
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つま
り
精
神
生
活
の
苦
行
を
意
味
す
る
。
「
心
と
し
て
の
知
識
」
は
キ

　
　
　フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
に
お
け
る
　
　
　
　
リ
ス
ト
教
の
聖
師
父
に
お
け
る
メ
ィ
ン
テ
ー
マ
で
あ
り
、
さ
ら
に
は

　
　
　
神
と
被
造
物
の
関
係
性
の
問
題
　
　
　
ユ
ダ
ヤ
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
と
い
う
一
神
教
的
伝
統
に
お
け
る
テ
ー
マ

　
　
　
　
　
ー
知
識
の
視
点
か
ら
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
も
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
に
お
け
る
心
の
神
秘
主
義
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ

ロ

レ

ン

ス
キ
イ
に
お
け
る
そ
れ
と
の
比
較
は
、
フ
ロ
ン
ン
ス
キ
イ

　　　　　　　　　　　ブ
ラ
ジ
ミ
・
ブ
・
イ
ボ
ウ
　
霧
饗
騒
頴
鰯
鵜
桑
稿
で
は
．
、
の
婁
つ
な
．
ア
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ

ロ

レ

ン

ス
キ
イ
は
博
学
者
と
し
て
世
に
名
を
馳
せ
、
知
識
人
世

　
　
はじ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

界を
意
味
す
る
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
主
な
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
に

　
パヴ
ェ
ル
・
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
（
口
器
の
』
e
』
8
の
胃
§
邸
　
一
八
八
　
　
な
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
一
神
教
と
聖
師
父
的
教
会
と

ニー
一
九
三
七
年
）
の
知
識
論
に
お
け
る
最
も
重
要
な
問
題
の
一
つ
　
　
い
う
理
念
を
取
り
戻
す
こ
と
を
呼
び
か
け
た
の
は
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ

は
、
「
神
と
被
造
物
」
の
問
題
で
あ
る
。
人
間
が
創
造
者
で
あ
る
神
と
　
　
だ
け
な
く
、
当
時
の
ほ
か
の
思
想
家
も
同
様
に
呼
び
か
け
た
。
例
え

の関
係
性
を
理
解
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
世
界
を
知
る
と
い
う
傲
慢
　
　
ば
、
「
新
た
な
宗
教
意
識
」
と
い
う
知
識
人
運
動
の
代
表
的
な
思
想
家

な
行
為
を
正
当
化
で
き
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
　
　
の
一
人
で
あ
る
ヴ
ァ
シ
リ
イ
・
ロ
ザ
ノ
ブ
も
旧
約
聖
書
で
描
か
れ
て

降
、
つ
ま
り
近
代
の
思
想
や
社
会
に
対
し
て
最
も
批
判
的
な
ロ
シ
ア
　
　
い
る
世
界
を
理
想
化
し
た
。
ま
た
、
ゲ
オ
ル
ギ
イ
・
フ
ロ
ロ
ス
キ
イ

の

思
想
家
の
一
人
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
自
身
が
信
仰
す
る
正
　
　
や
ブ
ラ
ジ
ミ
ル
・
ロ
ス
キ
イ
な
ど
も
、
聖
師
父
的
教
会
の
思
想
の
復

教と
い
う
非
常
に
古
い
一
神
教
的
宗
教
の
根
本
を
取
り
戻
す
こ
と
を
　
　
活
を
呼
び
か
け
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
に
学
派
「
新
た
な
聖
師
父
的

目
指
し
て
い
る
。
人
間
の
真
の
知
識
は
神
に
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
　
　
総
合
」
を
誕
生
さ
せ
た
。
し
か
し
厳
密
に
言
う
と
、
こ
の
学
派
の
行
っ

て得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
考
え
は
、
彼
の
思
想
の
中
で
非
常
に
　
　
た
こ
と
は
、
聖
師
的
教
会
の
教
え
を
現
代
人
の
生
活
に
都
合
よ
く
合

重
要な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
神
に
帰
依
す
る
こ
と
が
苦
行
　
　
わ
せ
た
よ
う
な
も
の
で
、
聖
師
父
た
ち
の
教
え
と
は
、
掛
け
離
れ
た

であ
る
と
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
理
解
す
る
。
具
体
的
に
言
う
と
、
心
、
　
　
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
知
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
当
時

フ

ロ

レ

ン

ス
キ
イ
に
お
け
る
神
と
被
造
物
の
関
係
性
の
問
題
－
知
識
の
視
点
か
ら
ー
（
イ
ボ
ウ
）
　
　
　
　
　
八
三



八
四

留
窃

灘
響
鰯
製
勧
聾
難
蠣
螺
唖
銅
　
一
、
完
全
な
る
人
格
の
基
礎
で
あ
る
修
行

と
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
の
十
月
革
命
後
に
ブ
ル
ガ
コ
フ
、
ベ
ル
ジ
ャ
ー
　
　
　
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
が
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
思
想
、
さ
ら
に
芸
術
、

エ
フ
、
フ
ロ
ロ
ス
キ
イ
な
ど
数
多
く
の
知
識
人
が
海
外
へ
亡
命
し
た
　
　
社
会
全
体
を
批
判
す
る
の
は
、
近
代
人
が
人
間
を
中
心
と
し
、
主
観

た
め
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
世
界
的
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
　
的
に
物
事
を
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
神
を
中
心

　
本稿
で
は
、
一
神
教
と
聖
師
父
学
の
理
念
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
　
　
と
し
た
考
え
方
を
取
り
戻
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
彼
の
主

て

いた
、
ロ
シ
ア
の
知
識
人
世
界
の
代
表
者
の
一
人
で
あ
る
フ
ロ
レ
　
　
な
著
作
で
あ
る
『
真
理
の
柱
と
基
礎
』
の
「
被
造
物
」
と
い
う
章
の

ン

スキ
イ
の
独
特
な
思
想
を
紹
介
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
「
神
と
被
造
　
　
冒
頭
部
分
で
は
、
人
間
は
客
観
的
に
物
事
を
見
る
よ
う
に
と
呼
び
か

物
の
問
題
」
に
つ
い
て
考
察
し
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
神
学
に
お
け
　
　
け
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
、
有
限
な
生
き
物
で
あ
る
人
間
に
と
っ
て

る
知
識
の
理
論
を
徹
底
的
に
追
求
し
て
ゆ
き
た
い
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
　
　
こ
の
よ
う
な
呼
び
か
け
は
、
個
人
と
し
て
の
人
生
と
暮
ら
し
に
お
い

イ
に
お
け
る
「
聖
師
父
学
的
理
想
の
復
活
」
は
「
知
識
」
と
深
く
結
　
　
て
危
険
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
フ
ロ
ン
ン
ス
キ
イ
は
、

び
つけ
て
い
る
。
正
教
会
の
修
行
者
た
ち
は
真
の
知
識
を
有
し
、
そ
　
　
人
間
が
た
と
え
ど
う
な
ろ
う
と
も
客
観
性
に
戻
る
べ
き
で
あ
る
と
主

の

真
の

知識
は
修
行
の
中
で
し
か
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
彼
　
　
張
し
、
ま
た
聖
書
の
預
言
者
の
よ
う
に
「
自
分
の
た
め
に
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ
　

の

主な
理
論
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
後
に
、
彼
の
世
界
観
で
は
真
　
　
神
の
た
め
に
生
き
よ
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
に

の

学的
知
識
の
源
は
一
神
教
的
宗
教
で
あ
る
と
、
結
論
づ
け
る
こ
と
　
　
と
っ
て
客
観
的
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
抽
象
化
さ
れ
た
考
え
で

に

する
。
そ
の
結
論
に
従
え
ば
、
真
の
学
的
知
識
は
一
神
教
の
範
囲
　
　
は
な
く
、
具
体
的
な
人
間
の
生
き
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
客
観
的
に

内
で
し
か
可
能
に
な
ら
な
い
と
言
え
る
。
当
然
な
が
ら
そ
れ
は
、
現
　
　
生
き
る
こ
と
と
は
、
自
然
、
す
べ
て
の
被
造
物
と
一
緒
に
な
っ
て
生

代
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
学
的
知
識
に
対
す
る
相
対
主
義
　
　
き
る
こ
と
で
あ
る
。
自
然
の
創
造
者
は
神
で
あ
る
か
ら
、
自
然
は
神

的

理解
と
は
正
反
対
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
世
界
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
の
だ
と
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
る
。
人
間
は
自
然
と
い
う
被
造
物
を
観
察
し
な
が
ら
、
「
こ
の
被
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物
の
中
で
、
優
れ
て
い
る
神
の
世
界
の
自
然
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
な



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

ら
な
い
」
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戻
し
て
救
う
こ
と
で
あ
る
。
「
純
潔
さ
と
は
壊
さ
れ
て
い
な
い
自
然
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　あ
る
」
と
い
う
ミ
ラ
ノ
の
ア
ン
ブ
ロ
ジ
ウ
ス
の
言
葉
を
、
フ
ロ
レ
ン

