
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　賀
川
に
と
っ
て
、
「
生
命
の
一
つ
の
標
準
で
あ
る
」
悪
が
、
人
間
生
活
に

　　　　　賀川
豊
彦
の
思
想
に

お
け
る

〈芸術
と
し
て
の
悪
〉
　
葬
哨
講
誌
腱
輪
難
％
％
聾
籍
鵠
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ば
「
悪
の
副
作
用
」
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て

　　　　　　　　　　　　　　ス

テ
・
グ
・
リ
ン
ド
バ
歩
　
継
鍵
膿
禦
鰯
編
霧
鰐
袴
穀
鍵
、
鹸

　　　　序

　
　
　
　
　
　
　
熊
繕
蠣
欝
割
撫
諺
罐
鋸
鵬
鯛
謂
鐸
勢

　
　
　
本
論
文は
、
独
創
的
な
宗
教
家
で
あ
り
芸
術
家
で
あ
っ
た
賀
川
豊
彦
（
一
　
　
　
た
結
果
が
上
述
の
賀
川
の
独
創
的
な
悪
理
解
の
要
因
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　

八
八
八～
一
九
六
〇
年
）
の
思
想
に
お
け
る
「
芸
術
と
し
て
の
悪
」
を
考
　
　
　
芸
術
家
の
賀
川
に
と
っ
て
、
芸
術
の
極
致
が
人
間
生
活
そ
の
も
の
で
あ

　
　
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
の
分
か
る
範
囲
で
は
、
賀
川
自
身
は
「
芸
術
　
　
る
。
そ
し
て
人
間
生
活
に
形
を
取
ら
せ
る
も
の
と
し
て
悪
も
善
き
媒
材
で

　
　
と
し
て
の
悪
」
と
い
う
言
い
回
し
は
使
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
賀
川
の
　
　
あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
悪
を
善
き
媒
材
に
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
「
態
度
」

　
　
諸
論
文を
精
読
す
る
と
、
彼
が
悪
を
、
少
な
く
と
も
二
点
に
お
い
て
芸
術
　
　
と
「
努
力
」
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
態
度
と
努
力
を
大
き
く
司
る
も

‘

　　
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
独
創
的
な
見
　
　
の
は
宗
教
あ
る
い
は
信
仰
で
あ
る
と
賀
川
が
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
本

　
　解
は
賀
川
の
進
化
論
と
目
的
論
の
相
倹
っ
た
と
こ
ろ
の
産
物
で
あ
る
楽
観
　
　
論
文
で
は
、
ま
ず
賀
川
の
悪
概
念
と
宗
教
観
を
概
略
的
に
紹
介
し
た
上
、

　
　性
か
ら
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
次
の
点
は
明
ら
か
　
　
彼
の
「
芸
術
と
し
て
の
悪
」
の
観
念
を
つ
ぶ
さ
に
分
析
す
る
。
最
後
に
、

　
　
であ
る
。
賀
川
に
と
っ
て
、
悪
と
は
第
一
に
人
間
発
達
方
法
に
お
い
て
い
　
　
賀
川
研
究
者
に
よ
る
「
賀
川
の
思
想
に
お
け
る
悪
の
問
題
」
に
つ
い
て
の

　
　わ
ゆ
る
「
酵
素
役
」
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
人
聞
の
思
想
史
　
　
　
先
行
研
究
を
姐
上
に
の
せ
、
筆
者
が
そ
れ
を
批
評
す
る
。
資
料
と
し
て
は

　
　
に

お
い
て

悪を
上
手
く
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
ず
に
来
た
た
め
、
そ
れ
ま
　
　
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
を
主
な
テ
ク
ス
ト
と
す
る
。

　
　
で
の

形
式
哲
学
の

手
法を
止
め
、
代
わ
り
に
、
あ
た
か
も
芸
術
家
が
様
々
　
　
　
「
悪
」
は
、
賀
川
豊
彦
が
終
生
追
究
し
た
第
一
の
問
題
で
あ
っ
た
。
彼
の

　
　な
媒
材
や
技
法
を
用
い
る
よ
う
に
悪
を
用
い
る
と
い
う
観
点
で
と
ら
え
よ
　
　
記
述
に
よ
れ
ば
「
悪
」
は
自
身
の
宇
宙
目
的
論
へ
の
思
索
の
土
台
で
あ
り
、

　
　う
と
し
た
。
と
り
わ
け
、
悪
の
場
を
備
え
る
生
命
は
、
「
戯
曲
」
だ
と
い
う
　
　
　
そ
し
て
筆
者
の
考
え
で
は
、
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
帰
依
の
主
た
る
動
機

　
　
比
喩を
賀
川
は
よ
く
用
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
も
あ
っ
た
。
逆
境
の
中
に
育
っ
た
賀
川
が
、
そ
の
悲
惨
と
精
神
的
な
重

賀
川
豊
彦
の
思
想
に
お
け
る
〈
芸
術
と
し
て
の
悪
〉
（
リ
ン
ド
バ
ー
グ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九



】
五
〇

荷
か
ら
ひ
た
す
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
希
求
し
た
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
　
　
が
「
苦
」
と
「
悪
」
と
を
混
同
し
て
用
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
道
徳
嘩

でき
る
で
あ
ろ
う
。
一
個
の
自
覚
す
る
生
体
を
包
ん
で
い
る
宇
宙
に
は
、
　
　
　
「
苦
」
と
呼
び
、
ま
た
人
間
の
力
で
は
解
決
出
来
な
い
苦
を
「
悪
」
と
呼
ぶ
。

「果
た
し
て
整
然
と
し
た
目
的
と
意
匠
が
あ
る
の
か
」
、
と
少
年
の
豊
彦
は
　
　
　
予
測
さ
れ
う
る
通
り
、
「
苦
の
哲
学
」
と
い
う
論
考
を
執
筆
し
た
背
景
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

自
問
自
答
し
た
に
違
い
な
い
。
自
然
界
の
目
的
論
を
拒
む
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
　
　
は
、
幾
つ
か
の
時
勢
の
状
況
が
働
い
た
と
思
わ
れ
る
。
①
賀
川
自
身
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

学
説
や

古く
か
ら
日
本
に
深
く
根
を
張
っ
た
仏
教
の
因
果
説
に
つ
い
て
も
　
　
じ
め
な
人
生
、
②
啓
蒙
時
代
の
産
物
の
一
つ
で
あ
る
科
学
の
進
歩
、
③
大

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

思索
を
巡
ら
し
た
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殺
鐵
の
第
一
次
世
界
大
戦
と
そ
の
直
後
に
起
こ
っ
た
経
済
低
迷
、
④
ロ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　ま
た
「
苦
」
を
「
悪
の
副
作
用
で
あ
る
」
と
特
徴
付
け
る
賀
川
は
、
三
　
　
ア
革
命
が
世
界
中
を
深
刻
に
さ
せ
た
階
級
闘
争
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
同

十代
の
初
め
頃
に
、
『
苦
の
哲
学
』
と
題
し
た
論
文
で
、
「
苦
」
と
い
う
概
　
　
　
時
に
、
そ
の
論
考
の
産
物
と
し
て
は
賀
川
自
身
の
悪
理
解
が
確
認
さ
れ
る

念が
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
文
明
の
幕
開
け
か
ら
近
現
代
に
い
た
る
ま
で
の
間
、
　
　
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
念
頭
に
置
く
べ
き
は
、
当
時
厳
し
く
対
立
す
る
と

ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
き
た
を
吟
味
し
た
。
そ
の
結
果
、
賀
川
は
「
苦
」
　
　
　
考
え
ら
れ
て
い
た
科
学
と
宗
教
と
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、

を
三
種
類
に
区
分
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
①
人
間
の
力
に
よ
っ
て
解
決
　
　
賀
川
は
時
代
に
さ
き
だ
つ
立
場
を
と
っ
た
。
つ
ま
り
賀
川
に
と
っ
て
は
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

し
う
る
苦
痛
、
②
神
の
恩
寵
と
見
る
べ
き
苦
難
、
③
人
力
を
も
っ
て
は
如
　
　
者
は
相
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
相
補
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

何
と
も
し
が
た
い
苦
痛
で
あ
る
。
そ
の
中
で
最
も
耐
え
難
い
の
は
賀
川
の
　
　
　
悪
を
真
正
面
か
ら
認
め
る
賀
川
に
と
っ
て
、
有
限
世
界
で
は
悪
は
や
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
り

いう
「
道
徳
悪
」
で
あ
る
。
こ
の
道
徳
悪
は
、
い
わ
ゆ
る
自
然
的
災
厄
以
　
　
を
え
ず
に
起
こ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
不
完
全
で
あ
る
人
間
に
と
っ
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
け

上
の

難問
で
あ
る
。
ま
た
筆
者
の
読
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
道
徳
悪
」
は
　
　
苦
難
な
し
に
は
成
長
も
な
い
と
い
う
。
要
す
る
に
、
悪
は
生
命
の
内
容
を

「罪
」
と
呼
ん
で
も
さ
ほ
ど
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
　
　
構
成
し
、
ま
た
進
化
さ
せ
る
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
多

人間
の
力
を
も
っ
て
如
何
と
も
し
が
た
い
苦
難
を
賀
川
が
「
宇
宙
悪
」
と
　
　
少
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
筆
者
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
賀
川
が
「
悪
」

　
　
　
　
　
　
　
　
り

呼
ぶ
の

であ
る
。
上
述
の
「
悪
」
と
「
罪
」
と
の
識
別
な
い
し
対
比
が
、
　
　
　
を
結
局
「
芸
術
」
と
考
え
得
た
の
は
、
彼
の
理
想
主
義
と
現
実
主
義
の
相

賀
川
研
究
に
お
け
る
重
大
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
論
文
で
は
そ
の
　
　
侯
っ
た
結
果
な
の
で
あ
る
。
哲
学
的
に
い
う
な
ら
ば
、
彼
が
帰
納
法
と
演

