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折
獄
學
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究
　
　
第
百
碑
八
工
丁
ム
ハ
銃

ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
學
に
於
け
る
存
在
、

概
念
の
聯
關
を
中
心
と
し
て
　
纐

本
質

三
〇

船
　
山

信
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
九

　
ひ
と
び
と
の
言
ふ
標
に
、
主
観
と
客
槻
、
思
惟
と
存
在
、
概
念
と
實
在
態
と
の
雲
脚
を
如
何
に
考
へ

る
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
哲
學
の
特
性
を
最
も
鮮
に
浄
き
立
π
せ
る
所
以
で
あ
ら
う
○
然

ら
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
そ
の
人
は
此
の
問
題
に
凹
し
て
如
何
に
答
へ
た
で
あ
ら
う
か
。
然
し
ヘ
ー
ゲ
ル

は
茄
の
問
題
を
軍
純
に
提
拠
し
て
居
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
此
の
問
題
を
隠
々
な
出
置
か
ら
取

塗
上
げ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
槻
黙
の
原
理
的
な
聯
關
を
明
に
し
て
置
い
た
。
　
『
精
紳
の
現
象
學
』
に

於
け
る
知
と
そ
の
勤
象
と
の
閥
係
、
『
精
紳
の
現
象
論
』
全
膿
又
は
意
識
の
経
験
と
『
論
理
學
』
全
膿

又
は
論
理
酌
理
念
と
の
驕
係
、
論
理
的
理
念
と
蓋
然
や
精
棘
と
の
閣
係
、
『
精
淋
哲
學
』
に
於
け
る
概

念
と
實
在
態
と
の
閣
係
，
歴
吏
に
於
け
る
理
念
と
そ
の
現
は
れ
と
の
　
關
係
，
こ
れ
ら
す
べ
て
の
問
題

は
か
の
問
題
の
『
般
的
見
地
の
下
に
於
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
雫
が
出
駕
る
。
わ
け
て
も
．
主
管
と
客
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掘
と
の
醐
係
の
様
な
も
の
は
、
そ
の
原
理
的
同
一
性
に
も
か
、
は
ら
す
、
常
に
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
に

ふ
さ
は
し
く
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
諏
Q
然
し
今
の
我
々
の
平
心
は
此
の
問
題
に
關
し
て
も
も
つ

ば
ら
論
理
學
の
内
に
限
ら
れ
て
居
る
。
た
と
へ
我
々
の
究
極
の
鼠
標
は
論
理
學
を
自
己
の
外
に

あ
る
も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
に
あ
る
に
し
て
も
、
我
々
は
そ
の
緒
を

論
理
學
の
中
か
ら
引
き
出
　
す
こ
と
が
耳
垂
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
○
そ
の
限
り
に
於
て
、
上

に
の
べ
た
問
題
は
こ
、
で
は
、
客
魏
的
論
理
學
と
主
野
饗
論
理
學
と
の
気
移
の
問
題
曇
と
、
主
質
的
概

念
叉
は
主
獣
性
と
客
槻
又
は
客
槻
性
と
の
關
係
の
問
題
と
の
二
つ
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
由
田
來

よ
う
。
先
に
あ
げ
た
諸
問
題
は
こ
、
に
あ
げ
た
問
題
が
解
淡
さ
れ
て
後
に
始
め
て
正
し
く
答
へ

ら
れ
る
こ
と
が
出
図
る
。
而
も
、
我
々
の
行
論
が
今
こ
、
で
我
々
に
與
へ
元
課
題
は
、
特
に
，
主
観
性

と
客
槻
性
と
の
關
係
を
明
に
す
る
こ
と
で
あ
る
○
客
槻
的
論
理
學
と
佳
麗
的
論
理
學
と
の
醐
係

の
問
題
は
、
今
は
唯
そ
の
問
題
の
解
明
に
役
立
つ
限
う
に
鞭
て
の
み
、
再
問
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
そ

の
際
に
は
我
々
は
勿
論
、
封
比
の
た
め
に
↓
存
在
」
と
「
本
質
」
と
の
關
係
に
塾
し
て
も
再
び
「
瞥
を
與
へ

ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
の
み
な
ら
す
、
主
観
的
概
念
と
客
槻
と
の
關
係
は
、
一
方
に
於
て
は
概
念

そ
の
も
の
に
於
け
る
普
遍
性
・
特
殊
性
・
個
別
性
の
關
係
に
謁
し
、
そ
し
て
他
方
に
於
て
は
「
存
在
」
や
「
本

質
」
の
領
域
に
於
け
る
關
係
の
辻
方
に
隠
し
て
甥
比
さ
せ
ら
れ
て
、
…
騰
明
瞭
に
理
解
せ
ら
れ
る
で

　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ガ
の
論
理
學
に
於
け
る
春
在
、
本
質
、
概
念
の
潮
瀬
存
申
心
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
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三
二

