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龍
樹
哲
學
に
於
け
る
物
自
性
の
問
題
（
下
）

　
　
　
　
　
　
一
（
講
論
親
有
無
品
の
研
究
及
解
繹
）
一
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稻

四
、
存
在
（
有
）
と
非
存
在
（
無
）

津
　
　
紀
　
三

　
「
若
し
存
在
が
成
立
し
な
け
れ
ば
非
存
在
も
成
立
し
な
い
、
存
在
す
る
も
の
、
墾
化
を
入
は
非
存

在
ε
謂
ふ
の
だ
か
ら
」
（
第
五
偶
）

　
存
在
は
如
何
に
し
て
成
立
す
る
か
。

「
物
爵
性
か
物
他
性
か
寧
有
る
に
よ
っ
て
存
在
が
成
立
す
る
、
物
自
性
ε
物
他
性
と
を
離
れ
て
は

存
在
は
成
立
し
な
い
」
（
第
四
掲
）

　
物
他
性
ご
は
何
で
あ
る
か
。

　
　
龍
樹
哲
學
に
於
け
る
物
自
魅
の
問
題
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜
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哲
學
研
究
第
百
四
十
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

　
「
他
の
物
の
物
肖
性
を
物
他
性
ご
名
づ
け
る
」
（
第
三
偏
）

　
此
の
も
の
も
存
在
で
あ
り
、
彼
の
も
の
も
存
在
で
あ
る
ご
き
．
此
の
も
の
、
存
在
性
を
此
の
物
自

性
が
決
定
し
、
彼
の
も
の
、
存
在
性
を
彼
の
物
慮
性
が
決
定
す
る
。
　
彼
に
於
け
る
物
爵
性
を
此
か

ら
見
て
、
物
他
性
ご
名
づ
け
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
物
他
性
の
概
念
は
膚
ら
物
爵
性
の
概
念
の
中
．
に

癒
せ
ら
れ
る
。
夫
故
存
在
の
成
立
に
は
唯
だ
物
爵
性
の
概
念
の
み
が
必
要
で
あ
る
。
「
物
爵
性
が

有
る
に
よ
っ
て
存
在
が
成
立
す
る
」
ご
は
何
を
意
昧
す
る
か
。

　
ゴ
ア
　
が
ア

　
存
在
の
概
念
が
次
の
如
く
二
機
に
言
・
ひ
替
へ
ら
れ
て
あ
ら
は
れ
て
居
る
。

　
「
物
自
性
に
よ
っ
て
有
る
ご
こ
ろ
の
も
の
」
（
第
＋
「
偏
）

「
本
質
に
よ
っ
て
存
在
性
を
も
つ
ご
こ
ろ
の
も
の
」
（
第
八
掲
）

　
此
の
二
種
の
言
ひ
あ
ら
は
し
は
存
在
の
概
念
に
關
す
る
根
本
的
な
定
義
ご
し
て
取
る
こ
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ス
チ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ァ
ス
チ
ト
ヴ
ア

出
血
る
も
の
で
あ
る
。
「
住
う
」
ご
い
ふ
賓
僻
…
を
含
む
こ
ご
、
「
存
在
性
」
ビ
い
ふ
属
性
を
も
っ
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
ブ
ハ
ヨ
ヴ
ア

は
全
く
等
し
い
。
存
在
は
「
有
る
も
の
」
で
あ
り
「
存
在
性
を
も
つ
も
の
」
で
あ
る
○
そ
し
て
「
有
る
こ
ビ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ヴ
ア
プ
ハ
ロ
ヴ
ア
　
　
　
　
プ
ラ
ク
リ
チ
ヘ
　
ヘ
　
へ

又
は
「
存
在
性
を
も
つ
こ
ε
」
は
物
膚
性
叉
は
本
質
に
よ
る
の
で
あ
る
。
存
在
冠
は
個
々
の
「
存
在
す

る
も
の
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
離
れ
て
別
に
「
存
在
ε
い
ふ
も
の
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
　
経
験
せ
ら
れ

る
何
か
戦
有
る
を
い
ふ
馬
面
を
與
へ
ら
れ
る
ε
き
、
そ
の
何
か
や
存
在
で
あ
る
Q
「
存
在
」
ご
い
ふ
存
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在
を
考
へ
る
こ
ご
は
で
き
な
い
。
夫
故
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
に
虚
し
て
は
主
ご
し
て
「
存
在
す
る
も
の
」
の

鐸
語
を
ご
つ
て
、
そ
の
黙
を
朋
か
に
し
よ
う
ご
思
，
挿
。
「
存
在
蚕
齢
ひ
あ
ら
は
し
て
も
、
存
在
性
に
於

　
　
　
　
　
　
カ
シ
チ
ツ
ト

て
並
べ
ら
れ
起
何
か
」
を
細
意
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
結
び
付
く
賓
僻
で
あ
る
ア
ス
チ

は
「
存
在
す
る
」
ε
課
さ
す
、
「
有
ウ
」
こ
し
て
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
ご
の
言
語
上
並
び
に
概
念
上
の
別
を
注
意
t

よ
う
ご
思
ふ
。
　
存
在
性
は
言
語
上
は
ア
ス
チ
ま
り
重
て
、
賓
僻
の
「
有
り
」
の
性
質
概
念
に
な
っ
た
も

の
で
「
存
在
す
る
も
の
」
ご
云
は
る
、
限
う
、
個
々
の
何
か
に
與
へ
ら
れ
て
居
る
属
性
で
あ
る
。

　
「
存
在
す
る
も
の
」
は
物
自
性
又
は
本
質
に
よ
っ
て
有
る
ど
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
ε
云
は
る
、
ご

き
、
物
肖
性
叉
は
本
質
は
、
個
々
の
何
か
戦
有
る
も
の
」
ご
し
て
「
存
在
」
に
な
る
爲
に
必
要
な
る
、
其
の
何

か
の
癌
性
叉
は
本
質
で
、
斯
か
る
肖
性
又
は
本
質
を
有
す
る
こ
ご
に
よ
っ
て
、
何
か
は
「
存
在
」
で
あ
る

こ
ご
が
出
直
る
。
そ
れ
は
「
存
在
す
る
も
の
」
の
中
に
於
て
有
つ
ヂ
、
、
そ
の
外
に
有
る
こ
ビ
は
出
來
な

い
。
此
に
物
自
性
ε
本
質
の
二
種
の
概
念
が
あ
ら
は
れ
て
居
る
が
、
前
者
が
言
語
上
「
そ
れ
肖
身
に

て
存
在
す
る
も
の
」
の
意
味
を
持
っ
て
、
圭
ご
し
て
事
物
の
存
在
性
を
決
定
す
る
黙
に
結
び
付
く
概

念
で
あ
る
に
謝
し
、
後
者
は
言
語
上
「
本
源
的
性
質
噛
し
て
、
主
ご
し
て
、
事
物
の
物
肖
性
が
一
物
で
あ

っ
て
他
物
で
あ
り
得
な
い
本
質
で
あ
る
ε
云
ふ
黙
に
結
び
つ
く
概
念
で
あ
る
。
然
し
此
の
場
合

は
問
題
上
に
全
く
等
し
い
内
容
に
於
て
取
わ
扱
は
れ
、
且
つ
物
膚
性
も
本
質
の
意
味
を
も
つ
こ
ご

　
　
龍
樹
哲
學
に
於
け
る
物
自
性
の
問
題
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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哲
學
研
究
　
第
百
四
十
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ヴ
ァ
ブ
ハ
ロ
ヴ
ア

が
出
來
る
か
ら
、
本
質
の
概
念
は
物
自
性
の
概
念
の
中
に
黒
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
考
察
を
軍
純
に
し

よ
う
ε
思
ふ
。
漢
筆
者
も
，
等
し
く
「
性
」
ご
志
し
て
湿
別
を
し
て
居
な
い
。
（
第
六
館
町
照
）

　
物
自
性
は
「
存
在
す
る
も
の
」
に
於
け
る
の
里
宮
性
で
あ
る
ご
き
、
物
野
性
ご
「
存
在
す
る
も
の
」
ご
は

直
ち
に
弾
唄
で
は
な
い
。
前
者
は
後
者
に
就
い
て
、
そ
れ
の
「
有
う
」
ご
云
は
る
部
分
を
形
づ
く
る
が
、

「
存
在
す
る
も
の
」
は
物
三
権
以
外
の
性
質
を
含
む
。
そ
れ
は
「
有
る
こ
ε
」
の
知
ら
れ
る
性
質
で
あ
る
○

存
在
す
る
も
の
は
夫
々
早
る
性
質
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
物
自
性
を
其
の
も
の
、
其
の
も
の
ε
し

　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
有
る
発
寒
ε
す
れ
ば
、
知
ら
れ
る
性
質
ご
は
、
有
る
性
質
の
［
知
ら
れ
る
す
が
た
」
に
他
な
ら
な
い
。

期
か
る
「
有
る
性
質
」
こ
そ
れ
の
「
知
ら
れ
る
す
が
た
」
ご
の
不
可
思
議
な
結
合
が
「
存
在
す
る
も
の
」
で
あ

っ
て
、
物
書
性
は
存
在
す
る
も
の
、
全
盤
を
構
成
し
、
相
（
す
が
た
）
は
其
れ
の
意
識
ご
交
渉
す
る
部
分

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

　
存
在
す
る
も
の
ご
云
は
る
、
如
き
個
々
の
事
象
は
「
心
識
を
…
以
て
の
故
に
有
り
ご
知
ら
れ
る
」
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
の

の
、
即
ち
直
接
に
意
識
せ
ら
れ
る
ビ
こ
ろ
の
何
か
で
あ
る
。
陽
物
的
事
物
は
黒
蝿
識
を
通
じ
て
意

識
せ
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
。
色
や
威
鯛
は
知
畳
内
容
ご
し
て
意
識
せ
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
。
事

物
に
於
て
直
接
に
意
識
せ
ら
れ
る
の
は
色
や
戚
鰯
で
あ
っ
て
、
事
物
で
は
な
い
こ
も
考
へ
ら
れ
る

が
、
豊
・
な
る
知
畳
は
却
っ
て
抽
象
さ
れ
π
も
の
で
、
そ
れ
等
は
何
か
め
相
ざ
い
ふ
意
昧
を
離
れ
て
は
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経
験
さ
れ
る
こ
ご
は
出
來
な
い
こ
も
考
へ
ら
れ
る
。
知
畳
に
直
接
で
な
い
も
の
は
凡
て
意
識
に

直
接
で
な
い
ご
は
云
は
れ
な
い
。
具
面
的
に
は
知
畳
内
容
ご
事
物
ε
は
我
々
の
意
識
に
取
つ
で

同
機
に
直
接
で
あ
る
Q
そ
し
て
注
意
が
事
物
に
向
く
ご
き
は
、
知
畳
を
通
じ
て
、
事
物
の
み
が
存
在

す
る
ε
し
て
意
識
さ
れ
、
知
畳
内
容
に
注
意
の
向
く
ε
き
は
、
そ
れ
が
存
在
す
る
ご
し
て
意
識
寒
れ

る
の
で
あ
る
。
又
識
そ
の
も
の
も
「
何
か
の
意
識
」
ご
し
て
意
識
せ
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
。
鰯
れ
る

ε
き
戚
鯛
が
意
識
せ
ら
れ
る
に
即
し
て
「
痴
愚
の
意
識
」
が
意
識
せ
ら
れ
、
注
意
が
そ
れ
に
向
く
ご
き
、

意
識
そ
の
も
の
が
存
在
す
る
ご
し
て
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
此
の
経
験
を
離
れ
て
は
「
識
が
有

る
」
ご
い
ふ
の
は
無
内
容
な
言
葉
に
過
ぎ
な
い
Q
然
し
斯
く
意
識
せ
ら
れ
π
識
は
他
の
存
在
ご
同

楼…

ﾉ
、
存
在
す
る
ビ
意
識
せ
ら
れ
た
何
か
で
あ
っ
て
、
最
早
識
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
識
そ
の
も
の

は
常
に
能
取
（
σ
q
邑
邑
声
）
ビ
し
て
一
切
の
存
在
か
ら
離
れ
て
そ
れ
に
唇
面
し
、
存
在
す
る
も
の
は
、
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

の
内
容
は
何
で
あ
っ
て
も
常
に
所
取
（
σ
q
豊
μ
膨
）
ε
し
て
、
能
取
の
識
に
よ
っ
て
存
在
す
る
ご
意
識
せ

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
ご
を
本
質
ε
す
る
Q
斯
か
る
意
識
さ
れ
た
存
在
か
ら
向
点
的
世
界
は
成

り
立
ち
、
そ
れ
の
上
に
我
々
の
生
活
も
動
い
て
行
く
Q
夫
故
斯
か
る
存
在
の
眞
和
を
求
め
れ
ば
、
そ

れ
が
や
が
て
経
験
的
世
界
の
實
相
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
存
在
す
る
も
の
は
必
ず
「
心
．
識
を
以
て
の
故
に
有
り
ご
知
ら
れ
る
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
　
瀧
樹
哲
學
に
於
け
乃
物
自
姓
の
問
題
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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晶
質
學
研
究
　
第
百
四
工
丁
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
点
ハ

が
、
意
識
せ
ら
れ
た
何
か
葦
存
在
す
る
も
の
を
は
直
ち
に
同
一
で
は
な
い
。
存
在
す
る
も
の
は
「
有

り
」
ご
云
ふ
賓
僻
を
そ
れ
憂
身
の
中
に
も
つ
の
で
あ
る
が
「
有
り
」
ε
い
ふ
言
ひ
あ
ら
は
し
が
「
意
識
せ

ら
れ
る
」
こ
い
ふ
ε
同
じ
意
味
に
用
ひ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
暑
が
聞
え
て
居
る
こ
ε
を
ワ
膏
が
有