問
題
を
突
き
詰
め
な
い
。
と
も
あ
れ
、
ど
ん
な
範
疇
の
苦
で
あ
れ
、
賀
川
　
　
繹
法
を
統
合
さ
せ
た
結
果
で
あ
る
。
生
理
的
に
も
精
神
的
に
も
、
時
に
は

は
そ
れ
を
芸
術
化
で
き
る
と
考
え
る
。
た
だ
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
一
点
を
　
　
　
「
警
告
」
と
し
て
、
時
に
は
「
酵
素
」
と
し
て
、
「
悪
」
は
そ
の
「
自
己
殿

指
摘
する
と
、
そ
れ
は
賀
川
が
文
献
学
的
な
言
葉
遣
い
に
お
い
て
自
由
奔
　
　
　
堂
」
に
作
用
し
、
生
存
の
擁
護
を
す
る
ほ
か
、
精
神
が
「
無
意
識
」
か
ら

放
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
武
藤
富
男
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
賀
川
　
　
　
「
半
意
識
」
さ
ら
に
「
全
意
識
」
ま
で
と
い
う
過
程
を
経
る
よ
う
に
、
人
間



の

進
化を
促
す
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
警
告
」
或
い
は
「
酵
素
」
　
　
る
と
い
ふ
事
は
、
悪
だ
か
ら
亡
ぶ
の
で
は
な
く
（
中
略
）
、
内
部
的
な
亡
び

と
表
象
さ
れ
る
悪
と
そ
の
副
作
用
で
あ
る
「
苦
」
と
は
、
希
望
を
可
能
に
　
　
る
性
を
持
つ
悪
と
、
外
部
的
な
災
厄
を
結
付
け
る
の
は
、
未
だ
霊
の
成
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
け

す
る
信
仰
（
と
そ
れ
に
伴
う
辛
抱
と
努
力
）
と
科
学
の
「
発
見
・
発
明
」
　
　
　
せ
ぬ
時
の
言
い
分
で
あ
っ
て
、
誤
れ
る
の
甚
だ
し
き
も
の
で
あ
る
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ア
リ

に
よ
っ
て
、
宇
宙
の
目
的
を
確
信
し
た
時
に
は
じ
め
て
、
「
芸
術
」
の
世
界
　
　
　
と
も
か
く
も
、
賀
川
の
生
涯
前
半
の
第
一
の
問
題
は
「
悪
」
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ
の

入り
口
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
半
に
お
い
て
も
そ
の
問
題
は
姿
を
変
え
、
宇
宙
の
目
的
の
属
性
の
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　と
し
て
「
悪
」
を
捉
え
る
「
生
命
芸
術
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
せ

　　
；
心
・
は
禦
　
　
　
　
　
凱
鴛
驚
ビ
賄
噂
瀬
肪
媚
撚
難
麓
態
劇
魏

　
賀川
に
と
っ
て
「
悪
」
と
い
う
の
は
、
ま
ず
「
宇
宙
意
志
」
あ
る
い
は
　
　
の
「
悪
」
は
、
い
わ
ゆ
る
主
流
キ
リ
ス
ト
教
が
訴
え
る
よ
う
な
、
「
呪
い
」
、

「
宇
宙目
的
」
1
そ
れ
は
「
絶
対
無
限
」
に
向
か
っ
て
接
近
し
よ
う
と
す
　
　
「
誘
惑
」
、
「
堕
落
」
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
生
命
を
進
化
た
ら
し
め
る
酵

る
こ
と
で
あ
る
ー
に
適
っ
て
い
な
い
事
柄
な
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
　
　
素
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
主
流
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
キ
リ
ス
ト
教
に
属
し
な

人間
の
精
神
生
活
や
行
動
に
お
い
て
は
ま
だ
分
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
　
　
が
ら
も
、
賀
川
は
そ
の
流
儀
の
悪
説
の
中
核
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
詳

が
、
一
方
自
然
災
害
な
ど
の
場
合
、
賀
川
が
ど
う
考
え
る
だ
ろ
う
か
。
自
　
し
く
い
う
な
ら
ば
、
「
原
罪
説
」
を
拒
絶
す
る
し
、
ま
た
悪
魔
の
存
在
を
も

然
界
に
は
、
人
間
の
持
つ
よ
う
な
「
良
心
」
は
な
い
が
、
指
向
性
な
ど
が
　
　
人
間
の
心
理
学
的
な
投
影
に
よ
る
迷
信
だ
と
考
え
る
。
こ
の
悪
に
対
す
る

内
在
さ
れ
て
い
る
と
賀
川
は
説
明
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
界
を
構
成
　
　
賀
川
の
観
念
に
言
及
す
る
意
味
は
、
賀
川
の
独
創
的
な
キ
リ
ス
ト
教
理
解

す
る
無
数
の
分
子
の
問
で
、
統
計
学
上
で
は
「
故
障
」
や
「
ズ
レ
」
が
生
　
　
を
明
確
す
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
教
条
主
義
の
キ
リ
ス
ト
教
が
訴
え

じ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
だ
と
『
宇
宙
の
目
的
』
（
一
九
五
八
年
）
で
綿
密
に
　
　
る
よ
う
な
、
人
間
の
罪
の
故
に
神
の
憤
り
を
被
る
と
い
う
命
題
的
な
教
え

説明
す
る
。
筆
者
に
と
っ
て
興
味
深
い
問
題
は
、
い
わ
ゆ
る
賀
川
の
い
う
　
　
を
否
定
す
る
わ
け
で
あ
る
。

「自
然
悪
・
災
厄
」
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
合
目
的
論
的
な
理
念
を
抱
く
賀
川
　
　
　
青
年
豊
彦
は
十
六
歳
の
時
か
ら
悪
と
い
う
問
題
に
囚
わ
れ
そ
し
て
悪
の

は
、
自
然
悪
を
ど
の
よ
う
に
解
説
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
引
用
か
ら
読
　
　
観
点
か
ら
宇
宙
の
研
究
を
始
め
る
が
、
そ
の
時
点
で
は
悪
の
性
質
は
ま
だ

み

取
れる
の
は
、
い
わ
ば
「
人
間
悪
ー
価
値
上
の
背
き
」
は
自
然
悪
な
い
　
　
謎
で
あ
っ
た
。
「
悪
を
跳
ね
返
し
て
進
む
一
つ
の
力
が
、
其
中
（
宇
宙
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

し
災
厄
と
は
関
係
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
成
長
の
立
場
か
ら
　
　
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。
こ
の
初
期
の
賀
川
に
お
け

見
て
、
災
厄
が
悪
か
ら
来
る
も
の
と
は
断
じ
て
言
へ
な
い
。
悪
人
が
亡
び
　
　
る
悪
理
解
は
甚
だ
し
く
漠
然
的
か
つ
消
極
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
悪
は
ま

賀川
豊
彦
の
思
想
に
お
け
る
〈
芸
術
と
し
て
の
悪
〉
（
リ
ン
ド
バ
ー
グ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
】
五
一



一
五
二

た

排
斥す
べ
き
も
の
で
も
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
悪
を
破
壊
的
な
も
の
　
　
震
災
を
契
機
に
、
賀
川
は
一
カ
月
に
八
版
を
重
ね
た
『
苦
難
に
対
す
る
態

と
し
か
見
な
い
以
上
、
そ
れ
を
回
避
す
べ
き
と
考
え
る
一
方
だ
か
ら
で
あ
　
　
度
』
と
い
う
論
文
を
刊
行
し
て
い
る
。
た
だ
し
「
自
然
悪
」
あ
る
い
は
「
環

る
。
だ
が
、
同
叙
述
に
あ
る
「
発
見
」
と
い
う
事
象
は
、
賀
川
の
生
涯
で
　
　
境
悪
」
に
関
し
て
指
摘
す
べ
き
は
、
賀
川
に
と
っ
て
こ
の
種
の
悪
は
本
当

重要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
つ
ま
り
、
賀
川
の
　
　
　
の
悪
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
環
境
の
悪
は
、
本
質
の
悪
で
は
な

科学
の
探
求
に
お
い
て
も
、
ま
た
彼
の
信
仰
生
活
に
お
い
て
も
、
こ
の
発
　
　
　
い
。
宇
宙
の
原
子
と
、
自
己
を
一
緒
に
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
」
と
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
り

見
は
彼
の
悪
に
対
す
る
理
解
を
次
第
に
変
貌
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
　
　
　
言
す
る
。
こ
こ
で
は
、
筆
者
は
賀
川
の
悪
に
対
す
る
理
解
を
分
析
し
た
い
。

悪と
そ
の
副
作
用
で
あ
る
苦
を
、
単
な
る
破
壊
的
・
回
避
す
べ
き
も
の
で
　
　
そ
れ
は
、
賀
川
に
と
っ
て
、
悪
は
「
実
在
」
は
し
な
い
け
れ
ど
も
「
実
存
」

あ
る
と
い
う
見
解
か
ら
、
今
度
は
そ
れ
を
し
っ
か
り
受
け
止
め
、
ま
た
「
自
　
　
　
す
る
と
い
う
洞
察
で
あ
る
。

己成
長
」
と
い
．
2
腿
程
を
補
助
し
て
く
れ
る
も
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
見
地
　
　
　
上
述
し
た
よ
う
に
、
賀
川
は
悪
の
鉢
質
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

を
変
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
賀
川
の
場
合
、
そ
の
信
仰
生
活
の
中
枢
に
な
　
　
　
「
悪
自
身
に
亡
び
易
い
性
を
具
備
す
る
」
。
お
そ
ら
く
こ
こ
で
賀
川
の
善
悪

る
「
瞑
想
」
（
生
命
を
内
側
か
ら
覗
き
込
む
）
を
通
し
て
、
悪
を
処
理
す
る
　
　
　
の
使
命
は
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
酷
似
し
て
い
る
所
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ

力
が
湧
い
て
く
る
と
い
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
り
、
悪
が
そ
の
自
滅
的
性
質
に
よ
り
い
ず
れ
消
え
て
し
ま
う
一
方
、
他

　
二十
一
歳
の
賀
川
は
、
神
戸
の
ス
ラ
ム
街
に
住
み
着
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
　
方
で
そ
の
悪
を
止
揚
し
て
善
が
必
至
に
栄
え
て
行
く
と
い
う
信
念
に
訴
え