あ
ら
う
。

　
ヘ
ー
グ
ル
は
主
観
性
か
ら
風
面
性
を
、
思
惟
か
ら
存
在
を
、
概
念
か
ら
實
在
性
を
、
導
出
し
、
登
出
せ

し
め
た
と
言
は
れ
て
居
る
Q
な
る
砥
ど
、
も
し
我
々
が
軍
純
に
、
そ
し
て
特
に
直
接
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

論
理
學
に
於
け
る
主
観
性
と
客
観
性
と
の
位
心
づ
け
に
眼
を
向
け
る
な
ら
ば
、
し
か
考
へ
ら
れ
も

す
る
で
あ
ら
う
。
然
し
我
々
は
此
の
場
合
に
於
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
幅
定
の
範
疇
を
ど
こ
に
置
い

た
か
と
い
ふ
こ
と
と
共
に
、
そ
こ
に
置
か
れ
て
居
る
範
疇
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
問
ふ
こ

と
を
怠
っ
て
は
な
ら
訟
。
さ
う
す
る
と
我
々
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
主
湿
性
と
客
観
性
、
並
び
に

此
の
二
つ
の
も
の
の
聯
關
は
、
決
し
て
、
二
面
に
考
へ
ら
れ
て
居
，
る
も
の
と
は
同
一
で
な
い
こ
と
を

見
撮
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
圭
観
性
に
就
い
て
は
我
々
が
既
に
論
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
π
○

へ
ー
グ
ル
の
言
ふ
概
念
は
、
決
し
て
、
い
は
ゆ
る
主
観
的
な
も
の
、
叉
は
同
様
に
い
は
ゆ
る
形
式
的
な

も
の
で
な
く
し
て
、
實
騰
の
眞
心
心
と
し
て
、
却
っ
て
、
も
の
の
内
的
本
性
で
あ
り
、
も
の
の
魂
で
あ
る
。

ひ
と
び
と
は
、
漏
話
の
意
味
に
於
け
る
心
寄
的
な
も
の
は
論
理
學
に
煮
て
は
ど
こ
に
も
自
分
の
場

所
を
も
つ
て
居
ら
す
、
既
に
遙
か
以
前
に
拭
ひ
去
ら
れ
て
居
る
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
論

理
學
に
於
け
る
圭
二
歳
と
は
、
い
は
ゆ
る
客
槻
的
な
も
の
の
宿
営
態
で
あ
る
や
う
な
主
部
で
あ
り
、

更
に
濁
立
蔀
に
實
存
す
る
概
念
そ
の
も
の
で
あ
る
○
三
っ
て
ひ
と
は
叉
「
概
念
」
論
に
於
け
る
客
擬



960

　
　
　
あ
　
　
ヵ
　
　
へ

性
と
は
か
、
る
概
念
の
眞
實
態
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
れ
に
就
い
て
論
議
す
る
前
に
銘
記
し
て
麗
く

べ
き
で
あ
る
。
主
掘
性
か
ら
の
客
槻
性
の
導
出
と
い
ふ
こ
と
が
言
は
れ
得
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

か
、
る
主
槻
性
か
ら
の
か
、
る
導
出
で
あ
り
、
か
、
る
客
偶
性
の
導
出
で
あ
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ

て
は
な
ら
ぬ
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
學
に
於
て
の
主
槻
的
概
念
の
客
観
へ
の
登
展
を
正
し
く
理
解

す
る
だ
め
に
は
、
我
々
は
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
客
観
的
論
理
學
i
－
i
「
存
在
」
論
も
本
質
」
論
i
が
主
観
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

論
理
學
一
概
念
論
－
に
先
行
し
て
居
る
こ
と
を
、
は
っ
き
り
と
頭
に
入
れ
て
量
か
ね
ば
な
ら

ぬ
○
そ
し
て
此
の
事
は
本
質
的
に
、
『
精
紳
の
現
象
學
』
が
『
論
理
學
』
に
先
行
し
て
居
る
こ
と
一

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

然
し
此
の
先
行
は
後
者
の
前
者
に
醤
す
る
本
質
的
優
先
を
傷
つ
け
る
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
淀
め
の
前
提
で
あ
り
、
叉
そ
の
二
野
で
あ
る
i
I
に
基
づ
い
て
居
る
Q
　
へ
ー
グ
ル
の
論
理
學
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
モ
　
　
ヘ
　
　
へ