る
」
ご
言
ひ
．
瓶
が
見
ら
れ
鰯
れ
ら
れ
て
居
る
こ
ε
を
「
叛
が
有
る
」
ご
言
ふ
。
斯
か
る
場
合
の
「
有
う
」
は

「
意
識
せ
ら
れ
て
あ
る
壱
い
ふ
こ
ご
を
言
ひ
替
え
た
も
の
に
過
ぎ
す
、
そ
れ
自
身
の
意
昧
は
持
っ
て

居
な
い
。
随
っ
て
此
の
意
味
で
「
有
る
」
ご
云
ふ
寳
融
…
を
結
び
付
け
ら
れ
て
居
る
音
叉
は
瓶
は
、
意
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

せ
ら
れ
て
あ
る
督
又
は
瓶
で
、
意
識
内
容
（
く
冒
署
3
ご
し
て
あ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
今
現
に
有

る
何
か
は
一
そ
れ
の
み
が
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
島
辺
で
あ
る
が
i
凡
て
意
識
内
客
で
あ
っ
て
、
そ

の
意
味
に
鞭
て
「
存
在
す
る
も
の
」
ご
云
っ
て
も
、
そ
れ
に
は
所
取
（
把
捉
せ
ら
れ
る
）
ご
云
ふ
賓
僻
は
結

び
つ
く
こ
ご
が
出
猟
る
が
「
有
り
」
ご
云
ふ
賓
属
餅
は
結
び
つ
く
こ
ご
が
出
麗
な
い
○
随
っ
て
巌
密
な

概
念
に
於
て
は
「
存
在
す
る
も
の
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
有
る
ε
は
そ
れ
自
身
の
性
蟹
に
よ
っ
て

有
る
こ
ご
で
、
そ
れ
自
身
の
性
質
に
よ
っ
て
有
る
も
の
が
「
存
在
す
る
も
の
」
で
あ
る
。
存
在
に
な
る

爲
に
は
意
識
内
容
は
意
識
か
ら
離
れ
て
そ
れ
良
身
の
性
質
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今

聞
え
て
居
る
音
、
夢
見
鰯
れ
て
居
る
瓶
は
「
音
ε
い
ふ
も
の
」
「
瓶
ご
い
ふ
も
の
」
ご
な
る
ご
き
始
め
て
荏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

在
で
あ
る
。
斯
か
る
「
…
…
…
…
ε
い
ふ
も
の
」
は
そ
れ
膚
身
に
於
て
成
立
し
、
他
に
因
辛
し
な
い
物
自
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性
こ
し
て
、
こ
れ
の
み
が
「
有
b
」
ε
云
ふ
賓
僻
に
含
む
こ
ε
が
蜜
家
る
。
そ
れ
は
思
惟
の
欝
象
で
あ

　
グ
ル
ス
ま
　

る
「
法
」
の
實
膿
化
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
が
、
意
識
内
容
ご
し
て
あ
る
何
か
の
背
後
に
此
の
實

膿
が
假
定
さ
れ
、
意
識
に
與
へ
ら
れ
る
部
分
は
、
そ
れ
唐
身
に
於
て
有
る
性
質
（
物
悟
性
）
の
知
ら
れ
る

す
が
だ
（
相
）
ご
考
へ
ら
れ
た
も
の
が
、
具
膿
的
な
る
「
存
在
す
る
も
の
」
で
あ
る
。
夫
故
物
宿
性
は
存
在

す
る
も
の
》
全
膿
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
離
れ
て
は
存
在
は
成
立
し
な
い
Q
然
し
物
良
性
に
よ
っ
て

成
り
立
つ
存
在
は
ま
だ
必
ず
相
に
よ
っ
て
意
識
ε
交
渉
す
る
。
物
自
性
そ
の
も
は
永
久
に
把
捉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

さ
れ
る
こ
ε
が
出
來
な
い
が
、
把
捉
さ
れ
た
相
は
凡
て
物
自
性
の
把
捉
さ
れ
π
る
す
が
た
以
外
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
立
場
で
は
如
何
に
し
て
把
捉
せ
ら
る
、
こ
ご
な
き
も
の
が
把
捉
せ
ら
れ

ヘ
　
　
へ

た
る
も
の
に
な
り
得
る
か
の
説
明
が
付
か
な
く
な
る
。
　
然
し
「
存
在
す
る
も
の
」
の
観
念
は
斯
か
る

實
膿
に
よ
っ
て
の
み
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
之
か
ら
若
し
物
自
性
を
否
定
す
れ
ば
圃
切
の
存
在

は
唯
識
に
返
さ
れ
て
走
る
。
そ
れ
は
龍
樹
に
於
て
結
論
ε
し
て
言
は
る
》
こ
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
論

義
の
内
容
は
他
の
方
面
よ
り
存
在
の
概
念
を
批
評
し
て
物
字
性
を
否
定
す
る
こ
ご
に
か
》
つ
て

居
る
◎「

有
り
ε
い
ふ
の
は
常
住
の
執
持
で
あ
る
、

　
無
し
ご
い
ふ
の
は
申
臨
の
見
で
あ
る
」
（
第
十
喝
）

　
　
麓
樹
哲
學
に
於
け
る
物
慮
娩
の
問
題
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



20r6

　
　
哲
學
研
究
第
百
四
十
四
號
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入

　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ス
チ
ト
が
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ス
チ

　
存
在
す
る
も
の
は
存
在
性
を
根
本
的
属
性
ご
し
て
有
う
ε
い
ふ
三
二
を
そ
れ
自
ら
の
中
に
含

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

む
も
の
で
あ
る
。
有
）
ε
い
ふ
の
は
常
住
に
落
忌
二
身
に
同
一
で
あ
る
ご
云
ふ
こ
ご
で
あ
る
。

そ
し
て
「
存
在
す
る
も
の
」
ざ
は
常
住
に
自
己
良
身
に
同
一
な
る
も
の
》
謂
で
あ
る
。
物
唐
性
は
ま

　
　
　
エ
ニ
カ
ト
ヴ
ア

た
此
の
同
一
性
（
0
岡
（
滞
仲
く
ゆ
）
を
成
り
立
だ
せ
る
。
経
験
せ
ら
れ
る
何
か
に
於
て
、
そ
れ
の
物
自
性
を
假

出
し
て
存
在
で
あ
る
と
云
へ
ば
、
其
の
も
の
、
常
住
性
を
執
持
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
で
は

経
駿
的
挺
界
の
實
相
は
常
住
性
に
な
っ
て
來
る
。

　
「
物
肖
性
に
よ
っ
て
有
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
無
に
な
る
こ
ε
が
な
い
」
（
第
＋
一
偶
）

　
「
本
質
に
よ
っ
て
存
在
性
を
も
つ
も
の
、
非
存
在
性
は
お
こ
る
こ
ε
が
な
い
」
（
第
入
傷
）

　
存
在
は
常
に
存
在
で
あ
っ
て
雰
存
在
で
あ
る
こ
ε
が
出
來
な
い
。
そ
の
ご
き
非
存
在
の
概
念

は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
。

　
ア
プ
ハ
　
ヴ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
　
ス
チ
ト
ヴ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ァ
ス
チ

　
非
存
在
（
9
σ
拓
く
乙
ε
は
非
存
在
性
（
鼠
ω
捧
奉
）
を
根
本
的
属
性
こ
し
て
、
無
し
（
鎚
山
註
）
ε
云
ふ
賓
僻
を

そ
れ
臼
身
の
中
に
含
む
も
の
で
あ
る
。
非
存
在
性
を
も
つ
ご
は
存
在
性
を
失
ふ
こ
ご
、
無
し
ご
い

ふ
賓
僻
を
も
つ
ε
は
有
う
ご
い
ふ
困
乏
を
失
ふ
こ
ε
を
意
味
す
る
。
存
在
性
を
失
ひ
有
り
ε
い

ふ
賓
僻
を
失
っ
た
と
き
、
そ
の
も
の
が
非
存
在
に
な
る
の
で
あ
る
。
胴
に
罪
存
在
こ
い
ふ
も
の
が

有
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
存
在
性
を
決
定
し
て
居
る
の
は
物
良
性
で
あ
る
か
ら
、
存
在
が
非
存
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在
に
な
る
爲
に
は
存
在
す
る
も
の
は
物
膚
性
を
失
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
物
自
性
が
全
く
無
け
れ

ば
存
在
で
も
非
存
在
で
も
な
い
。
有
っ
た
物
唐
性
が
無
く
な
っ
た
ご
き
が
非
存
在
で
あ
る
。
そ

し
て
無
く
な
る
ε
は
物
自
性
が
墾
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
無
い
」
ご
云
ふ
言
ひ
あ
ら
ば
し
は
屡
、
軍
に
意
識
せ
ら
れ
て
居
な
い
ε
云
ふ
ご
同
義
に
用
ひ
ら

れ
る
。
物
が
見
え
な
い
ビ
き
に
無
い
ビ
言
ふ
。
斯
か
る
場
合
の
「
無
い
」
は
そ
れ
膚
身
の
意
昧
は
持

π
な
い
で
、
物
は
矢
張
り
有
る
の
で
あ
る
。
乳
が
酪
に
木
が
友
に
礎
す
る
如
く
、
一
物
が
そ
れ
虞
身

の
性
質
を
失
ふ
ピ
き
に
の
み
「
無
」
の
概
念
は
意
昧
を
も
つ
。
「
存
在
す
る
も
の
、
墾
化
を
入
は
非
存

　
　
（
第
五
偶
）

在
ε
謂
ふ
」
の
で
あ
る
。
　
七
化
の
原
語
震
饗
尊
長
溺
薫
は
「
他
物
に
な
る
こ
ご
」
で
あ
る
。
　
斯
か
る
意
味

に
於
け
る
墾
化
は
必
ず
本
質
の
憂
化
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
本
質
が
な
け
れ
ば
獲
化
す
る
も

の
が
な
い
」
（
第
九
偶
）
○
一
つ
の
本
質
が
良
己
宙
身
で
な
く
な
る
ご
き
に
、
そ
の
本
質
．
に
よ
っ
て
有
っ
た

存
在
が
非
存
在
に
な
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
本
質
は
常
に
同
一
に
し
て
墾
化
し
な
い
ε
い
ふ
属

性
を
そ
れ
膚
身
の
中
に
持
っ
て
居
る
。
夫
故
に
「
本
質
の
鍵
化
は
何
時
に
於
て
も
あ
り
得
な
い
」

（
第
入
管
）
。
又
「
本
質
が
有
る
ε
き
に
は
何
も
の
も
墾
化
し
な
い
」
（
第
九
偶
）
o
非
存
在
は
存
在
を
豫
想
す

る
か
ら
「
存
在
が
成
立
し
な
け
れ
ば
非
存
在
は
成
立
し
な
い
」
（
第
五
偶
）
。
然
し
存
在
が
－
物
臼
性
を

假
定
す
る
こ
ご
に
よ
っ
て
一
成
立
す
る
ε
し
て
も
「
存
在
す
る
も
の
、
菱
化
」
こ
い
ふ
如
き
意
味

　
　
龍
樹
哲
學
に
於
け
る
物
喬
性
の
問
題
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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｝
○

に
於
け
る
非
存
在
－
そ
れ
の
み
が
非
存
在
の
概
念
の
正
し
き
意
昧
で
あ
る
が
i
i
は
成
立
し
な

い
。
此
の
立
場
に
於
け
る
非
存
在
は
唯
「
存
在
の
中
陣
」
を
意
昧
す
る
場
合
に
の
み
可
能
で
あ
る
。

　
「
今
は
無
し
曾
っ
て
は
有
り
き
ビ
云
は
㎏
申
断
が
俘
ひ
き
た
る
」
（
第
十
一
傷
）

　
非
存
在
は
「
今
は
無
し
」
ご
云
ふ
廿
里
に
よ
っ
て
あ
ら
は
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
、
曾
っ

て
は
本
質
に
よ
っ
て
「
存
在
」
で
あ
っ
た
と
云
ふ
こ
ε
を
夢
想
し
な
け
れ
ば
成
わ
立
π
な
い
概
念
で

あ
る
。
其
の
有
ご
無
を
連
ね
る
の
は
憂
化
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
有
8
無

ε
の
間
は
全
く
中
断
せ
ら
れ
る
。
物
窟
性
を
立
て
、
存
在
ε
非
存
在
を
見
る
立
場
は
、
存
在
は
常

住
に
存
在
で
あ
っ
て
叉
忽
然
ε
中
臨
す
る
ご
見
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
常
住
性
ご
申
断
性
ご
が

存
在
の
世
界
の
實
相
に
な
っ
て
來
る
。
之
を
縛
廻
し
て
「
生
滅
す
る
が
故
に
常
な
ら
す
、
因
果
相
籏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ハ
　

す
る
が
故
に
断
な
ら
ざ
る
」
こ
ビ
に
存
在
の
實
相
を
求
め
る
の
が
龍
樹
の
立
場
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
物
自
性
の
否
定
に
よ
っ
て
自
ら
導
か
れ
る
◎
物
良
性
が
因
縁
に
よ
っ
て
否
定
せ
ら
れ
る
こ
ε

は
前
節
に
考
察
し
π
Q
そ
の
ご
き
存
在
が
如
何
な
る
す
が
た
を
持
っ
て
來
る
か
、
そ
れ
が
次
に
來

る
問
題
で
あ
る
が
、
其
の
考
察
の
爲
に
は
更
に
他
品
の
研
究
解
騨
に
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
（
註
一
）
第
三
節
註
十
九
墾
照
。