　
人間
が
自
分
の
主
観
性
を
あ
き
ら
め
、
自
然
の
客
観
性
か
ら
知
識
　
　
ス
キ
イ
は
引
用
し
て
い
る
。
ア
ン
ブ
ロ
ジ
ウ
ス
の
使
う
ラ
テ
ン
語
で

を
得
る
の
を
目
指
す
こ
と
は
、
修
行
の
理
想
だ
と
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
は
「
純
潔
さ
」
は
、
窟
山
o
同
く
旨
α
q
凶
巳
ω
で
あ
る
。
一
方
、
フ
ロ
レ
ン
ス

つま
り
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
思
想
に
お
い
て
、
合
理
論
的
知
識
と
は
　
　
キ
イ
が
こ
こ
で
言
う
「
純
潔
」
と
い
う
単
語
は
、
ス
ラ
ブ
語
で
は

ま
た
別
の
「
修
行
と
し
て
の
知
識
」
と
い
う
経
験
か
ら
の
知
識
に
対
　
　
番
き
竃
逼
亘
Φ
（
ツ
ェ
ロ
ム
ド
リ
エ
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
昼
』
o
「
全
」

する
別
の
理
解
が
、
さ
ら
に
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
古
代
か
ら
正
教
　
　
と
竃
置
箕
Φ
「
知
恵
」
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の

会
で
は
修
行
が
存
在
し
、
修
行
者
は
理
想
的
な
生
き
方
を
し
て
い
る
　
　
言
う
「
純
潔
と
な
っ
た
人
格
」
は
、
「
人
格
が
完
全
な
知
恵
を
得
た
」

と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
理
想
を
生
か
し
な
が
ら
多
く
の
人
々
が
　
　
と
い
う
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
。
苦
行
の
実
践
は
、
修
行
者
が
こ
の

エジ
プ
ト
の
砂
漠
、
バ
ル
カ
ン
半
島
の
修
道
院
、
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
　
　
よ
う
な
純
潔
さ
の
あ
る
生
活
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
の
人
格
を
復
活

の山
々
、
中
央
ア
ジ
ア
な
ど
で
現
在
も
修
行
を
続
け
て
い
る
。
修
行
　
　
さ
せ
る
た
め
の
単
な
る
支
援
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
フ
ロ
ン
ン
ス

者
た
ち
は
、
激
し
い
苦
行
に
彼
ら
の
人
生
を
捧
げ
、
そ
の
修
行
の
実
　
　
キ
イ
の
使
う
正
教
会
の
ス
ラ
ブ
語
の
ほ
う
が
、
自
然
か
つ
有
機
的
に

践と
し
て
断
食
し
、
祈
り
、
ま
た
自
然
を
眺
め
た
り
な
ど
す
る
。
し
　
　
修
行
者
の
理
想
と
知
識
の
理
論
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
苦
行
に
よ
っ

かし
、
こ
れ
ら
ひ
と
つ
ひ
と
つ
行
為
の
ど
れ
も
が
根
本
で
は
な
い
。
　
　
て
修
行
者
は
、
真
の
知
恵
を
習
得
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
切
の
被
造

修
行
の

真
髄は
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
次
の
言
葉
で
わ
か
る
。
　
　
　
　
　
物
を
一
つ
の
全
体
と
し
て
把
握
す
る
。
こ
の
全
体
の
知
恵
ま
た
純
潔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　さ
は
、
壊
さ
れ
る
と
き
に
自
然
も
破
壊
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態

　
　　
「
修
行
者
の
宝
は
、
人
間
の
人
格
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
り
、
　
　
は
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
に
と
っ
て
悪
で
あ
り
、
罪
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
リ

　
　
つま
り
純
潔
的
人
格
で
あ
る
。
」

先
に
述
べ
た
苦
行
の
そ
れ
ぞ
れ
の
行
い
の
役
割
は
・
純
潔
な
生
活
　
　
　
二
、
屈
折
し
た
善
で
あ
る
悪

を
送
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
人
格
、
つ
ま
り
自
分
自
身
を
取
り
　
　
　
こ
れ
ま
で
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
フ
ロ
ン
ン
ス
キ
イ
に

フ

ロ

レ

ン

ス

キ
イ
に
お
け
る
神
と
被
造
物
の
関
係
性
の
問
題
－
知
識
の
視
点
か
ら
ー
（
イ
ボ
ウ
）
　
　
　
　
　
八
五



八
六

と
っ
て
悪
と
は
、
自
然
が
壊
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
悪
と
　
　
ら
に
と
っ
て
、
本
来
の
秩
序
、
善
を
取
り
戻
す
と
い
う
行
為
は
、
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
る
り

罪
は
「
精
神
的
屈
折
」
で
あ
り
、
客
観
的
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
　
　
的
知
識
の
探
求
で
も
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
一
神
教
に
お
け
る
学
の
可

ま
で
で
、
修
行
の
役
割
も
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
修
行
の
役
　
　
能
性
で
あ
る
。

割
と
は
罪
に
対
抗
し
、
失
わ
れ
た
秩
序
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
る
。

軽
虞
％
難
黎
蕪
霧
謹
薦
鉾
　
三
、
全
体
と
し
て
の
身
体

　
ハ
　
りい道

」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
極
端
な
苦
行
を
実
践
し
て
　
　
　
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
、
正
教
の
聖
師
父
的
伝
統
を
代
表
す
る
者
で

いる
集
団
は
、
世
界
や
自
然
を
悪
い
も
の
、
あ
る
い
は
幻
想
と
見
な
　
　
あ
る
と
自
覚
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
物
質
的
世
界
の
現
実
を
一

す

傾向
が
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
古
代
の
グ
ノ
ー
　
　
切
否
定
は
し
て
い
な
い
。
彼
に
と
っ
て
客
観
的
に
知
る
こ
と
は
神
の

シ

ス

主義
者
で
あ
り
、
そ
の
多
く
は
物
質
的
世
界
を
救
済
不
可
能
な
　
　
自
然
を
破
壊
せ
ず
、
決
め
ら
れ
た
秩
序
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

根
本
悪と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
に
と
っ
て
の
救
　
　
秩
序
は
精
神
的
に
も
物
質
的
に
も
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
。
物
質
は

済と
は
、
物
質
そ
の
も
の
を
捨
て
る
こ
と
で
あ
り
、
多
く
の
グ
ノ
ー
　
神
の
被
造
物
で
あ
る
か
ら
、
神
の
世
界
を
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
ヒ
ン

シ

ス

主義
の
集
団
は
、
結
婚
、
性
的
関
係
、
社
会
全
体
を
完
全
に
否
　
　
ト
を
有
し
て
い
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
知
識
の
可
能
性
を
考
え
、

定
し
て
い
る
。
一
方
、
一
切
が
無
常
で
あ
る
と
考
え
る
宗
教
は
、
イ
　
　
人
間
の
身
体
を
取
り
上
げ
る
。
そ
れ
に
は
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。
そ

ン
ド
で
誕
生
し
た
仏
教
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
よ
う
な
宗
教
で
あ
る
。
そ
　
　
の
一
つ
は
、
人
間
の
身
体
は
、
我
々
に
最
も
身
近
な
被
造
物
で
あ
る

れら
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
全
く
違
っ
た
考
え
を
持
つ
宗
教
で
　
　
か
ら
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
身
体
の
構
造
は
、
一
つ
の
全
体
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
り

あ
る
。
こ
れ
ま
で
で
わ
か
っ
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
自
　
　
か
ら
で
あ
る
。
フ
ロ
ン
ン
ス
キ
イ
は
、
『
真
理
の
柱
と
基
礎
』
の
中
に

然は
神
の
被
造
物
で
あ
る
か
ら
、
神
が
決
め
た
秩
序
な
の
で
あ
る
。
　
　
’
お
け
る
概
念
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
他
の
著
作
で
も
取
り
上
げ
て
い

ま
た
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
秩
序
が
壊
さ
　
　
る
概
念
を
言
語
学
的
に
分
析
す
る
傾
向
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
言

れ
てし
ま
う
こ
と
こ
そ
が
、
悪
な
の
で
あ
る
。
修
行
者
た
ち
は
、
こ
　
　
葉
と
い
う
も
の
を
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
に
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

の

屈折
し
た
善
で
あ
る
悪
を
自
分
た
ち
の
修
行
に
よ
っ
て
訊
す
。
，
彼
　
あ
る
名
前
は
偶
然
で
は
な
く
、
そ
の
対
象
と
の
密
接
な
関
係
が
あ
る



た
め
、
名
付
け
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
名
前
は
そ
　
　
は
そ
の
概
念
の
区
別
を
用
い
て
、
肉
体
の
ホ
モ
ウ
シ
オ
ス
的
性
質
が

の

対
象
の内
面
的
意
味
を
表
し
て
い
る
。
フ
ロ
ン
ン
ス
キ
イ
は
「
身
　
　
人
間
の
精
神
的
統
一
を
保
証
し
て
く
れ
る
と
考
え
た
。
そ
の
ホ
モ
ウ

体
」
も
同
様
に
扱
い
、
意
味
の
分
析
か
ら
始
め
て
い
る
。
フ
ロ
ン
ン
　
　
シ
オ
ス
的
性
質
こ
そ
が
、
「
身
体
の
統
一
の
源
」
「
身
体
の
中
の
身
体
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