陀
と
へ
登
禺
論
理
で
あ
る
と
假
征
し
て
も
、
然
し
そ
れ
は
決
し
て
二
五
的
な
も
の
か
ら
の
客
観
的

へ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

な
も
の
～
登
毘
で
は
な
．
い
○
そ
し
て
此
の
事
を
理
解
す
る
だ
め
に
は
、
ひ
と
び
と
は
先
づ
、
『
精
…
沸
の

現
象
學
』
に
於
け
る
出
登
の
仕
方
を
憶
ひ
出
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
學
そ
の
も
の
と
し
て
の
論
理
學

に
於
け
る
端
初
と
し
て
「
純
粋
有
」
が
取
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
軍
に
そ
れ
が
豊
野
な
も
の
・
無
規
定

的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
の
み
基
づ
い
て
居
る
の
費
は
な
く
し
て
、
同
時
に
、
そ
れ
が
正
に
有
客
槻

的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
主
観
的
な
も
の
・
意
一
向
的
な
も
の
一
i
経
験
的
な
そ
れ
で
あ
れ
、
先
験
的
な
ぞ

　
　
　
　
ヘ
ー
グ
ル
の
論
理
學
に
於
げ
る
存
在
、
本
質
、
概
念
の
聯
南
窓
中
心
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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哲
鳳
堕
研
脚
究
　
　
第
百
入
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三
四

れ
で
あ
れ
一
1
で
な
い
こ
と
に
も
基
づ
い
で
居
る
の
で
あ
る
。
然
し
一
層
眞
實
に
言
ふ
な
ら
ば
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
論
理
學
の
出
登
灘
を
純
輝
有
一
「
般
的
に
は
門
存
在
」
f
に
求
め
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
客
観
的
な
も
の
一
…
抽
象
的
な
も
の
と
し
て
の
一
か
ら
の
客
掘
的
な
も
の
1
丁
半
的
な

略
の
と
し
て
の
ー
ー
の
登
出
と
い
ふ
非
難
を
も
免
れ
て
居
る
。
彼
は
十
二
的
な
も
の
ー
ー
「
存
在
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ー
か
ら
出
労
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
、
背
後
の
も
の
へ
移
行
さ
せ
、
そ
れ
を
基
づ
け
て
居
る

ち
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

も
の
i
「
本
質
」
i
へ
還
露
せ
し
め
る
こ
と
が
二
二
た
。
か
く
て
「
穿
る
も
の
」
は
「
出
て
家
た
も
の
」

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
し
て
匁
ら
れ
る
。
直
接
に
直
接
的
な
も
の
と
し
て
Q
存
在
」
は
、
從
っ
て
、
本
質
的
に
は
却
っ
て
媒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
も

介
さ
れ
だ
も
の
・
措
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
○
　
同
様
に
．
反
封
に
、
直
接
に
は
遵
き
出
さ
れ
だ
も
の
・
媒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
で
　
　
へ

介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
本
質
」
は
、
本
質
的
に
は
逆
に
直
接
的
な
も
の
一
二
も
、
直
接
性

に
止
ま
っ
て
居
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
却
っ
て
措
定
す
る
と
こ
ろ
の
直
接
的
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

一
で
あ
る
。
も
し
端
初
が
本
質
的
に
直
接
的
な
も
の
i
例
へ
ば
ス
ピ
ノ
ー
ザ
に
於
け
る
實

騰
の
如
き
も
の
一
に
求
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
一
方
に
於
て
は
、
實
膿
は
厩
性
や
二
二
を
自
己
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

か
ら
流
毘
さ
せ
る
も
の
i
蓋
し
、
異
實
態
と
し
て
の
直
接
的
な
も
の
は
正
に
自
己
原
因
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
や

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
移
り
行
く
べ
き
，
從
っ
て
そ
こ
へ
復
帯
し
て
行
く
べ
き
、
そ
れ
故
に
又
そ
こ

か
ら
出
て
來
だ
と
こ
ろ
の
「
本
質
」
を
も
た
な
い
一
、
二
っ
て
又
そ
れ
ら
を
宮
己
の
中
へ
流
入
さ
せ



962

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
、
　
、
　
、
　
、
　
V
　
、
　
V
　
》
　
塾

る
も
の
と
な
り
、
他
方
に
於
て
は
、
直
接
に
薩
接
的
な
も
の
は
全
く
夢
幻
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま

ふ
で
あ
ら
う
。
　
ヘ
ー
グ
ル
の
論
理
…
學
は
畿
出
論
理
や
構
成
的
論
理
學
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

へ
分
析
論
理
と
は
言
へ
ぬ
に
し
て
も
、
再
構
成
の
論
理
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
が
今
の
べ
た
と
同

標
の
こ
と
は
「
本
質
」
と
、
概
念
」
、
從
っ
て
客
観
的
論
理
學
と
生
掘
的
論
理
學
と
の
存
疑
や
、
主
観
性
と
客