従
来す
べ
て
の
不
幸
や
罪
を
「
宇
宙
悪
」
と
い
う
ふ
う
に
限
定
し
て
い
た
　
　
　
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
推
論
を
出
す
の
に
、
賀
川
は
そ
れ
ほ

のを
、
今
度
は
視
座
を
拡
張
し
、
「
人
間
悪
」
、
「
生
理
悪
」
そ
れ
か
ら
「
社
　
　
　
ど
の
根
拠
を
明
示
し
て
い
な
い
。

会悪
」
な
ど
に
悪
の
範
疇
を
広
げ
る
。
こ
こ
で
人
間
悪
は
さ
し
あ
た
り
道
　
　
　
あ
く
ま
で
合
目
的
論
的
な
進
化
論
を
標
榜
す
る
賀
川
は
、
脳
の
進
化
に

徳
的な
意
味
で
使
用
さ
れ
、
そ
し
て
生
理
悪
は
主
に
病
気
な
ど
を
指
す
。
　
　
　
つ
れ
て
人
間
は
悲
哀
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ

社
会
悪
は
主
に
人
間
の
人
格
を
無
視
す
る
西
洋
列
強
的
な
重
商
主
義
を
指
　
　
　
の
悲
哀
を
「
新
し
い
人
間
苦
」
と
命
名
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
賀
川

す
の

であ
る
。
問
題
な
の
は
、
こ
の
「
人
間
悪
」
と
「
生
理
悪
」
の
理
解
　
　
　
は
、
こ
の
「
新
し
い
人
間
苦
」
は
人
間
性
の
本
質
で
は
な
い
と
考
え
る
。

だが
、
当
時
優
勢
な
学
説
で
あ
っ
た
「
人
種
起
源
論
」
や
「
優
種
論
」
の
　
　
　
つ
ま
り
、
人
間
の
本
質
を
組
織
す
る
「
自
我
」
或
い
は
「
我
」
が
成
長
し

発
想も
賀
川
の
構
想
に
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
悪
の
区
分
は
　
　
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
可
避
的
に
悲
哀
を
覚
え
さ
せ
ら
れ
る
と

専ら
人
為
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
予
測
さ
れ
う
る
通
り
に
、
賀
川
は
「
自
　
　
　
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
い
う
な
ら
ば
、
悲
哀
は
「
自
我
の
成
長
無
き
も

然悪
」
と
い
う
範
疇
を
も
構
想
す
る
。
と
り
わ
け
一
九
二
三
年
の
関
東
大
　
　
　
の
に
は
起
こ
ら
無
い
」
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
進
化
を
可
能
に
す
る
「
努
力
」



が賀
川
に
と
っ
て
ど
れ
だ
け
重
要
で
あ
る
か
が
窺
え
る
。
賀
川
が
二
i
　
　
り
、
こ
こ
で
そ
の
記
述
か
ら
抽
出
し
た
定
義
を
列
記
し
た
い
。
①
悪
は
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ハ
　
リ

チ
ェ
の
哲
学
を
見
出
し
ま
た
そ
れ
を
称
讃
す
る
の
は
、
そ
の
延
長
線
上
で
　
　
荘
で
艦
無
噸
。
、
噛
命
吻
椎
儲
龍
横
壷
濾
喝
鞠
献
吻
源
嘩
憎
あ
る
。
螺
は

あ
る
。
更
に
言
う
な
ら
ば
、
悲
哀
を
感
じ
ら
れ
る
人
は
、
生
の
戯
曲
に
覚
　
　
自
由
意
志
の
創
造
的
進
化
の
上
に
横
た
は
っ
て
居
る
も
の
で
あ
る
（
略
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
ハ
れ
け

醒し
て
い
る
と
賀
川
が
考
え
る
。
こ
う
し
て
、
や
が
て
悲
哀
が
進
化
す
る
　
　
③
悪
は
生
命
の
延
び
て
行
く
上
に
存
在
す
る
価
値
の
上
の
過
程
で
あ
る
。

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

入間
の
栄
光
に
連
な
る
の
で
あ
る
。
「
か
く
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悲
哀
は
　
　
④
然
し
、
苦
痛
（
悪
の
副
作
用
）
の
あ
る
生
は
誤
謬
か
ら
発
生
し
た
も
の

人間
苦
よ
り
出
発
し
た
一
個
の
光
栄
で
あ
る
と
思
は
ざ
る
を
え
な
い
の
で
　
　
で
は
無
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
中
略
）
。
生
あ
る
も
の
の
受
け
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

あ
る
。
私
は
悲
劇
の
出
生
を
二
ー
チ
ェ
の
如
く
強
く
生
き
ん
と
す
る
人
間
　
　
ば
な
ら
ぬ
宿
命
で
あ
る
。
⑤
罪
と
は
一
口
に
い
へ
ば
不
完
全
の
こ
と
で
あ

の

光栄
で
あ
る
と
す
る
が
故
に
、
悲
哀
に
伴
う
涙
の
使
命
を
重
ん
じ
る
も
　
　
る
。
善
と
悪
と
は
心
の
中
で
常
に
争
っ
て
い
る
。
「
そ
れ
が
人
間
だ
、
人
間

　
　
　
ハ
れ
り

の

であ
る
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ど
う
せ
不
完
全
な
ん
だ
。
不
完
全
は
決
し
て
人
間
自
身
の
責
任
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
むろ
ん
、
賀
川
に
と
っ
て
少
な
く
と
も
人
間
悪
は
価
値
の
上
に
成
り
立
　
　
な
い
」
。
⑥
（
悪
は
）
宇
宙
目
的
に
到
達
し
得
な
い
こ
と
か
ら
起
こ
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

つも
の
で
あ
る
が
、
「
道
徳
悪
」
の
場
合
に
お
い
て
は
そ
れ
が
必
ず
し
も
一
　
　
　
あ
る
。

定し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
人
個
　
　
　
鵜
沼
裕
子
は
、
「
賀
川
豊
彦
に
お
け
る
〈
悪
〉
の
問
題
」
に
お
い
て
、
賀

人
の

精
神

（良
心
）
成
長
の
具
合
に
よ
っ
て
そ
の
時
点
に
お
い
て
の
道
徳
　
　
川
の
悪
論
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
限
ら
れ
た
紙
幅
で
総
括
的
に
ま

水準
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
最
終
の
目
標
が
同
じ
（
統
一
し
て
い
る
）
　
　
　
た
と
て
も
丁
寧
に
扱
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
心
的
な
テ
ー
ゼ
は
、
賀
川
が

な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
「
相
対
道
徳
」
と
い
う
よ
り
「
進
化
道
徳
」
　
　
　
自
ら
の
主
観
的
な
宗
教
体
験
に
基
づ
い
て
構
想
し
た
宇
宙
像
を
、
科
学
の

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諸
学
説
で
も
っ
て
固
め
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
賀
川

　
悪
の

探究
を
宇
宙
悪
と
い
う
観
点
か
ら
始
め
た
賀
川
は
、
上
述
に
あ
る
　
　
が
終
生
、
客
観
の
科
学
で
自
分
の
主
観
的
宗
教
体
験
を
裏
付
け
よ
う
と
し

ょ
う
に
他
に
も
様
々
な
視
座
を
持
ち
や
が
て
太
平
洋
戦
争
の
勃
発
の
少
し
　
　
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
鵜
沼
は
あ
た
か
も
賀
川
の
主
観
的
な
基
盤

前あ
た
り
か
ら
宇
宙
に
目
的
の
あ
る
こ
と
を
確
信
し
、
そ
の
上
で
、
も
う
　
　
を
覆
す
か
の
よ
う
に
、
宇
宙
の
進
展
を
客
観
的
な
「
科
学
的
の
法
則
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
り

一度
目
的
に
満
ち
た
宇
宙
を
通
し
て
悪
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
　
　
支
配
下
に
服
従
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
宇
宙
を
貫
く
物
理
的
な
法

て賀
川
の
悪
に
対
す
る
探
究
が
回
帰
し
て
く
る
が
、
し
か
し
悪
の
責
任
問
　
　
則
が
、
主
体
で
あ
る
人
間
の
自
由
度
を
宇
宙
の
法
則
に
包
摂
し
、
ま
た
奇

題と
そ
の
諸
特
徴
に
つ
い
て
は
、
賀
川
の
諸
論
述
を
渉
猟
す
る
と
、
そ
れ
　
　
妙
な
形
で
適
合
す
る
よ
う
強
制
す
る
と
賀
川
が
考
え
て
い
る
と
解
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
レ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

ら
の
描
写
が
大
幅
に
異
な
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
さ
し
あ
た
　
　
　
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
筆
者
は
大
き
な
疑
問
を
抱
く
。

賀
川
豊
彦
の
思
想
に
お
け
る
〈
芸
術
と
し
て
の
悪
〉
（
リ
ン
ド
バ
ー
グ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
三



一
五
四

　問
題
は
三
つ
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
目
は
、
賀
川
に
と
っ
て
悪
と
そ
の
対
　
　
し
、
ま
た
そ
の
可
能
性
を
社
会
に
成
し
遂
げ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

応
を
思
索
す
る
に
当
た
り
、
最
も
重
要
な
観
点
は
「
芸
術
」
で
あ
る
。
鵜
　
　
　
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
賀
川
が
自
然
科
学
の
観
点
か
ら
宇
宙
を
説
明
す

沼
がこ
の
芸
術
と
い
う
悪
に
対
す
る
最
も
重
要
な
観
点
に
間
接
的
に
し
か
　
　
る
論
文
（
と
り
わ
け
『
宇
宙
の
目
的
』
）
は
確
か
に
「
法
則
」
と
い
う
観
念

ふ

れ
て

いな
い
の
は
、
残
念
に
思
わ
れ
る
。
二
つ
目
は
、
前
述
の
よ
う
な
　
　
　
が
貫
い
て
い
る
が
、
他
の
文
献
を
含
め
て
考
え
た
時
に
は
、
「
法
則
の
万
能