ス
キ
イ
は
、
古
代
ス
ラ
ブ
語
に
お
け
る
「
身
体
」
（
昌
』
O
）
と
「
全
体
、
　
　
「
身
体
そ
れ
自
体
」
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
ホ
モ
イ
ウ
シ
オ
ス
的
性
質

完全
」
（
昼
き
”
昼
』
o
）
が
、
同
じ
語
源
か
ら
由
来
し
て
い
る
と
考
え
　
　
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
身
体
に
基
づ
い
て
、
ホ
モ
イ
ウ
シ
オ
ス
的
思

る
。
つ
ま
り
、
物
質
的
存
在
は
何
ら
か
の
形
で
完
全
な
も
の
、
一
つ
　
　
考
が
身
体
の
パ
ー
ツ
を
部
分
的
に
し
か
見
ず
、
被
造
物
そ
の
も
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ア
　

の

全体
の
理
念
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
、
ど
の
　
　
考
え
な
い
。
こ
こ
で
日
本
語
に
お
い
て
身
体
の
意
味
す
る
「
か
ら
だ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

臓器
、
ま
た
ど
の
四
肢
を
見
て
も
、
「
そ
の
統
一
性
が
見
え
る
」
と
述
　
　
の
語
源
を
考
え
て
み
る
と
、
興
味
深
い
。
古
代
で
は
こ
の
語
は
「
か

べ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
臓
器
や
四
肢
の
裏
側
に
は
、
「
生
き
　
　
ら
」
と
言
い
、
そ
れ
は
殻
を
意
味
し
て
い
た
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は

　
　
　
　
ハ
ヨ
リ

て

い
る
人
格
」
が
存
在
す
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
に
と
っ
て
、
身
体
　
　
身
体
の
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ー
ツ
に
殻
と
い
う
言
葉
を
使
い
、
こ
の
殻
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
け
ロ

を
一
つ
の
統
一
、
ま
た
は
全
体
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
、
「
存
在
論
的
　
　
真
の
何
か
を
包
ん
で
い
る
。

外側
か
ら
存
在
論
的
中
心
へ
の
動
き
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
は
、
　
　
　
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
に
と
っ
て
、
人
々
が
身
体
、
ま
た
は
す
べ
て
の

教
会
のキ
リ
ス
ト
論
の
二
つ
の
概
念
を
用
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
ホ
　
　
被
造
物
を
一
つ
の
統
一
と
し
て
見
な
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
は
様
々

モウ
シ
オ
ス
（
o
窄
o
o
e
q
δ
の
）
と
、
ホ
モ
イ
ウ
シ
オ
ス
（
曾
o
δ
⇔
9
。
の
）
　
　
な
殻
の
集
ま
り
と
し
て
見
な
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
正
教

であ
る
。
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
に
よ
る
と
、
四
世
紀
か
ら
五
世
紀
に
わ
た
っ
　
　
的
考
え
方
と
非
正
教
的
考
え
方
の
違
い
の
知
識
論
的
基
準
で
あ
る
。

てキ
リ
ス
ト
教
徒
の
中
で
最
も
数
の
多
か
っ
た
の
は
、
古
代
の
ア
リ
　
　
正
教
徒
は
被
造
物
と
直
接
的
に
接
触
し
、
修
行
者
た
ち
は
世
界
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
リ

ウ
ス
主
義
者
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
よ
る
と
、
子
は
神
な
る
父
と
似
た
　
　
は
自
然
を
ホ
モ
ウ
シ
オ
ス
的
に
見
て
い
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
非

実
体

（ホ

モイ
ウ
シ
オ
ス
）
で
は
あ
る
が
、
同
一
実
体
（
ホ
モ
ウ
シ
　
　
正
教
の
人
た
ち
の
こ
と
を
、
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
ぶ
っ
て
い
る
人
」
「
ホ

オ
ス
）
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。
正
教
徒
は
そ
れ
に
激
し
く
抵
抗
　
　
モ
イ
ウ
シ
ア
ン
」
な
ど
と
呼
び
、
彼
ら
は
主
観
的
・
美
学
的
に
形
式

し
、
ニ
ケ
ヤ
信
経
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
父
と
同
一
実
体
　
の
み
を
眺
め
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
彼
ら
は
悟
性
の
奴
隷
で
あ
り
、

（ひ巷
o
ひ
9
0
く
昌
目
§
9
）
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
フ
ロ
ン
ン
ス
キ
イ
　
　
す
べ
て
を
悟
性
に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

フ

ロ

レ

ン

ス
キ
イ
に
お
け
る
神
と
被
造
物
の
関
係
性
の
問
題
－
知
識
の
視
点
か
ら
ー
（
イ
ボ
ウ
）
　
　
　
　
　
八
七



八
八

こ
の
ホ
モ
イ
ウ
シ
オ
ス
と
い
う
言
葉
は
、
キ
リ
ス
ト
論
論
争
か
ら
誕
　
　
仏
教
な
ど
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
彼
の
解
釈
に
よ
る
と
、
神
の
恩
寵

生し
た
の
だ
が
、
フ
ロ
ン
ン
ス
キ
イ
は
一
つ
の
物
の
見
方
と
し
て
、
　
　
を
も
た
な
い
人
間
は
物
事
の
本
質
に
恐
怖
を
感
じ
る
。
そ
の
た
め
に
、

古
代ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
異
教
徒
に
対
し
て
も
使
っ
て
い
る
。
彼
　
先
に
述
べ
た
殻
、
ま
た
ニ
ー
チ
ェ
が
著
書
『
悦
ば
し
き
知
識
』
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
り

は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
書
『
心
と
は
何
か
』
の
中
で
、
タ
レ
ス
が
　
　
で
「
皮
」
と
呼
ん
だ
も
の
ば
か
り
を
見
て
い
る
。
古
代
人
が
こ
の
「
皮
」

述
べ
た
と
さ
れ
て
い
る
言
葉
「
す
べ
て
が
神
々
で
満
た
さ
れ
て
い
る
」
　
　
の
み
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
は
、
古
代
の
芸
術
を
見
て
も
わ
か
る
。

を
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
、
こ
の
言
葉
を
ア
レ
　
　
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
に
よ
る
と
、
そ
の
芸
術
を
分
析
す
る
と
、
古
代
人

ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
が
自
身
の
著
書
『
異
教
徒
駁
論
』
　
　
は
物
事
の
「
魂
」
を
好
ま
な
か
っ
た
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
「
皮
」
を

の中
で
述
べ
て
い
る
言
葉
「
多
神
教
は
無
神
論
、
多
く
の
始
ま
り
は
　
　
よ
り
奥
に
深
く
入
る
と
、
カ
オ
ス
と
恐
怖
が
待
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

始ま
り
で
は
な
い
」
を
用
い
て
、
反
論
し
て
い
る
。
古
代
人
に
と
っ
　
　
る
。
し
た
が
っ
て
古
代
芸
術
の
有
名
な
楽
観
主
義
は
、
フ
ロ
レ
ン
ス

て
は
す
べ
て
の
物
事
は
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
現
象
は
神
々
の
よ
う
　
　
キ
イ
に
と
っ
て
は
、
偽
物
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
偽
ロ
ン
ギ
ヌ
ス

に

た
く
さ
ん
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
統
一
さ
せ
る
も
の
を
知
ら
な
け
れ
　
　
の
著
作
『
崇
高
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
パ
レ
ン
テ
ィ
ル
ソ
ス

ば
、
正
当
な
知
識
論
は
誕
生
し
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曾
書
雪
①
e
℃
q
。
の
）
と
い
う
概
念
を
、
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
。
パ
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ン
テ
ィ
ル
ソ
ス
と
は
大
げ
さ
な
感
情
を
表
し
、
そ
の
感
情
は
そ
の
状

門
恐
怖
　
　
　
　
　
翻
難
騨
髄
．
藤
醜
難
響
夢
縫
擁

　フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
に
よ
る
と
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
宗
教
だ
　
　
リ
シ
ア
の
知
識
は
ホ
モ
ウ
シ
オ
ス
的
知
識
、
つ
ま
り
正
教
に
お
け
る

け
で
な
く
、
す
べ
て
の
非
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
の
特
徴
は
、
恐
怖
で
　
　
知
識
を
理
解
で
き
な
い
と
結
論
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
古
代
人
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
恩
寵
の

驕
碕
擁
賎
蕨
焔
ギ
偲
艦
難
駅
羅
羅
　
耳
三
つ
の
神
秘
主
義

こ
と
し
か
な
い
宗
教
の
例
と
し
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
宗
教
、
大
乗
　
　
　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
身



　体
が
一
つ
の
統
一
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
統
一
に
は
一
つ
の
中
心
、
先
　
　
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
そ
の
二
つ
に
つ
い
て
「
偽

　
に述
べ
た
よ
う
に
、
殻
に
包
ま
れ
た
真
の
何
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
　
　
の
神
秘
主
義
」
と
呼
ん
で
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
二
つ
の
神
秘