槻
性
と
の
胴
係
に
醐
し
て
も
言
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
然
し
「
本
質
」
か
ら
の
「
概
念
」
へ
の
盗
癖
と
「
存
在
」

か
ら
の
「
本
質
」
へ
の
獲
展
と
の
相
蓮
．
並
び
に
「
存
、
在
」
論
と
酒
概
念
」
論
と
の
間
に
爾
者
の
媒
介
と
し
て
濁

立
的
な
「
本
質
」
論
を
考
へ
た
と
い
ふ
面
一
此
の
事
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
、
へ
ー
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
へ
　
　
む

川
の
論
理
學
の
第
三
部
が
何
故
に
特
に
生
槻
的
論
理
學
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
だ
か
を
説
明

す
る
こ
と
に
な
ら
う
f
は
、
歴
史
的
に
、
叉
騰
系
的
に
、
そ
し
て
特
に
事
象
そ
の
も
の
の
見
地
か
ら

も
、
大
き
な
意
義
と
問
題
と
を
含
ん
で
居
る
で
あ
ら
う
○
然
し
私
は
今
そ
れ
に
就
い
て
論
ず
る
カ

と
い
と
ま
と
を
も
た
3
3
。
そ
れ
は
習
作
酌
な
此
の
論
文
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
べ
く
籐
り
に
大
き

な
問
題
で
あ
る
だ
ら
う
。
然
し
ご
、
で
私
は
、
へ
ー
グ
ル
が
何
故
に
登
毘
論
者
と
し
て
見
ら
れ
る

か
の
理
由
の
、
「
つ
と
し
て
、
到
る
麩
に
調
て
さ
う
で
め
る
や
う
に
「
存
在
」
か
ら
の
「
本
質
」
へ
の
移
行
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

於
て
も
亦
、
彼
が
「
存
在
」
を
「
本
質
」
と
し
て
見
る
こ
と
に
急
で
あ
っ
て
「
存
在
あ
「
本
質
」
を
、
及
び
「
存
在
し
を
門
本

質
の
存
在
」
と
し
て
見
る
こ
と
を
閑
却
し
た
と
い
ふ
こ
と
を
あ
げ
て
お
か
．
う
。
彼
は
．
「
存
在
」
を
も
つ

　
　
　
へ
…
グ
ル
の
論
理
…
學
に
於
け
る
霧
在
、
本
質
、
概
念
の
聯
闘
魚
巾
心
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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哲
學
研
究
　
第
胃
H
入
十
・
轟
ハ
魏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
論
ハ

ば
ら
「
本
質
」
へ
移
行
す
る
も
の
と
し
て
見
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
方
に
於
て
は
そ
れ
に
も
拘
ら
す
保

存
ざ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
「
存
在
」
の
濁
立
性
を
溝
滅
さ
せ
、
從
っ
て
他
方
に
於
て
は
又
「
本
質
」
の
早
立
性

を
も
傷
つ
け
だ
。
か
、
る
半
旗
に
於
て
こ
重
の
流
出
i
「
本
質
」
か
ら
の
「
假
象
」
の
流
出
と
「
存
在
」
か

ら
の
「
本
質
」
へ
の
流
出
、
叉
は
む
し
ろ
流
入
1
が
語
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。

　
客
槻
態
は
固
よ
り
…
つ
の
直
接
態
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
直
接
態
の
中
で
も
、
一
般
的
に
は
「
存

在
」
と
「
本
質
」
と
か
ら
湛
別
さ
れ
、
特
殊
的
に
は
有
や
定
有
、
並
び
に
二
二
や
現
實
態
か
ら
庭
別
さ
れ
る
。

「
有
は
一
般
に
最
初
の
直
接
態
で
あ
り
、
定
有
は
最
初
の
規
定
姓
を
も
つ
た
直
接
態
で
あ
る
。
事
物

と
一
緒
の
生
存
は
落
蓋
か
ら
、
帥
ち
本
質
の
箪
純
な
る
反
省
の
自
己
を
止
揚
す
る
媒
介
か
ら
出
て

閉
る
直
接
態
で
あ
る
。
然
し
現
磁
性
や
實
膿
性
は
、
現
象
と
し
て
の
未
だ
非
本
質
的
な
る
實
存
と
、

そ
の
本
質
性
と
の
、
止
揚
さ
れ
た
る
二
野
か
ら
出
て
來
る
直
接
態
で
あ
る
Q
最
後
に
、
丁
半
性
は
、
概

念
が
自
己
の
抽
象
と
媒
介
と
を
止
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
慮
己
を
そ
こ
へ
規
定
す
る
と
こ
ろ
の

