。
で
は
、
か
つ
て
の
1
近
代
的
な
ー
「
本
質
」
に
関
す
る
　
　
ト
教
の
「
本
質
」
、
あ
る
い
は
近
代
の
「
本
質
」
に
つ
い
て
集
中
的
に
論
じ

議
論は
単
に
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
　
　
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
時
期
に
は
「
本
質
」
を
考
察
す
る
こ
と
の
重
層
性

は
現
在
の
ー
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
1
視
点
に
対
す
る
否
定
的
な
前
　
　
　
と
関
連
さ
せ
て
自
ら
の
思
想
体
系
の
構
成
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

提
し
か
存
在
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
　
　
で
ま
ず
は
こ
の
時
期
の
本
質
論
と
ト
レ
ル
チ
の
思
想
体
系
を
整
理
し
、
そ

ら
、
「
本
質
」
に
つ
い
て
の
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
の
議
論
を
検
討
し
て
　
　
の
後
で
本
格
的
に
本
質
論
を
展
開
す
る
以
前
の
時
期
（
第
三
節
）
と
後
年

いき
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
展
開
（
第
四
節
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　た
だ
し
、
ト
レ
ル
チ
の
本
質
論
が
今
日
の
宗
教
理
解
や
歴
史
哲
学
に
対
　
　
　
　
ト
レ
ル
チ
が
本
質
論
と
自
ら
の
思
想
あ
る
い
は
学
問
体
系
と
の
関
連
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

し
て
持
つ
意
義
を
直
接
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
本
稿
で
は
行
わ
な
い
。
本
　
　
最
も
明
確
に
論
じ
た
の
は
「
宗
教
及
び
宗
教
学
の
本
質
」
に
お
い
て
で
あ

稿
で
は
か
な
り
問
題
設
定
を
絞
り
込
み
、
ト
レ
ル
チ
自
身
の
思
想
展
開
に
　
　
る
。
そ
こ
で
は
宗
教
の
「
本
質
」
の
解
明
に
関
わ
る
学
問
と
し
て
、
「
宗
教

お
い
て

「
本質
」
を
重
視
し
た
議
論
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
　
　
心
理
学
」
、
「
宗
教
認
識
論
」
、
「
宗
教
の
歴
史
哲
学
」
、
「
形
而
上
学
」
の
四

の

かを
考
察
す
る
。
ト
レ
ル
チ
は
あ
る
時
期
に
「
本
質
」
を
中
心
概
念
と
　
　
　
つ
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
四
つ
の
学
問
分
野
が
、
著
作
集
第
二
巻

E
・
ト
レ
ル
チ
の
思
想
展
開
に
お
け
る
「
本
質
」
概
念
の
位
置
づ
け
（
小
柳
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一



八
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

刊
行当
時
（
一
九
一
三
年
）
の
ト
レ
ル
チ
の
宗
教
哲
学
を
体
系
づ
け
る
も
　
　
宗
教
的
な
理
念
形
成
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
法
則
を
示
す
こ
と
」
で
あ
る
。
ア

　
　
　
　
ハ
る
　

の

であ
っ
た
。
こ
の
論
文
で
は
宗
教
の
「
本
質
」
の
論
じ
方
を
分
析
す
る
　
　
プ
リ
オ
リ
な
法
則
は
事
実
的
な
も
の
に
対
す
る
批
判
機
能
を
有
す
る
か

こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
に
お
い
て
論
じ
　
　
ら
、
認
識
論
が
扱
う
の
は
宗
教
の
批
判
的
本
質
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
批

ら
れ
る
「
本
質
」
そ
の
も
の
が
詳
し
く
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。
「
本
質
」
そ
　
　
判
原
理
に
よ
っ
て
歴
史
的
な
多
様
性
を
評
価
し
段
階
づ
け
る
こ
と
が
宗
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
け

のも
の
に
つ
い
て
は
「
《
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
》
と
は
何
の
謂
い
か
？
」
に
　
　
の
歴
史
哲
学
の
課
題
で
あ
る
。
宗
教
の
歴
史
哲
学
は
「
こ
の
多
様
性
を
、

おけ
る
議
論
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
は
い
え
こ
こ
で
も
、
何
か
普
　
　
内
的
な
統
一
か
ら
発
し
、
継
続
に
お
い
て
規
範
的
な
目
標
に
向
か
っ
て
努

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
リ

遍
的な
「
本
質
」
的
な
も
の
が
存
在
し
て
い
る
と
ト
レ
ル
チ
は
考
え
て
は
　
　
力
す
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
の
歴
史
哲
学
は

おら
ず
、
「
本
質
」
に
つ
い
て
議
論
を
す
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
事
態
な
の
　
　
宗
教
の
発
展
概
念
と
し
て
の
本
質
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
宗

かを
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
関
心
は
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
、
考
察
さ
れ
た
　
　
教
は
単
に
人
間
の
側
で
の
信
仰
の
産
物
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
宗
教
は

結
果
と
し
て
い
く
つ
か
の
意
味
を
持
っ
て
現
れ
て
く
る
「
本
質
」
概
念
の
　
　
神
理
念
の
主
張
で
あ
っ
て
、
「
神
概
念
を
哲
学
的
に
批
判
し
、
原
理
的
な
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

側
か
ら
、
そ
の
重
層
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
本
質
規
　
　
識
の
全
体
へ
と
取
り
入
れ
る
こ
と
」
が
宗
教
学
の
最
終
的
な
課
題
と
な
る
。

定
は
実
に
複
雑
で
多
様
に
規
定
さ
れ
る
試
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
も
ち
　
　
　
す
な
わ
ち
、
神
理
念
を
哲
学
的
に
取
り
扱
う
、
宗
教
の
形
而
上
学
で
あ
る
。

う
ん
正
し
い
。
本
質
と
は
直
観
的
な
抽
象
で
あ
り
宗
教
的
・
倫
理
的
な
批
　
　
　
理
想
と
し
て
の
本
質
概
念
は
発
展
を
導
く
形
而
上
学
的
な
性
格
を
持
つ
か

判
で
あ
り
、
動
的
な
発
展
概
念
で
あ
り
、
未
来
を
形
成
し
新
た
に
結
び
つ
　
　
ら
、
宗
教
の
形
而
上
学
は
理
想
概
念
と
し
て
の
宗
教
の
本
質
を
扱
う
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ
　

け
る
仕
事
の
た
め
に
設
定
さ
れ
る
べ
き
理
想
で
あ
る
」
。
本
質
概
念
は
「
抽
　
　
　
で
あ
る
。

象
概念
」
、
「
批
判
」
、
「
発
展
概
念
」
、
「
理
想
概
念
」
の
四
つ
の
意
味
を
持
　
　
　
し
か
し
一
方
で
本
質
概
念
の
内
容
か
ら
考
え
る
と
、
対
応
関
係
は
そ
れ