　
い
。
さ
ら
に
こ
の
中
心
の
裏
に
は
、
ホ
モ
ウ
シ
オ
ス
的
人
格
が
存
在
　
　
主
義
は
す
べ
て
の
源
が
三
位
一
体
で
あ
る
こ
と
を
無
視
し
、
す
で
に

　す
る
と
言
え
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
中
世
の
博
学
者
の
よ
う
に
、
　
　
混
乱
し
て
い
る
人
間
を
よ
り
】
層
邪
悪
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
身

体を
細
か
く
分
析
し
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
人
間
の
身
体
は
、
頭
、
　
　
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
腹
の
神
秘
を
子
宮
の
神
秘
と
も
呼
び
、
そ
の
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
り

　胸
、
腹
の
三
つ
の
部
分
に
自
然
と
分
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
上
部
と
　
　
は
古
代
と
現
代
の
オ
ル
ギ
ア
的
宗
教
集
団
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
シ
ズ

　

下部
は
ホ
モ
テ
ィ
ピ
の
関
係
性
に
あ
り
、
つ
ま
り
下
部
は
上
部
が
鏡
　
　
ム
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
頭
の
神
秘
の
例
と
し
て
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ

　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
り

　
に映
る
姿
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
そ
れ
ら
を
　
　
イ
は
、
イ
ン
ド
の
ヨ
ー
ガ
や
、
ブ
ラ
ヴ
ァ
ツ
キ
ー
夫
人
の
神
智
学
、

　
上部
の
極
と
下
部
の
極
と
呼
び
、
人
格
の
存
在
論
的
中
心
は
、
そ
の
　
　
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
と
い
う
例
を
挙
げ

　間
に
存
在
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
格
の
中
心
は
胸
で
あ
　
　
て
い
る
。
当
然
こ
こ
に
お
い
て
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
非
正
教
的
宗

　
る
。
そ
れ
ら
の
三
つ
の
部
分
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
役
割
が
あ
る
。
　
　
教
を
区
別
さ
せ
る
こ
と
を
分
類
す
る
こ
と
が
課
題
で
は
な
い
。
彼
に

　腹
は
食
べ
物
の
消
化
、
吸
収
と
出
産
を
司
り
、
胸
は
感
覚
と
感
情
の
　
と
っ
て
の
課
題
は
、
正
教
の
範
囲
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
フ

　中
心
で
あ
り
、
頭
は
生
命
と
意
識
の
中
心
部
分
と
な
っ
て
い
る
。
精
　
　
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
自
身
の
著
作
の
中
で
、
正
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
同

　神
的
な
意
味
で
宗
教
者
は
三
つ
の
い
ず
れ
か
の
部
分
と
関
係
す
る
宗
　
　
義
語
と
し
て
使
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
彼
の
特
徴
で
も
あ
り
、
ロ
シ

　
教
的
実
践を
行
う
と
、
そ
の
宗
教
者
は
「
臓
器
の
神
秘
主
義
者
」
に
　
　
ア
の
宗
教
思
想
に
見
ら
れ
る
傾
向
で
も
あ
る
。
修
行
者
は
そ
の
キ
リ

、

な
る
の
で
あ
る
。
正
教
的
神
秘
主
義
は
、
身
体
の
中
心
で
統
一
し
た
　
　
ス
ト
教
、
つ
ま
り
正
教
の
範
囲
を
超
え
て
は
い
け
な
い
と
彼
は
警
告

　
人
格
の中
心
で
あ
る
胸
に
集
中
し
て
い
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
に
　
　
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
範
囲
を
超
え
て
し
ま
う
と
、
彼
の

　
と
っ
て
胸
の
神
秘
は
、
「
正
常
」
の
神
秘
主
義
で
あ
り
、
そ
の
神
秘
主
　
　
言
う
「
人
生
を
も
た
ら
す
恩
寵
」
の
神
秘
主
義
と
離
れ
て
し
ま
う
か

　
義を
実
現
で
き
る
方
法
は
、
教
会
の
恩
寵
の
道
の
み
で
あ
る
。
胸
の
　
　
ら
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
正
教
会
以
外
に
も
神
秘
主
義
と
い
う
も

　
神
秘は
人
間
に
栄
養
を
与
え
、
人
格
を
成
長
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
の
は
存
在
す
る
。
そ
れ
は
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
言
う
「
非
恩
寵
的
神

　
残り
の
二
つ
の
神
秘
主
義
に
は
恩
寵
は
な
く
、
人
格
の
統
一
を
壊
し
　
　
秘
」
で
あ
る
。
こ
の
非
恩
寵
的
神
秘
は
人
格
を
堕
落
・
破
壊
さ
せ
る

フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
に
お
け
る
神
と
被
造
物
の
関
係
性
の
問
題
－
知
識
の
視
点
か
ら
ー
（
イ
ボ
ウ
）
　
　
　
　
　
八
九



九
〇

力
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
修
行
者
が
教
会
と
離
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
自
　
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
「
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
と
中
世
ユ
ダ
ヤ
教

身
の

修行
に
よ
っ
て
滅
び
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
考
　
　
の
関
係
」
と
い
う
分
野
に
つ
い
て
は
、
未
だ
研
究
が
さ
れ
て
い
な
い
。

え
は
教
会
の
聖
師
父
た
ち
に
基
づ
き
、
聖
師
父
た
ち
は
人
間
が
ど
の
　
　
そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
彼
は
、
『
真
理
の
柱
と
基
礎
』
の
章
「
被
造
物
」

よ
う
な
罪
を
犯
し
て
も
、
た
と
え
姦
淫
の
罪
を
犯
し
て
も
決
し
て
恐
　
　
の
、
そ
の
一
箇
所
で
し
か
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
の
全
体
的
な
思
想

れ
て
は
な
ら
ず
、
祈
り
と
修
行
を
恐
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
述
　
　
の
中
で
そ
れ
は
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な

　
　
　
ハ
レ
リ

ベ
て

い
る
。
こ
こ
で
、
ビ
ザ
ン
チ
ウ
ム
典
礼
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
ア
　
　
ぜ
、
こ
れ
ま
で
研
究
者
が
そ
の
分
野
に
ふ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
か
、

メ
リ
カ
人
聖
職
者
ロ
バ
ー
ト
・
ス
レ
シ
ン
ス
キ
ー
を
取
り
上
げ
よ
　
　
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
と
ヘ
ブ

う
。
彼
は
著
書
『
パ
ヴ
ェ
ル
・
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
　
愛
の
形
而
上
学
』
　
　
ラ
イ
思
想
と
の
対
話
を
紹
介
し
な
が
ら
、
「
心
と
知
識
」
と
い
う
テ
ー

（
一
九
八
四年
）
の
中
で
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
神
秘
主
　
　
マ
を
考
え
て
い
き
た
い
。
『
真
理
の
柱
と
基
礎
』
の
中
で
、
フ
ロ
レ
ン

義
的
経
験
の
分
け
方
が
不
自
然
で
、
わ
ざ
と
ら
し
い
分
け
方
で
あ
り
、
　
　
ス
キ
イ
は
、
バ
ヒ
ャ
・
ベ
ン
・
ヨ
セ
フ
・
イ
ブ
ン
・
パ
ク
ダ
（
ゆ
昌
冨

カ
ト
リ
ッ
ク
的
神
秘
主
義
描
写
は
、
特
に
不
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
　
　
げ
Φ
昌
冒
器
9
同
び
昌
剛
曽
ρ
鼠
p
　
十
一
世
紀
）
と
モ
ー
シ
ェ
・
ベ
ン
・

　
　
　
　
　
あ
り

述
べ
て
い
る
。
ス
レ
シ
ン
ス
キ
ー
は
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
運
動
と
関
係
　
　
マ
イ
モ
ー
ン
（
ζ
o
ω
Φ
ω
び
Φ
昌
言
巴
日
o
昌
　
一
＝
二
五
～
一
二
〇
四

のあ
る
人
物
で
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
主
張
が
不
公
平
で
適
切
で
は
　
年
・
マ
イ
モ
ニ
デ
ス
）
と
い
う
二
人
の
中
世
の
ユ
ダ
ヤ
思
想
家
を
取

な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
自
身
は
、
不
適
　
　
り
上
げ
て
い
る
。
ま
た
、
ユ
ダ
ヤ
系
ロ
シ
ア
人
の
モ
イ
セ
イ
・
ヨ
シ

切な
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
を
決
し
て
恐
れ
て
は
い
な
い
。
彼
は
自
分
　
　
フ
ォ
ヴ
ィ
ッ
チ
・
バ
ジ
レ
フ
ス
キ
イ
（
一
八
四
〇
～
一
九
〇
二
年
）

自
身
が
理
解
し
て
い
る
教
会
の
聖
伝
を
素
直
に
述
べ
る
と
い
う
義
務
　
　
の
研
究
も
参
考
に
し
て
い
る
。
バ
ジ
レ
フ
ス
キ
イ
は
作
家
、
ユ
ダ
ヤ

を
背
負
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
教
学
者
、
ヘ
ブ
ラ
イ
文
化
学
者
で
あ
り
、
彼
の
研
究
が
十
九
世
紀
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　半
の
ロ
シ
ア
で
非
常
に
高
く
評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
貧
窮
し
た
暮
ら