いわ
ゆ
る
あ
る
種
の
「
予
定
調
和
論
」
で
は
、
賀
川
の
あ
り
う
る
話
と
考
　
　
性
」
と
い
う
結
論
に
は
至
り
に
く
い
。
幸
い
な
こ
と
に
、
鵜
沼
は
、
論
文

え
た
「
地
球
の
絶
滅
」
と
い
う
大
規
模
の
失
敗
が
視
野
に
入
ら
な
い
。
三
　
　
の
後
部
（
「
宇
宙
的
〈
秘
儀
〉
と
し
て
の
悪
」
と
い
う
項
）
で
、
こ
の
「
法

つ目
は
、
賀
川
の
宇
宙
の
研
究
に
お
け
る
出
発
点
と
な
る
「
生
命
」
と
そ
　
　
則
の
万
能
性
」
を
め
ぐ
る
主
張
を
加
減
す
る
。
確
か
に
、
人
間
の
歴
史
を

の癖
で
あ
る
「
私
」
を
、
あ
く
ま
で
人
格
的
（
主
観
的
）
な
も
の
だ
と
賀
　
　
巨
視
的
に
考
え
た
時
、
あ
る
い
は
宇
宙
の
長
い
時
間
を
通
し
て
の
展
開
を

川
が
考
え
て
い
る
点
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
宇
宙
そ
の
も
の
の
組
み
立
て
　
　
視
野
に
お
い
た
時
に
は
、
賀
川
の
宇
宙
論
の
中
の
悪
論
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

の特
徴
の
一
つ
が
自
由
選
択
な
の
で
あ
る
。
人
格
の
持
ち
主
で
あ
る
人
間
　
　
　
の
「
予
定
調
和
論
」
を
彷
彿
と
さ
せ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
個

は
、
賀
川
の
思
惟
に
よ
れ
ば
確
か
に
宇
宙
の
様
々
な
科
学
的
な
法
則
の
配
　
　
別
者
の
レ
ベ
ル
で
は
、
そ
の
「
予
定
調
和
論
」
が
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ

下
にあ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
法
則
に
背
く
力
を
有
し
、
ま
た
極
端
な
場
合
　
　
う
。
そ
れ
に
、
賀
川
自
身
が
し
ば
し
ば
悪
に
つ
い
て
の
細
部
（
殊
に
そ
の

に
は
、
そ
の
人
格
の
力
を
下
手
に
活
か
し
地
球
上
の
生
命
を
滅
ぼ
す
可
能
　
　
起
源
や
責
任
な
ど
）
を
ダ
ン
テ
や
オ
イ
ケ
ン
と
並
ん
で
宗
教
で
も
科
学
で

性
も
所
持
す
る
と
い
う
。
つ
ま
り
賀
川
に
い
わ
せ
る
な
ら
ば
、
人
間
は
宇
　
　
も
解
き
明
か
せ
な
い
「
神
秘
の
中
の
神
秘
」
で
あ
る
と
容
認
す
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

宙
の
進
化
の
方
向
で
さ
え
左
右
で
き
る
と
い
う
。
上
に
指
摘
し
た
他
に
も
、
　
　
る
。
最
後
に
、
些
細
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
鵜
沼
は
賀
川
を
引
用
す
る
時
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
り

幾
つ
か
の
疑
問
点
が
あ
る
け
れ
ど
、
そ
の
詳
し
く
は
註
に
明
示
し
て
あ
る
。
　
　
必
ず
し
も
そ
の
典
拠
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き

　賀
川
は
、
人
間
の
意
識
の
進
化
（
あ
る
種
の
悟
り
）
に
よ
っ
て
、
絶
対
　
　
た
い
。

他者
で
な
い
「
神
」
い
わ
ゆ
る
個
別
者
を
含
め
た
「
宇
宙
生
命
」
と
そ
の

譲
藷
賑
軽
鶴
曾
聾
鎗
ゲ
幕
蘇
塊
　
二
賀
川
の
宗
教
轟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
り

た
い
」
と
ま
で
欲
求
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
留
意
す
べ
き
は
、
そ
の
「
神
　
　
　
　
さ
て
、
宗
教
を
通
し
て
の
み
悪
の
変
質
（
芸
術
化
）
は
成
し
遂
げ
ら
れ

にな
り
た
い
」
と
い
う
願
望
は
、
絶
対
他
者
に
変
形
す
る
な
ど
と
い
う
意
　
　
　
る
と
賀
川
は
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
賀
川
に
と
っ
て
「
宗
教
」
と
は

味
で
は
な
く
、
神
で
あ
る
宇
宙
生
命
の
よ
う
に
、
自
分
も
自
由
自
在
に
達
　
　
何
か
と
い
う
問
題
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
進
化
論
的
宗
教



家
であ
っ
た
賀
川
の
「
宗
教
」
を
巡
る
文
章
は
浩
潮
で
あ
る
。
お
ま
け
に
、
　
　
は
そ
の
宗
教
理
解
に
注
目
す
べ
き
側
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
序
で
述
べ
た
「
宗

そ
の
多
く
は
「
講
演
筆
記
」
と
い
う
形
態
で
あ
る
た
め
、
本
文
の
筋
道
が
　
　
教
と
科
学
と
は
相
補
う
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
典
拠
は
賀
川
の
文
献

十
分
に

整
理さ
れ
て
い
な
い
所
が
あ
る
と
、
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
の
編
集
長
　
　
　
に
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
の
多
く
は
一
九
二
四
年
に
発
行
さ
れ
た
『
愛
の
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

であ
っ
た
武
藤
富
男
は
述
べ
て
い
る
。
た
だ
、
晩
年
の
賀
川
の
『
天
の
心
、
　
　
学
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
賀
川
に
と
っ
て
科
学
と
宗
教
は
よ
り
緊
密
な

地
の心
』
（
一
九
五
五
年
）
は
純
論
文
で
あ
る
し
、
ま
た
賀
川
の
成
熟
し
た
　
　
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
詳
し
く
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
私
の
宗
教
は
科
学

発
想
が見
て
取
れ
る
。
こ
の
論
文
で
「
宗
教
」
と
い
う
も
の
は
次
の
四
種
　
　
の
天
井
を
持
つ
。
科
学
は
私
の
為
に
は
完
全
な
る
宗
教
の
最
も
大
き
な
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

類に
区
分
さ
れ
る
。
①
肉
体
的
宗
教
（
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
身
体
的
な
健
勝
　
　
目
を
持
つ
（
中
略
）
。
科
学
に
よ
っ
て
、
私
は
ど
れ
ほ
ど
強
く
、
宇
宙
意
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

を
願
望
す
る
営
み
）
、
②
心
理
的
宗
教
（
こ
れ
は
人
間
の
心
の
訓
練
に
よ
っ
　
　
に
よ
っ
て
愛
さ
れ
て
ゐ
る
か
を
知
る
。
新
し
き
生
命
宗
教
に
取
っ
て
は
『
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

て

の

技
術－
字
や
歌
1
の
向
上
を
願
望
す
る
営
み
）
、
③
道
徳
的
宗
　
　
学
』
そ
れ
自
身
が
最
も
大
き
な
慰
め
で
あ
り
、
愛
で
あ
る
」
。

へ

教

（こ
れ
は
人
間
の
価
値
理
解
が
一
層
深
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
位
置
し
、
い
　
　
　
賀
川
の
宗
教
観
で
最
後
に
ふ
れ
た
い
の
は
、
彼
の
進
化
論
的
あ
る
い
は

わ
ゆ
る
精
神
修
養
に
な
る
よ
う
に
と
か
勉
強
が
出
来
る
よ
う
に
と
い
っ
た
　
　
進
歩
的
観
念
の
優
勢
性
で
あ
る
。
賀
川
は
、
少
し
も
躊
躇
せ
ず
に
「
神
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
と
を
願
望
す
る
営
み
）
、
④
社
会
宗
教
ま
た
は
宇
宙
的
宗
教
（
こ
れ
は
個
　
　
を
「
生
命
そ
の
も
の
」
で
あ
る
と
断
言
す
る
。
そ
の
う
え
、
「
神
」
を
「
生

人
の完
全
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
あ
る
い
は
全
世
界
の
人
類
の
平
和
・
幸
　
　
　
命
」
と
言
い
換
え
る
に
留
ま
ら
ず
に
、
生
命
が
進
化
し
て
い
く
と
述
べ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

福
を
願
望
す
る
営
み
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
脈
に
お
い
て
神
自
身
も
進
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
暗
示
す
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

　賀
川
の
宗
教
理
解
を
敷
衛
す
る
た
め
、
こ
こ
で
幾
つ
か
の
引
用
を
借
り
　
　
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
筆
者
は
賀
川
が
日
本
の
最
初
の
「
プ
ロ
セ
ス
神
学
者
」

て宗
教
の
特
徴
を
明
記
し
た
い
。
宗
教
は
①
悪
や
苦
痛
に
対
す
る
工
夫
で
　
　
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
賀
川
は
、
自
身
の
宗
教
理
解
を
次
の
よ
う
に
明

　
ハ
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

あ
る
。
②
精
神
（
良
心
、
意
識
）
の
問
題
で
あ
る
。
③
価
値
の
問
題
で
あ
る
。
　
　
言
す
る
。
「
勿
論
、
今
日
に
な
っ
て
は
人
類
全
体
と
し
て
成
長
し
て
き
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
け

④神
の
心
持
で
あ
る
。
⑤
人
生
に
目
的
が
あ
る
と
信
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
ら
、
昔
の
よ
う
な
形
で
宗
教
を
信
ず
る
必
要
は
好
ま
し
く
無
い
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

⑥
宇
宙
の
再
生
力
な
ら
び
に
可
能
性
へ
の
糸
ロ
で
あ
る
。
⑦
宇
宙
意
志
に
　
　
（
中
略
）
。
時
の
推
移
と
共
に
信
仰
の
内
容
も
変
わ
っ
て
ゆ
き
、
信
仰
の
客

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

沿
っ
て
人
生
目
的
を
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
窺
え
る
　
　
　
体
も
変
わ
っ
て
ゆ
く
」
。