　
（
註
二
）
識
（
く
α
堅
塁
）
に
就
い
て
内
容
か
ら
眼
耳
鼻
舌
身
の
識
ε
、
意
の
識
ざ
が
分
け
ら
れ
て
居
る
○
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意
（
奪
舞
ρ
ω
）
は
思
惟
を
意
如
し
、
前
五
識
は
そ
れ
に
処
す
れ
ば
知
畳
で
あ
る
。
　
そ
し
て
佛
激
の
論

書
に
「
意
識
」
ご
あ
る
ご
き
は
必
ず
「
意
の
識
」
を
意
昧
す
る
の
で
あ
る
が
、
知
豊
ε
思
惟
を
包
括
し
た
・

識
の
原
語
が
今
の
我
々
の
用
語
で
あ
る
「
意
識
」
に
相
幽
す
る
。
そ
れ
で
此
の
論
文
で
は
前
五
識

を
知
良
識
又
は
知
畳
的
意
識
、
第
六
意
識
を
思
惟
識
叉
は
思
惟
的
意
識
ご
言
ひ
あ
ら
は
し
、
そ
れ

等
の
内
容
を
包
括
し
た
「
識
」
に
醤
し
て
は
「
意
識
」
の
語
を
用
ふ
る
こ
ご
に
し
た
。
論
書
で
も
「
意
の

識
」
で
あ
る
意
識
に
は
そ
の
上
に
「
分
胴
」
（
〈
芹
巴
鵠
）
の
語
を
附
し
て
「
分
別
意
識
」
ε
云
は
る
、
こ
ε

も
あ
り
、
之
を
思
惟
意
識
建
介
す
こ
ご
は
問
題
上
む
し
ろ
適
切
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

（
註
釈
）
能
取
所
取
（
ぴ
q
昌
冨
訂
℃
σ
Q
養
ξ
算
）
は
「
把
捉
す
る
」
を
意
味
す
る
語
根
ぴ
q
鑓
ず
の
墾
化
で
、
そ
れ
み
＼
「
把

捉
す
る
も
の
」
ご
門
把
捉
せ
ら
る
べ
き
も
の
」
ビ
を
意
味
す
る
。
此
の
概
念
は
中
主
中
に
は
見
出
す

こ
ご
が
斑
來
な
か
つ
元
が
、
唯
識
二
十
論
に
あ
ら
は
れ
る
も
の
を
意
う
用
ひ
た
。
随
っ
て
能
取

所
取
の
密
語
は
玄
癸
の
も
の
で
あ
る
が
、
意
昧
は
「
主
命
客
観
」
に
相
鼓
し
て
そ
れ
よ
り
も
、
よ
う
適

切
な
言
葉
で
あ
）
、
佛
漱
七
癖
上
の
概
念
ε
し
て
一
般
に
用
ひ
ら
れ
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
o

（
二
四
〉
く
暴
虐
瓜
i
漢
書
に
識
ご
鐸
さ
れ
る
原
語
に
二
つ
あ
る
〇
一
は
く
智
謀
ρ
で
二
は
く
貸
署
鶴
で

あ
る
。
根
境
識
の
場
合
の
「
識
」
は
前
者
で
、
唯
識
の
場
合
の
「
識
」
は
後
者
で
あ
る
。
此
の
二
語
の
彊

別
は
問
題
上
非
常
に
重
要
で
あ
る
Q
蕊
鶏
冬
が
言
語
上
「
意
識
す
る
は
た
ら
き
」
の
意
味
を
そ
れ

　
龍
樹
糎
學
に
於
け
る
物
自
性
の
問
題
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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爵
身
の
中
に
含
み
（
第
三
箇
墾
照
）
純
輝
に
能
取
（
主
魏
）
ご
し
て
の
意
識
を
あ
ら
は
す
概
念
で
あ
る

に
甥
し
、
く
冒
壱
織
は
何
か
の
内
容
を
も
つ
て
個
々
に
耀
う
立
っ
て
居
る
意
識
を
あ
ら
は
3
概
念

で
あ
ろ
。
．
漢
謬
で
「
眼
識
」
ご
あ
る
ご
き
の
識
は
「
見
る
は
だ
ら
き
の
識
」
の
意
味
で
原
語
は
必
ず
ヴ

ィ
ジ
ニ
ャ
ー
ナ
で
あ
り
「
面
識
」
ご
あ
る
ご
き
の
識
は
「
色
の
知
畳
」
の
意
昧
で
必
ず
ヴ
ィ
ジ
ニ
ャ
ブ

チ
で
あ
る
。
個
々
の
色
ε
か
習
こ
か
は
皆
ヅ
ィ
ジ
ニ
ャ
ブ
チ
で
あ
っ
て
、
此
語
に
劉
し
て
は
「
意

識
内
容
』
叉
は
「
識
象
あ
送
風
が
最
も
適
切
で
あ
る
。
之
を
漢
課
が
軍
に
「
識
そ
し
て
ヴ
イ
ジ
ニ
ャ

婁
ナ
ε
匪
亡
し
な
か
っ
た
の
は
久
し
く
問
題
を
見
失
は
せ
る
も
ご
に
な
っ
た
。
然
し
涯
別
し

て
謬
さ
れ
る
ざ
き
は
一
般
に
「
了
2
4
」
が
用
ひ
ら
れ
、
玄
装
は
n
内
識
」
の
課
語
を
も
並
用
し
て
居
る
。

翻
諜
名
義
集
に
は
「
貌
、
表
」
の
語
が
出
て
居
る
が
其
の
典
擦
は
不
明
で
あ
る
。
　
此
の
概
念
は
中
論

本
藩
中
に
は
見
出
す
こ
ご
を
得
す
し
て
唯
識
二
十
論
か
ら
取
う
用
ひ
た
。
然
し
龍
樹
に
於
て

も
此
の
概
念
は
た
し
か
に
用
ひ
ら
れ
て
居
る
。
爾
申
論
ご
昏
怠
の
唯
識
二
十
論
ε
は
そ
の
哲

學
上
の
問
題
に
干
て
す
ぐ
に
結
び
付
く
内
容
を
も
つ
て
居
る
。
前
者
に
結
論
ε
し
て
あ
ら
は

れ
る
ご
こ
ろ
を
後
者
が
主
題
ε
し
て
取
る
か
ら
で
あ
る
。

（
心
血
）
ダ
ル
マ
（
法
島
ざ
．
茸
ρ
）
は
意
根
の
境
ε
し
て
思
惟
の
勤
象
を
意
味
す
る
Q
金
面
で
「
法
」
の
概
念

が
色
々
に
用
ひ
ら
れ
て
不
明
で
あ
る
様
に
考
へ
ら
れ
易
い
の
は
、
義
血
者
の
用
ひ
て
居
る
漢
字



の
「
法
」
を
凡
て
そ
の
ま
、
梵
語
の
ダ
川
マ
に
持
っ
て
行
っ
て
考
へ
る
か
ら
で
あ
る
（
第
七
飾
墾
照
）
．

敷
理
上
の
法
の
概
念
は
意
根
の
境
と
し
て
明
瞭
な
意
味
を
與
へ
ら
れ
て
居
る
。
法
の
意
昧
の

解
騨
は
此
の
黙
か
ら
鵠
襲
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
龍
樹
哲
學
に
於
け
る
最
も
重
要
な

問
題
の
一
つ
は
漆
（
ダ
ル
マ
）
ビ
存
在
（
ブ
ハ
ー
ヅ
ァ
）
こ
の
峻
別
で
あ
る
。

　
（
註
六
）
中
論
襯
因
果
品
第
二
十

五
、
漢
課
の
本
文
批
評
一
（
第
三
掲
一
五
掲
）

　
問
題
の
解
繹
は
梵
文
に
よ
っ
て
漢
課
を
整
理
し
た
ご
こ
ろ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
蹄
結
で
あ
る
。

以
下
二
二
に
就
い
て
問
題
に
視
織
を
置
い
た
函
丈
批
詐
を
加
へ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
上
意
の
解
繹
に

典
擦
を
與
へ
よ
う
ご
思
ふ
。
（
梵
丈
の
全
文
に
一
月
號
に
幽
し
表
か
ら
原
語
は
重
要
な
露
語
の
み
に
附
す
。
）
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コ
ニ
　
　
　
シ
　
　
ク
バ

（
三
）
法
若
無
昌
膚
性
一

　
　
　
ガ
　
ラ
ン

　
云
何
有
　
他
撃

　
　
　
ハ
　
テ
　
　
　
ニ

　
自
性
於
二
他
性
「

　
　
ケ
テ
　
ス
　
　
　
ト

　
亦
名
翁
他
性
一

物
野
性
（
ω
〈
ρ
σ
薮
く
ρ
）
の
有
ら
ざ
る
ご
き
に

如
何
に
し
て
物
他
性
（
誌
上
σ
露
話
）
有
ら
ん
、

他
物
（
冨
茜
ぴ
冨
奉
）
の
物
膚
性
が

物
他
性
ご
名
づ
け
ら
る
れ
ば
な
り
。

　
掲
は
前
面
句
を
宗
と
し
後
二
句
を
因
ビ
し
て
一
個
の
論
謹
を
含
む
で
居
る
。
第
一
句
（
法
に
若

し
臼
歯
な
く
ば
」
の
「
法
」
は
概
念
そ
の
も
の
ご
し
て
は
「
物
膚
性
を
所
有
す
る
法
」
で
あ
っ
て
、
プ
ハ
雪
ヅ

　
　
龍
樹
哲
學
に
於
け
る
物
自
性
の
問
題
（
下
）
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



262

　
　
哲
學
研
究
　
第
百
四
十
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

ア
（
物
V
に
相
當
す
べ
き
課
語
で
あ
る
が
、
醗
謬
の
形
式
こ
し
て
は
謬
者
の
附
加
で
意
味
の
上
か
ら
補

は
れ
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
梵
文
は
軍
に
「
物
自
性
な
く
ば
」
で
あ
る
が
、
物
欝
性
が
無
い
ご
云
ふ
の

は
物
の
中
に
無
い
ε
云
ふ
こ
ご
で
、
直
物
慰
籍
を
否
定
す
る
ご
は
、
そ
う
云
ふ
も
の
、
存
在
を
否
定

す
・
る
の
で
は
な
く
物
か
ら
引
き
離
す
の
で
あ
る
。
此
の
意
味
に
於
て
課
者
が
「
法
」
を
補
っ
て
居
る

の
は
適
切
で
あ
る
。
然
し
そ
の
適
切
さ
は
「
毒
性
な
く
ば
」
の
句
に
肥
し
て
の
み
で
あ
っ
て
、
全
膿
の

論
謹
に
回
し
て
は
適
切
で
な
い
。
梵
文
の
如
く
無
い
方
が
好
い
の
で
あ
る
。
こ
、
で
は
物
膚
性

が
物
に
開
し
て
の
み
有
る
べ
き
も
の
ピ
云
ふ
こ
と
は
根
本
的
に
前
提
さ
れ
、
拳
の
上
に
立
っ
て
此

の
物
の
自
性
ご
他
の
物
の
自
性
ε
が
、
物
自
性
と
云
ふ
諭
旨
に
於
て
同
一
だ
と
云
ふ
こ
と
が
問
題

に
な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
斯
か
る
場
合
に
現
存
梵
文
に
は
「
物
」
の
字
が
無
い
が
羅
什
の
原
本
に

は
有
っ
た
か
も
・
知
れ
な
い
ピ
云
ふ
こ
ご
は
疑
へ
ば
幾
…
等
で
も
疑
へ
る
こ
ご
で
、
そ
れ
を
否
定
す
る

根
擦
は
な
い
が
、
又
疑
ふ
べ
き
理
由
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
梵
交
に
も
西
藏
交
に
も
無
く
、
又

何
よ
り
も
問
題
そ
の
も
の
が
然
る
べ
き
場
合
に
は
、
そ
れ
に
随
っ
て
漢
課
の
意
課
の
跡
を
見
出
す

こ
ε
に
観
点
を
置
い
て
無
意
愚
な
疑
ひ
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
此
の
場
合
に
も
現
存
梵
丈
ご

羅
什
の
原
本
ご
は
全
く
同
交
で
あ
っ
淀
ε
考
へ
て
差
支
な
い
。
　
漢
鐸
か
ら
「
法
」
の
一
字
を
除
ぐ
な

ら
、
第
一
、
言
句
に
於
て
慰
者
は
全
く
合
致
す
る
Q
「
若
し
無
く
ば
」
は
市
立
於
格
の
子
嚢
く
。
「
云
何
が
」
、
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は
犀
9
霧
「
有
ら
ん
」
は
び
冨
く
凶
望
ρ
亀
肖
性
他
性
」
は
夫
々
の
温
語
の
鐸
で
一
語
の
出
入
な
く
び
つ
た
り
一

致
す
る
。
そ
し
て
二
等
が
一
致
す
る
ビ
き
、
漢
課
の
「
法
」
に
相
當
す
べ
き
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
は
梵
掲
の
字

数
の
上
か
ら
加
は
る
籐
地
が
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
諸
黙
は
之
を
課
者
の
附
加
ご
見
る
に
充

分
の
理
由
で
あ
る
。
又
斯
か
る
場
合
に
「
法
」
を
附
加
す
る
こ
ご
は
羅
什
の
課
例
の
中
に
多
い
。

　
第
三
句
「
二
黒
は
他
性
に
於
て
」
は
意
味
の
明
瞭
で
な
い
謬
で
あ
る
。
黒
雲
の
梵
交
に
は
笹
鎚
σ
｝
ゲ

碧
騨
の
語
が
三
つ
あ
ら
は
れ
る
が
其
れ
が
二
襟
の
概
念
に
用
ひ
ら
れ
て
居
る
。
　
唄
は
此
の
物
に

劉
す
る
「
他
の
物
」
を
意
味
し
、
二
は
「
他
の
物
の
賢
慮
性
」
を
意
味
す
る
。
　
第
三
句
の
も
の
は
前
者
、
第
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
た
し
ゃ
う