直
接
態
で
あ
る
。
」
「
存
在
」
一
般
が
さ
う
で
あ
る
や
う
に
、
有
や
定
有
は
輩
・
純
な
る
直
接
態
で
あ
る
が

故
に
、
客
擬
態
と
の
土
野
に
於
て
は
左
程
重
大
な
意
義
を
も
た
ぬ
。
　
然
し
、
実
存
や
現
實
態
は
媒
介

さ
れ
π
る
直
接
態
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
ら
と
客
観
態
と
を
比
較
す
る
事
は
、
捨
筆
態
そ
の
も
の
の

確
∵
究
に
取
っ
て
も
重
要
で
あ
る
。
　
客
観
態
は
、
有
や
定
有
！
一
「
存
在
＝
般
i
と
は
異
っ
て
、
軍
に
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直
接
的
に
在
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
媒
介
さ
れ
て
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
然
し
又
實
存
や
現
實
性

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
め
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
如
く
客
槻
的
な
根
篠
か
ら
出
て
來
た
も
の
・
措
定
さ
れ
だ
も
の
で
は
な
く
し
て
、
主
槻
性
か
ら
出

て
來
た
も
の
で
あ
る
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
存
在
」
の
領
域
に
於
け
る
開
係
の
仕
方
だ
る
門
移
行
レ
や
「
本
質
」
の

領
域
に
於
け
る
四
馬
の
仕
方
た
る
「
反
省
」
か
ら
匠
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
、
「
概
念
」
の
領
域
に
於
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
關
係
の
仕
方
π
る
登
展
の
中
で
も
、
主
陽
性
か
ら
の
客
観
性
へ
の
そ
れ
を
特
に
實
在
化
涛
①
農
ω
響

甑
○
β
と
呼
ん
で
居
る
。
「
導
電
」
は
「
他
者
」
へ
「
移
行
」
す
る
の
で
あ
h
「
根
糠
」
は
「
實
存
」
を
「
措
定
」
す
る
の
で
あ

り
「
主
槻
性
」
は
「
撃
壌
性
」
へ
「
實
在
化
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
實
在
化
は
移
行
と
反
省
又
は
措
定
、
そ
し
て

特
に
後
者
の
最
高
の
形
態
た
る
顯
示
㌶
斜
亀
¢
無
銭
○
二
i
絶
劉
者
の
現
国
軍
へ
の
一
と
か
ら
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

何
に
匿
別
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
「
存
在
」
に
於
け
る
關
係
は
愛
甲
と
他
者
、
又
は
慮
禮
有
と
醤
他

も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

有
の
關
係
で
あ
り
↓
本
質
」
に
於
け
る
關
係
は
霞
早
耳
・
軍
陣
有
，
然
し
画
膿
有
の
規
定
に
於
け
る
宮
罷

へ
　
き
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
あ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

有
・
調
欝
有
で
あ
る
。
然
る
に
「
概
念
た
撃
て
は
膚
馬
蹄
・
封
畠
有
と
膚
膿
有
・
甥
自
陣
と
の
關
係
が
あ

る
。
我
々
は
既
に
此
の
襟
な
開
係
を
普
遍
性
・
特
殊
性
・
個
別
性
の
間
に
見
た
。
然
し
此
の
三
つ
の

契
機
の
間
に
は
籐
う
に
強
大
な
同
一
性
が
支
配
し
て
居
て
、
甥
立
性
が
噴
け
て
居
る
。
即
ち
、
そ
れ

ら
は
共
に
概
念
の
自
禮
三
三
亭
ω
…
。
守
ω
①
ぎ
を
形
成
し
て
居
る
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
真
黒
存
在
U
霧
①
ぎ

で
は
な
い
。
そ
し
て
が
、
る
も
の
の
役
目
を
果
す
も
の
が
正
に
客
勤
態
で
あ
る
。
「
本
質
は
掬
己

　
　
　
ヘ
ー
グ
ル
の
論
理
學
に
於
け
ろ
襟
在
、
本
質
、
嶽
念
の
聯
醐
を
申
心
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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哲
思
甲
研
究
　
　
第
［
胃
【
八
十
轟
ハ
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
入

の
自
専
有
に
等
し
き
自
己
の
濁
實
存
在
を
自
己
に
輿
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
概
念
と
な
る
」
と
言
は

れ
る
時
、
そ
の
現
實
存
在
は
、
最
も
眞
實
に
は
、
普
遍
性
に
暫
し
て
の
個
別
性
、
又
は
概
念
そ
の
も
の
に

達
し
て
の
判
漸
や
推
理
で
は
な
く
も
て
、
正
に
、
主
観
性
に
饗
し
て
の
客
観
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
鍛
。