⊥へ

心

と
し
て
の
知
識
　
　
　
　
難
齢
騨
誘
儲
舗
辮
難
論
鱗
蔵
蔽

　
現代
で
は
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
研
究
は
、
か
な
り
豊
か
な
も
の
に
　
　
は
多
く
の
本
を
書
き
残
し
て
い
る
が
、
彼
の
最
も
重
要
な
著
作
で
あ



る
『
一
神
教
の
知
識
の
発
展
に
与
え
た
影
響
』
（
一
八
八
三
年
）
を
含
　
　
竃
昌
鋤
自
目
9
。
α
巴
－
O
げ
震
巴
幽
　
一
〇
五
八
～
一
一
＝
年
）
を
含
め

め
、
書
き
残
し
た
本
は
僅
少
本
で
あ
る
。
し
か
し
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
　
　
て
、
イ
ス
ラ
ム
の
神
秘
主
義
者
の
著
作
と
バ
ヒ
ャ
に
は
、
題
目
に
心

がそ
の
本
を
細
か
く
詳
細
に
引
用
し
て
い
る
た
め
、
『
真
理
の
柱
と
基
　
　
と
い
う
言
葉
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
著
書
が
神
学
・
知
識

礎
』
が
バ
ジ
レ
フ
ス
キ
イ
の
独
特
な
思
想
を
記
録
し
て
い
る
宝
庫
だ
　
　
学
的
作
品
で
あ
る
と
い
う
信
念
も
共
通
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ら

と
言
え
る
。
バ
ジ
レ
フ
ス
キ
イ
の
思
想
は
バ
ヒ
ャ
と
マ
イ
モ
ニ
デ
ス
　
　
の
著
作
の
構
成
も
酷
似
し
て
お
り
、
具
体
的
に
そ
れ
は
知
識
に
は
九

と
密
接
に
混
じ
り
合
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
文
脈
　
　
つ
の
段
階
が
あ
っ
て
、
そ
の
最
高
の
九
つ
目
は
神
へ
の
愛
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
レ

で
紹介
し
て
い
き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
す
る
こ
と
も
共
通
点
で
あ
る
。
も
し
、
バ
ヒ
ャ
が
ア
ル
・
ガ
ザ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ー
の
影
響
を
受
け
た
と
し
て
も
、
彼
が
純
粋
ユ
ダ
ヤ
教
の
信
仰
を

　
バヒ
ャ
の
主
な
著
作
は
、
『
心
の
義
務
へ
の
教
示
』
囚
圃
萄
ぴ
　
巴
・
　
　
込
め
た
思
想
を
生
み
出
し
た
と
言
え
る
。
同
じ
く
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ

国
崔
冴
巴
団
貯
茜
、
達
巴
・
ρ
巳
O
げ
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
書
を
ア
ル
・
　
　
イ
は
バ
ヒ
ャ
と
マ
イ
モ
ニ
デ
ス
の
神
秘
主
義
と
神
学
を
自
分
の
思
想

ア
ン
ダ
ル
ス
つ
ま
り
、
ア
ラ
ビ
ア
の
統
治
下
の
イ
ベ
リ
ア
半
島
で
、
　
　
に
受
け
入
れ
た
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
完
全

ヘ
ブ
ラ
イ
の
文
字
で
書
か
れ
た
ア
ラ
ビ
ア
語
で
記
述
し
た
。
バ
ヒ
ャ
　
　
な
正
教
的
神
秘
主
義
を
生
み
出
し
た
と
言
え
る
。
コ
ー
ラ
ン
と
ス

は
『
心
の
義
務
へ
の
教
示
』
を
執
筆
中
に
ア
ラ
ビ
ア
語
の
苦
行
に
関
　
　
フ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
重
要
な
理
念
は
、
人
間
の
人
格
は
秘
密
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
り

す
る
書
物
（
N
巳
己
）
を
参
考
に
し
た
可
能
性
は
あ
る
。
ま
た
彼
の
思
　
　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
秘
密
の
中
心
は
、
人
間
の
胸
ω
＆
冒
で

想
に
は
ス
フ
ィ
の
神
秘
主
義
の
影
響
が
感
じ
ら
れ
る
。
著
書
の
題
目
　
　
あ
る
。
全
知
全
能
の
神
が
、
人
間
の
す
べ
て
の
秘
密
を
知
る
と
い
う

に

「心
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
イ
ス
ラ
ム
教
神
秘
　
　
考
え
は
、
「
神
は
胸
の
秘
密
を
知
っ
て
い
る
」
、
巴
H
B
び
博
－
魯
騨
p
一
・

主義
の
伝
統
に
属
し
て
い
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
彼
に
影
響
を
及
ぼ
　
　
ω
琶
冒
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
る
。
胸
と
は
内
面
に
隠
さ
れ
た
自
我

し
た
か
も
し
れ
な
い
ア
ブ
・
タ
リ
ブ
・
ア
ル
・
マ
ッ
キ
（
十
世
紀
）
　
　
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
り
、
さ
ら
に
胸
と
心
は
同
義
語
と
し
て
使
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

は
、
ρ
彗
蝉
一
－
ρ
巳
q
げ
（
心
の
栄
養
）
と
国
錯
暮
巴
－
ρ
巳
口
σ
（
心
の
生
　
　
れ
る
。
ム
タ
ジ
ラ
派
（
八
～
九
世
紀
）
の
神
学
者
た
ち
は
心
と
四
肢

活
）
と
い
う
書
が
代
表
的
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
の
神
学
者
、
神
秘
主
　
　
の
区
別
を
し
始
め
、
そ
の
影
響
は
ス
フ
ィ
の
神
秘
主
義
者
が
受
け
継

義
者
ア

ル・

ガ
ザー
リ
ー
（
諺
げ
自
国
9
日
置
竃
魯
p
書
目
p
α
団
げ
口
　
　
ぎ
、
バ
ヒ
ャ
と
ア
ル
・
ガ
ザ
ー
リ
ー
も
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

フ

ロ

レ

ン

ス
キ
イ
に
お
け
る
神
と
被
造
物
の
関
係
性
の
問
題
i
知
識
の
視
点
か
ら
ー
（
イ
ボ
ウ
）
　
　
　
　
　
九
一



九
二

こ
の
伝
統
に
お
い
て
、
心
、
つ
ま
り
、
内
面
的
修
行
が
表
面
的
な
宗
　
　
を
清
め
る
こ
と
に
成
功
す
れ
ば
、
身
体
全
体
の
救
済
と
つ
な
が
る
の

教
的
儀
式よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
伝
統
に
お
け
る
主
　
　
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
う
と
、
身
体
は
人
間
と
他
の
被
造
物
の
境
目
で

な
考
え
で
あ
る
真
理
と
現
実
を
一
緒
に
し
た
り
、
胸
と
心
が
人
格
の
　
　
あ
る
た
め
、
人
間
が
自
分
の
身
体
を
通
し
て
自
然
に
属
し
て
い
る
。

中
心
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
と
バ
ヒ
ャ
の
共
通
点
は
　
　
そ
し
て
バ
ヒ
ャ
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
「
心
の
義
務
」
を
満
た
す
と
、

驚
く
ほ
ど
多
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
間
の
救
済
が
す
べ
て
の
被
造
物
の
救
済
と
関
係
し
て
く
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
理
由
で
修
行
者
が
「
滅
び
な
い
身
体
、

　
フ

ロ

レ

ン

ス
キ
イ
は
胸
が
身
体
の
中
心
で
あ
る
の
な
ら
、
心
は
胸
　
　
滅
び
な
い
精
神
」
を
習
得
し
、
自
然
の
す
べ
て
の
秘
密
を
知
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ふ
り

の中
心
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
心
を
意
味
す
　
　
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
修
行
者
は
そ
の
知
識
を
謙
虚
な
姿
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
が
　

る
言
葉
廿
一
①
く
と
u
り
ず
δ
＜
四
く
の
厳
密
な
言
語
学
的
分
析
を
行
い
、
　
　
で
身
に
つ
け
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
り

ま
た
聖
書
に
お
け
る
「
海
の
心
に
」
q
D
・
リ
リ
げ
び
印
。
＜
9
＜
旨
巨
ヨ
の

よ
う
な
表
現
も
取
り
入
れ
、
心
は
人
間
の
中
心
で
．
あ
り
、
人
間
の
存
　
　
　
バ
ヒ
ャ
の
言
う
苦
行
と
そ
れ
を
受
け
継
こ
う
と
す
る
フ
ロ
レ
ン
ス

在
の
根
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
解
釈
に
よ
る
　
　
キ
イ
の
修
行
に
よ
る
と
、
人
間
は
常
に
世
界
と
接
触
し
て
い
な
け
れ

と
、
バ
ヒ
ャ
に
お
け
る
「
心
の
統
一
」
と
キ
リ
ス
ト
教
の
ホ
モ
ウ
シ
　
　
ば
な
ら
な
い
。
世
界
を
研
究
す
る
こ
と
が
神
の
知
恵
と
接
触
す
る
唯

オ

ス

的

「神
の
統
＝
は
深
く
関
係
し
て
い
て
、
被
造
物
で
あ
る
人
　
　
一
の
方
法
で
あ
る
。
一
方
、
被
造
物
を
研
究
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
被