句
ご
四
句
の
も
の
が
後
者
の
意
昧
で
あ
る
Q
和
諜
は
前
者
を
「
他
物
」
後
者
を
「
物
他
性
」
ε
し
て
匿
別

し
た
。
そ
し
て
第
三
句
は
物
他
性
の
概
念
を
「
他
物
の
物
置
性
」
（
笹
・
託
る
奏
ω
饗
ω
く
琶
多
く
”
）
と
定
義
し

て
居
る
の
で
あ
る
。
漢
諜
で
「
他
性
」
ざ
あ
れ
ば
一
般
に
「
物
他
性
」
の
意
味
で
あ
る
こ
ご
が
例
に
な
っ

て
居
る
か
ら
、
第
二
句
ご
四
句
の
課
は
そ
の
ま
〉
で
好
い
が
、
第
三
句
の
他
性
は
他
物
の
意
味
で
羅

什
の
繹
語
例
か
ら
は
「
他
法
」
ビ
鐸
さ
れ
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
「
膚
性
は
他
法
に

於
て
は
亦
他
性
ε
名
づ
く
」
と
な
っ
て
問
題
が
は
っ
き
り
す
る
〇
十
二
門
論
に
同
文
を
引
く
箇
所

で
は
「
他
の
平
滑
」
ご
課
し
て
居
る
（
親
愛
門
）
。
此
の
三
句
ビ
四
句
梵
文
ご
漢
鐸
は
全
く
同
一
で
あ
る
。

　
本
品
の
叙
述
は
嚴
密
な
論
謹
か
ら
成
う
立
ち
、
野
飼
に
繧
ご
云
ふ
接
績
詞
が
含
ま
れ
「
何
ピ
な
れ

　
　
艶
半
周
學
に
於
δ
ゐ
物
露
性
の
問
題
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
斑
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哲
學
研
究
　
　
第
百
四
十
m
目
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
山
ハ

ば
…
…
…
…
な
れ
ば
な
り
」
を
意
味
し
て
非
常
に
重
要
な
働
き
を
し
て
居
る
。
之
が
漢
謬
で
大
部
分

略
さ
れ
だ
こ
ε
は
問
題
を
少
か
ら
ず
不
明
瞭
に
さ
せ
て
居
る
。

「
物
虞
性
の
有
ら
ざ
る
ご
き
に
」
ε
云
ふ
胃
頭
の
句
は
一
夏
ε
二
三
の
論
謹
に
含
ま
れ
て
居
だ
結

　
　
　
　
　
　
　
（
一
月
號
第
二
鮪
滲
照
）

論
を
表
面
に
面
し
元
の
で
あ
る
。
又
此
の
句
に
よ
っ
て
前
二
心
が
表
面
に
物
肖
性
の
因
縁
現
趨

を
否
定
し
つ
、
、
物
矯
性
存
在
の
否
定
を
問
題
ご
し
て
内
含
す
る
こ
ビ
が
指
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
自
性
が
無
け
れ
ば
他
性
も
無
い
を
云
ふ
命
題
は
す
ぐ
次
の
掲
を
導
い
て
來
る
。

　
　
レ
テ
ハ
　
　
ト
　
　
ト
テ

（
四
〉
離
二
自
性
他
性
【

　
ゾ
　
ン
　
ニ
　
ル
コ
テ

　
何
得
吏
有
7
法

　
シ
　
ラ
バ
　
ト
　
ト
ノ

　
若
有
＝
膚
他
性
一

　
　
　
チ
　
　
ズ
ル
テ

　
諸
法
則
得
成

物
自
性
ご
物
他
性
ε
を
離
れ
て

存
在
（
σ
罫
毒
）
が
そ
も
如
何
に
し
て
（
成
立
せ
ん
）

物
白
髭
性
か
物
他
性
か
“
有
る
に
よ
っ
て

存
在
は
成
立
（
邑
ξ
蝕
）
す
れ
ば
な
り
。

　
掲
は
同
じ
く
一
個
の
論
謹
を
＾
曾
み
漢
諜
ご
梵
文
ご
は
出
入
な
く
一
致
す
る
Q
　
第
一
句
「
離
開
れ
て
」

は
貰
。
第
二
句
「
何
ぞ
」
は
一
自
白
。
。
「
更
に
」
は
雲
一
二
第
三
句
「
若
し
有
ら
ば
」
は
研
立
士
爵
の
ω
蝕
の
鐸
で
あ

る
。
主
要
名
詞
の
一
致
は
む
し
ろ
轡
田
然
で
あ
る
が
、
助
詞
の
一
致
は
注
意
す
べ
く
、
中
言
本
碩
が
数

百
年
に
亘
っ
て
如
何
に
よ
く
保
存
さ
れ
元
か
を
示
す
の
で
あ
る
。
梵
文
に
あ
ら
は
れ
る
二
語
の

ブ
ハ
ー
ヅ
ァ
は
「
法
、
諸
法
を
課
さ
れ
て
居
る
。
諸
法
は
原
期
上
ブ
ハ
竃
ヅ
ァ
の
複
数
形
の
課
語
で
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あ
る
が
、
此
の
場
合
は
原
語
は
冠
者
ご
も
軍
数
形
で
あ
り
、
又
問
題
の
上
か
ら
そ
れ
が
好
い
の
で
あ

る
。
概
念
が
ご
襟
に
な
る
こ
ご
の
歯
面
な
い
性
質
を
以
て
取
り
級
は
れ
て
居
る
。
漢
、
鐸
ご
梵
文

に
於
け
る
複
数
ビ
軍
数
と
の
關
係
も
葬
常
に
よ
く
一
致
し
、
漢
鐸
に
諸
法
ご
あ
る
ε
．
き
は
梵
文
も

大
抵
は
複
数
で
あ
ら
は
れ
て
居
る
Q
此
の
箇
所
は
古
論
中
僅
か
に
三
個
の
異
例
の
N
つ
で
あ
る

（
他
の
二
は
三
相
品
に
あ
る
〉
。
第
四
句
に
「
成
立
す
る
」
ビ
い
ふ
賓
僻
が
掛
て
、
第
二
句
で
梵
文
は
そ
れ

を
略
し
た
形
を
取
っ
て
居
る
。
和
繹
は
揺
弧
を
附
し
て
補
つ
旋
。
漢
鐸
は
「
法
あ
ら
・
ん
」
ε
し
て
略

し
た
形
の
ま
、
に
試
し
て
あ
る
。
窯
が
略
さ
れ
て
論
謹
の
關
係
の
不
明
に
な
っ
て
居
る
こ
ご
は

前
ご
同
…
榛
で
あ
る
。

　
此
偶
は
前
偶
を
う
け
て
富
谷
性
が
存
在
を
成
立
せ
し
め
る
こ
ご
を
立
言
す
る
黙
で
、
問
題
上
重

要
な
二
二
を
も
つ
て
居
る
。
そ
し
て
物
急
性
を
離
れ
て
は
存
在
は
成
立
し
な
い
ε
云
ふ
命
題
は

す
ぐ
次
の
燭
を
導
い
て
來
る
。

　
　
　
　
レ
バ

（
五
）
有
若
不
レ
成
者

　
　
　
ガ
ケ
ン
　
ズ

　
無
云
何
可
レ
成

　
ル
ガ
ル
ニ
　
　
　
　
ニ

　
因
レ
有
昌
有
法
故

　
ノ
ス
ル
テ
ケ
テ
ス
　
ト

　
有
壊
名
翁
無

存
在
（
ぴ
罫
奉
）
に
し
て
若
し
成
立
せ
ざ
れ
ば
、

非
存
在
宣
∪
懸
隔
）
も
つ
い
に
成
立
せ
す
。

存
在
す
る
も
の
》
鍵
化
（
鴛
饗
穿
浮
露
奉
）
を

罪
存
在
ご
人
々
は
謂
ふ
な
れ
ば
な
う
。

　
　
　
　
　
」

龍
樹
哲
學
に
於
け
ろ
物
爵
性
の
問
題
（
下
）

一
七
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哲
學
研
究
　
第
百
四
十
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”
噂
入

　
前
偶
で
法
、
諸
法
ご
謬
さ
れ
た
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
は
湯
玉
で
は
有
無
ビ
謬
さ
れ
て
居
る
。
漢
課
の
上

で
は
如
何
に
し
て
も
函
丈
の
言
語
上
の
閣
係
を
見
出
す
こ
ε
が
不
可
能
で
あ
る
。
「
法
」
を
主
語
に

し
て
「
有
」
を
其
の
賓
僻
ご
見
る
誤
解
さ
へ
も
越
り
勝
ち
で
あ
る
。
函
者
は
言
語
上
及
び
概
念
上
全

く
同
一
で
等
し
く
「
存
在
」
を
意
昧
す
る
。
存
在
ε
は
「
存
在
す
る
も
の
」
の
謂
で
あ
る
が
、
非
存
在
の
甥

概
念
の
ε
き
は
「
存
在
す
る
も
の
」
の
存
在
す
る
こ
ご
そ
の
こ
ビ
に
注
意
が
置
か
れ
、
そ
の
場
合
は
原

語
は
必
ず
室
数
形
で
あ
ら
は
れ
方
塞
は
有
無
ε
課
す
こ
ε
を
原
則
ご
し
て
居
る
。
賜
の
箇
所
は

そ
れ
の
…
例
で
あ
る
○
そ
し
て
法
、
諸
法
の
語
語
は
原
期
上
、
ブ
ハ
ー
グ
ァ
が
複
数
形
で
あ
ら
は
れ

「
存
在
す
る
も
の
」
の
意
味
の
注
意
さ
れ
て
居
る
場
合
に
用
ひ
ら
れ
る
こ
ご
を
謬
語
例
ビ
す
る
の
で

あ
る
が
、
前
掲
の
梵
丈
ブ
ハ
蓄
ヴ
ァ
は
其
の
意
昧
で
は
な
い
。
随
っ
て
心
慮
も
前
掲
に
於
て
有
無

ご
謬
す
方
が
適
切
で
あ
っ
た
。
叉
期
か
る
場
合
に
法
の
課
語
を
用
ひ
て
居
る
の
は
稀
な
例
に
属

す
る
。
そ
れ
で
和
課
は
存
在
非
存
在
ε
し
て
統
一
し
、
個
々
の
も
の
に
結
び
付
く
古
方
の
幽
る
場

合
に
は
「
存
在
す
る
も
の
」
及
び
「
物
」
の
言
ひ
あ
ら
は
し
を
取
つ
淀
。

　
第
三
句
「
有
法
あ
る
に
因
る
が
故
に
」
は
漢
謬
者
の
挿
入
句
で
あ
る
。
第
四
句
の
「
有
罪
」
ご
「
名
爲
無
」

ご
が
そ
の
ま
、
梵
文
の
第
三
四
句
に
含
致
す
る
。
課
交
の
形
が
短
く
な
つ
だ
の
で
一
句
を
掃
入

し
た
も
の
こ
思
は
れ
る
Q
そ
し
て
之
に
含
ま
れ
る
．
有
法
」
は
概
念
そ
の
も
の
ε
し
て
は
「
有
」
ご
等
し
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く
ブ
ハ
ー
ヅ
ァ
に
．
相
啓
田
す
べ
き
劇
灘
語
で
あ
る
。

　
「
存
在
す
る
も
の
、
船
腹
」
を
「
有
の
壊
す
る
」
ご
課
し
て
居
る
が
、
此
の
言
ひ
あ
ら
は
し
は
「
有
ε
い
ふ

も
の
が
こ
は
れ
る
」
ご
云
ふ
意
味
を
連
想
さ
せ
易
く
、
適
切
な
謬
で
な
い
。
器
醤
爵
謬
豊
島
は
「
他
の
物

に
な
る
」
こ
ご
で
墾
化
で
あ
る
。
後
の
掲
で
は
「
異
」
ご
課
し
て
あ
る
が
其
の
方
が
好
い
○
「
存
在
す
る

も
の
、
灘
化
を
非
存
在
ご
謂
ふ
」
は
非
常
に
興
昧
の
あ
る
問
題
を
含
む
。
此
の
黙
に
結
び
付
い
て
、

非
存
在
の
成
り
立
つ
爲
に
存
在
す
る
も
の
は
遜
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
爲
に
は
存
在
す

る
も
の
、
本
質
が
悪
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ど
し
て
「
本
質
ご
悪
化
」
の
問
題
が
遵
か
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
此
の
場
合
墾
化
の
概
念
に
結
び
付
い
て
あ
ら
は
れ
る
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
の
概
念
は
軍

に
「
非
存
在
」
の
醤
概
念
と
は
多
少
異
っ
た
含
蓄
を
も
ち
、
之
を
「
存
在
」
ご
戯
し
た
の
で
は
問
題
を
は
っ

き
わ
さ
せ
る
こ
ε
が
毘
來
な
い
○
因
っ
て
和
鐸
は
「
存
在
す
る
も
の
」
こ
し
て
真
夏
を
し
た
。
又
梵

文
に
於
て
［
人
左
（
い
鴛
留
）
が
複
数
に
な
り
「
謂
ふ
」
（
び
暴
く
舞
。
）
が
輩
数
に
な
っ
て
数
が
舎
は
な
い
の
は