つ
。
そ
れ
で
は
こ
の
四
つ
の
本
質
概
念
と
、
上
記
の
四
つ
の
学
問
分
野
は
　
　
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
抽
象
概
念
と
し
て
の
本
質
は
、
心
理
学
で
追
究
さ

ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
る
個
人
の
レ
ベ
ル
だ
け
で
は
な
く
、
歴
史
現
象
に
つ
い
て
も
歴
史
学
に

　
そ

れ
ぞ

れ
の

学問
の
課
題
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
本
質
概
念
と
　
　
お
い
て
探
究
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
歴
史
現
象
を
対
象
に
し
て
批
判

学問
分
野
は
対
応
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
宗
教
心
理
学
は
宗
教
の
心
　
　
も
働
く
が
、
そ
の
際
に
は
批
判
を
遂
行
す
る
認
識
の
側
だ
け
で
は
な
く
、

理
的な
抽
象
的
本
質
を
扱
う
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
的
な
現
象
の
事
実
性
と
、
　
　
そ
こ
で
認
識
さ
れ
た
歴
史
現
象
に
含
ま
れ
る
「
本
質
」
も
批
判
を
可
能
に

事
実
上
の

特徴
を
探
求
す
る
。
心
理
学
的
な
分
析
を
土
台
と
し
て
認
識
論
　
　
　
す
る
基
準
と
し
て
「
批
判
と
し
て
の
本
質
」
の
機
能
を
担
う
か
ら
で
あ
る
。

の

研究
が
行
わ
れ
る
。
認
識
論
の
課
題
は
「
理
性
の
本
質
の
内
に
あ
る
、
　
　
　
歴
史
哲
学
は
確
か
に
発
展
概
念
と
し
て
の
本
質
を
考
察
す
る
の
だ
が
、
そ



れは
「
宗
教
的
生
の
歴
史
的
－
心
理
学
的
な
現
実
性
と
多
様
性
」
か
ら
出
発
　
　
て
、
形
而
上
学
的
な
理
想
と
し
て
の
本
質
を
考
察
す
る
道
筋
と
、
歴
史
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
け

す
る
「
事
実
か
ら
遡
及
す
る
形
而
上
学
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
　
　
象
の
抽
象
、
批
判
、
発
展
を
通
じ
て
、
理
想
と
し
て
の
本
質
を
考
察
す
る

る
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
哲
学
が
発
展
概
念
を
考
察
す
る
際
に
は
、
歴
史
　
　
　
道
筋
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

的
な
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
経
験
的
な
歴
史
研
究
が
そ
の
課
題
の
前
提
と
　
　
　
以
上
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
、
本
質
概
念
の
う
ち
抽
象
概
念
と
し
て
の

し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
社
会
教
説
』
に
代
表
さ
れ
る
ト
レ
ル
　
　
本
質
と
批
判
と
し
て
の
本
質
は
、
宗
教
哲
学
の
体
系
構
想
全
体
に
お
い
て
、

チ
の
宗
教
社
会
学
的
な
研
究
は
お
そ
ら
く
こ
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
　
　
人
間
精
神
の
考
察
を
担
う
心
理
学
・
認
識
論
に
お
い
て
追
究
さ
れ
る
も
の

う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
、
歴
史
研
究
・
歴
史
哲
学
に
お
い
て
発
展
概
念
の
前
提
と
し
て
考
察
さ

　
一
方
で
認
識
論
に
よ
っ
て
解
明
が
目
指
さ
れ
る
批
判
と
し
て
の
本
質
　
　
れ
る
も
の
と
に
分
け
ら
れ
、
後
者
は
さ
ら
に
歴
史
を
認
識
す
る
主
体
の
側

は
、
発
展
と
し
て
の
本
質
の
前
提
と
し
て
設
定
さ
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
　
　
と
認
識
さ
れ
る
歴
史
現
象
の
側
に
二
重
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
構

そ
れ
自
体
と
し
て
形
而
上
学
へ
と
結
び
つ
く
も
の
と
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
　
　
造
は
、
こ
こ
で
私
た
ち
が
参
照
し
て
い
る
二
つ
の
論
文
が
対
象
と
し
て
い

ト
レ
ル
チ
が
想
定
す
る
形
而
上
学
に
つ
い
て
詳
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
　
　
る
も
の
の
性
質
の
差
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
宗

い
。
し
か
し
、
そ
の
位
置
づ
け
を
確
認
す
る
な
ら
ば
、
形
而
上
学
は
ト
レ
　
　
教
」
と
「
キ
リ
ス
ト
教
」
の
違
い
で
あ
る
。
「
宗
教
」
は
ト
レ
ル
チ
に
と
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
け
リ

ル
チ

が
決
断
的
に

前提
と
し
て
選
び
と
っ
た
「
批
判
的
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
」
　
　
て
人
間
糟
神
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
構
造
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
り

が
把
握
す
る
こ
と
を
目
指
す
「
精
鵯
な
生
」
を
瀧
樋
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
　
「
本
質
」
は
心
理
学
／
認
識
論
と
い
う
個
人
の
レ
ベ
ル
で
の
人
間
学
的
な
考

こ
の
「
精
神
的
な
生
」
は
「
世
界
理
性
」
、
「
絶
対
精
神
」
な
ど
言
葉
を
様
々
　
　
察
と
歴
史
哲
学
お
よ
び
形
而
上
学
の
四
つ
の
学
問
分
野
か
ら
成
立
す
る
。

に

変え
て
形
而
上
学
に
よ
っ
て
説
明
が
試
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「
こ
の
宇
　
　
し
か
し
「
キ
リ
ス
ト
教
」
の
ア
プ
リ
オ
リ
は
存
在
せ
ず
、
あ
く
ま
で
具
体

宙
の
行
為
は
あ
ら
ゆ
る
ア
プ
リ
オ
リ
の
本
来
の
根
拠
で
あ
り
、
歴
史
哲
学
　
　
　
的
な
歴
史
現
象
と
し
て
考
察
さ
れ
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
」
の
「
本
質
」
は
客

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

的
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
す
べ
て
の
運
動
の
本
来
の
根
拠
で
あ
る
」
と
ト
レ
　
　
観
的
な
歴
史
研
究
と
歴
史
哲
学
的
な
考
察
の
範
囲
内
で
検
討
さ
れ
る
べ
き