間
は
宗
教
的
実
践
の
中
で
、
こ
の
統
一
の
一
部
に
な
る
こ
と
は
可
能
　
　
造
物
の
統
一
性
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
バ
ヒ
ャ
に
よ
る
と
世

であ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
界
に
お
け
る
多
様
性
が
神
の
存
在
の
証
拠
だ
と
考
え
、
フ
ロ
レ
ン
ス

　自
分
自
身
を
清
め
る
純
潔
の
宗
教
は
神
と
の
接
触
に
至
り
、
そ
の
　
　
キ
イ
は
そ
れ
に
賛
成
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
が
マ

神
の
接
触
は
人
格
を
秩
序
立
っ
た
状
態
に
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
イ
モ
ニ
デ
ス
を
取
り
上
げ
る
。
マ
イ
モ
ニ
デ
ス
は
著
書
『
迷
え
る
人
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゐ
り

そ
れ
こ
そ
が
、
修
行
者
の
使
命
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
正
教
会
の
　
　
の
為
の
導
き
』
七
十
二
章
で
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
宇
宙
は
ル
ベ
ン

神
秘
主義
は
常
に
心
に
重
き
を
置
き
、
ま
た
な
ぜ
正
教
会
の
神
秘
そ
　
　
と
シ
メ
オ
ン
の
よ
う
な
一
つ
の
個
人
ぎ
虫
く
置
量
日
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ふ
り

のも
の
が
胸
の
神
秘
で
あ
る
の
か
を
説
明
し
て
い
る
。
修
行
者
が
心
　
　
い
う
。



　
『
真
理
と
柱
の
基
礎
』
は
フ
ロ
ン
ン
ス
キ
イ
の
主
な
神
学
的
な
著
作
　
　
に
よ
っ
て
世
界
が
創
造
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
ア
ハ
モ
ー
ト
の
涙
か
ら

であ
り
、
そ
の
中
で
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
を
取
り
上
げ
て
い
　
　
海
が
生
ま
れ
、
微
笑
み
か
ら
朝
焼
け
が
生
ま
れ
る
、
な
ど
で
あ
る
。

る
。
し
か
し
、
彼
は
こ
の
早
い
段
階
か
ら
、
儀
式
、
聖
画
像
、
教
会
　
　
当
然
な
が
ら
、
リ
ヨ
ン
の
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
な
ど
の
聖
師
父
た
ち
は

に

基
づく
数
・
物
理
学
的
思
想
な
ど
に
も
興
味
を
持
ち
始
め
、
そ
れ
　
　
ウ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
奥
義
的
な
考
察
を
否
定
し
て
い
る
が
、
プ
ロ

ら
の
問
題
を
取
り
扱
う
彼
の
思
想
を
彼
自
身
が
人
間
学
と
名
付
け
　
　
ン
ン
ス
キ
イ
に
よ
る
と
、
使
徒
パ
ウ
ロ
に
お
け
る
「
第
二
の
ア
ダ
ム

る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
こ
の
人
間
学
に
つ
い
て
、
・
王
に
『
カ
ル
ト
　
　
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
」
と
い
う
教
え
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
と
い

の

哲学
』
と
『
思
考
の
分
水
界
』
の
中
で
記
述
し
て
い
る
。
『
思
考
の
　
　
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
は
人
間
の
血
管
を
川

分
水界
』
の
中
の
章
で
あ
る
「
大
宇
宙
と
小
宇
宙
」
の
冒
頭
部
分
で
　
　
の
流
れ
に
、
そ
し
て
髪
を
芝
生
に
例
え
る
。
人
間
の
身
体
を
自
然
に

は
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喩
え
る
傾
向
は
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
、
ナ
ジ
ア
ン
ゾ
ス
の
グ

　
　　
「
思
考
は
様
々
な
道
を
用
い
て
、
そ
れ
ら
が
一
つ
の
理
解
に
至
　
レ
ゴ
リ
オ
ス
、
カ
イ
サ
リ
ア
の
バ
シ
レ
イ
オ
ス
、
ダ
マ
ス
コ
の
イ
オ

　
　る
。
そ
れ
は
世
界
と
人
間
と
の
理
想
的
つ
な
が
り
で
あ
る
。
世
　
　
ア
ン
、
ペ
ル
シ
ウ
ム
の
イ
シ
ド
ー
ル
ス
な
ど
、
多
く
の
聖
師
父
た
ち

　
　界
と
人
間
は
互
い
に
支
え
合
い
、
互
い
に
浸
透
し
合
い
、
本
質
　
　
に
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
こ
の
教
え
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　的
に
関
係
し
合
っ
て
い
る
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
変
権
威
の
あ
る
も
の
だ
と
言
い
切
れ
る
の
で
あ
る
。

　こ
の
著
作
に
お
い
て
も
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
、
マ
イ
モ
ニ
デ
ス
の

同
じ
引
用
を
用
い
、
宇
宙
は
一
つ
の
生
き
て
い
る
個
人
で
あ
る
と
述
　
　
　
こ
こ
で
明
確
に
言
え
る
こ
と
は
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
バ
ヒ
ャ
と

べ
て

いる
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
神
学
の
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
　
　
マ
イ
モ
ニ
デ
ス
を
一
つ
の
基
礎
と
し
、
彼
の
科
学
論
を
立
て
て
い
る
。

大
宇宙
と
小
宇
宙
の
類
似
は
、
彼
の
人
間
学
の
中
心
で
も
あ
る
。
フ
　
　
な
ぜ
な
ら
ば
こ
れ
ら
の
思
想
家
た
ち
は
、
科
学
を
一
神
教
的
に
正
当

ロ

レ

ン

ス
キ
イ
は
こ
の
類
似
を
ユ
ダ
ヤ
教
の
教
義
の
視
点
か
ら
だ
け
　
　
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
バ
ジ
レ
フ

でな
く
、
様
々
な
解
釈
か
ら
紹
介
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
グ
ノ
ー
シ
　
　
ス
キ
イ
の
疑
問
を
用
い
て
、
さ
ら
に
一
歩
進
む
。
彼
に
よ
る
と
、
一

ス

主
義
者ウ
ァ
ン
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
詩
学
的
な
教
え
に
よ
る
と
、
プ
レ
　
　
神
教
だ
け
が
科
学
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
コ

ロ

マ

（
充
実
）
の
奥
深
い
と
こ
ろ
か
ら
現
れ
た
ア
ハ
モ
ー
ト
（
知
恵
）
　
　
神
教
な
し
に
科
学
は
な
い
」
と
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
強
く
訴
え
る

フ

ロ

レ

ン

ス
キ
イ
に
お
け
る
神
と
被
造
物
の
関
係
性
の
問
題
－
知
識
の
視
点
か
ら
ー
（
イ
ボ
ウ
）
　
　
　
　
　
九
三



九
四

の

であ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
多
神
教
の
主
な
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
　
　
教
の
誕
生
以
来
、
ア
ラ
ビ
ア
人
の
世
界
に
は
学
的
な
知
識
と
い
う
も

恐怖
で
あ
る
。
そ
の
恐
怖
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
人
々
　
　
の
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
と
論
じ
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
言
う
一

は
物
事
の
中
心
で
あ
る
心
を
見
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
　
　
神
教
と
学
の
関
係
性
は
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
場
合
、
歴
史
的
に
証
明

に

古代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
代
表
的
な
科
学
者
、
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
、
　
　
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
。
ア
ラ
ビ
ア
人
は
イ
ス
ラ
ム
誕
生
以
降
に
歴
史

ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
科
学
は
、
こ
れ
か
　
　
に
入
り
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
黄
金
の
時
代
は
、
八
～
十
三
世
紀
の
こ

ら
来
る
で
あ
ろ
う
一
神
教
の
期
待
の
表
れ
で
あ
り
、
後
の
一
神
教
の
　
　
と
で
あ
る
。

科
学
の
よ
う
に
優
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
ル
ク
レ

呼
鰻
就
矯
ギ
彰
蟹
講
籍
机
徽
鷺
　
セ
フ
・
レ
ン
ス
キ
イ
と
ボ
ス
毫
ぎ
一
ズ
ム

無
神
論
者
の

科学
へ
の
無
知
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
　
　
　
現
代
に
お
け
る
知
識
へ
の
理
解
を
ま
と
め
る
と
、
我
々
の
時
代
は

一切
、
科
学
と
い
う
も
の
と
関
係
は
し
て
い
な
か
っ
た
と
フ
ロ
ン
ン
　
　
メ
タ
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
終
焉
の
時
代
で
あ
る
と
言
え
る
。
ポ
ス
ト
モ
ダ

　
　
　
　
　
　
　
ね
ロ

ス
キ
イ
は
述
べ
る
。
プ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
に
よ
る
と
エ
ピ
ク
ロ
ス
教
団
　
　
ン
主
義
者
に
と
っ
て
、
一
神
教
的
思
想
も
こ
の
終
焉
に
入
っ
て
い
る

は
、
す
べ
て
の
時
代
に
お
け
る
「
無
神
論
的
学
派
」
と
同
様
に
、
芸
　
　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
我
々
は
知
識
の
正
当
化