掲
丈
の
韻
の
都
合
で
あ
ら
う
ご
云
ふ
Q
（
第
一
館
難
文
謬
照
）

　
既
の
偶
に
於
て
第
三
偶
よ
）
窺
い
て
來
た
論
義
が
一
癒
完
結
す
る
○
物
膚
性
を
立
て
、
有
無

を
考
へ
る
立
場
を
批
評
す
る
こ
ご
が
王
命
の
主
題
に
な
り
、
一
掲
と
二
偶
で
、
存
在
が
衆
縁
和
含
に

よ
っ
て
成
り
立
つ
こ
ご
、
物
膚
性
が
衆
縁
の
限
定
を
う
け
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
ご
か
ら
、
物
臼
性

　
　
寵
樹
哲
學
に
於
け
る
物
爵
性
の
問
題
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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二
〇

を
存
在
か
ら
引
き
離
す
。
三
筆
か
ら
五
掲
ま
で
は
そ
れ
を
う
け
て
、
物
齎
性
を
引
き
離
さ
れ
π
存

在
は
最
早
や
存
在
で
は
な
い
。
随
っ
て
非
存
在
も
成
立
し
な
い
ε
云
ふ
。
そ
こ
に
は
存
在
で
も

非
存
在
で
も
な
け
れ
ば
世
界
は
何
で
あ
る
か
ご
云
ふ
問
題
が
廃
さ
れ
て
く
る
○
結
論
を
灘
げ
る

な
ら
ば
、
存
在
非
存
在
を
超
え
π
「
存
在
す
る
も
の
」
の
實
相
は
室
ε
平
生
で
あ
る
。
室
ご
縁
生
の
す

が
た
に
於
て
存
在
の
単
相
を
見
よ
う
こ
す
る
の
が
龍
樹
の
根
本
的
立
場
で
あ
る
が
、
此
章
で
は
そ

れ
は
残
さ
れ
る
問
題
に
な
り
、
そ
れ
に
導
く
だ
め
に
有
無
の
槻
念
を
批
評
す
る
こ
ご
が
有
無
品
に

於
け
る
表
面
の
問
題
で
あ
る
。
「
物
自
性
の
假
定
に
よ
っ
て
成
う
立
つ
有
無
の
立
場
は
、
存
在
す
る

も
の
に
因
縁
の
概
念
が
結
び
付
く
ご
き
に
論
理
上
の
困
難
を
含
む
で
賜
る
。
そ
れ
を
救
ふ
た
め

に
は
物
自
性
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
そ
れ
を
否
定
す
れ
ば
有
無
の
槻
念
は
成
う
立

だ
な
く
な
る
を
云
ふ
の
が
第
五
偶
ま
で
の
論
考
の
大
要
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
先
づ
有
無
の
見
の
縛

せ
ら
れ
る
溢
が
示
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
根
本
的
立
場
の
内
容
は
他
の
章
（
主
こ
し
て
四

諦
品
）
の
問
題
に
な
っ
て
居
る
○
此
慮
で
は
そ
れ
が
暗
示
さ
れ
る
に
止
ま
り
、
第
六
掲
以
下
に
は
有

無
の
考
へ
に
就
い
て
術
新
だ
な
批
評
が
加
へ
ら
れ
、
其
の
論
義
を
引
き
出
す
契
機
を
な
す
の
は
第

五
掲
の
非
存
在
の
定
讃
「
存
在
す
る
も
の
、
墾
化
を
入
は
非
存
在
ご
謂
ふ
あ
一
句
で
あ
る
。



占ハ

m
　
濫
慌
課
の
％
÷
小
が
人
批
評
一
一
（
第
三
ハ
偶
｝
一
十
｛
侭
四
）
，
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シ
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
ト
テ

（
六
）
若
人
見
塾
有
無
一

　
レ
バ
　
　
　
ト
　
　
　
ト
チ

　
見
　
自
性
他
性
一

　
ク
ナ
ラ
バ
ノ

　
如
伊
是
則
不
レ
見
篇

　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
ジ

　
佛
法
眞
實
墾

物
慮
性
ご
物
他
性
ご

ま
た
存
在
ビ
非
存
在
ε
を

見
る
ご
こ
ろ
の
者
か
れ
等
は

佛
説
9
＆
警
干
魯
。
・
9
影
）
に
於
け
る
如
實
性
（
欝
簿
く
費
）
を
讃
す
。

　
第
七
掲
以
下
に
存
在
非
存
在
を
見
る
も
の
は
常
見
逸
見
に
隔
る
ご
云
ふ
批
評
が
あ
ら
は
れ
る
。

そ
の
結
論
を
最
初
に
恋
い
元
も
の
で
、
龍
樹
の
有
無
の
立
場
に
謝
す
る
決
定
的
な
帯
鋼
を
示
す
一

掲
で
あ
る
。
考
課
ご
梵
交
は
第
一
句
ε
二
野
が
入
れ
替
っ
て
居
る
の
み
で
内
容
は
全
く
一
致
す

る
。
唯
だ
「
佛
法
」
ご
「
眞
實
義
」
ご
が
羅
什
の
鐸
語
早
し
て
問
題
に
な
る
。
「
佛
法
」
は
ブ
ド
ハ
シ
ャ
ー
サ

ナ
（
佛
陀
の
激
説
）
の
諜
で
此
の
原
語
は
中
興
中
四
語
あ
ら
は
れ
る
が
何
れ
も
「
佛
法
」
ご
謬
さ
れ
て
居

る
。
随
っ
て
シ
ャ
ー
サ
ナ
（
激
説
）
を
「
法
」
ご
す
る
の
は
羅
什
の
課
語
例
と
し
て
取
る
こ
ε
が
で
き
る
。

之
は
法
の
謬
語
を
整
理
す
る
上
に
重
要
で
斯
か
る
場
合
の
原
語
は
ダ
ル
障
で
な
い
の
で
あ
る
。

　
眞
實
義
の
原
語
仲
衆
毒
は
眞
諦
に
よ
っ
て
は
多
く
電
工
如
」
ご
課
さ
れ
「
羅
什
に
於
て
は
多
く
「
如
」
ご
繹

さ
れ
て
居
る
。
韓
は
嘗
号
m
ビ
同
一
語
源
に
属
す
る
も
の
こ
思
は
れ
る
が
「
そ
の
も
の
」
を
意
味
す
る

　
　
龍
樹
哲
墨
に
於
け
乃
物
自
牲
の
問
題
（
F
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
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四
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ニ
ニ

ダ
麟
は
9
ご
同
じ
く
、
名
詞
形
容
詞
に
附
加
し
て
状
態
性
本
質
性
を
あ
ら
は
す
抽
象
名
詞
を
つ
く

る
接
尾
僻
で
あ
る
。
そ
れ
で
陣
9
簿
奏
は
「
そ
の
も
の
出
る
こ
ご
」
の
意
昧
で
「
あ
り
の
ま
、
な
る
こ
ご
、
如

實
な
る
こ
ε
」
を
意
昧
す
る
。
既
の
ト
ヴ
ァ
又
は
タ
ー
を
「
蓑
C
の
字
を
以
て
あ
ら
は
す
こ
ご
は
羅
什

の
課
語
例
で
あ
っ
て
、
例
へ
ば
ゆ
。
薯
ρ
痩
（
卜
し
き
こ
ご
）
の
如
き
も
多
く
「
塞
義
」
ご
翻
し
て
居
る
。
斯
か

る
場
会
の
「
義
」
は
「
意
義
」
ご
云
ふ
濁
立
し
た
概
念
で
は
な
く
、
漢
土
の
用
法
で
も
軍
純
な
接
尾
僻
で
あ

る
。
玄
奨
で
は
多
く
「
性
」
が
用
ひ
ら
れ
今
の
我
々
に
も
そ
れ
が
親
し
い
。
因
っ
て
和
事
は
「
如
實
性
」

こ
し
た
。
そ
し
て
漢
鐸
は
「
佛
法
の
眞
實
義
を
見
す
」
ε
讃
む
の
が
隠
然
で
あ
る
が
、
梵
文
は
佛
説
が

曲
論
に
な
り
好
演
電
鴛
銘
8
齢
葺
く
の
貯
ぴ
忠
臣
ρ
i
鼠
ω
撃
・
ご
あ
る
Q
之
は
解
羅
に
よ
っ
て
「
佛
説
に
於
て
如

實
を
冷
す
」
ご
「
佛
説
に
於
け
る
如
實
性
を
見
す
を
の
一
，
一
様
に
課
さ
れ
る
。
前
者
な
ら
「
佛
説
を
如
實

に
解
さ
な
い
」
こ
い
ふ
意
味
に
な
る
が
、
後
潜
な
ら
コ
影
面
そ
の
も
の
が
・
如
實
性
を
も
つ
た
－
實
相

を
捉
へ
た
一
説
で
み
り
、
そ
の
虚
説
の
含
む
如
塑
性
を
解
さ
な
い
」
ご
云
ふ
意
味
に
な
る
。
　
結
局

は
何
れ
に
し
て
も
同
じ
こ
ビ
で
あ
る
が
、
前
後
の
關
係
か
ら
和
鐸
は
後
者
を
取
っ
た
。
之
を
う
け

て
次
の
掲
は
先
づ
佛
説
の
如
素
性
の
内
容
を
示
す
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
ス
　
　
　
ラ

（
七
）
佛
能
滅
　
有
無
一

　
ケ
ル

　
於
花
迦
肪
延

ま
た
迦
游
延
を
鋤
翻
せ
ら
る
、
ビ
き
に
（
2
く
曽
く
筒
α
o
）

有
り
ご
云
ふ
ご
無
し
ご
云
ふ
ε
の
ご
つ
は
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経
中
乏
厨
説

レ
　
ラ
　
　
　
ル
ト
　
テ

離
レ
有
亦
離
レ
無

否
定
せ
ら
れ
た
り
。
存
在
ご

非
存
在
ご
を
説
明
し
π
ま
ふ
単
寧
に
よ
り
て
、

　
此
の
掲
は
漢
繹
ビ
梵
丈
ビ
に
毘
較
的
著
し
い
相
違
が
あ
ら
は
れ
て
居
る
。
然
し
仔
細
に
見
る

ε
き
は
却
っ
て
漢
課
の
意
謬
の
跡
を
見
出
す
こ
ビ
が
で
き
、
本
文
批
詐
上
興
味
あ
る
材
料
に
な
る

も
の
で
あ
る
。
第
一
句
「
…
佛
煙
滅
有
無
扁
は
梵
文
で
第
三
句
の
後
雫
ご
第
四
句
に
な
っ
て
居
る
も
の

が
初
め
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
其
の
梵
文
（
ぴ
診
鳴
く
鋒
び
冨
奉
山
げ
ゲ
飾
く
甲
昏
旨
く
募
）
は
直
課
す
れ
ば

「
存
在
ご
非
存
在
ε
の
説
明
者
で
あ
る
世
奪
に
よ
り
て
」
ご
な
る
。
こ
の
「
説
明
者
」
（
鼠
ぴ
姦
く
営
鎚
乱
ぴ
冨
奉

＋
剛
b
）
を
「
破
壊
者
」
の
意
味
に
取
っ
て
漢
詩
は
「
滅
」
ご
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
「
破
壊
者
」
ご
取
り

得
る
爲
に
は
原
語
が
（
く
箭
雰
く
賦
H
鼠
σ
げ
磐
9
＋
3
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ぎ
は
「
主
膿
」
を
あ
ら
は
す
接

尾
僻
で
く
凶
σ
蜜
奉
は
「
分
別
、
説
明
」
を
意
味
し
く
同
σ
夢
毒
は
「
壊
滅
」
を
意
味
す
る
。
そ
れ
で
羅
什
の
原
本

が
く
箭
冨
奉
で
あ
っ
淀
ご
す
れ
ば
「
有
無
の
愚
者
で
あ
る
佛
」
の
原
文
を
「
佛
が
有
無
を
滅
す
」
ε
鐸
し
た

も
の
ビ
し
て
一
直
許
せ
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
羅
什
の
誤
解
で
あ
る
Q
然
し
く
筐
舅
奉
は
「
滅
」
で
は

あ
る
が
「
こ
は
す
」
の
で
は
な
く
「
こ
は
れ
る
」
の
で
あ
る
。
旦
夕
だ
ご
へ
く
籏
鋤
く
ぎ
ご
な
っ
て
居
た
ご
し

て
も
「
こ
は
す
入
」
で
は
な
く
「
こ
は
れ
る
も
の
」
の
方
を
意
味
し
、
そ
れ
で
は
此
の
文
章
の
意
味
は
成
り

立
た
な
い
。
叉
亭
号
の
第
六
綴
音
は
必
ず
長
韻
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
此
等
に
く
ま
冨
ビ
云

　
　
龍
樹
哲
學
に
於
け
る
物
自
性
の
問
題
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
三
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．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

ふ
応
急
が
來
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
古
血
本
題
こ
の
箇
所
は
く
げ
霧
く
ぎ
で
あ
る
べ
く
、
若
し
羅

什
の
原
本
に
下
汐
の
形
で
あ
っ
だ
こ
す
れ
ば
原
本
の
脱
誤
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
託
正
さ
る
べ
き

脱
誤
で
あ
っ
て
其
の
ま
、
に
謬
せ
ば
矢
張
り
謬
者
の
誤
解
で
あ
る
。
羅
什
の
面
面
は
意
謬
は
多

い
が
誤
解
は
稀
で
、
此
の
箇
所
は
二
三
の
稀
な
例
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
「
滅
」
ご
「
説
明
者
」
ビ
が
斯

く
關
係
が
付
け
ば
漢
課
ご
梵
文
は
全
く
同
文
で
あ
る
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
第
二
句
以
下
は
梵
交
の
第
一
句
か
ら
三
句
の
前
孚
に
そ
の
ま
、
合
致
す
る
。
「
於
化
迦
筋
延
経