よ
う
に
、
賀
川
に
と
っ
て
宗
教
は
告
白
主
義
的
あ
る
い
は
信
条
主
義
的
な

も
の
と
い
う
よ
り
体
得
的
か
つ
意
識
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
以
上を
も
っ
て
賀
川
の
宗
教
理
解
を
あ
る
程
度
確
認
し
た
の
だ
が
、
実

賀川
豊
彦
の
思
想
に
お
け
る
〈
芸
術
と
し
て
の
悪
〉
（
リ
ン
ド
バ
ー
グ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
五
五



一
五
六

三

芸
術
と
し
て
の
悪
　
　
　
　
　
毒
総
鐸
喝
稀
芸
術
は
あ
く
ま
で
価
値
の
上
に
伸
び
上
が

　賀
川
の
「
芸
術
と
し
て
の
悪
」
と
い
う
観
念
の
軸
に
な
る
も
の
は
何
と
　
　
ろ
う
と
す
る
生
命
に
対
し
て
の
肯
定
で
あ
り
ま
た
構
築
で
あ
っ
た
。
よ
り

言
っ
て
も
「
態
度
」
で
あ
ろ
う
。
そ
の
詳
し
く
は
『
苦
難
に
対
す
る
態
度
』
　
　
現
実
的
に
い
う
な
ら
ば
、
芸
術
は
生
活
そ
の
も
の
で
あ
る
。
「
そ
れ
で
、
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゐ
り

（
一九
二
四
年
）
と
い
う
論
文
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
要
点
は
人
生
　
　
　
の
民
衆
芸
術
と
は
生
活
芸
術
で
あ
る
。
即
ち
凡
そ
生
き
て
居
る
も
の
は
、

に
何
が
投
げ
込
ま
れ
て
来
た
と
し
て
も
、
生
命
の
万
能
性
（
修
繕
性
を
含
　
　
　
何
人
と
云
へ
ど
も
知
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
、
生
の
肯
定
の
工
夫
と
生
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
り

む
）
を
信
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
苦
痛
・
苦
悩
の
中
に
置
か
れ
て
　
　
内
容
の
充
実
の
工
夫
で
あ
る
」
。
賀
川
は
更
に
芸
術
を
「
死
ん
で
い
る
物
質

い
ても
、
辛
抱
と
信
仰
さ
え
持
て
ば
、
暗
い
ト
ン
ネ
ル
を
く
ぐ
っ
て
向
こ
　
　
の
芸
術
」
と
「
生
き
て
い
る
物
質
の
芸
術
」
に
区
分
す
る
。
前
者
を
絵
画
、

う
に
出
た
時
に
は
、
既
に
一
層
強
き
も
の
に
作
り
替
え
ら
れ
て
い
る
と
い
　
　
建
築
、
彫
刻
な
ど
、
後
者
を
音
楽
、
舞
踊
、
人
体
美
お
よ
び
日
常
生
活
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ね

う
信
念
で
あ
る
。
賀
川
は
、
こ
の
過
程
を
「
成
長
」
と
言
い
、
そ
の
結
果
　
　
美
化
と
規
定
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

が
悪
およ
び
苦
の
超
克
に
至
る
と
主
張
す
る
。
と
も
か
く
、
ど
ん
な
悪
や
　
　
　
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
「
犠
牲
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
一
種
の
自
己
否
定
・

苦
に

直
面し
て
い
て
も
「
強
く
生
き
ん
と
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
の
点
　
　
脱
構
築
的
な
理
念
が
賀
川
の
思
想
に
強
く
根
を
張
っ
て
い
る
。
犠
牲
は
正

に

お

い
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
賀
川
は
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
を
高
く
評
価
す
　
　
に
イ
エ
ス
の
生
き
様
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
が
賀
川
の
絶
え
間
な
く
提
唱

る
。
そ
し
て
筆
者
の
読
解
す
る
と
こ
ろ
、
賀
川
に
と
っ
て
は
、
信
仰
が
「
発
　
　
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
そ
の
生
の
肯
定
と
生
の
否
定
（
自
己
犠
牲
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

見
」
と
密
接
な
関
係
を
持
ち
、
ま
た
態
度
が
「
戯
曲
と
し
て
の
人
生
」
と
　
　
橋
渡
し
す
る
の
が
賀
川
の
い
う
「
美
」
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
私
は
道

密
接
な
関
係
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
密
接
な
関
係
の
経
緯
が
丁
寧
　
　
　
徳
の
為
め
に
芸
術
を
犠
牲
に
す
る
勇
気
を
持
た
無
い
。
然
し
美
の
為
の
美
、

な
説
明
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
と
筆
者
も
認
め
る
が
、
そ
の
説
明
は
別
な
　
　
芸
術
の
為
の
芸
術
と
云
う
分
化
主
義
、
生
命
の
袋
小
路
を
恐
れ
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

論考
に
回
し
た
い
と
思
う
。
さ
し
あ
た
り
態
度
と
戯
曲
と
の
相
関
関
係
に
　
　
あ
る
。
私
は
『
美
の
進
化
』
を
主
張
し
て
、
人
生
の
目
的
が
美
し
く
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り

つ
い
ては
、
人
が
そ
の
人
生
に
必
ず
伴
う
様
々
な
苦
難
を
あ
ま
り
に
真
面
　
　
　
ん
と
す
る
意
志
に
あ
る
こ
と
も
嘗
て
述
べ
た
」
。

目
に
取
り
す
ぎ
て
も
生
き
る
意
味
を
見
失
う
恐
れ
が
あ
る
、
と
賀
川
は
認
　
　
　
空
前
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
で
あ
っ
た
賀
川
は
、
幼
児
教
育
用
の
様
々

め
て
い
る
。
「
生
命
と
生
存
に
就
て
正
直
に
考
へ
込
む
の
は
、
生
そ
の
も
の
　
　
な
教
材
や
ゲ
ー
ム
を
工
夫
す
る
ほ
ど
の
芸
術
の
才
能
が
あ
っ
た
。
ま
た
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
れ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

ま
で
も
疑
い
た
く
な
る
」
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
業
に
お
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
発
明
を
し
た
。
次
の
引
用
は
や
や
長
い
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　賀
川
の
芸
術
の
理
解
を
的
確
に
明
言
す
る
も
の
で
あ
る
。



　
　
芸
術
家は
私
の
芸
術
は
あ
ま
り
に
宗
教
臭
い
か
ら
芸
術
に
な
ら
ぬ
と
　
　
だ
悲
哀
感
が
自
我
の
進
化
過
程
の
頂
点
を
意
味
す
る
と
考
え
て
い
た
。
ま

　
　
云ふ
。
そ
れ
ら
の
人
々
の
云
ふ
芸
術
は
今
迄
の
宗
教
家
の
唱
え
て
居
　
　
た
、
人
生
の
す
べ
て
が
悲
惨
に
留
ま
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
こ
で
は
、
賀

　
　
た

宗教
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
の
分
化
的
な
芸
術
を
指
し
て
居
る
の
　
　
川
の
幾
つ
か
の
引
用
を
「
直
接
」
並
べ
て
氏
自
身
に
語
ら
せ
た
い
と
思
う
。

　
　
であ
る
。
私
の
芸
術
は
科
学
が
直
に
芸
術
に
な
り
得
る
よ
う
な
観
照
　
　
　
「
悪
は
そ
れ
自
身
が
目
的
で
は
な
く
、
神
の
為
さ
ん
と
す
る
所
を
表
現
す
る

　
　的
心
境
を
指
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
命
芸
術
で
あ
る
。
普
　
　
事
が
目
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
の
劇
の
一
役
割
を
勤
め
る
の
で
あ
る
。
従
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
り

　
　
通
の

芸術
は
人
間
の
外
側
に
美
を
求
め
ん
と
し
て
居
る
が
、
私
の
芸
　
　
て
神
は
悪
に
対
し
て
も
又
責
任
を
持
つ
も
の
で
あ
る
」
。
「
然
う
だ
、
苦
痛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
り

　
　術
は
人
間
そ
れ
自
身
の
中
に
美
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
（
略
）
。
美
し
　
　
　
は
生
命
の
劇
曲
の
一
割
当
で
あ
る
。
一
役
で
あ
る
」
。

　
　く
生
き
る
為
め
に
は
聖
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
う
し
て
神
の
心
持
　
　
　
　
苦
悩
の
無
い
も
の
に
、
創
造
は
無
い
。
私
は
苦
痛
そ
の
も
の
ま
で
も

　
　
で
人
生
の

芝
居を
外
側
か
ら
眺
め
る
、
そ
れ
は
正
に
人
生
芸
術
で
あ
　
　
　
　
黙
示
と
し
て
感
謝
し
よ
う
（
略
）
。
愛
は
苦
痛
を
さ
へ
も
、
戯
曲
化
し

　
　る
。
人
生
芸
術
を
私
は
宗
教
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
の
心
持
　
　
　
　
　
て
く
れ
る
（
略
）
。
然
し
苦
痛
と
悪
を
廃
除
す
る
為
に
、
更
に
新
し
き

　
　
で
眺め
る
可
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
ん
な
に
考
え
る
と
　
　
　
　
苦
痛
と
十
字
架
を
覚
悟
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
略
）
。
そ
し
て
結
局
は
、
苦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
が
り

　
　
生
命
宗
教を
離
れ
て
道
徳
も
科
学
も
芸
術
も
無
い
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
痛
の
聖
堂
に
於
て
、
矢
張
り
十
字
架
の
礼
拝
さ
れ
て
居
る
理
由
を
、

　
口
　
戯曲
と
い
う
芸
術
に
包
含
す
る
悪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
理
解
す
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
1
否
、
凡
て
の
点
に
於
て
飛
躍
す

　
悪と
そ
の
副
作
用
で
あ
る
苦
を
明
確
に
認
め
る
賀
川
で
あ
る
が
、
科
学
　
　
　
　
　
る
意
味
に
取
っ
て
は
、
凡
て
が
歓
喜
で
あ
る
、
戯
曲
で
あ
る
。
生
命