術性
も
な
く
、
学
を
真
の
意
味
で
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
　
　
と
い
う
問
題
に
ま
で
辿
り
着
く
。
ポ
ス
ト
構
造
主
義
者
ジ
ャ
ン
ー
ー
フ

た
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
家
に
は
学
的
な
特
徴
が
所
々
み
ら
れ
る
　
　
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ
オ
タ
ー
ル
は
、
メ
タ
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
い
う
概
念
を
導

が
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
と
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
　
入
す
る
。
彼
の
解
釈
に
よ
る
と
、
メ
タ
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
は
す
べ
て
の

は

考え
る
。
一
方
、
あ
る
民
族
が
多
神
教
か
ら
一
神
教
に
改
宗
す
る
　
　
物
事
を
説
明
で
き
る
全
体
主
義
的
体
系
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

と
、
学
的
考
察
が
必
然
的
に
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
フ
ロ
レ
　
　
は
フ
ィ
ヒ
テ
や
シ
ェ
リ
ン
グ
に
す
で
に
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
特
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ン

ス
キ
イ
が
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
が
、
ア
ラ
ビ
ア
人
に
つ
　
　
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
体
系
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ

い
て

であ
る
。
彼
は
『
真
理
の
柱
と
基
礎
』
の
中
で
、
ガ
ザ
リ
や
イ
　
　
観
念
論
で
は
、
あ
る
主
体
の
生
活
の
実
現
に
よ
っ
て
、
知
識
、
社
会
、

プ
ン

・

ス
ィ
ー
ナ
ー
な
ど
に
言
及
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
イ
ス
ラ
ム
　
　
国
家
が
発
展
し
て
い
く
。
そ
の
主
体
と
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
神
的
な
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生活
」
で
あ
り
、
ま
た
へ
ー
ゲ
ル
の
「
精
神
の
生
活
」
で
も
あ
る
。
　
　
の
で
あ
ろ
う
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
こ
の
よ
う
な
批
判
を
予
測
で
き

し
か
し
、
リ
オ
タ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
こ
の
主
体
の
発
展
と
　
　
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
彼
は
相
対
主
義
的
思
索
と
対
話
を
し
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

いう
過
程
は
、
メ
タ
原
理
に
過
ぎ
な
い
の
だ
、
と
。
リ
オ
タ
ー
ル
に
　
　
と
せ
ず
、
思
想
、
自
然
科
学
、
芸
術
、
社
会
な
ど
に
お
け
る
相
対
主

よ
る
と
、
メ
タ
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
は
信
頼
性
を
失
っ
た
た
め
、
こ
れ
ま
で
　
　
義
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い

と
は
違
っ
た
新
し
い
知
識
の
正
当
化
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
だ
と
　
　
て
は
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
二
十
世
紀
の
独
特
な
思
想
家
だ
と
言
え

言う
。
彼
の
主
張
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
科
学
は
、
一
つ
の
メ
　
　
る
の
で
あ
る
。

タ
言
語
か
ら
成
り
立
つ
の
で
は
な
く
、
大
多
数
の
言
語
か
ら
成
り
立

韓
黙
鐵
欝
墾
講
婦
編
錺
繋
該
　
結
論

知識
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
物
事
の
性
質
は
、
一
つ
で
は
な
く
多
様
　
　
　
本
稿
で
は
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
に
お
け
る
神
と
被
造
物
の
問
題
を

な
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考
察
し
て
み
た
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
こ
の
問
題
を
一
神
教
的
伝
統

　
一
方
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
に
と
っ
て
世
界
に
お
け
る
最
も
重
要
な
　
　
に
基
づ
い
て
解
釈
し
て
い
る
。
彼
の
主
な
神
学
的
著
作
『
真
理
の
柱

概念
が
、
単
一
（
し
・
8
9
臣
゜
目
o
）
で
あ
る
。
科
学
、
芸
術
、
宗
教
な
　
　
と
基
礎
』
の
中
で
、
彼
は
正
教
会
の
聖
師
父
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん

ど
が
一
つ
の
も
の
、
つ
ま
り
、
神
の
被
造
物
に
対
す
る
様
々
な
観
察
　
　
の
こ
と
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
神
学
者
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
て
い
る
。
フ

方
法
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
知
識
も
こ
の
単
一
に
基
づ
く
の
で
あ
　
　
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
に
よ
る
と
、
正
教
会
の
エ
ジ
プ
ト
の
聖
大
マ
カ
リ
オ

る
。
現
代
の
思
想
ま
た
は
、
世
界
観
を
代
表
す
る
リ
オ
タ
ー
ル
と
近
　
　
ス
や
ニ
ケ
タ
ス
・
ス
テ
タ
ト
ス
と
ユ
ダ
ヤ
教
の
バ
ヒ
ャ
・
イ
ブ
ン
・

代
を
否
定
し
、
聖
師
父
の
思
想
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
い
る
フ
ロ
レ
　
　
パ
ク
ダ
な
ど
の
共
通
点
は
、
「
心
の
神
秘
主
義
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と

ン

ス
キ
イ
の
二
つ
の
ス
タ
ン
ス
は
、
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
リ
オ
　
　
で
あ
る
。
こ
の
心
の
神
秘
主
義
は
魂
の
救
済
と
つ
な
が
る
ゆ
え
、
正

タ
ー
ル
は
ド
イ
ツ
の
古
典
的
哲
学
者
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
へ
1
　
　
教
会
の
修
行
者
た
ち
は
そ
の
修
行
に
励
む
。
ま
た
、
魂
の
救
済
と
は

ゲ
ル
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
が
肯
定
す
る
一
神
　
　
修
行
者
た
ち
の
魂
の
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
修

教
的
知識
ま
た
は
一
神
教
的
学
も
一
つ
の
メ
タ
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
な
る
　
　
行
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
被
造
物
の
魂
の
救
済
の
道
を
開
い
て
い
る
。

フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
に
お
け
る
神
と
被
造
物
の
関
係
性
の
問
題
－
知
識
の
視
点
か
ら
ー
（
イ
ボ
ウ
）
　
　
　
　
　
九
五



・

九
六

フ

ロ

ン

ン

ス
キ
イ
に
よ
る
と
修
行
者
た
ち
は
神
の
秩
序
や
善
を
取
り
　
　
　
　
　
　
　
註

戻
すこ
と
に
よ
っ
て
、
救
済
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
秩
　
　
（
1
）
9
口
ρ
。
。
。
2
e
き
需
丙
葺
．
．
O
串
泓
国
百
Φ
口
謡
o
器
胃
↓
臣
2
。
↓
餌
o
屋
↓

序
を
取
り
戻
す
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
秩
序
を
知
る
こ
と
で
も
あ
る
　
　
　
　
器
弓
田
。
2
・
。
切
器
↓
Φ
自
昼
雷
・
コ
窃
壁
惣
8
＝
胃
監
、
、
り
国
ω
岩
↓
2
3
・
・
。

と
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
考
え
る
。
つ
ま
り
、
正
教
会
の
修
行
は
真
の
　
　
　
　
O
琶
曾
P
b
。
9
G
。
（
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
　
パ
ヴ
ェ
ル
神
父
『
真
理
の
柱

知識
の
基
礎
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
学
的
に
考
え
る
こ
と
も
、
　
　
　
　
と
基
礎
』
、
H
㊤
辰
）
・
や
b
。
H
㊤
・

キ
リ
ス
ト
教
な
い
し
一
神
教
の
特
徴
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
プ
ロ
　
　
（
2
）
H
ぼ
F

レ
ン

ス
キ
イ
に
よ
る
と
、
多
神
教
や
無
神
論
は
真
の
学
的
知
識
を
有
　
　
（
3
）
守
準

し
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
守
同
野
P
b
。
H
O
，
b
。
b
。
P

諭
猫
繍
燕
幾
擁
繋
舞
｝
　
蕪
謙
…

う
な
メ
タ
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
置
き
換
え
て
　
　
（
9
）
H
ぼ
9

み
る
と
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
言
う
「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
い
し
一
神
　
　
（
1
0
）
H
ぼ
9

教
的
知識
」
も
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
一
つ
　
　
（
1
1
）
守
準

の
メ
タ
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
フ
ロ
レ
ン
　
　
（
1
2
）
H
ぼ
9
”
O
b
。
ω
ρ

スキ
イ
が
相
対
主
義
を
否
定
し
、
初
期
教
会
の
知
識
論
を
取
り
戻
そ
　
　
（
1
3
）
窪
負
O
b
。
b
。
O
°

う
と
し
た
こ
と
は
、
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
　
　
（
1
4
）
旨
9

な
歴
史
学
や
メ
タ
地
理
学
の
研
究
が
展
開
さ
れ
て
き
た
現
代
に
お
い
　
　
（
1
5
）
H
甑
山
こ
O
b
。
b
。
b
。
層

て
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
知
識
論
は
再
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
　
　
（
1
6
）
H
ぼ
住
．
”
○
旨
μ
山
・
。
b
。
．