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

中
之
所
説
」
は
全
膣
が
夷
蔓
身
碧
勲
奨
9
昌
鋒
（
拗
誠
）
の
蚕
包
，
の
意
謬
．
で
あ
る
ε
思
は
れ
る
。
第
四
句
「
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ハ
ロ
ヴ
ア
ア
プ
ハ
ロ
ヴ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ス
チ
　
　
　
　
　
ラ
ァ
ス
チ

レ
有
業
盛
業
」
の
有
無
は
第
一
句
の
有
無
が
「
存
在
鴇
非
存
在
」
あ
る
に
増
し
「
有
り
」
ご
「
無
し
」
で
あ
っ
て
、
前
者

に
含
ま
る
、
賓
僻
の
取
り
鵠
さ
れ
た
も
の
．
で
あ
る
。
　
又
否
定
せ
せ
ら
れ
た
わ
（
℃
蒙
鑑
注
冨
ヨ
）
が
「
離

る
」
ε
繹
さ
れ
て
居
る
。
「
破
」
「
遮
」
の
素
語
が
普
蓮
で
あ
る
。

　
此
掲
、
前
掲
を
う
け
て
「
解
説
の
如
實
性
」
の
内
容
を
示
す
。
　
導
管
は
階
に
黒
雲
説
を
指
示
し
て
居

る
○
有
部
の
野
生
説
は
有
無
の
観
念
の
上
に
支
持
さ
れ
て
居
た
。
そ
れ
を
轄
廻
し
て
有
無
を
暴

し
て
有
無
を
超
え
る
黙
に
緑
生
説
の
本
質
を
見
出
さ
う
ご
す
る
こ
ご
が
龍
樹
激
理
學
上
の
立
場

に
な
る
の
で
あ
る
。
存
在
非
存
在
に
就
い
て
「
有
り
ご
い
ふ
ご
無
し
ご
い
ふ
」
こ
の
二
つ
が
否
定
せ

ら
れ
た
こ
ご
、
そ
れ
が
如
實
な
る
昏
乱
の
内
容
ε
し
て
初
め
に
示
さ
れ
、
以
下
の
掲
に
有
無
の
考
へ



の
不
如
實
な
る
i
二
相
に
叶
は
ざ
る
一
所
以
が
批
評
さ
れ
る
。

　
○
鎚
p
鼻
詠
為
鋤
誠
ミ
謬
す
こ
定
に
就
い
て
に
甲
斐
貸
行
氏
の
敏
示
に
鑓
つ
れ
Q
「
七
化
」
ミ
黙
し
て
も
勢
い
か
ミ
思
ふ
。
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シ
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
フ
バ

（
八
）
若
法
實
有
ソ
性

　
　
　
　
ヘ
ラ
ナ
ル

　
後
則
不
レ
慮
ノ
無

　
　
ニ
　
シ
　
ラ
バ

　
性
若
有
轟
異
相
一

　
　
　
　
ニ
　
　
　
ラ

　
是
事
終
不
レ
然

　
本
質
（
で
一
．
p
喜
鳥
）
に
よ
っ
て
此
の
も
の
、
（
器
巻
）
存
在
性
あ
り
ビ
せ
ん
か

．
，
其
非
存
在
性
は
お
こ
ら
ざ
る
べ
し
。

　
本
質
の
養
化
は

　
何
時
に
於
て
も
あ
り
得
ぺ
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

　
第
五
偶
の
最
後
の
句
「
存
在
す
る
も
の
、
身
命
を
非
存
在
と
謂
ふ
」
を
直
接
に
う
け
て
、
存
在
が
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ヴ
ァ
ゴ
ハ
　

寵
す
る
ご
し
た
場
合
、
非
存
在
が
可
能
で
あ
る
か
ざ
う
か
の
吟
昧
を
す
る
。
此
で
梵
文
で
は
物
膚

　
　
　
　
　
プ
ラ
ク
リ
チ

ヴ
ア性

の
概
念
が
本
質
の
概
念
に
置
き
替
へ
ら
れ
て
居
る
。
其
前
者
が
圭
こ
し
て
實
騰
性
を
あ
ら
は

す
に
甥
し
、
愛
化
に
關
係
す
る
ご
き
、
特
に
性
質
性
に
結
び
つ
く
「
本
質
」
の
概
念
が
用
ひ
ら
れ
る
こ
ご

は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
が
、
物
唐
金
の
概
念
に
已
に
本
質
の
意
昧
が
あ
り
、
叉
此
の
箇
所
で
の
取
う

扱
ひ
方
で
は
爾
概
念
全
く
同
一
で
あ
っ
て
、
漢
繹
が
共
に
「
性
」
で
統
一
し
て
居
る
こ
ε
は
適
切
で
あ

る
O
（
次
偶
塗
照
）

　
ア
プ
ハ
ロ
ヴ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ハ
ユ
か
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ス
チ
ト
ヴ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
さ
ス
チ

　
雰
存
在
ご
は
「
本
質
に
よ
っ
て
存
在
性
を
も
ち
た
る
存
在
」
が
存
在
性
を
失
っ
た
1
郎
ち
非
存

ト
が
ア在

性
の
お
こ
っ
た
一
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
前
語
句
で
先
づ
「
本
質
に
よ
っ
て
存
在
性
の
あ
る

　
　
龍
樹
奮
學
に
於
け
ろ
物
肖
性
の
問
題
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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暫
學
研
究
　
鑑
百
閃
H
十
田
門
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
山
ハ

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
へ

此
の
も
の
、
非
存
在
性
は
お
こ
ら
な
い
」
ε
云
ふ
根
本
命
題
を
立
て
、
後
難
句
で
そ
れ
を
論
讃
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

「
本
質
に
よ
っ
て
存
在
性
あ
る
此
の
も
の
」
ざ
は
師
ち
ブ
ハ
睾
ヅ
ァ
で
あ
る
。
梵
文
に
は
ブ
ハ
ー
ヴ

ァ
の
概
念
は
表
面
に
田
な
い
が
「
此
の
も
の
」
（
帥
超
勲
）
は
男
性
代
名
詞
で
プ
・
眼
華
ザ
ァ
を
指
示
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

漢
謬
は
そ
れ
を
取
り
幽
し
て
「
法
逢
草
し
「
若
法
實
有
レ
性
」
ε
重
い
て
居
る
。
「
實
に
性
あ
る
法
」
ご
「
本
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
へ
　
ぶ
　
ゆ

に
よ
っ
て
存
在
性
あ
る
此
の
も
の
」
ε
は
全
然
同
嚇
で
あ
る
。
唯
だ
交
章
上
梵
文
で
は
ブ
ハ
警
ヅ

ァ
の
概
念
が
裏
に
か
く
れ
、
葦
鹿
で
は
存
在
性
の
概
念
が
裏
に
か
く
れ
る
。
そ
し
て
問
題
上
梵
文

の
表
現
が
よ
う
適
切
で
あ
り
、
繋
累
は
其
の
同
文
の
意
謬
ご
考
へ
て
差
支
な
い
。
存
在
性
の
概
念

は
蔑
し
に
く
か
つ
π
ε
見
え
て
、
之
の
轡
る
箇
所
で
は
類
似
の
意
諜
が
屡
、
爲
さ
れ
て
居
る
。

　
本
質
に
よ
っ
て
有
る
「
存
在
」
が
存
在
性
を
失
っ
て
非
存
在
に
な
る
爲
に
は
本
質
が
墾
化
し
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
捉
へ
て
「
本
質
の
獲
化
は
何
時
に
於
て
も
あ
う
得
な
い
か
ら
」
ご
し
て

後
二
句
で
非
存
在
の
不
可
能
が
論
難
さ
れ
る
。
蕪
に
不
可
能
に
さ
れ
る
非
存
在
は
「
存
在
す
る
も

の
、
卑
湿
」
こ
い
ふ
意
味
で
の
1
即
ち
當
に
然
る
べ
き
意
昧
で
の
非
存
在
で
あ
る
。
之
が
後
に

鍵
化
が
成
り
立
た
な
い
の
に
非
存
在
を
主
張
す
れ
ば
中
断
を
戸
立
す
る
壱
い
ふ
結
論
を
導
く
契

機
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
此
偶
に
含
ま
れ
る
非
存
在
不
可
能
の
論
謹
は
爾
ほ
も
う
一
つ
の
根
擦
が
な
い
ご
充
分
に
成
り



π
な
い
。
「
本
質
に
よ
っ
て
有
る
物
の
憂
化
は
成
り
立
だ
な
い
騙
本
質
鍵
化
は
あ
り
得
な
い
か
ら
を

云
ふ
論
謹
は
、
爾
そ
の
前
に
「
本
質
の
憂
化
が
邸
ち
本
質
に
よ
っ
て
有
る
物
の
鉱
化
を
意
昧
す
る
を

云
ふ
理
由
を
要
求
し
て
居
る
。
　
そ
れ
が
次
の
偶
に
あ
ら
は
れ
る
の
で
あ
る
。
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シ
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
ヘ
フ
バ

（
九
〉
若
法
實
有
ゲ
性

　
　
　
ガ
　
　
　
ケ
ン
　
ル

　
云
何
而
可
異

　
若
法
實
無
レ
性

　
云
何
而
可
異

本
質
の
無
き
ε
き
に

何
も
の
に
（
莚
ω
鴇
）
憂
化
（
・
・
藷
銭
覧
写
9
）
お
こ
ら
ん
。

本
質
の
有
る
ご
き
に

何
も
の
に
…
愛
化
お
こ
ら
ん
。
・

　
漢
謬
ご
、
梵
丈
は
前
後
の
句
の
順
序
を
替
へ
て
居
る
の
み
で
全
く
同
文
で
あ
る
。
此
で
は
「
何
も

の
」
の
一
語
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
本
質
は
女
」
性
名
詞
で
「
何
も
の
」
は
男
性
代
名
詞
で
あ
ら
は
れ

て
居
る
か
ら
、
そ
れ
は
本
質
を
指
す
の
で
は
な
く
、
前
掲
の
「
此
の
も
の
」
ご
同
じ
く
プ
物
貰
ヴ
ア
を
指

示
す
る
の
で
あ
る
。
又
「
本
質
が
有
る
」
ご
は
プ
ハ
ー
ヴ
ァ
の
申
・
に
有
る
よ
り
他
で
は
な
い
。
そ
れ

で
梵
文
の
意
昧
憶
「
本
質
の
有
る
ご
き
其
本
質
を
も
て
る
如
何
な
る
ブ
曲
玉
ヅ
ァ
に
も
饗
化
は
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

こ
ら
な
い
」
芝
な
る
。
漢
繹
は
此
の
ブ
ハ
」
ヅ
ァ
の
概
念
を
表
面
に
取
り
出
し
て
「
若
法
實
有
性
、
若

む法
實
無
性
壱
し
て
居
る
◎
此
の
意
課
は
極
め
て
適
切
で
此
箇
所
の
問
題
を
非
常
に
は
つ
き
う
さ

せ
る
。
そ
し
て
此
掲
が
前
偶
発
結
び
つ
く
ご
き
、
存
在
す
る
も
の
、
墾
化
は
本
質
の
墾
化
を
豫
想

　
　
龍
械
哲
學
に
於
け
る
物
霞
性
の
問
題
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
七
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哲
學
研
究
　
第
百
四
十
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
製

し
て
の
み
可
能
に
な
る
し
、
又
本
質
の
薫
化
は
其
れ
に
よ
っ
て
有
る
「
存
在
」
の
獲
化
を
意
昧
す
る
の

だ
ざ
云
ふ
問
題
が
あ
ら
は
れ
る
の
で
あ
る
。
術
ほ
「
本
質
の
無
き
ピ
き
に
…
…
…
…
」
の
一
句
が
加
へ

ら
れ
て
居
る
が
、
本
質
が
無
け
れ
ば
存
在
が
競
う
立
た
す
、
随
っ
て
鍵
化
も
不
可
能
で
あ
る
。

　
プ
ラ
ク
ン
チ
e
養
亘
無
）
は
言
語
上
か
ら
概
念
を
決
定
す
る
こ
ご
、
物
旨
性
（
ω
＜
帥
σ
一
一
帥
く
P
）
の
如
く
容
易

に
は
三
家
な
い
。
　
語
根
蔓
は
「
爲
す
」
「
作
る
」
を
意
聾
し
、
を
れ
に
識
の
付
い
た
互
先
　
は
「
作
り
」
ビ
云
ふ

抽
象
名
詞
で
、
口
本
語
の
「
作
り
が
好
い
」
な
ざ
の
「
つ
く
り
」
に
相
証
す
る
。
　
そ
れ
に
「
前
方
」
「
始
源
一
「
優
越
」

等
の
含
蓄
を
も
つ
接
頭
僻
℃
舜
の
付
い
だ
忌
、
の
で
、
そ
の
黙
か
ら
「
根
本
的
か
た
ち
」
（
○
慧
σ
q
冨
巴
　
∂
§
）

の
血
汐
を
持
つ
こ
ご
が
出
來
る
。
又
℃
蚕
を
直
接
語
根
に
結
び
付
け
た
ぜ
邑
島
は
「
始
ま
る
」
を
意
昧

す
る
。
そ
れ
に
焦
の
付
い
た
も
の
ビ
し
て
「
太
源
」
（
o
蔚
ε
の
意
昧
も
持
つ
こ
ご
が
出
青
る
。
之
等

の
言
語
上
の
構
成
を
墾
酷
し
、
且
つ
問
題
上
の
取
り
扱
ひ
方
か
ら
、
事
物
の
本
源
的
性
質
の
意
味
で

「
本
質
」
の
早
春
を
取
る
こ
ご
に
し
た
。
物
感
性
の
概
念
は
「
物
そ
れ
宮
ち
」
ご
し
て
物
の
背
後
に
あ
る

呑
め
方
が
注
意
さ
れ
、
静
的
な
意
味
を
持
つ
に
乱
し
「
本
質
」
は
種
々
な
る
す
が
た
に
あ
ら
は
れ
て
來

る
も
ビ
窟
な
る
性
質
ご
云
ふ
瓢
が
注
意
さ
れ
、
多
少
動
的
な
意
味
を
も
つ
概
念
と
考
へ
て
よ
い
で

あ
ち
う
。
そ
れ
は
癌
化
に
結
び
付
く
ご
き
前
者
に
畳
き
替
へ
ら
れ
て
特
に
此
の
概
念
が
用
ひ
ら

れ
て
居
る
こ
ご
．
で
も
伺
は
れ
る
。
然
し
之
の
あ
ら
は
れ
る
例
は
中
宮
申
此
の
箇
所
の
み
で
、
他
で



は
鍵
化
ご
結
び
付
く
ε
き
も
梵
文
に
物
自
性
の
概
念
が
用
ひ
ら
れ
て
居
る
。
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り