軍
に
良
心
に
於
て
あ
る
も
の
叉
は
他
者
で
は
な
く
、
そ
し
て
翻
心
に
措
定
さ
れ
て
あ
る
も
の
で
も

な
く
し
て
、
膚
膿
に
於
て
と
同
時
に
措
定
さ
れ
て
あ
る
も
の
、
措
定
さ
れ
て
と
同
時
に
膚
禮
に
於
て

あ
る
も
の
た
り
得
る
の
は
、
客
観
性
で
あ
る
。
主
糊
性
と
客
観
性
の
み
が
始
め
て
能
く
異
實
に
、
相

互
的
に
、
自
燈
に
於
て
の
も
の
と
措
定
さ
れ
て
あ
る
も
の
と
の
、
又
は
膚
霊
的
な
意
・
昧
に
於
け
騙
る
措

定
と
被
措
定
と
の
統
一
で
あ
る
こ
と
が
出
來
る
○
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
自
畳
の
最
高
の
形
態
で
あ

る
。
他
者
は
軍
に
万
事
有
一
語
物
に
謝
し
て
あ
る
も
の
ー
ー
で
あ
り
、
實
存
は
軍
に
甥
窟
有
i

I
根
糠
に
嘉
し
て
あ
る
も
の
一
で
あ
る
。
客
観
性
に
し
て
始
め
て
自
膿
有
・
甥
虜
有
と
言
は
れ

る
こ
と
が
揖
來
る
。

　
普
通
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
主
観
性
か
ら
客
観
性
を
〔
導
毘
」
し
た
と
言
は
れ
て
居
る
け
れ
ど
も
、
も
し

我
々
に
「
し
て
主
観
性
と
客
観
性
と
の
關
係
に
亡
い
で
彼
の
説
く
と
こ
ろ
を
跡
づ
け
る
な
ら
ば
、
我

々
は
む
し
ろ
そ
の
反
謝
に
霞
會
は
ね
ば
な
ら
訟
で
あ
ら
う
。
邸
ち
、
客
観
性
と
は
、
彼
に
於
て
は
、
主

槻
的
概
念
の
最
高
の
媒
介
と
し
て
の
推
理
の
止
揚
そ
れ
膚
身
で
あ
る
。
そ
の
意
昧
に
於
て
、
へ
：
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ゲ
ル
に
於
け
る
患
惟
と
存
在
と
の
統
　
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
指
摘
せ
る
如
く
、
思
惟
の
内
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

に
於
て
の
思
惟
と
存
在
と
の
統
一
で
あ
る
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
主
観
性
か
ら
「
導
出
」
し
た
客
槻
性
は
思

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

惟
さ
れ
た
實
在
性
に
す
ぎ
な
い
。
彼
が
「
理
念
」
と
よ
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
も
、
上
の
標
な
意
味
に
於
て

の
主
観
性
と
客
観
性
と
の
統
一
態
に
外
な
ら
な
い
。
而
し
て
、
右
の
こ
と
を
正
し
く
理
解
す
る
た

め
に
は
、
こ
、
で
も
亦
圭
概
性
と
は
何
で
あ
る
か
を
吟
味
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
Q
　
ヘ
ー
ゲ
ル

が
主
観
性
か
ら
客
槻
性
を
導
毘
し
π
と
い
ふ
こ
と
が
言
は
れ
る
の
は
全
く
の
無
根
糠
な
こ
と
で

は
な
い
と
い
ふ
こ
と
の
理
由
の
一
つ
は
、
客
、
槻
的
論
理
學
の
血
糊
的
論
理
學
へ
の
兄
宮
そ
の
も
の

の
中
に
横
は
つ
て
居
る
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
概
念
は
何
ら
主
観
的
な
も
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
客

観
の
内
的
本
性
そ
の
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
本
質
」
か
ら
概
念
を
導
き
毘
す
こ
と
は
、
意
識
か
ら
肖

己
意
識
を
導
き
出
す
こ
と
と
同
襟
に
、
さ
う
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
意
識
か
ら
の
自
己
意
識
へ

の
登
展
や
、
本
質
か
ら
の
概
念
へ
の
獲
展
に
は
、
飛
躍
・
間
隙
が
あ
る
。
そ
し
て
此
の
事
は
、
軍
に
本
質

の
非
力
を
意
味
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
し
て
、
同
時
に
概
念
の
非
力
を
も
意
昧
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　

へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
観
念
論
ご
般
の
誤
謬
は
，
二
二
が
概
念
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
四
っ
て
樹
象
が
概
念

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

的
構
造
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
、
二
三
が
概
念
で
あ
る
こ
と
を
導
き
志
す
こ
と
に
あ
っ
だ
Q
　
此