考え
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
守
律
噌
O
感
。
b
。
b
。
山
b
。
ω
゜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
1
8
）
　
国
o
げ
Φ
辞
辺
Φ
ω
冒
ω
匹
”
．
雨
四
く
Φ
一
国
δ
話
口
ω
犀
質
諺
ζ
Φ
冨
O
げ
団
ω
団
8
0
h



　
　い

O
＜
Φ
．
馳
噛
ω
け
く
訂
巳
ヨ
凶
残
ω
ω
Ω
B
口
簿
同
団
剛
「
Φ
ω
ω
暫
O
吋
Φ
ω
響
O
O
P
Z
Φ
≦
　
　
　
（
2
4
）
　
臼
』
8
Φ
胃
天
＝
H
O
H
距
δ
ρ
9
什
．

　
　磯
o
H
ぎ
H
㊤
。
。
斜
b
°
H
①
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
ヨ
ナ
書
二
章
四
節
。

（
1
9
）
　
℃
」
≦
°
ズ
ロ
目
』
薗
国
O
じ
口
り
切
゜
じ
口
」
≦
0
4
釦
』
o
ロ
ロ
9
。
鳩
』
°
〉
°
‘
く
』
宍
O
国
ロ
ユ
噂
．
．
」
≦
山
↓
－
　
　
（
2
6
）
　
e
』
O
層
Φ
躍
o
宍
臨
H
㊤
H
企
o
P
9
£
O
N
b
o
O
°

　
　Φ

O＝薗
』三
日
Φ
O
↓
O
詠
団
㌶
①
8
崔
O
邸
竃
O
美
ミ
＝
碧
O
油
＝
O
邸
竃
の
藁
油
鳶
月
＝
口
・
　
　
　
（
2
7
）
　
目
σ
置
己
O
’
b
o
b
o
o
Q
°

　
　』
＝
国ρ
。

℃エ

o邸
宍

o工
曾

8
①
国
員
＝
＝
口
o
＝
葦
山
＝
訳
Ω
∩
O
月
＝
O
』
O
ヨ
鱒
口
2
×
O
』
O
≡
卸
　
　
　
（
2
8
）
　
寓
O
浮
ω
邸
　
」
≦
p
◎
邸
ζ
O
＝
＝
き
　
．
．
口
＜
↓
Φ
切
o
員
＝
↓
Φ
』
ぴ
　
宍
O
』
ω
O
』
δ
員
＝
×
o
鵠
匂
、
暫

　
　ズ

℃
£
o
Φ
口
①
油
ω
＝
勾
ρ
　
O
Q
層
β
o
ω
O
ロ
ロ
山
＝
＝
の
噂
、
り
鵡
山
O
↓
ぴ
♪
　
］
≦
O
O
臣
P
　
「
【
℃
O
α
の
き
　
　
　
　
　
「
』
山
口
p
。
『
b
コ
暫
＾
．
＝
ω
国
O
↓
O
℃
＝
＝
号
＝
』
O
O
O
曾
臨
＝
∩
O
①
戸
＝
Φ
邸
b
ω
＝
＝
＝
冠
O
ρ
自
＝
山

　　
一
り
O
P
ρ
8
（
R
．
M
・
カ
プ
ラ
ノ
フ
、
V
．
V
．
モ
チ
ャ
ロ
ヴ
ァ
、
　
　
　
　
圃
－
一
b
。
田
゜
、
、
り
〉
°
＝
°
℃
賓
9
炉
＝
ω
萄
↓
9
ぴ
自
切
o
諺
否
需
§
国
＝
山
罠

　
　」
・
A
・
チ
ュ
ル
コ
ヴ
ァ
『
第
六
回
国
際
学
会
ユ
ダ
ヤ
学
会
議
社
　
　
O
O
O
洞
寓
8
臣
P
お
①
ρ
ρ
b
D
圃
伊
国
e
き
O
①
胃
§
δ
罫

　
　
会学
、
心
理
学
、
地
域
学
、
教
育
学
』
、
第
四
巻
、
モ
ス
ク
ワ
、
プ
ロ
　
　
　
　
団
ぼ
α
‘
O
』
°
。
卜
。
°
（
モ
ー
シ
ェ
・
ベ
ン
・
マ
イ
モ
ー
ン
『
迷
え
る
人
々

　
　
ベ
ル出
版
、
一
九
九
九
、
九
六
頁
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
為
の
導
き
』
七
二
章
）
。

（
2
0
）
　
○
Φ
O
U
o
q
①
ω
＜
2
。
α
斜
晒
、
い
P
昏
①
9
0
0
q
δ
四
ω
0
0
鋤
ρ
ロ
Φ
α
Φ
b
d
鋤
げ
矯
四
ま
口
　
　
　
（
2
9
）
　
O
切
凶
月
゜
口
β
a
じ
ロ
の
』
6
』
O
O
Φ
＝
O
閑
＝
邸
り
O
O
‘
＝
国
の
＝
＝
識
じ
」
躍
国
↓
ぴ
も
Φ
×
↓
O
竃
国
×
℃
↓
°

　
　℃

9
ρ
但
α
暁
．
矯
〇
四
ゴ
δ
円
ω
匹
Φ
一
㊤
ω
O
O
圃
偉
①
〉
ω
冨
鳳
ρ
ロ
P
O
P
げ
凶
O
『
8
H
ヨ
ー
　
　
　
　
　
ω
（
一
）
噂
寓
ω
員
国
↓
Φ
≒
ぴ
o
↓
ロ
ロ
O
」
≦
匡
O
』
F
」
≦
O
o
臣
斜
卜
3
0
0
0
℃
、
．
」
≦
£
Ω
宍
O
O
宍
O
o
竃
＝

　
　
娼ユ
目
P
Φ
ユ
⑦
宕
曽
な
O
ロ
”
一
ρ
℃
”
二
ρ
同
O
膳
8
㌘
H
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竃
国
開
U
O
開
O
O
竃
噂
り
℃
O
幽
心
劇
O
°

（2
1
）
　
ア
ル
・
ガ
ザ
リ
に
お
け
る
「
神
へ
の
愛
」
は
、
第
六
段
目
で
あ
る
。
　
　
（
3
0
）
H
ぼ
α
‘
O
念
α
よ
゜

（
2
2
）
　
］
≦
Φ
昌
鋤
げ
①
臼
冨
鋤
5
ω
O
O
お
裂
↓
ロ
Φ
b
d
O
O
犀
O
h
U
畔
Φ
O
寓
O
ロ
叶
O
昏
Φ
　
　
　
（
訂
）
　
e
』
O
O
①
＝
2
§
ド
O
H
声
O
ロ
゜
o
津
こ
O
°
b
o
ω
降
ー
㎝
゜

　
　U

口
瓜
①
ω
O
賄
些
Φ
国
Φ
騨
H
件
燭
鳩
輸
幻
O
⊆
匹
①
α
α
q
Φ
仲
囚
Φ
α
q
四
5
℃
四
自
だ
い
O
口
儀
O
P
　
　
　
（
2
3
）
　
臼
Φ
四
昌
・
司
H
四
ロ
ゆ
O
凶
ω
目
団
O
け
餌
同
P
＾
．
い
四
〇
〇
昌
匹
圃
焦
O
ロ
ロ
O
ω
巨
O
山
Φ
B
Φ

　　
H
O
刈
ω
”
弓
゜
Q
Q
ど
o
o
四
①
評
o
団
四
N
餌
寓
℃
．
・
H
ω
冨
巨
o
蜜
団
ω
け
凶
9
ω
巳
曽
昌
α
　
　
　
　
図
o
勺
や
o
洋
ω
日
二
Φ
の
p
＜
o
『
げ
O
o
印
Φ
9
同
o
昌
O
ユ
菖
ρ
ロ
ρ
い
①
ω
齢
9
口
o
口
ω

　
　φ

げ
q
冒
口
げ
〉
憎
寓
9
評
犀
目
”
弓
ゴ
Φ
図
〇
一
Φ
O
隔
昏
O
］
囚
⑦
P
は
鱒
”
噌
園
O
信
菖
Φ
山
σ
q
P
　
　
　
　
　
α
O
冨
団
口
q
凶
計
同
O
刈
り
”
P
α
『
°

　　
b
σ
O
］
°
Q
◎
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
　
H
σ
凶
山
こ
や
㎝
o
c
°

（
％
）
　
国
信
ρ
簿
類
四
団
p
o
ω
ヨ
同
昌
⑦
霞
国
P
．
．
ω
Φ
一
貼
㊤
昌
α
o
o
Φ
O
「
Φ
O
団
凶
口
国
餌
巨
団

　　
H
匹
曽
ヨ
噂
．
噂
↓
げ
Φ
d
「
目
団
く
①
同
ω
謬
団
O
鴎
ω
O
賃
些
O
蝉
「
O
嵩
口
9
℃
「
Φ
の
ρ
N
O
O
o
o
℃
喝
゜

　　
N
Q
。
ム
゜フ

ロ

レ

ン

ス
キ
イ
に
お
け
る
神
と
被
造
物
の
関
係
性
の
問
題
ー
知
識
の
視
点
か
ら
ー
（
イ
ボ
ウ
）
　
　
　
　
　
九
七