ルチ
は
述
べ
る
。
人
間
精
神
の
ア
プ
リ
オ
リ
の
解
明
を
目
指
す
心
理
学
と
　
　
こ
と
が
ら
な
の
で
あ
る
。
「
宗
教
及
び
宗
教
学
の
本
質
」
と
「
《
キ
リ
ス
ト

認
識論
、
歴
史
の
動
態
の
解
明
を
目
指
す
経
験
的
な
歴
史
研
究
と
歴
史
哲
　
　
教
の
本
質
》
と
は
何
の
謂
い
か
？
」
の
記
述
は
パ
ラ
レ
ル
な
も
の
で
あ
る

学そ
れ
ぞ
れ
の
背
後
に
は
形
而
上
学
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
質
　
　
　
が
、
厳
密
に
見
る
と
、
宗
教
お
よ
び
宗
教
学
の
本
質
の
う
ち
の
歴
史
的
な

概念
に
則
し
て
言
う
と
、
個
人
の
心
理
に
お
け
る
抽
象
概
念
と
し
て
の
本
　
　
思
惟
の
領
域
に
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
に
つ
い
て
の
考
察
の
四
段
階
が
含
ま

質
か
ら
、
認
識
の
普
遍
妥
当
性
を
考
察
す
る
批
判
と
し
て
の
本
質
を
通
じ
　
　
れ
る
と
い
う
入
れ
子
構
造
を
成
す
こ
と
に
な
る
。

E
・
ト
レ
ル
チ
の
思
想
展
開
に
お
け
る
「
本
質
」
概
念
の
位
置
づ
け
（
小
柳
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三



八
四

　
「
ト
レ
ル
チ
は
四
つ
の
異
な
っ
た
記
述
レ
ベ
ル
の
関
係
を
規
定
す
る
ご
　
　
考
察
の
対
象
は
「
原
理
勺
目
ぎ
N
首
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
宗
教
史
が
明
ら
か

と
に
関
し
て
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
念
頭
に
浮
か
ん
で
い
る
全
体
構
想
の
　
　
に
す
べ
き
も
の
は
宗
教
の
「
原
理
」
で
あ
り
、
そ
の
宗
教
史
一
般
に
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
　

個
々
の
部
分
の
特
別
の
業
績
を
規
定
す
る
こ
と
に
関
し
て
も
」
一
定
し
て
　
　
ら
れ
る
原
理
に
照
ら
し
て
個
別
の
宗
教
の
原
理
が
比
較
検
討
さ
れ
る
。
そ

いな
い
た
め
、
ト
レ
ル
チ
の
構
想
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
困
難
を
極
め
る
。
　
　
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
が
持
つ
「
原
理
」
の
う
ち
で
キ
リ
ス
ト
教
の
「
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

こ
れ
は
ト
レ
ル
チ
の
本
質
論
及
び
宗
教
哲
学
の
構
想
そ
の
も
の
が
静
的
な
　
　
理
」
が
も
っ
と
も
普
遍
妥
当
的
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
宗
教

も
の
で
は
な
く
近
代
の
問
題
状
況
や
そ
の
都
度
の
論
争
に
対
す
る
応
答
と
　
　
の
「
本
質
」
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
、
積
極
的
な
議
論
は

いう
性
格
を
持
つ
こ
と
に
由
来
す
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
そ
れ
ら
の
問
題
　
　
　
な
さ
れ
て
い
な
い
。

状
況を
捨
象
し
て
議
論
を
進
め
て
い
る
た
め
そ
の
点
で
甚
だ
不
十
分
で
は
　
　
　
　
そ
う
い
う
わ
け
で
、
我
々
は
何
ら
か
の
仕
方
で
構
築
さ
れ
た
宗
教
の

あ
る
が
、
四
つ
の
本
質
概
念
と
学
問
の
体
系
構
想
に
関
し
て
は
、
一
定
の
　
　
　
　
「
本
質
」
を
必
要
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
シ
ュ
ラ
イ

整
理を
得
る
こ
と
が
出
来
た
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
マ
ハ
ー
が
そ
れ
と
結
び
つ
け
た
心
理
学
的
形
而
上
学
の
意
味
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　け
る
絶
対
依
存
の
感
情
と
か
、
有
限
な
も
の
が
無
限
な
も
の
へ
と
一

三

素
地

と
原
理
－
本
質
論
の
原
型
・
し
て
1
　
　
航
鶉
擁
韓
講
薪
縫
鶴
蔀
舗
輪
鯉
鰐

　続
い
て
、
本
質
論
を
本
格
的
に
論
じ
る
前
の
ト
レ
ル
チ
の
宗
教
及
び
キ
　
　
　
　
何
ら
か
の
定
義
に
よ
っ
て
は
満
た
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
生
の
無
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
リ

リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の
研
究
の
構
想
を
確
認
す
る
た
め
に
、
ト
レ
ル
チ
の
　
　
　
　
な
多
様
性
を
尊
重
す
る
。

学
究
生
活
初
期
の

大き
な
論
文
で
あ
る
「
宗
教
の
自
立
性
」
（
一
八
九
五
1
　
　
　
後
に
ト
レ
ル
チ
が
詳
細
な
本
質
論
を
展
開
す
る
際
に
は
む
し
ろ
、
「
本

六年
）
の
記
述
を
確
認
す
る
。
こ
の
中
で
ト
レ
ル
チ
は
、
宗
教
哲
学
を
宗
　
　
質
」
を
構
築
す
る
思
考
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
本
質
」
概
念
の
多

教
心
理学
と
宗
教
史
の
二
つ
の
課
題
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
も
の
と
述
べ
て
　
　
重
的
な
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。
認
識
主
体
で
あ
る
人
間
精
神
の

　
ハ
　
りいた

。
こ
の
発
想
は
後
の
四
分
類
へ
と
繋
が
る
萌
芽
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
　
　
構
造
の
内
に
見
い
だ
さ
れ
る
「
本
質
」
と
認
識
対
象
で
あ
る
歴
史
的
事
象

宗
教
心
理学
と
宗
教
の
認
識
論
の
、
そ
し
て
宗
教
史
と
宗
教
哲
学
の
明
確
　
　
が
担
う
「
本
質
」
は
解
釈
学
的
な
反
省
構
造
を
持
つ
が
、
そ
の
一
致
は
形

な

分離
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
が
対
象
と
す
る
も
の
に
　
　
而
上
学
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
安
易
な
一
致
を
認
め
る
も
の

つ
い
ては
「
本
質
」
と
い
う
言
葉
も
重
要
性
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
宗
　
　
　
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
「
宗
教
の
自
立
性
」
に
お
い
て
は
「
私
が
発
展