の
意
味
に
於
て
、
デ
ポ
ー
リ
ン
の
へ
璽
ゲ
ル
批
鋼
や
、
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ソ
の
カ
ン
ト
批
割
は
全

　
　
　
へ
！
ゲ
ル
の
論
理
學
に
於
け
ろ
春
在
、
本
質
、
概
念
の
聯
臨
存
中
心
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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折
星
団
研
究
　

餓
謝
百
入
工
丁
山
ハ
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

く
正
心
で
あ
る
○
固
よ
り
此
の
事
は
、
我
々
が
特
に
「
膿
験
の
副
将
論
」
と
よ
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
や
、
い

は
ゆ
る
嘉
言
的
槻
念
論
及
び
或
意
昧
に
減
て
は
「
先
験
的
観
念
論
」
に
つ
い
て
は
、
多
少
割
引
し
て
…

i
然
し
そ
れ
ぞ
れ
別
な
意
味
に
於
て
割
引
し
て
、
言
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
○
然
し
、
膿
験
の

観
念
論
は
、
π
や
す
く
認
識
の
観
念
論
へ
移
り
行
く
事
に
よ
っ
て
、
又
は
そ
れ
を
膚
己
の
中
に
含
む

こ
と
に
よ
っ
て
、
依
然
と
し
て
右
の
非
難
を
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
が
の
非
難
に
欝
し
て

宮
己
を
防
衛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
客
観
的
槻
念
論
は
自
己
が
顛
倒
さ
れ
た
る
唯
物
論
で
あ
る

事
を
暴
露
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
し
、
先
験
的
観
念
論
は
経
験
的
存
在
論
に
、
又
は
む
し
ろ
「
観
念

論
と
最
奥
論
と
の
此
方
』
に
逃
げ
路
を
求
め
ね
ば
な
ら
澱
で
あ
ら
う
。
「
本
質
」
は
普
遍
性
・
特
殊
性
・
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

別
性
の
契
機
を
古
血
の
中
に
含
む
と
い
ふ
意
昧
に
於
て
、
概
念
酌
で
あ
る
○
然
し
此
の
事
は
決
し

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
本
質
が
概
念
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
言
葉
の
本
來
の
意
昧

に
於
け
る
「
槻
念
論
」
は
、
自
燈
に
於
て
あ
る
も
の
そ
の
も
の
、
叉
は
軍
に
そ
の
認
識
を
拒
ん
で
、
我
々
に

坐
し
て
あ
る
も
の
、
叉
は
そ
の
認
識
を
固
執
す
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
「
謡
講
論
」
の
謙
譲
の
美
徳
と
で

も
言
は
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
然
し
、
…
暦
不
幸
な
事
に
は
「
心
念
論
」
は
こ
、
に
止
ま
ら
す
に
、
更

に
そ
の
鱈
越
の
悪
徳
を
登
揮
す
る
。
即
ち
「
観
念
論
」
は
そ
の
上
に
、
我
々
に
心
し
て
あ
る
も
の
を
良

騰
に
於
て
あ
る
も
の
の
地
位
に
据
ゑ
る
こ
と
に
ま
で
進
む
の
で
あ
る
。
　
然
し
、
眞
實
に
は
、
軍
に
物
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膚
髄
だ
け
が
超
越
的
な
の
で
は
な
い
、
す
べ
て
の
現
象
が
同
時
に
超
越
的
な
の
で
あ
る
Q
從
っ
て
．

現
象
の
認
識
は
紅
雲
に
物
宙
膿
の
認
識
で
あ
る
。
模
寓
説
を
軍
純
に
排
斥
す
る
と
こ
ろ
の
構
成

主
義
の
濁
断
の
一
つ
は
、
固
よ
り
我
々
が
濁
象
を
認
識
す
る
の
は
輩
純
な
る
模
寓
に
よ
っ
て
や
は

な
く
し
て
構
成
に
よ
っ
て
“
は
あ
る
が
、
然
し
認
識
が
眞
理
で
あ
る
た
め
に
は
そ
の
構
成
そ
の
も

の
が
叉
欝
象
爵
身
の
構
造
に
｝
致
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
を
見
落
し
て
居
る
こ
と
に
あ
る
。

從
っ
て
、
構
成
主
義
は
、
た
と
へ
認
識
の
眞
理
性
を
基
礎
づ
け
得
て
も
，
誤
謬
を
基
礎
付
け
得
な
い
で

は
な
い
か
、
ま
π
は
よ
り
正
し
く
言
へ
ば
眞
理
の
確
め
、
從
っ
て
眞
理
と
誤
謬
と
の
判
別
を
基
礎
づ

け
得
な
い
で
は
な
い
か
。
模
寓
説
が
非
難
さ
れ
る
の
も
、
軍
に
構
成
な
き
模
寓
に
よ
っ
て
は
認
識

が
不
可
能
で
あ
る
ー
ー
勤
象
は
模
寓
し
盤
さ
れ
な
い
し
、
叉
模
寓
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
と
い