的
な
手
法
で
は
そ
の
古
代
か
ら
の
難
問
を
解
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
は
、
無
償
で
、
観
覧
し
得
る
大
き
な
芝
居
で
あ
る
。
苦
痛
さ
へ
も
、

そ
こ
で
満
ち
溢
れ
る
自
ら
の
芸
術
の
才
能
に
目
を
向
け
る
の
で
あ
る
。
悪
　
　
　
　
死
さ
へ
も
感
謝
す
べ
き
、
そ
の
一
幕
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
こ
に
、
我

や

苦が
、
人
生
の
最
大
の
芸
術
で
あ
る
宗
教
へ
導
い
て
く
れ
る
も
の
だ
と
　
　
　
　
等
は
、
そ
の
戯
曲
を
展
開
さ
せ
る
、
宇
宙
と
人
間
の
意
志
が
、
愛
と

　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
け

賀
川
は
考
え
た
。
同
時
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
の
教
育
を
受
け
た
賀
川
が
、
　
　
　
　
　
光
明
に
向
い
て
居
る
か
、
否
か
を
点
検
す
れ
ば
、
善
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
　

そ
の
予
定
説
の
一
面
で
あ
る
「
戯
曲
と
し
て
の
宇
宙
」
、
ま
た
ド
ス
ト
エ
フ
　
　
　
　
飛
躍
す
る
も
の
に
は
、
凡
て
が
、
戯
曲
で
あ
る
。

ス
キ
イ
や
ア
ン
リ
・
ベ
ル
グ
ソ
ン
そ
し
て
テ
イ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
シ
ャ
ル
ダ
　
　
　
日
　
態
度
・
努
力
と
し
て
の
芸
術

ンな
ど
の
文
献
に
出
現
す
る
「
戯
曲
と
見
る
人
生
」
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
　
　
　
前
述
し
た
よ
う
に
、
賀
川
は
二
i
チ
ェ
の
「
強
く
生
き
ん
と
す
る
」
哲

こ
と
も
容
易
に
想
定
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
戯
曲
で
は
台
本
が
あ
　
　
　
学
を
高
く
評
価
し
た
。
人
間
の
努
力
は
生
命
に
内
在
し
て
い
る
「
延
び
上

れ
ば

役者
の
演
技
も
あ
る
。
ま
た
そ
の
中
に
悲
劇
も
あ
る
。
賀
川
は
、
た
　
　
が
ろ
う
と
す
る
」
要
求
だ
と
い
う
。
賀
川
が
人
間
の
努
力
を
強
調
し
た
こ

賀
川
豊
彦
の
思
想
に
お
け
る
〈
芸
術
と
し
て
の
悪
〉
（
リ
ン
ド
バ
ー
グ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七



一
五
八

と
は
、
「
恵
み
に
よ
っ
て
の
み
」
と
い
う
信
念
を
核
心
と
す
る
福
音
主
義
の
　
　
　
　
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
悲
し
い
時
で
も
、
信
仰
と
い
う
棺
を
も
っ

キ
リ
ス
ト
教
界
か
ら
非
難
を
招
く
一
因
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
賀
川
の
キ
　
　
　
　
て
居
さ
へ
す
れ
ば
、
総
て
の
悲
し
み
1
無
学
、
不
景
気
、
貧
乏
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

リ
ス
ト
教
理
解
に
と
っ
て
は
欠
か
せ
な
い
重
要
点
で
あ
る
。
「
非
千
年
王
国
　
　
　
　
も
総
て
そ
の
人
を
鍛
え
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

主義
」
（
諺
日
田
Φ
巳
巴
同
ω
日
）
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
賀
川
に
と
っ
て
は
、
神
の

螺
緕取
間
礪
籔
鰍
熱
羅
翻
簑
㌍
騎
器
　
四
結
び
に
貸
て

要素
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
人
の
心
眼
を
姐
上
に
の
せ
、
　
　
　
本
論
文
で
は
、
賀
川
の
悪
概
念
を
概
観
し
、
そ
し
て
彼
が
芸
術
と
み
る
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ヘ
　
　
　
へ

賀
川
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
悪
に
怯
え
た
も
の
は
、
生
命
の
力
を
見
ず
し
　
　
　
「
悪
」
を
あ
る
程
度
確
認
し
て
き
た
。
芸
術
と
科
学
の
研
究
に
専
心
し
て
い

ヘ

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

て
、
悪
を
の
み
見
る
（
略
）
。
お
ま
へ
の
、
刻
々
の
努
力
に
、
悪
は
逃
げ
去
　
　
た
賀
川
が
、
人
間
性
と
そ
れ
を
保
護
す
る
自
然
界
を
よ
く
凝
視
し
た
こ
と

へる
の
だ
（
中
略
）
。
強
く
悪
に
猛
襲
せ
よ
。
た
と
ひ
、
倒
る
～
こ
と
が
あ
る
　
　
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
考
え
る
な
ら
ば
、
賀
川
の
悪
に
対
し

と
も
・
神
が
再
び
立
た
せ
て
く
れ
る
繭
）
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
の
対
応
と
し
て
の
歯
慶
と
努
か
と
い
う
勧
告
は
、
は
た
し
て
万
人
に
効

　ま
た
賀
川
の
人
間
態
度
も
し
く
は
努
力
の
重
視
の
背
後
に
は
、
宇
宙
進
　
　
　
く
か
と
い
う
疑
義
が
強
く
残
る
。
賀
川
自
身
は
そ
の
問
題
を
深
く
追
求
せ

化
に
も
連
関
す
る
、
い
わ
ば
「
時
間
論
」
と
い
う
べ
き
思
想
が
存
在
し
て
　
　
ず
に
、
論
文
や
講
義
で
「
態
度
」
と
「
努
力
」
の
大
切
さ
を
訴
え
る
に
終

い
る
。
つ
ま
り
、
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
そ
の
苦
し
い
状
況
が
や
が
て
過
　
　
わ
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
人
々
の
態
度
と
努
力
は
様
々
で
あ

ぎ
去
っ
て
ゆ
き
、
そ
し
て
そ
の
体
験
に
よ
っ
て
人
が
強
め
ら
れ
る
と
い
う
　
　
　
る
。
そ
れ
に
、
辛
抱
を
要
求
す
る
。
い
わ
ば
賀
川
の
い
う
「
神
に
倹
つ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

信念
で
あ
る
。
聖
書
で
い
う
な
ら
ば
、
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
の
一
章
の
四
節
と
　
　
と
い
う
解
決
方
法
は
、
物
話
の
主
人
公
ヨ
ブ
に
は
有
効
で
あ
っ
た
か
も
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

ペト
ロ
の
手
紙
第
一
の
四
章
の
一
九
節
の
勧
告
に
近
い
考
え
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
れ
な
い
が
、
現
実
社
会
を
生
き
る
個
人
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
良
い
結
果

換
言
す

れば
、
「
明
日
が
何
を
も
た
ら
す
か
が
分
か
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
辛
　
　
に
繋
が
る
と
は
限
ら
な
い
。
即
ち
法
則
で
は
な
い
。
救
い
を
侯
ち
な
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
げ
り

抱を
も
っ
て
頑
張
ろ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
賀
　
　
命
を
失
く
し
て
し
ま
う
場
合
は
山
ほ
ど
あ
る
。

川
か
ら
直
接
に
聞
こ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
で
も
賀
川
は
非
常
に
積
極
的
に
悪
を
生
命
の
進
化
の
触
媒
と
し
て

　
　そ
の
僅
か
な
五
十
年
の
生
は
ス
ク
リ
ー
ン
と
同
じ
事
で
あ
る
を
思
は
　
　
捉
え
、
そ
れ
を
徹
底
的
に
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。
「
神
と
な
る
日
、
私
は
喜

　
　
ねば
な
ら
な
い
。
決
し
て
悲
観
す
る
も
の
で
は
な
い
。
悲
観
も
錬
鉄
　
　
　
び
の
反
対
で
あ
る
苦
痛
を
も
造
る
で
あ
ら
う
。
私
が
神
で
あ
れ
ば
、
生
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

　
　と
同
じ
こ
と
で
、
悲
観
有
る
が
故
に
人
は
鍛
え
上
げ
ら
れ
る
も
の
と
　
　
反
対
で
あ
る
死
を
創
造
す
る
で
あ
ら
う
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
進
化
の



プ
ロ

セ

ス

の中
に
あ
る
人
間
に
と
っ
て
、
死
な
ど
の
否
定
的
な
契
機
も
ま
　
　
　
　
リ
ス
ト
新
聞
社
、
｝
九
六
四
年
、
四
六
九
頁
。

た
、
巨
視
的
な
宇
宙
の
進
化
に
お
け
る
新
し
い
可
能
性
を
生
み
出
す
こ
と
　
　
　
（
2
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
9
巻
、
四
六
九
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
リ

が
でき
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
「
宗
教
は
科
学
に
よ
っ
て
浄
化
し
、
芸
術
化
し
聖
化
し
て
行
く
こ
と

　
宇
宙
の組
み
立
て
や
物
質
の
起
源
な
ど
と
い
う
問
題
は
宗
教
の
領
域
を
　
　
　
　
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
科
学
も
ま
た
宗
教
に
よ
っ
て
人
間
的
真
理
を

超え
る
も
の
だ
と
考
え
る
賀
川
は
、
「
知
識
に
よ
っ
て
、
宇
宙
か
ら
神
を
探
　
　
　
　
わ
す
れ
な
い
で
居
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
…
…
。
科
学
と
宗
教

し
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
時
に
も
、
生
命
と
良
心
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
　
　
　
　
は
別
個
の
も
の
で
は
無
い
。
そ
れ
は
共
に
生
命
の
内
容
を
形
造
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
リ

て
、
神
の
内
在
目
的
を
信
ず
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
　
　
　
　
の
で
あ
る
。
科
学
は
生
命
の
外
に
宇
宙
の
組
み
立
て
を
研
究
し
宗
教