教
心
理
学
的

研究
の
対
象
は
人
間
精
神
の
「
素
地
ぎ
ご
σ
q
Φ
」
、
宗
教
史
的
　
　
　
の
道
程
と
し
て
の
宗
教
史
に
お
い
て
示
し
た
こ
と
は
、
宗
教
的
な
素
地
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

帰結
の
発
展
に
他
な
ら
な
い
」
と
言
い
、
人
間
精
神
の
素
地
と
歴
史
に
お
　
　
　
　
て
い
る
も
の
の
表
出
だ
け
で
あ
る
。

け
る
発
展
の
連
続
性
が
よ
り
直
接
的
に
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
差
異
は
、
　
　
　
こ
の
指
摘
は
「
宗
教
の
自
立
性
」
で
の
自
ら
の
記
述
内
容
に
向
け
ら
れ

ト
レ
ル
チ
自
身
が
後
に
「
宗
教
の
自
立
性
」
に
関
連
さ
せ
て
記
述
し
て
い
　
　
た
も
の
と
し
て
読
ん
で
も
違
和
感
は
な
い
。
歴
史
を
人
間
精
神
の
素
地
の
　
　
、

る
テ
キ
ス
ト
を
参
照
す
る
と
明
確
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
展
開
と
見
る
か
、
新
し
い
こ
と
の
出
来
を
許
す
開
か
れ
た
発
展
と
見
る
の

　
「
宗
教
の
自
立
性
」
に
つ
い
て
は
ト
レ
ル
チ
自
身
が
後
に
た
び
た
び
言
及
　
　
　
か
。
そ
れ
は
ト
レ
ル
チ
と
オ
ッ
ト
ー
の
歴
史
理
解
の
差
で
あ
る
と
同
時
に
、

し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
「
宗
教
の
自
立
性
」
に
対
す
る
ト
レ
ル
チ
自
身
　
　
か
つ
て
の
ト
レ
ル
チ
自
身
の
歴
史
理
解
と
の
差
で
も
あ
る
。
「
宗
教
の
自
立

の

評価
を
知
る
の
に
有
効
な
も
の
と
し
て
は
、
ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
の
　
　
性
」
の
時
点
で
は
宗
教
史
的
な
探
究
の
対
象
と
し
て
、
「
原
理
」
と
い
う
、

『聖な
る
も
の
』
へ
の
書
評
と
し
て
一
九
一
九
年
に
書
か
れ
た
「
宗
教
哲
学
　
　
　
一
見
し
た
と
こ
ろ
「
本
質
」
よ
り
も
動
的
な
用
語
が
用
い
ら
れ
な
が
ら
も
、

に

つ

いて
」
に
お
け
る
記
述
が
あ
る
。
そ
こ
で
ト
レ
ル
チ
は
『
聖
な
る
も
　
　
人
間
精
神
の
素
地
と
の
連
続
性
が
安
易
に
想
定
さ
れ
る
こ
と
で
歴
史
に
含

の
』
の
内
容
は
自
ら
が
「
宗
教
の
自
立
性
」
に
お
い
て
述
べ
た
こ
と
と
構
　
　
ま
れ
る
産
出
力
を
捉
え
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
ト
レ
ル
チ
は
本
質
概
念
を

造と
し
て
類
似
し
て
い
る
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
心
理
学
及
び
認
識
　
　
　
四
つ
の
レ
ベ
ル
で
記
述
す
る
こ
と
で
、
人
間
精
神
の
素
地
1
ー
ア
プ
リ
オ
リ

論と
宗
教
の
歴
史
哲
学
か
ら
宗
教
を
考
察
し
よ
ヶ
と
す
る
構
想
も
共
通
で
　
　
が
担
う
「
批
判
」
と
歴
史
の
「
発
展
」
を
異
な
る
次
元
に
あ
る
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
り

あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
オ
ッ
ト
ー
の
記
述
が
宗
教
を
人
間
の
素
　
　
て
提
示
し
、
両
者
の
連
関
を
形
而
上
学
に
よ
っ
て
与
え
よ
う
と
試
み
た
の

地
に

根拠
づ
け
る
試
み
を
評
価
し
な
が
ら
も
、
形
而
上
学
的
な
議
論
が
十
　
　
　
で
あ
る
。

分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宗
教
の
普
遍
妥
当
性
が
十

齢
糠
黙
蕊
窪
潔
雛
歴
轟
諮
腰
羅
雛
　
四
本
質
か
ら
総
合
へ
・

の自
立
性
」
と
平
行
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
こ
の
批
判
は
自
ら
が
か
つ
て
「
宗
　
　
　
『
聖
な
る
も
の
』
へ
の
書
評
を
書
い
た
頃
の
ト
レ
ル
チ
は
す
で
に
『
歴
史

教
の自
立
性
」
に
お
い
て
述
べ
た
内
容
に
も
妥
当
す
る
だ
ろ
う
。
ト
レ
ル
　
　
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
へ
と
結
実
す
る
歴
史
哲
学
の
思
索
に
携
わ
っ
て
お

チは
オ
ッ
ト
ー
の
歴
史
理
解
の
問
題
点
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
　
　
　
　
　
り
、
「
本
質
」
を
分
析
概
念
と
し
て
用
い
て
は
い
な
か
っ
た
。
ロ
リ
・
ピ
ア

　
　
オ
ッ
ト
ー
に
と
っ
て
根
本
的
に
は
、
発
展
に
お
け
る
本
当
に
内
的
な
　
　
　
ソ
ン
（
］
［
O
H
博
　
℃
Φ
鋤
「
ω
O
口
）
は
こ
の
変
化
を
「
本
質
か
ら
総
合
へ
（
牢
o
日

　
　
運
動
や

変化
は
存
在
し
な
い
。
存
在
す
る
の
は
た
だ
、
理
性
一
般
と
　
　
国
ω
ω
魯
8
8
ω
醤
昏
①
ω
凶
ω
）
」
と
し
て
取
り
出
し
、
ト
レ
ル
チ
の
思
想
展
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
け

　
　同
様
に
宗
教
的
な
素
地
に
始
め
か
ら
、
そ
し
て
根
本
的
に
内
包
さ
れ
　
　
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
。
本
節
で
は
ピ
ア
ソ
ン
の
解
釈
に
対
し
て
応
答

E
・
ト
レ
ル
チ
の
思
想
展
開
に
お
け
る
「
本
質
」
概
念
の
位
置
づ
け
（
小
柳
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
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六

す
る
こ
と
で
、
ト
レ
ル
チ
の
本
質
論
が
晩
年
の
歴
史
哲
学
に
お
い
て
ど
の
　
　
史
家
で
あ
り
理
論
家
」
と
は
ト
レ
ル
チ
の
思
索
の
一
部
を
指
示
す
る
も
の