若
諸
法
有
レ
性

　
　
　
　
む

、
潜
諸
法
無
レ
性

書
套
馬
首
レ
異

風
何
烏
有
毛
払

　
　
　
（
行
品
四
偶
）

す
ω
墨
超
匿
磐
旨
斤
鼠
夢
帥
く
魯
。
・
奉
σ
び
9
、
く
お
8
き
勲
く
同
号
暮
。

す
。
。
誘
超
9
1
瓢
9
圭
頭
易
び
げ
蓼
菩
ω
奉
σ
プ
箇
く
○
誘
暴
く
圃
身
母
。

　
是
は
有
無
品
の
掲
ご
全
く
同
一
内
容
で
あ
る
が
、
此
の
場
合
の
「
性
」
の
原
語
は
「
物
宮
性
」
で
あ
る
。

之
に
よ
っ
て
梵
交
に
於
で
も
爾
概
念
は
同
H
に
取
り
扱
は
れ
て
居
る
こ
ご
が
わ
か
る
。
そ
し
て

「
本
質
」
の
概
念
は
あ
ら
は
れ
て
も
僅
か
に
四
語
の
み
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
原
語
プ
ラ
ク
ン
チ
は
特
に

問
題
上
の
取
り
用
ひ
な
い
で
、
ス
ヅ
ァ
ブ
ハ
ー
ヅ
ァ
の
み
を
取
り
其
れ
に
露
命
ご
本
質
ご
の
意
味

を
與
へ
て
考
へ
て
行
く
こ
ご
が
便
宜
且
つ
姜
當
で
あ
ら
う
ε
思
は
れ
る
Q
爾
ほ
プ
ラ
ク
ン
チ
は

数
論
士
學
で
重
要
な
概
念
で
妙
諦
以
後
「
自
性
」
ご
課
さ
れ
て
一
般
に
用
ひ
ら
れ
て
居
る
が
此
の
場

合
の
龍
樹
の
問
題
は
そ
れ
ε
は
全
く
無
關
係
で
あ
る
。
叉
鍵
化
は
原
語
に
碧
饗
夢
昌
ゲ
箸
ρ
ε
弩
饗
－

昏
9
羅
臼
の
二
種
の
形
で
あ
ら
は
れ
て
居
る
が
同
義
で
あ
る
。
羅
什
は
第
五
掲
で
は
「
壌
」
ご
し
て
居
る

が
入
、
九
掲
で
は
「
異
相
」
「
異
」
ご
し
、
他
の
箇
所
で
は
「
墾
異
」
の
鐸
を
取
っ
て
．
居
る
。
之
が
最
も
よ
い
。
（
十

ご
門
論
槻
性
門
）

　
軽
軽
で
、
存
荘
が
成
立
す
る
こ
し
た
ご
き
存
在
の
墾
化
ご
云
ふ
意
義
で
の
非
存
在
の
．
不
可
能
な

　
　
龍
樹
哲
學
に
於
け
る
物
自
性
の
問
題
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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哲
學
研
究
第
百
四
十
囚
競
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

る
こ
と
に
就
い
て
の
論
謹
が
絡
る
。
此
の
立
場
で
術
ほ
存
在
非
存
在
ご
云
ふ
ご
き
は
何
を
慧
味

す
る
か
、
そ
れ
が
次
の
掲
で
指
摘
さ
れ
る
。

　
　
ナ
レ
バ
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
こ

（
十
）
定
有
期
薯
ソ
常

　
　
ナ
レ
バ
　
　
ス
　
ニ

　
定
無
別
蕃
断

　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
ハ

　
是
故
有
智
者

　
　
カ
ラ
　
ス
　
　
　
ニ

　
不
慮
レ
著
＝
有
無
一

　
掲
意
は
明
か
で
あ
る
。

少
し
強
過
ぎ
る
。
　
異
謬
無
論
の
「
有
者
」
（
有
う
ご
い
は
い
）
「
曲
者
」
の
方
が
好
い
。

て
常
ε
断
ε
を
隅
か
な
目
的
格
に
置
い
て
居
る
が
、
之
も
梵
文
の
意
味
を
限
定
し
過
ぎ
る
黙
が
あ

る
。
梵
文
は
卵
白
9
叶
甲
σ
Q
機
魯
3
琴
鉱
四
。
a
と
鍵
燈
碧
ρ
ご
合
成
語
の
形
で
あ
ら
は
れ
、
合
成
的
な
言
ひ
あ
ら
は

し
に
含
蓄
が
あ
っ
て
「
常
住
を
執
持
す
る
こ
ご
」
「
常
住
ご
執
持
す
る
こ
ご
」
等
二
語
の
間
に
成
）
立
つ

關
係
を
凡
て
含
み
得
る
黙
に
言
葉
の
威
じ
が
忠
る
の
で
あ
る
。
之
に
甥
し
て
は
矢
張
り
合
成
語

的
に
．
課
す
こ
ご
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
黙
で
異
謬
の
「
常
執
」
「
断
見
」
の
方
が
勝
れ
て
居
る
。
そ
し
て

期
か
る
場
合
の
湘
謬
に
は
「
の
」
の
文
字
を
用
ふ
る
こ
ご
が
適
切
ご
思
は
れ
る
。
H
本
語
の
「
の
」
は
二

　
　
　
Ω
9
艮
ぎ
屋
㏄
三
首
。
島
1
、
蕊
。
ε
8
牙
塁
　
　
一
）
p
岳
二
く
霧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　、

語
の
聞
の
主
格
的
、
一
f
目
的
格
的
、
分
關
的
の
凡
て
の
從
細
身
係
を
含
む
の
で
あ
る
。
「
常
住
を
執

有
り
（
霧
8
ご
い
ふ
は
常
倥
の
執
持
な
り
、

無
し
（
奏
山
。
。
ε
ご
い
ふ
は
中
断
の
見
な
り
。

そ
れ
故
に
存
在
性
（
鶉
。
q
簿
く
9
）
ご
非
存
在
性
（
鼠
ω
焦
2
9
）
ご
の
う
へ
に

賢
者
は
固
著
せ
ら
れ
す
（
運
脚
9
．
望
8
）
Q

　
漢
諜
ど
梵
交
と
は
全
く
「
致
す
る
。
　
然
し
「
定
有
」
「
定
無
」
の
「
定
」
の
文
宇
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
「
薯
レ
常
、
薯
レ
断
」
ε
し



27｛

　
　
　
　
　
へ

持
す
る
」
「
常
住
ぜ
軌
持
す
る
」
ご
し
淀
の
で
は
言
ひ
あ
ら
は
し
が
局
限
さ
れ
る
。
そ
．
れ
等
の
何
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

も
意
写
せ
し
め
つ
、
「
常
住
の
執
持
」
の
言
ひ
あ
ら
は
し
を
取
つ
π
o
「
中
富
の
見
」
も
同
機
容
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ア
ス
チ

　
有
）
ビ
い
ふ
の
は
存
在
性
を
も
つ
ご
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
し
、
無
し
ε
い
ふ
の
は
非
存
在
性
を
も

つ
i
正
し
く
は
存
在
性
を
失
ふ
の
で
あ
る
が
一
ご
云
ふ
こ
で
あ
る
。
そ
れ
で
十
二
句
の
「
有
り
」

「
無
し
た
導
か
れ
て
後
嗣
句
に
は
存
在
性
、
非
存
在
性
の
概
念
が
田
る
。
　
之
を
漢
繹
は
何
れ
も
「
有
無
」

ご
繹
す
の
で
ブ
ハ
雪
ヴ
ァ
、
ア
ブ
ハ
；
ヴ
ァ
、
に
忘
す
る
「
有
無
」
ご
涯
別
が
見
出
せ
な
い
。
期
か
る
黙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
る

が
問
題
を
不
明
に
す
る
の
で
あ
る
。
言
忌
著
せ
ら
れ
す
（
箇
ゆ
身
弩
）
は
漢
謬
に
は
「
面
す
べ
か
ら
す
」

ε
あ
る
。
異
繹
も
同
…
標
で
あ
る
。
そ
れ
に
依
れ
ば
其
原
本
に
は
営
二
閤
冨
ご
あ
っ
た
か
も
知
れ
な

い
。
或
は
梵
文
に
於
て
も
良
分
の
書
寓
の
誤
り
で
あ
る
か
、
今
プ
テ
ソ
氏
刊
本
が
手
も
と
に
無
い

の
で
照
す
る
に
由
な
い
。
姑
く
筆
寓
し
た
と
こ
ろ
に
随
っ
て
麗
く
。

　
有
り
こ
い
ふ
ご
無
し
ε
い
ふ
ε
が
常
断
の
軌
持
に
な
る
の
何
故
で
あ
る
か
。
次
の
掲
で
そ
れ

が
論
謹
さ
れ
る
。

　
　
シ
　
　
　
リ
テ

釜
）
若
法
有
箸
足
性
｝

　
レ
バ
　
ニ
　
　
　
レ

　
非
レ
無
珊
是
常

　
　
ニ
シ
プ
　
　
　
　
　
　
ナ
ラ

　
先
有
而
今
無

物
眠
性
に
よ
っ
て
有
る
と
こ
ろ
の
も
の

ぞ
は
無
に
な
る
こ
定
あ
ら
す
ご
い
は
や
常
住
が
、

今
は
無
し
曾
て
は
有
り
き
ε
云
は
や

龍
樹
哲
學
に
於
け
ろ
物
自
性
の
問
題
（
下
）

ニ
コ
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哲
學
研
究
　
第
百
四
十
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

　
　
是
測
欝
淑
∵
断
葎
ひ
な
慧
紮

　
第
一
句
で
梵
文
に
は
「
…
…
…
…
す
る
こ
こ
ろ
の
も
の
」
（
属
け
－
…
寒
）
の
關
係
法
が
用
ひ
ら
れ
て
居

る
。
こ
の
關
係
法
の
主
格
ε
し
て
か
く
さ
れ
て
居
る
の
は
ブ
ハ
竃
ヅ
ァ
で
、
そ
れ
を
漢
謬
は
取
り

禺
し
て
「
法
を
置
い
て
居
る
。
席
亭
部
課
の
「
定
性
を
も
て
る
法
」
ご
梵
交
の
「
物
自
性
に
よ
っ
て
有
る

こ
こ
ろ
の
も
の
」
ε
は
全
く
同
叫
で
あ
る
。
唯
だ
交
章
上
前
潜
で
は
ア
ス
チ
の
賓
僻
が
か
く
れ
、
後

者
で
は
ブ
ハ
璽
ヴ
ァ
の
概
念
が
か
く
れ
る
。
第
入
偶
第
「
句
ε
全
く
等
し
い
繹
し
方
で
あ
る
。

漢
諜
で
中
断
が
噺
漁
」
ご
繹
さ
れ
て
居
る
が
妬
の
「
遽
は
無
い
方
が
好
い
。
生
に
擁
す
ゐ
滅
（
・
・
闘
㌦
？

山
雪
）
ご
常
に
濁
す
る
断
（
露
∩
O
一
μ
O
山
9
）
ご
の
概
念
上
の
別
は
問
題
の
上
に
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
叉
掲

全
膿
が
露
（
何
ε
な
れ
ば
…
…
：
・
…
な
れ
ば
な
り
）
の
語
に
導
か
れ
て
、
前
偶
ε
論
謹
の
騙
事
に
よ
っ
て

結
び
つ
く
の
で
あ
る
が
、
漢
課
に
そ
れ
が
あ
ら
は
れ
な
い
。
叉
入
、
九
掲
で
墾
化
に
結
び
付
い
て
用

ひ
ら
れ
た
「
本
質
あ
概
念
は
露
塵
で
再
び
「
物
慮
性
」
に
置
き
な
ほ
さ
れ
て
居
る
。

　
此
褐
の
含
む
問
題
の
内
容
は
第
四
籔
に
考
察
し
た
。
之
に
よ
っ
て
有
無
の
考
へ
の
不
如
實
な

る
所
以
の
批
評
が
終
り
、
第
六
偶
を
結
論
ε
し
て
そ
こ
は
返
る
の
で
あ
る
。

七
、
特
に
法
の
繹
語
に
就
い
て
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龍
樹
主
命
を
研
究
す
る
に
羅
什
の
臨
監
を
離
れ
る
こ
ご
は
出
遣
な
い
の
で
あ
る
が
、
羅
什
の
課

書
に
は
他
の
鐸
者
の
も
の
に
比
較
し
て
特
に
「
法
あ
文
字
が
多
く
使
用
さ
れ
て
居
る
。
　
そ
れ
が
凡

て
梵
語
ダ
ル
マ
（
山
一
掃
9
唖
鳳
昌
ρ
）
の
翻
字
を
考
へ
ら
れ
た
爲
に
、
龍
樹
の
宣
言
は
久
し
く
不
明
の
ま
、
に
措