の

記
述
から
再
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
ま
ず
賀
川
に
と
っ
て
、
苦
が
不
可
　
　
　
　
は
生
命
の
衷
に
生
命
芸
術
を
研
究
し
て
如
何
に
生
か
さ
れ
た
る
実
在

避
的
に

混じ
り
合
っ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
結
局
「
生
命
」
は
善
き
も
の
で
　
　
　
　
が
成
長
す
べ
き
か
を
研
究
す
る
も
の
で
あ
る
」
（
『
賀
川
豊
彦
全
集
』

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
賀
川
は
そ
の
他
に
あ
ら
ゆ
る
生
物
（
と
り
わ
　
　
　
　
第
2
1
巻
、
一
七
四
頁
〉
。
更
に
賀
川
は
言
う
。
「
宗
教
は
こ
れ
か
ら
で

け
自
己
意
識
し
て
い
る
人
間
）
の
成
長
を
計
算
に
入
れ
て
い
る
。
自
己
意
　
　
　
　
あ
る
。
生
命
芸
術
は
こ
れ
か
ら
進
歩
す
る
の
で
あ
る
。
今
迄
の
凡
て

識
し
て
い
る
人
間
こ
そ
が
、
良
心
と
い
う
芸
の
媒
材
を
通
じ
て
外
部
的
・
　
　
　
　
　
の
宗
教
運
動
は
凡
て
序
論
で
あ
る
。
宇
宙
の
組
み
立
て
を
工
夫
し
て

内
部
的
な
挫
折
に
遭
っ
た
時
、
逆
説
的
に
よ
り
美
し
い
も
の
を
造
り
出
す
　
　
　
　
居
る
科
学
を
併
合
し
て
、
生
命
芸
術
は
更
に
力
強
い
再
生
の
宗
教
を

いわ
ば
創
作
的
な
能
力
を
も
つ
の
で
あ
る
。
ま
た
先
の
項
で
挙
げ
た
「
努
　
　
　
　
確
立
す
る
で
あ
ら
う
」
（
上
掲
書
、
一
七
四
頁
）
。

力
・
経
験
論
」
と
「
戯
曲
論
」
を
繋
ぐ
文
章
は
次
の
引
用
で
確
認
さ
れ
る
。
　
　
（
4
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
1
3
巻
、
四
五
三
頁
。

「
経
験
する
こ
と
が
辛
い
な
ら
仕
方
が
無
い
が
、
世
界
の
鍵
は
経
験
し
な
い
　
　
（
5
）
　
『
人
間
苦
と
人
間
建
築
』
を
参
照
。

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

も
の
に
は
解
ら
無
い
と
云
ふ
こ
と
は
、
強
く
生
き
る
も
の
に
の
み
生
命
の
　
　
（
6
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
2
巻
、
五
＝
一
、
五
一
四
頁
。

ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

戯曲
が
啓
示
さ
れ
る
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
。
信
仰
と
経
験
を
唱
　
　
　
（
7
）
　
た
だ
、
宇
宙
の
究
極
的
な
目
的
が
解
ら
な
い
と
い
う
。
『
賀
川
豊
彦

え
る
賀
川
に
と
っ
て
、
「
悪
」
は
オ
ペ
ラ
の
主
人
公
で
は
な
く
、
そ
の
わ
き
　
　
　
　
全
集
』
第
1
3
巻
、
四
五
三
頁
。

役
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
4
巻
、
六
〇
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
9
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
2
巻
、
＝
二
八
頁
。

　
　
　
　
　
　

註
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
1
0
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
1
巻
、
一
九
二
頁
。

（1
）
武
藤
富
男
に
よ
る
解
説
で
あ
る
。
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
9
巻
、
キ
　
　
（
1
1
）
　
こ
の
思
想
に
お
い
て
の
転
換
は
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
少
し
前
辺

賀
川
豊
彦
の
思
想
に
お
け
る
〈
芸
術
と
し
て
の
悪
〉
（
リ
ン
ド
バ
ー
グ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九



一
六
〇

　
　
り
か
ら
起
こ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
契
機
は
、
賀
川
が
巣
　
　
　
　
他
方
そ
れ
が
神
側
に
あ
る
と
主
張
す
る
。
同
じ
く
、
一
方
生
命
（
神
）

　
　
鴨
刑
務
所
で
拘
置
さ
れ
て
い
る
間
「
哺
乳
動
物
の
骨
格
の
進
化
」
と
　
　
　
　
が
進
化
す
る
と
い
い
、
他
方
進
化
し
な
い
と
い
う
。

　　
い
う
書
物
を
読
ん
だ
結
果
と
読
み
取
れ
る
。
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
1
3
　
　
（
1
8
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
4
巻
、
四
七
頁
（
傍
点
筆
者
）
。

　
　
巻
、
二
九
一
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
9
巻
、
三
〇
頁
（
傍
点
筆
者
）
。

（1
2
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
2
巻
、
一
二
一
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
4
巻
、
六
一
頁
。
以
下
引
用
の
続
き
。
「
生

（1
3
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
2
巻
、
一
三
八
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
命
そ
の
も
の
は
悪
で
は
無
い
。
生
命
の
内
容
を
創
造
し
、
生
命
を
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

（1
4
）
　
上
掲
書
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
化
せ
し
め
ん
と
す
る
に
当
た
っ
て
悪
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
（
傍

（1
5
）
賀
川
の
価
値
論
は
か
な
り
複
雑
な
も
の
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
そ
　
　
　
　
点
筆
者
）
。

　　
の
不
変
的
法
則
は
『
我
』
に
限
定
さ
れ
、
そ
し
て
「
『
我
』
は
実
在
即
　
　
　
（
2
1
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
9
巻
、
四
i
五
頁
（
括
弧
と
傍
点
は
筆
者
）
。

　
　
ち
価
値
の
直
観
で
あ
る
か
ら
、
我
を
組
織
す
る
法
則
は
価
値
生
活
に
　
　
　
　
註
　
賀
川
が
同
じ
第
9
巻
に
収
録
し
て
い
る
論
文
に
正
反
対
に
読
み

　　
お
け
る
進
化
そ
の
も
の
、
我
の
存
在
と
そ
の
進
化
性
ー
愛
の
方
向
　
　
　
　
取
れ
る
よ
う
な
記
述
を
残
す
。
二
五
頁
と
四
七
二
頁
。

　
　
を
も
っ
て
い
る
も
の
ー
の
ほ
か
に
不
変
的
道
徳
は
存
在
し
な
い
　
　
（
2
2
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
3
巻
、
三
九
八
頁
（
傍
点
筆
者
）
。

　
　
と
い
う
」
（
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
9
巻
、
四
七
三
頁
）
。
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
1
3
巻
、
四
五
ニ
ー
四
五
三
頁
。
以
下
引
用
の

（1
6
）
　
「
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
少
し
前
か
ら
、
私
は
宇
宙
悪
の
問
題
を
宇
　
　
　
　
続
き
。
「
宇
宙
目
的
は
選
択
組
み
立
て
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

　
　
宙
目
的
の
角
度
よ
り
見
直
し
、
宇
宙
の
構
造
に
新
し
い
芸
術
的
興
味
　
　
　
　
　
の
選
択
の
条
件
に
微
細
な
故
障
が
起
こ
っ
て
も
、
悪
は
発
生
す
る
。

　
　
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
、
私
は
、
そ
れ
に
結
論
を
出
す
　
　
　
　
微
細
な
故
障
の
発
生
す
る
こ
と
は
〈
有
限
〉
の
世
界
に
お
い
て
は
、

　　
こ
と
を
い
そ
が
な
い
で
、
宇
宙
の
一
大
演
出
を
た
だ
み
て
お
り
た
い
　
　
　
　
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
有
限
の
世
界
に
組
み
立
て
が

　　
と
思
う
気
が
す
る
。
し
か
し
、
私
が
、
あ
ま
り
ひ
と
り
で
考
え
込
ん
　
　
　
　
始
ま
り
、
〈
生
命
〉
が
生
ま
れ
、
〈
生
命
V
の
奥
に
〈
精
神
〉
が
出
生

　　
で
い
る
こ
と
も
周
囲
の
人
々
に
す
ま
な
い
の
で
、
私
の
宇
宙
の
見
方
　
　
　
　
し
、
〈
精
神
〉
が
無
限
絶
対
に
ま
で
接
近
し
よ
う
と
す
る
意
欲
を
起
こ

　　
の
一
端
を
こ
こ
に
発
表
し
、
宇
宙
芸
術
の
味
わ
い
方
を
世
界
の
人
々
　
　
　
　
し
た
こ
と
は
勇
壮
な
も
の
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
傍
点
と
括

　　
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
」
（
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
　
　
　
　
弧
は
筆
者
）
。

　　
1
3
巻
、
二
九
一
頁
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
「
賀
川
の
構
想
す
る
宇
宙
像
に
お
い
て
は
、
人
間
的
な
自
由
介
在
す

（1
7
）
例
え
ば
、
人
間
悪
の
責
任
は
人
間
側
に
あ
る
と
主
張
す
る
一
方
、
　
　
　
　
　
る
領
域
の
こ
と
も
ま
た
、
大
い
な
る
生
命
体
の
内
部
に
生
じ
る
事
象



　　
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
基
本
的
に
は
無
機
的
な
物
質
世
界
と
同
一
の
目
　
　
　
　
す
る
と
、
賀
川
自
身
は
必
ず
し
も
そ
う
い
っ
た
結
論
は
導
い
て
い
な

　
　
的
論
的
な
法
則
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
（
略
）
」
（
鵜
沼
裕
子
『
賀
川
　
　
　
　
　
い
。
た
だ
し
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
賀
川
が
、
「
全
能

　
　
豊
彦
に
お
け
る
「
悪
」
の
問
題
』
、
七
三
頁
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
者
」
を
「
神
と
よ
ん
で
も
い
い
」
と
い
う
不
確
定
的
な
、
い
わ
ゆ
る

（2
5
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
1
3
巻
、
四
五
〇
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妥
協
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
賀
川
は
甚
だ
し