よ
う
に
展
開
し
た
の
か
を
検
討
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
す
ぎ
ず
、
思
想
の
全
体
を
特
徴
づ
け
る
に
は
狭
す
ぎ
る
定
義
で
あ
ろ
う
。

　ピ
ア
ソ
ン
は
ト
レ
ル
チ
を
「
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の
歴
史
家
で
あ
り
　
　
ト
レ
ル
チ
は
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
出
来

　
　
ハ
ふ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ふ
り

理
論家
」
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
る
。
こ
の
関
心
に
と
っ
て
は
『
社
会
教
説
』
　
　
た
な
ら
ば
、
そ
の
後
に
は
再
び
宗
教
哲
学
を
論
じ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、

がト
レ
ル
チ
の
最
も
重
要
な
主
著
と
な
る
。
そ
し
て
『
社
会
教
説
』
に
取
　
　
そ
こ
で
も
か
つ
て
の
よ
う
に
歴
史
研
究
・
歴
史
哲
学
と
宗
教
の
心
理
学
・

り
組
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
ト
レ
ル
チ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
理
論
化
す
る
た
　
　
認
識
論
の
二
つ
の
領
域
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
形
而
上
学
と
い
う

め
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
変
化
さ
せ
た
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
『
社
会
教
　
　
構
成
が
保
た
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
、
残
さ
れ
た
資
料
か
ら
推
測
す
る

説
』
以
前
の
立
場
を
代
表
す
る
の
が
「
《
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
》
と
は
何
の
　
　
ほ
か
な
い
。

謂
い
か
？
」
で
あ
り
、
『
社
会
教
説
』
後
の
立
場
を
代
表
す
る
の
が
『
歴
史
　
　
　
　
ピ
ア
ソ
ン
が
問
題
設
定
を
歴
史
研
究
・
歴
史
哲
学
の
領
域
に
限
定
し
て

主義
と
そ
の
諸
問
題
』
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
鍵
概
念
が
「
本
質
」
　
　
い
る
と
は
い
え
、
我
々
も
確
認
し
た
よ
う
に
そ
の
中
に
は
四
段
階
の
本
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

と
「
総
合
」
で
あ
る
と
言
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
概
念
が
含
ま
れ
て
い
る
。
歴
史
的
事
象
を
把
握
し
、
評
価
し
、
さ
ら
な
る

　ま
ず
指
摘
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
ピ
ア
ソ
ン
は
我
々
が
確
認
し
た
よ
　
　
形
成
を
目
指
す
歴
史
的
思
索
の
試
み
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
質
概
念
が
連
関

う
な
ト
レ
ル
チ
の
本
質
論
の
全
体
を
扱
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
ご
　
　
さ
せ
て
お
り
、
本
質
概
念
は
歴
史
研
究
と
歴
史
哲
学
に
と
っ
て
中
心
的
な

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
女
が
扱
う
の
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
」
に
　
　
役
割
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ピ
ア
ソ
ン
に
よ

関
す
る
ト
レ
ル
チ
の
著
作
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
は
ト
レ
ル
チ
の
宗
教
哲
学
　
　
　
れ
ば
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
で
は
本
質
概
念
は
も
は
や
そ
の
よ
う

の

体系
構
想
に
則
し
て
言
え
ば
、
歴
史
研
究
・
歴
史
哲
学
の
領
域
で
の
議
　
　
　
な
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
は
い
な
い
。
彼
女
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

論
で
あ
る
。
問
題
の
こ
の
よ
う
な
限
定
は
、
ピ
ア
ソ
ン
の
関
心
の
下
で
は
　
　
　
　
『
歴
史
主
義
』
の
著
作
に
お
い
て
ト
レ
ル
チ
は
本
質
概
念
の
役
割
を
限

正当
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の
歴
史
家
で
　
　
　
　
定
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
そ
の
働
き
を
小
さ
な
も
の
に
し
、
元
来
は

あ
り
理
論
家
」
と
し
て
の
ト
レ
ル
チ
の
著
作
は
彼
の
宗
教
哲
学
の
体
系
構
　
　
　
　
本
質
と
結
び
つ
い
て
い
た
論
点
や
複
雑
な
事
柄
を
新
た
な
概
念
や
力

想
に

お

い
ては
歴
史
研
究
・
歴
史
哲
学
の
領
域
で
の
課
題
で
あ
り
、
実
際
　
　
　
　
　
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
扱
う
の
で
あ
る
。
ト
レ
ル
チ
は
い
ま
や
本
質
的

ピ
ア
ソ
ン
が
ト
レ
ル
チ
の
思
想
展
開
を
追
う
た
め
に
扱
う
『
社
会
教
説
』
　
　
　
　
　
な
も
の
を
「
狭
い
選
択
」
、
「
代
表
」
、
「
意
味
の
統
一
」
と
い
う
論
理

と
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
は
と
も
に
歴
史
研
究
お
よ
び
歴
史
哲
学
　
　
　
　
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
係
づ
け
る
。
し
か
し
未
来
へ
と
向
か
う
ヴ
ィ

を
扱
っ
た
著
作
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の
歴
　
　
　
　
ジ
ョ
ン
を
構
築
す
る
課
題
は
文
化
総
合
の
課
題
と
な
る
。
言
い
換
え



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

　
　
れば
、
未
来
へ
と
向
か
う
倫
理
的
な
構
築
の
領
域
で
は
文
化
総
合
の
　
　
　
　
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
り

　
　
概念
が
本
質
の
概
念
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま
り
、
理
想
概
念
と
し
て
の
「
本
質
」
が
文
化
総
合
に
お
い
て
扱
わ

　
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
に
お
け
る
「
本
質
的
な
も
の
（
α
器
　
　
　
れ
る
一
方
で
、
発
展
概
念
は
文
化
総
合
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
普
遍
史

≦
。
ω
①
巳
凶
o
冨
）
」
と
歴
史
哲
学
の
論
理
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
関
係
に
つ
い
　
　
の
問
題
に
お
い
て
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
普
遍
史
の
問
題
は
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

ては
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
検
討
し
た
い
の
は
ピ
ア
ソ
ン
の
、
文
化
総
合
　
　
論
の
問
題
と
も
関
連
を
持
つ
。
「
本
質
」
概
念
に
よ
る
分
析
で
も
す
で
に
、

が
本
質
概
念
に取
っ
て
代
わ
っ
た
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
は
　
　
歴
史
認
識
の
主
体
と
対
象
と
の
間
の
反
省
構
造
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
た

明
解
で
、
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
。
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
で
は
確
　
　
が
、
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
で
は
そ
の
関
心
が
さ
ら
に
先
鋭
化
し
、