か
れ
だ
の
で
あ
る
。
細
論
に
就
い
て
見
る
に
、
漢
繹
に
あ
ら
は
れ
る
「
法
あ
過
孚
は
紅
血
の
附
加
で
、

確
實
な
虚
語
ε
し
て
そ
れ
に
相
熱
す
る
原
語
を
有
す
る
も
の
～
中
大
部
分
は
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
の
鐸

に
な
っ
て
居
る
。
　
こ
の
こ
ご
は
龍
樹
の
i
一
般
に
佛
激
の
f
哲
學
を
見
る
に
新
た
な
見
地
を

與
へ
る
の
で
あ
る
。
「
法
」
の
繹
語
に
就
い
て
言
論
全
膣
に
亙
っ
た
総
括
的
な
整
理
は
他
に
獲
表
せ

ら
れ
る
筈
で
あ
る
か
ら
、
此
慮
に
そ
れ
ご
相
補
ふ
意
馬
に
於
て
有
無
品
に
あ
ら
は
れ
た
と
こ
ろ
を

逐
語
的
に
指
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
梵
文
な
き
面
諭
一
特
に
同
一
署
七
三
…
鐸
者
の
も
の
f
を

整
理
す
る
標
準
を
示
さ
う
ε
思
ふ
。

　
有
無
品
十
一
掲
中
「
法
」
の
交
字
は
総
歎
十
一
あ
ら
は
れ
、
謬
語
ご
し
て
そ
れ
に
相
癒
す
る
原
語
を

有
す
る
も
の
三
語
、
繹
者
の
附
加
し
淀
も
の
面
々
で
、
其
の
形
式
は
次
の
如
く
で
あ
る
Q

　
繍
、
課
語
で
あ
δ
三
語
、

　
　
①
げ
錺
奉
を
謬
せ
る
も
の
こ
語
一
法
、
諸
法
（
第
四
掲
）
，
之
を
謬
語
の
第
一
形
式
ご
す
る
。

　
　
②
ゆ
器
卑
養
（
敷
説
）
を
課
せ
る
も
の
一
語
－
佛
法
（
第
ふ
ハ
偶
）
、
之
を
鴬
語
の
第
四
形
式
ε
す
る
。

　
　
箆
三
哲
難
に
於
け
る
物
自
性
の
問
題
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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哲
學
研
究
第
百
四
十
囚
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

　
（
全
膿
で
五
形
式
あ
り
、
第
二
は
ダ
ル
マ
、
第
三
は
ア
ル
ト
ハ
、
第
五
は
ト
ヴ
ァ
、
タ
；
の
接
尾
…
僻

　
　
に
甥
す
る
も
の
で
あ
る
）

二
、
附
加
で
あ
る
八
語
、

　
e
り
形
容
詞
、
分
詞
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
任
意
の
何
か
を
あ
ら
は
す
爲
に
「
法
」
を
附
し
て
謬
せ

　
　
る
も
の
二
語
、
食
思
語
の
「
…
…
：
…
・
な
る
も
の
」
に
相
當
す
る
用
法
で
あ
る
i
i
作
法
（
蔦
冨
冨

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
へ

　
　
試
せ
ら
れ
た
も
の
、
第
一
掲
）
及
び
異
法
（
遠
隔
韓
他
の
も
の
、
第
二
義
）
。
　
梵
語
の
℃
碧
9
茜
は
「
他

　
　
の
こ
こ
ろ
」
の
意
味
で
あ
る
が
、
漢
謬
は
「
他
の
も
の
」
の
意
を
取
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
作
法

　
　
ご
同
種
に
麗
い
だ
。
之
を
附
加
の
第
二
形
式
ご
す
る
、
有
語
法
、
無
三
法
が
之
に
麗
す
る
。

　
　
斯
か
る
場
合
の
法
は
凡
て
取
り
除
い
て
考
へ
る
の
が
好
い
。
然
し
漠
然
ご
任
意
の
樹
象

　
　
を
指
定
す
る
日
本
語
の
「
も
の
」
に
相
當
す
る
漢
字
の
用
法
ビ
し
て
は
注
意
す
べ
き
も
の
で

　
　
あ
る
。

②
偏
頭
を
意
課
し
て
原
文
に
無
き
法
を
加
へ
た
も
の
入
語
～
法
（
第
三
、
入
、
九
。
十
一
偶
）
及
び

　
有
法
（
第
五
掲
）
o
此
の
場
合
の
法
は
翻
課
の
形
式
ε
し
て
は
附
加
で
あ
る
が
、
概
念
そ
の
も

　
　
の
ピ
し
て
は
ブ
ハ
ー
ヅ
ァ
の
謬
語
で
あ
っ
て
問
題
の
主
部
を
形
づ
く
っ
て
居
る
。
之
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
附
加
の
第
四
形
式
ε
す
る
。
（
全
膿
で
四
形
式
あ
り
、
第
一
は
「
…
…
…
…
こ
い
ふ
も
の
」
の
用
法
、
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第
三
は
軍
純
な
代
名
講
に
附
加
す
る
も
の
で
あ
る
）

　
以
上
に
よ
っ
て
有
無
品
に
於
て
考
察
の
主
題
ビ
し
て
あ
ら
は
れ
る
「
法
」
は
、
直
下
の
み
で
は
事
實

上
何
れ
が
原
語
を
有
し
何
れ
が
有
し
な
い
か
を
見
鵠
ゆ
こ
ε
は
出
家
な
い
が
、
意
風
上
は
凡
て
プ

ハ
ー
ヅ
ァ
の
謬
語
ε
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
ε
が
わ
か
る
。
そ
し
て
考
察
の
主
題
に
な
ら
な

い
「
法
」
は
容
易
に
．
見
分
け
ら
れ
る
か
ら
、
そ
れ
を
棄
り
て
れ
ば
「
法
」
の
漢
字
は
顕
き
に
な
ら
な
く
な
「
る
で

あ
ら
う
。
此
の
事
實
は
中
事
全
膿
に
通
じ
て
略
，
＝
檬
で
あ
り
、
随
っ
て
同
一
作
者
同
一
課
者
の
他

の
論
著
一
特
に
十
二
門
論
i
は
之
を
及
ぼ
し
て
整
狸
す
る
こ
ε
が
毘
來
る
の
で
あ
る
。

　
爾
ほ
有
無
品
頚
中
の
有
無
ご
性
膚
性
の
課
語
を
整
理
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
有
無
の
鐸
語
は
合
し
て
乱
入
語
、
三
種
の
形
式
が
あ
る
。

　
　
①
び
心
隈
山
σ
冨
毒
（
存
在
”
非
存
在
）
を
鐸
せ
る
も
の
八
語
f
第
五
、
六
、
七
偶
。

　
　
②
鶉
ω
3
鎚
山
巴
（
有
う
無
し
）
を
乗
せ
る
も
の
七
語
－
；
第
七
、
十
、
十
一
偶
。

　
　
㈲
霧
簿
く
譜
猛
・
。
無
奏
を
課
一
せ
る
も
の
三
語
－
言
入
、
十
掲
。

　
σ
り
は
「
存
在
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
②
は
其
れ
が
そ
れ
膚
身
の
中
に
含
む
賓
僻
で
あ
り
、
働
は
其
の
賓

僻
の
属
牲
に
な
っ
た
概
念
で
あ
る
。
此
の
三
種
の
語
の
取
う
扱
ひ
方
に
よ
っ
て
梵
文
で
は
論
理

的
な
問
題
の
す
が
た
が
非
常
に
明
瞭
に
な
る
の
で
あ
る
。
漢
謙
は
一
様
に
「
有
無
」
と
す
る
の
で
匿

　
　
瀧
三
哲
學
に
於
け
る
物
爵
姓
の
問
題
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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哲
學
研
究
　
　
第
甲
日
四
十
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
ご
ハ

別
が
見
出
せ
な
い
。
　
爾
ほ
問
題
上
の
意
味
以
外
の
輩
純
な
「
有
り
無
し
」
の
言
ひ
あ
ら
し
は
多
く
あ

ら
は
れ
て
居
る
が
、
そ
れ
等
は
容
易
に
見
分
け
ら
れ
る
か
ら
此
に
畢
げ
な
か
っ
π
o

　
性
、
肖
性
、
魑
性
の
鐸
語
合
し
て
二
十
語
、

－－

Q
｛
蝶
海
難
響
動
願
篶
注
燭
）

　
　
②
宮
性
、
五
語
一
。
。
奉
ぴ
冨
奏
を
算
す
（
第
三
、
四
、
五
掲
）

　
　
ω
他
性
、
山
ハ
語
一
℃
p
話
ぴ
冨
奉
を
興
す
（
第
三
、
四
、
五
偶
）

　
物
自
性
を
假
罪
し
て
存
在
非
存
在
を
考
へ
る
立
場
に
人
を
與
へ
れ
ば
有
部
で
あ
る
。
然
し
有

部
に
嘗
て
物
自
性
の
形
而
上
學
が
、
龍
樹
に
よ
っ
て
批
評
さ
れ
る
如
く
斯
く
決
定
的
に
主
張
さ
れ

て
居
だ
か
ざ
う
か
は
、
少
く
ε
も
今
我
々
に
與
へ
・
ら
れ
て
居
る
有
部
の
論
書
か
ら
明
か
に
知
る
こ

ご
は
出
來
な
い
。
却
っ
て
龍
樹
が
良
己
の
哲
學
的
立
場
か
ら
、
有
部
教
學
に
含
ま
れ
て
居
た
根
本

的
假
定
f
物
良
性
の
形
而
上
學
f
を
見
出
し
て
歯
元
も
の
ビ
も
考
へ
ら
れ
る
。
濁
創
的
な
思

想
は
そ
の
内
容
の
何
れ
の
部
分
も
他
の
騰
系
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
ε
は
出
馬
な
い
。
却
っ
て

他
が
此
れ
に
よ
つ
て
導
か
れ
る
の
で
あ
る
◎
龍
樹
の
研
究
に
於
て
は
龍
樹
の
著
書
の
み
に
即
す
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る
こ
ε
が
必
要
で
あ
る
σ
其
の
哲
學
の
闘
題
を
有
部
か
ら
導
か
う
ε
す
る
試
み
は
恐
く
は
失
敗

す
る
で
あ
ら
う
。
国
論
に
於
て
批
評
さ
れ
て
居
る
考
へ
は
有
部
の
も
の
定
し
な
い
で
、
批
評
さ
れ

る
考
へ
そ
の
も
の
ビ
し
て
見
る
ご
き
矢
張
り
龍
樹
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
轄
廻
さ
れ

る
恰
も
其
の
黙
に
、
我
々
に
薩
接
結
び
付
く
普
遍
的
な
問
題
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
○
物
膚
性
が

否
定
さ
れ
、
ば
、
存
在
は
最
早
や
存
在
で
は
な
い
。
そ
の
ビ
き
存
在
す
る
も
の
、
三
相
は
何
で
あ

る
か
、
之
が
有
無
品
に
於
て
残
さ
れ
て
居
る
問
題
で
あ
る
。
又
そ
れ
を
如
何
に
解
す
べ
き
か
は
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

我
の
課
題
で
あ
る
。
此
の
稿
は
有
無
品
の
本
文
に
書
し
て
そ
こ
に
含
ま
れ
る
限
り
の
内
容
を
見

出
す
こ
ご
を
意
圖
し
た
○
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
龍
樹
の
根
本
的
立
場
は
、
爾
ほ
他
品
の
研
究
解
輝

に
依
っ
て
考
察
し
度
い
ご
思
ふ
。
（
完
）

　
　
（
塗
考
）
　
有
無
品
十
一
偏
…
西
織
…
丈
猫
課
（
ン
レ
ー
ザ
ー
氏
所
課
）

　
　
も
Q
O
陣
昌
離
嵩
鳥
累
δ
財
冨
O
ず
け
．

　
（
図
）
圃
・
・
韓
三
〇
窪
ユ
。
窪
…
㈹
（
団
藁
貯
）
u
口
器
切
≧
で
静
げ
あ
。
貯
”
蕊
¢
民
鈴
o
M
岩
§
傷
〆
＜
巳
内
二
梶
び
。
疑
。
茜
。
犀
．

　
　
臼
β
碧
ω
q
七
日
M
回
。
昌
霞
冒
Q
切
⑦
象
昌
運
お
2
ぽ
署
。
お
。
陰
一
”
σ
q
o
下
衆
》
亭
虹
。
周
マ
ω
o
騨
’
＜
…
鐸
。
労
留
書
＄
魯
（
鴬
否
犀
p
）
・

　
（
O
ヒ
）
宅
M
o
叢
ぎ
≧
日
色
。
7
一
し
陰
。
置
p
討
u
”
聾
蕊
伸
閂
9
．
．
8
α
讐
。
剛
る

　
　
〉
？
繊
昏
あ
¢
冨
馨
國
瓢
。
｝
昏
財
穿
ω
重
器
§
q
o
霞
目
9
詩
註
。
窪
（
亀
ω
）
p
ぴ
窪
握
圃
＜
9
｝
護
憲
器
一
戸

　
（
匂
。
）
署
。
言
〉
ロ
占
ざ
げ
…
望
ぎ
⇒
同
。
ぎ
。
邑
ψ
謬
鼻
毒
言
霞
三
酔
旨
レ
箋
。
臣
m
o
ぎ
（
℃
舞
び
夢
養
）
甲

　
　
裟
湾
凱
磐
急
2
ぬ
二
登
＝
σ
q
窒
≧
で
。
・
闇
。
び
あ
魯
戸
三
H
丹
〉
嵩
富
屋
器
貯
σ
q
窪
碧
μ
ほ
・

　
　
龍
樹
暫
學
に
於
け
る
物
肖
性
の
問
題
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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