（2
6
）
　
そ
れ
に
、
人
格
の
持
つ
人
間
の
究
極
目
的
が
い
わ
ゆ
る
宇
宙
諸
法
　
　
　
　
　
ぐ
宗
教
的
な
名
前
に
拘
ら
な
い
信
仰
者
で
あ
っ
た
。
全
能
者
は
自
分

　
　
則
を
突
破
し
「
自
由
自
在
・
全
意
識
」
と
い
う
境
地
に
入
る
の
で
あ
　
　
　
　
　
に
内
在
し
、
ま
た
い
ず
れ
同
化
す
る
と
い
う
観
念
を
賀
川
は
貫
い
て

　
　
る
。
そ
こ
ま
で
人
間
を
推
し
進
め
る
に
は
、
宇
宙
の
諸
法
則
が
手
助
　
　
　
　
い
た
と
い
え
よ
う
。
厳
密
に
い
う
な
ら
ば
、
「
物
質
な
し
に
は
霊
も
な

　
　
け
に
は
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
法
則
（
と
り
わ
け
科
学
的
な
法
　
　
　
　
い
」
と
い
う
賀
川
を
、
一
種
の
汎
神
論
者
だ
と
捉
え
ら
れ
な
く
も
な

　
則
）
は
あ
く
ま
で
生
命
の
「
乱
れ
」
や
「
ズ
レ
」
（
賀
川
の
い
う
く
悪
V
）
　
　
　
　
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
賀
川
は
ま
た
宇
宙
が
神
の
衣
（
皮
膚
）
で
あ

　
　
と
い
う
問
題
の
射
程
に
入
ら
な
い
。
否
、
む
し
ろ
射
程
に
入
れ
よ
う
　
　
　
　
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

　

がな
い
。
賀
川
が
己
の
宗
教
的
世
界
観
と
科
学
の
研
究
を
結
び
付
け
　
　
　
（
2
7
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
2
巻
、
四
三
九
頁
。

　

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
互
い
に
よ
り
緊
密
関
係
を
持
つ
　
　
　
（
2
8
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
4
巻
、
五
〇
一
頁
。

　
　
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
頗
る
別
類
な
も
の
で
あ
る
と
　
　
　
（
2
9
）
　
「
如
何
な
る
宗
教
に
も
一
つ
の
効
用
が
あ
る
。
そ
れ
は
宗
教
の
本
質

　
　
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
賀
川
に
と
っ
て
、
「
科
学
は
生
命
　
　
　
　
が
苦
に
対
す
る
工
夫
で
あ
る
と
い
ふ
一
事
で
あ
る
。
等
、
今
日
ま
で

　
　
の
外
に
宇
宙
の
組
み
立
て
を
研
究
し
宗
教
は
生
命
の
衷
に
生
命
芸
術
　
　
　
　
の
自
然
宗
教
に
し
て
も
、
人
類
宗
教
に
し
て
も
、
心
理
宗
教
乃
至
は

　
を
研
究
し
て
如
何
に
生
か
さ
れ
た
る
実
在
が
成
長
す
べ
き
か
を
研
究
　
　
　
　
良
心
宗
教
に
し
て
も
、
苛
も
宗
教
と
い
ふ
宗
教
が
凡
て
持
つ
処
の
通

　

する
も
の
で
あ
る
」
（
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
2
1
巻
、
一
七
四
頁
）
。
病
　
　
　
　
有
性
は
、
苦
痛
に
対
す
る
工
夫
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
此
工
夫
を
考

　

気と
い
う
苦
難
に
し
て
も
、
賀
川
か
ら
す
れ
ば
そ
の
起
因
が
人
間
の
　
　
　
　
へ
な
い
宗
教
は
一
つ
も
な
い
（
略
）
。
生
理
宗
教
、
心
理
宗
教
及
び
良

　

「気
」
に
あ
り
又
そ
の
両
方
も
同
じ
「
気
」
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
。
　
　
　
　
心
宗
教
の
間
に
道
徳
的
、
心
理
的
の
勝
ち
の
区
別
は
あ
る
に
し
て
も
、

　
　
ま
た
、
上
述
の
問
題
点
の
ほ
か
に
も
、
鵜
沼
の
諸
主
張
に
関
し
て
　
　
　
　
凡
て
の
宗
教
が
悪
に
打
勝
つ
工
夫
で
あ
る
点
に
於
い
て
は
一
で
あ

　
は
多
少
謁
る
箇
所
が
あ
る
。
第
一
に
、
鵜
沼
は
賀
川
の
「
全
能
者
」
　
　
　
　
　
る
」
（
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
2
巻
、
一
〇
三
－
一
〇
四
頁
）
。

　
と
い
う
言
い
回
し
に
言
及
し
、
賀
川
の
神
理
解
を
バ
ル
ト
神
学
の
文
　
　
　
（
3
0
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
5
巻
、
九
三
頁
。

　
脈
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
賀
川
の
文
献
を
幅
広
く
精
読
　
　
　
（
3
1
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
2
巻
、
五
一
二
頁
。

賀
川
豊
彦
の
思
想
に
お
け
る
〈
芸
術
と
し
て
の
悪
〉
（
リ
ン
ド
バ
ー
グ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
一



一
六
二

（3
2
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
3
巻
、
三
七
五
頁
、
ま
た
『
日
本
の
説
教
H
』
　
　
　
　
も
美
し
い
も
の
だ
と
読
み
取
れ
る
。

　　
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、
二
〇
〇
六
年
、
八
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
9
巻
、
一
六
七
頁
（
傍
点
論
者
）
。

（3
3
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
4
巻
、
三
七
八
－
三
七
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）
賀
川
は
今
日
の
農
業
組
合
（
J
A
）
の
前
身
を
創
立
し
た
他
、
「
立

（3
4
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
5
巻
、
九
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
体
農
業
」
と
い
う
斬
新
の
技
術
を
構
想
し
た
。

（3
5
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
2
巻
、
三
七
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
4
巻
、
六
〇
1
六
一
頁
。

（3
6
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
7
巻
、
一
九
二
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
2
巻
、
一
二
二
頁
。

（3
7
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
2
1
巻
、
一
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
2
巻
、
一
二
四
頁
（
傍
点
論
者
）
。

（3
8
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
4
巻
、
四
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
2
巻
、
一
〇
六
頁
（
ル
ビ
は
そ
の
ま
ま
）
。

（3
9
）
　
「
我
等
が
厭
世
に
な
る
か
、
楽
天
に
な
る
か
、
悲
観
す
る
か
、
楽
観
　
　
　
（
5
2
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
9
巻
、
三
頁
。

　
　
す
る
か
は
、
一
に
か
か
っ
て
我
等
の
内
的
態
度
に
あ
る
」
（
『
賀
川
豊
　
　
　
（
5
3
）
　
こ
れ
は
聖
書
の
終
末
論
に
当
た
る
信
念
の
一
つ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

　
　
彦
全
集
』
第
2
巻
、
＝
二
九
頁
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
を
視
野
に
せ
ず
、
現
世
で
神
の
国
を
構
築
し
て
い

（4
0
V
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
2
巻
、
一
〇
一
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
信
念
で
あ
る
。

（4
1
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
9
巻
、
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
4
巻
、
四
七
頁
（
傍
点
論
者
）
。

（4
2
）
　
「
（
略
）
自
然
界
に
は
、
微
妙
な
法
則
が
存
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
　
　
　
（
5
5
）
　
「
そ
の
忍
耐
を
完
全
に
働
か
せ
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
あ
な
た
が

　　
し
て
は
な
ら
な
い
。
私
は
生
存
競
争
の
奥
に
は
、
人
間
の
測
り
知
る
　
　
　
　
た
は
、
何
一
つ
欠
け
た
と
こ
ろ
の
な
い
、
成
長
を
遂
げ
た
、
完
全
な

　　
べ
か
ら
ざ
る
神
秘
な
塩
梅
が
存
し
て
い
る
や
う
に
思
は
れ
て
な
ら
な
　
　
　
　
者
と
な
り
ま
す
」
（
新
改
訳
）
。

　　
い
の
で
あ
る
」
（
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
5
巻
、
一
〇
二
頁
）
。
　
　
　
　
　
（
5
6
）
　
「
で
す
か
ら
、
神
の
み
こ
こ
ろ
に
従
っ
て
な
お
苦
し
み
に
会
っ
て
い

（4
3
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
9
巻
、
一
六
七
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
人
々
は
、
善
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
、
真
実
で
あ
ら
れ
る
創
造
者

（4
4
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
9
巻
、
一
六
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
自
分
の
た
ま
し
い
を
お
任
せ
し
な
さ
い
」
（
新
改
訳
）
。

（4
5
）
　
賀
川
は
「
美
」
と
い
う
の
を
基
本
的
に
「
生
命
の
肯
定
」
と
緊
密
　
　
　
（
5
7
）
　
「
生
命
の
戯
曲
は
、
私
に
取
っ
て
は
、
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ

　　
に
結
び
付
け
る
の
だ
が
（
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
8
巻
、
三
二
五
ー
三
　
　
　
　
る
の
だ
。
そ
れ
が
善
い
か
悪
い
か
、
充
分
生
き
て
見
ね
ば
わ
か
ら
な

　　
二
六
頁
）
、
同
時
に
自
己
の
利
益
を
否
定
し
他
者
の
為
に
自
己
を
犠
牲
　
　
　
　
い
、
の
だ
」
（
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
4
巻
、
五
五
頁
）
。

　　
に
す
る
と
い
う
生
活
を
称
賛
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
犠
牲
的
な
生
活
　
　
　
（
5
8
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
2
巻
、
三
六
七
頁
。



（5
9
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
2
巻
、
九
七
頁
。

（6
0
）
　
上
掲
書
、
九
七
頁
。

（6
1
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
4
巻
、
六
ニ
ー
六
三
頁
。

（6
2
）
　
『
賀
川
豊
彦
全
集
』
第
4
巻
、
五
六
頁
（
傍
点
論
者
）
。

賀
川
豊
彦
の
思
想
に
お
け
る
〈
芸
術
と
し
て
の
悪
〉
（
リ
ン
ド
バ
ー
グ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
三

覧