か
に

「
本質
」
は
重
要
な
述
語
と
し
て
扱
わ
れ
て
は
お
ら
ず
、
歴
史
の
形
　
　
歴
史
に
お
け
る
発
展
の
認
識
が
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
に
な
る
の
か
が
問

成
に
つ
い
て
は
「
文
化
総
合
」
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
　
　
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
で
ト
レ
ル
チ
は
「
有
限
な
諸
精
神
と
無
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
り

であ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
本
質
概
念
の
う
ち
「
理
想
」
と
し
て
の
意
味
　
　
な
精
神
と
の
本
質
的
か
つ
個
的
な
同
一
性
」
と
い
う
形
而
上
学
的
議
論
を

以外
の
も
の
は
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ピ
ア
ソ
ン
は
不
思
議
な
こ
と
　
　
展
開
す
る
。
形
而
上
学
に
よ
っ
て
人
間
精
神
と
歴
史
の
経
過
を
結
び
つ
け

に
こ
の
点
に
つ
い
て
何
も
論
じ
な
い
。
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
発
想
は
我
々
に
は
す
で
に
馴
染
み
の
も
の
で
あ
る
。
認
識
論
は
「
批
判
」

　
何
故そ
れ
が
不
思
議
か
と
言
え
ば
、
か
つ
て
の
本
質
論
の
う
ち
の
一
つ
　
　
と
し
て
の
本
質
を
追
究
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
「
発
展
概
念
」
が
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
　
　
　
題
』
で
は
普
遍
史
の
問
題
と
よ
り
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た

問
題
』
に
お
い
て
も
中
心
的
な
テ
ー
マ
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
　
　
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
抽
象
」
と
し
て
の
本
質
と
「
批
判
」
と
し
て
の
本

あ
る
。
そ
し
て
発
展
概
念
の
分
析
を
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
に
お
　
　
質
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
歴
史
に
お
け
る
個
的
な
も
の
と
普
遍
的
な
も

い
て

担う
の
は
「
普
遍
史
」
の
領
域
で
あ
る
。
「
発
展
概
念
」
と
「
普
遍
史
」
、
　
　
　
の
と
の
関
係
を
追
究
す
る
歴
史
の
論
理
学
の
問
題
と
し
て
『
歴
史
主
義
と

そ
し
て
「
文
化
総
合
」
の
関
係
に
つ
い
て
ト
レ
ル
チ
は
以
下
の
よ
う
に
述
　
　
　
そ
の
諸
問
題
』
で
は
多
く
の
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し

べる
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
が
っ
て
、
「
理
想
概
念
」
と
し
て
の
意
味
以
外
に
も
、
か
つ
て
本
質
論
に

　
　
普
遍史
の
問
題
は
確
か
に
文
化
総
合
の
問
題
と
密
接
な
相
互
関
係
に
　
　
お
い
て
取
り
出
さ
れ
て
い
た
、
歴
史
研
究
・
歴
史
哲
学
を
成
立
さ
せ
る
要

　
　よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
普
遍
史
の
問
題
は
そ
れ
自
身
　
　
　
素
が
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
「
《
キ
リ

　
　と
し
て
発
展
概
念
そ
の
も
の
か
ら
必
然
的
に
生
じ
る
の
で
あ
り
、
そ
　
　
　
ス
ト
教
の
絶
対
性
》
と
は
何
の
謂
い
か
？
」
か
ら
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸

　
　
れゆ
え
完
全
に
独
立
し
て
こ
の
概
念
の
分
析
か
ら
出
発
し
な
く
て
は
　
　
問
題
』
へ
の
変
化
を
辿
る
な
ら
ば
、
「
理
想
」
と
し
て
の
本
質
か
ら
文
化
総

E
・
ト
レ
ル
チ
の
思
想
展
開
に
お
け
る
「
本
質
」
概
念
の
位
置
づ
け
（
小
柳
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七



八
八

O

合
へ
の
変
化
だ
け
で
は
な
く
、
本
質
論
の
他
の
意
味
と
『
歴
史
主
義
と
そ
　
　
　
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
に
お
い
て
も
四
段
階
の
本
質
論
を
用
い
て

の

諸問
題
』
に
お
け
る
文
化
総
合
以
外
の
鍵
概
念
と
の
比
較
が
必
要
に
な
　
　
展
開
さ
れ
た
議
論
が
確
認
出
来
る
が
、
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
で
は

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
鍵
概
念
相
互
の
関
係
を
検
討
す
る
際
に
は
、
　
　
か
つ
て
の
「
本
質
」
の
よ
う
に
全
体
を
貫
く
明
白
な
理
論
的
骨
格
を
認
め

本
質論
に
お
い
て
整
理
さ
れ
て
い
た
諸
本
質
問
の
相
互
関
係
が
手
が
か
り
　
　
る
こ
と
が
困
難
な
た
め
、
そ
こ
で
の
論
点
相
互
の
関
係
を
考
え
る
際
に
は

と
な
る
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
前
の
本
質
論
の
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
が
や
は
り
有
意
義
で
あ
る
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　た
、
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
は
そ
れ
自
身
が
未
完
で
あ
る
上
に
、
た

五

ト
レ
ル
チ
の
思
想
に
お
け
る
奮
論
の
嚢
　
　
服
隙
簸
慧
魏
麗
甥
綴
藷
諜
醐
躍
鎚

　
以上
、
ト
レ
ル
チ
が
本
質
論
に
取
り
組
ん
だ
時
期
に
お
け
る
宗
教
哲
学
　
　
　
一
九
八
四
年
に
「
最
近
の
ト
レ
ル
チ
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
は
、
宗
教

の

構想
、
そ
れ
以
前
の
時
期
に
お
け
る
宗
教
哲
学
の
構
想
、
晩
年
の
歴
史
　
　
哲
学
的
綱
領
の
も
く
ろ
み
が
中
心
的
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
、
最
終

哲学
に
お
け
る
展
開
を
概
観
し
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
つ
い
て
も
　
　
的
に
そ
れ
に
相
応
し
い
注
目
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、

検
討す
べ
き
課
題
は
多
い
が
、
本
論
で
の
結
論
と
し
て
以
下
の
こ
と
が
言
　
　
特
に
四
つ
の
異
な
っ
た
理
論
レ
ベ
ル
と
い
う
分
類
が
ま
ず
も
っ
て
よ
り
厳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

え
る
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
密
に
再
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
グ
ラ
ー
フ
は
指
摘
し
た
が
、

　ト
レ
ル
チ
は
「
宗
教
の
自
立
性
」
に
お
い
て
す
で
に
み
ず
か
ら
の
宗
教
　
　
そ
の
綱
領
に
お
け
る
体
系
性
へ
の
配
慮
と
各
理
論
レ
ベ
ル
の
再
構
成
と
い

哲学
の
構
想
を
提
示
し
て
い
た
が
、
本
質
論
に
よ
っ
て
そ
れ
を
さ
ら
に
精
　
　
う
課
題
の
重
要
性
は
今
日
で
も
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
「
本
質
」
概
念
は
そ

緻
な
も
の
に
し
た
。
特
に
、
発
展
概
念
と
し
て
の
「
本
質
」
の
意
味
が
深
　
　
　
の
課
題
の
中
心
に
位
置
す
る
の
で
あ
る
。

く
理
解
さ
れ
た
こ
と
で
、
心
理
学
・
認
識
論
に
回
収
さ
れ
な
い
歴
史
哲
学

独自
の
意
義
が
確
認
さ
れ
た
。
「
本
質
」
概
念
に
よ
り
、
人
間
精
神
の
静
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註

で
不
変
的
な構
造
か
ら
宗
教
を
理
解
す
る
立
場
か
ら
、
歴
史
の
動
態
の
中
　
　
　
ト
レ
ル
チ
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
邦
訳
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は

で宗
教
を
理
解
し
、
そ
の
形
成
に
参
与
す
る
態
度
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
　
　
参
照
さ
せ
て
頂
い
た
が
、
本
稿
中
の
訳
文
の
責
任
は
筆
者
に
あ
る
。

る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
「
本
質
」
、
そ
し
て
歴
史
に
対
す
る
応
答
と
し
　
　
　
（
1
）
　
本
稿
の
問
題
意
識
は
、
筆
者
も
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
参
加
し
た
以

て
の

「
本質
」
理
解
は
今
日
の
「
本
質
」
主
義
批
判
が
見
落
と
し
て
い
る
　
　
　
　
下
の
パ
ネ
ル
発
表
で
の
各
発
表
と
参
加
者
間
で
の
討
議
か
ら
多
く
の

「
本質
」
論
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
示
唆
を
受
け
て
い
る
。
「
宗
教
哲
学
の
現
在
を
問
う
1
反
本
質
論



　
　
の

波を
う
け
て
ー
⊥
、
日
本
宗
教
学
会
第
六
八
回
学
術
大
会
、
第
二
　
　
　
　
§
憶
肉
馬
蓉
§
ミ
爵
§
象
ミ
噂
日
口
び
ぎ
o
Q
Φ
P
『
°
O
°
切
゜
蜜
o
訂
鳩
H
8
ρ

　
　部
会
二
日
目
午
後
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
．
お
h

（2
）
O
h
℃
8
ω
8
ト
9
”
切
塁
§
織
蜜
§
§
肉
§
り
叶
団
ざ
鴨
駐
ミ
霧
　
（
1
4
）
↓
8
①
房
o
貫
国
ヨ
ω
け
”
N
自
周
雷
o
q
。
α
Φ
ω
邑
凶
o
q
団
α
ω
窪
魯
ぎ
周
凶
M

　
　
穿
誉
§
§
黛
ミ
“
§
8
誌
肺
駄
Ω
母
蕎
§
ミ
噌
”
国
四
疑
霞
α
円
ず
Φ
O
－
　
　
　
　
　
H
8
P
冒
噂
○
ω
N
ω
゜
刈
2
°

　　
δ
ゆ
q
博
o
巴
ω
9
幽
o
ω
α
゜
。
b
8
0
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
（
1
5
）
　
守
圃
α
゜

（
3
）
　
臼
8
Φ
一
富
o
貫
　
国
ヨ
ω
叶
”
≦
o
ω
o
⇔
　
山
賃
　
切
Φ
一
お
凶
o
昌
　
二
口
住
　
山
霧
　
　
　
（
1
6
）
　
O
鑓
帥
同
妻
゜
”
閃
Φ
嵩
σ
q
団
o
昌
償
口
α
ぎ
島
く
達
自
巴
蹄
馨
゜
切
Φ
ヨ
賃
閃
亘
口
α
q

　　
幻
Φ
嵩
σ
q
団
o
諺
ミ
団
ω
ω
Φ
拐
昌
鋒
ぴ
目
O
O
P
貯
”
O
§
ミ
§
鳴
§
寒
き
器
　
　
　
　
N
口
o
団
嵩
Φ
ヨ
O
］
昌
ロ
α
冒
〇
三
Φ
目
α
興
口
2
剛
o
q
δ
話
夢
8
二
Φ
国
導
ω
け

　　
切
繕
N
ω
o
凶
Φ
口
寓
ρ
H
㊤
b
。
b
。
（
H
O
①
b
。
）
”
ω
゜
島
卜
。
虞
8
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目
3
9
房
o
げ
ρ
同
P
ぎ
恥
駐
ミ
・
の
ミ
壽
斜
切
猟
即
O
口
け
臼
巴
o
戸
お
o
。
声

（4
）
　
こ
の
体
系
構
想
を
支
え
る
ト
レ
ル
チ
の
意
図
に
つ
い
て
は
以
下
の
　
　
　
　
ω
』
b
。
ω
齢
邦
訳
　
安
酸
敏
眞
訳
「
宗
教
と
個
性
ー
エ
ル
ン
ス
ト
．
ト

　
　
拙
論を
参
照
の
こ
と
。
小
柳
敦
史
「
『
倫
理
学
の
根
本
問
題
』
に
お
け
　
　
　
　
レ
ル
チ
の
宗
教
理
論
の
根
本
問
題
に
つ
い
て
ー
⊥
、
深
井
智
明
．
安

　
　る
ト
レ
ル
チ
の
思
想
体
系
」
『
基
督
教
学
研
究
』
第
二
十
七
号
、
京
都
　
　
　
　
酸
敏
眞
編
訳
『
ト
レ
ル
チ
と
文
化
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
』
聖
学

　
　
大
学
基
督
教
学会
、
二
〇
〇
七
年
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
七
頁
。

（5
）
学
8
房
。
罫
国
目
ω
け
“
芝
⇔
ω
げ
①
凶
ゆ
け
》
≦
①
ω
Φ
ロ
α
①
ω
O
巨
ω
・
　
（
1
7
）
↓
8
Φ
冨
。
戸
国
ヨ
ω
け
ω
。
ま
ω
鐡
巳
同
゜
q
冨
津
α
霞
寄
鼠
同
。
口
」
§

　
　
8
暮
¢
日
ω
《
ぎ
H
8
ω
㍉
員
O
ω
N
”
ω
゜
Q
。
Q
。
①
1
醤
H
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
N
目
艮
”
同
o
。
O
伊
ω
．
Q
。
ざ
゜

（6
）
宣
P
ω
」
°
。
°
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
↓
8
Φ
房
o
買
国
目
ω
酵
ω
昏
ω
薮
民
団
o
q
冨
詳
匹
興
国
巴
σ
q
圃
β
冨

（7
）
零
窃
9
山
9
国
Φ
嵩
α
q
罰
8
口
巳
ロ
。
「
幻
Φ
凋
同
8
ω
註
ω
器
ロ
ω
。
訂
抽
圃
詳
　
　
　
N
震
㍉
。
。
㊤
9
ω
』
0
9

　
　
0
ω
b
。
℃
ψ
お
吟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
お
、
ト
レ
ル
チ
が
す
で
に
一
八
九
三
年
に
「
キ
リ
ス
ト
教
的
原

（8
）
　
冒
団
α
゜
ω
゜
お
㎝
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
理
」
と
い
う
語
を
用
い
て
お
り
、
そ
れ
は
後
に
「
本
質
」
概
念
に
置

（9
）
宣
α
゜
ω
゜
お
①
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
近
藤
勝
彦
が
指
摘
し
て
い
る
。

（1
0
）
守
律
ω
゜
お
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
藤
勝
彦
『
ト
レ
ル
チ
研
究
　
上
』
教
文
館
、
一
九
九
六
年
、
五
四

（11
）
　
守
幽
α
゜
ω
』
α
幽
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頁
。

（
1
2
）
　
守
建
゜
ω
゜
麟
①
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
　
N
↓
属
讐
目
○
。
㊤
μ
ω
゜
自
㊤
゜

（
1
3
）
　
↓
8
Φ
犀
ω
o
F
国
B
ω
鳶
き
“
曹
譜
甘
ミ
§
織
肉
幕
§
謡
ミ
傍
ミ
S
風
恥
ミ
　
　
　
（
2
0
）
　
N
↓
艮
噂
H
o
。
㊤
ρ
ω
゜
b
。
δ
゜

E
・
ト
レ
ル
チ
の
思
想
展
開
に
お
け
る
「
本
質
」
概
念
の
位
置
づ
け
（
小
柳
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九



九
〇

（2
1
）
日
吋
o
Φ
房
。
罫
国
ヨ
ω
け
N
9
国
Φ
罐
凶
o
拐
O
ぼ
ざ
ω
8
寓
ρ
営
”
き
導
　
　
　
　
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
こ
の
間
の
ト
レ
ル
チ
思
想
の
変
化
よ
り
も
、
著

　
　
⑦
ミ
§
誤
H
㊤
H
ρ
ω
畳
①
①
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
作
集
第
二
巻
所
収
の
他
の
論
文
と
の
同
時
性
を
重
視
し
た
た
め
著
作

（2
2
）
守
鐸
o
D
為
ω
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
集
に
収
め
ら
れ
た
版
を
使
用
し
た
。

（2
3
）
団
Φ
費
ω
8
㍉
寓
9
特
に
第
一
章
が
「
《
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
》
と
は
　
　
（
2
6
）
　
日
『
o
鉱
け
ω
o
F
国
ヨ
ω
叶
”
霧
討
誌
ミ
器
蟄
謡
匙
融
ミ
恥
ぎ
趣
膏
§
傘
営
噂

　
　
何
の
謂
い
か
？
」
の
分
析
に
、
第
五
章
が
「
本
質
か
ら
総
合
へ
」
の
　
　
　
　
O
§
§
ミ
恥
詳
浄
討
惑
§
魯
9
ρ
b
d
°
ζ
9
『
婚
H
8
b
。
℃
ψ
＜
目

　
　
分
析
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
　
℃
Φ
胃
ω
o
昌
弧
ぼ
P
，
H
。
。
9

（2
4
）
　
冒
峯
や
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
　
O
h
守
其
娼
」
。
。
メ

（2
5
）
　
「
《
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
》
と
は
何
の
謂
い
か
？
」
を
『
社
会
教
説
』
　
　
（
2
9
）
↓
8
①
冨
。
貫
国
H
口
ω
け
”
募
琶
誌
§
器
§
駄
吻
竃
ミ
ぎ
寒
§
斜
貯
℃

　
　
以
前
の
立
場
と
設
定
す
る
こ
と
は
実
際
に
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
　
　
　
　
O
ω
゜
。
”
o
o
°
①
㎝
9

　　
い
。
こ
れ
は
ピ
ア
ソ
ン
に
も
当
然
な
が
ら
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
　
　
　
（
3
0
）
　
H
ぼ
α
゜
ω
゜
雪
刈
゜

　
　
が
、
こ
の
論
文
は
一
九
〇
三
年
の
『
キ
リ
ス
ト
教
世
界
』
へ
の
初
出
　
　
（
3
1
）
O
鑓
h
L
ぼ
P
ω
』
b
。
ド
邦
訳
二
二
五
頁
。

　　
の
後
十
年
を
経
て
大
幅
な
加
筆
を
な
さ
れ
た
上
で
著
作
集
第
二
巻

　　
（
一
九
一
三
年
）
に
収
め
ら
れ
、
加
筆
の
際
に
は
既
に
出
版
さ
れ
て
い

　　
た
『
社
会
教
説
』
の
成
果
が
意
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ピ
ア

　　
ソ
ン
は
ト
レ
ル
チ
の
本
質
論
に
つ
い
て
は
初
出
の
一
九
〇
三
年
版
の

　　
み
を
扱
う
こ
と
を
断
り
（
℃
Φ
費
ω
8
㍉
ぼ
P
，
H
㊤
）
、
修
正
さ
れ
た
一

　
　
九
＝
二
年
版
に
は
「
本
質
」
概
念
に
対
す
る
懐
疑
が
明
白
に
な
っ
て

　　
い
る
と
解
釈
す
る
（
守
圃
山
も
」
G
。
昏
。
°
）
。
し
か
し
内
容
上
の
変
遷
が
あ

　　
る
と
は
言
え
、
ト
レ
ル
チ
が
『
社
会
教
説
』
を
き
っ
か
け
に
「
本
質
」

　　
を
中
心
と
し
て
議
論
を
構
築
す
る
立
場
か
ら
離
れ
た
と
ま
で
は
言
え

　　
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
『
社
会
教
説
』
の
方
法
論
の
予
備
的
考
察
と

　　
し
て
初
出
の
「
本
質
」
論
文
を
読
み
、
そ
の
方
法
論
の
反
省
的
な
再

　
　
検討
と
し
て
著
作
集
収
載
時
の
加
筆
修
正
を
理
解
す
る
の
が
穏
当
で