ふ
二
重
の
意
昧
に
於
て
（
そ
の
限
り
に
於
て
構
成
は
認
識
に
敏
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
）
1

と
い
ふ
こ
と
の
π
め
に
ば
か
り
で
は
な
く
し
て
、
特
に
模
寓
の
立
場
に
慌
て
は
認
識
が
眞
理
で
あ

る
か
ど
う
か
が
確
め
ら
れ
な
い
と
い
ふ
こ
と
の
た
め
に
で
あ
る
。
然
し
構
成
主
義
も
亦
、
一
方
に

於
て
は
経
験
的
意
識
の
構
成
と
意
識
川
般
の
混
成
と
の
一
致
と
い
ふ
こ
と
を
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ

し
、
他
方
に
以
て
は
二
っ
て
そ
の
一
致
の
確
め
を
行
ひ
得
な
い
。
　
認
識
と
は
、
物
の
方
か
ら
言
へ
ば

里
宮
膿
の
我
々
に
若
し
て
の
物
へ
の
電
化
で
あ
り
、
我
々
の
方
か
ら
言
へ
ば
我
々
の
表
象
の
、
叉
は

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
學
に
於
け
ろ
荏
在
、
本
質
、
概
念
の
聯
騰
た
中
心
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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哲
學
研
究
　
　
第
胃
桝
八
十
山
ハ
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

我
々
に
甥
し
て
の
物
の
物
自
膿
へ
の
一
致
で
あ
る
。
然
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
を
借
り
て
言
へ
ば
、

物
と
表
象
と
の
か
、
る
唄
致
は
、
未
だ
、
知
名
屡
2
で
あ
っ
て
、
認
識
同
簿
①
葺
μ
雲
で
は
な
い
。
認
識

と
は
「
舌
面
と
表
象
と
の
一
致
と
し
て
の
確
實
性
○
①
9
ω
移
簿
i
こ
れ
が
知
で
あ
る
一
の
確
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ζ
⇔
o
ぞ
呂
昏
無
毒
磯
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
、
る
確
謹
は
、
成
果
と
し
て
は
．
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
の
岡
～
性
に
就
い
て
の
、
知
る
も
の
の
膚
畳
で
あ
る
。
し
か
し
、
此
の
自
若
を
果
成
せ
し
め
る
も

へ

の
は
模
寓
で
も
な
く
構
成
で
も
な
く
、
は
だ
ま
π
知
る
こ
と
そ
の
こ
と
で
も
な
く
し
て
、
正
に
廣
義

に
於
け
る
實
践
で
あ
ら
う
。
か
、
る
意
味
に
湿
て
「
眞
理
の
規
準
と
し
て
の
實
践
」
と
い
ふ
概
念
は
、

潜
勢
的
に
は
、
i
一
そ
し
て
固
よ
り
こ
、
で
は
廣
義
に
於
け
る
二
皮
に
於
て
と
は
異
っ
て
我
々
に

潔
し
て
の
も
の
と
し
て
一
事
物
認
識
の
場
合
に
於
て
も
語
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
模
爲
説
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

構
成
説
も
共
に
認
識
の
眞
理
性
の
認
知
を
興
へ
得
な
い
。
我
々
は
、
認
識
の
手
綾
き
に
点
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

構
成
説
の
正
忌
性
を
認
め
、
認
識
の
成
果
に
漏
し
て
は
い
は
ば
批
面
的
模
愚
説
の
立
場
に
立
ち
、
認

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

識
の
た
し
か
め
に
關
し
て
は
實
急
な
る
概
念
を
導
き
入
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
へ
る
。

肩
己
に
謝
し
て
の
物
O
ぎ
ひ
q
塗
畦
ω
適
窪
に
饗
す
る
物
弱
質
こ
ぎ
σ
q
弩
ω
田
畠
は
固
よ
り
不
可
認
識
的
で
あ

ら
う
◎
蓋
し
そ
れ
は
そ
れ
伝
言
が
塞
虚
で
あ
っ
て
、
認
識
さ
る
べ
き
何
も
の
を
も
も
っ
て
居
な
い

か
ら
で
あ
る
。
然
し
、
我
々
に
冠
し
て
の
も
の
U
一
三
塗
騰
§
。
・
は
そ
れ
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
限
り
、
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同
時
に
す
べ
て
が
物
膚
膿
U
貯
磯
磐
臨
9
で
あ
り
、
物
自
営
は
、
た
と
へ
近
似
的
に
で
は
あ
ら
う
と
も
、

絶
え
ず
よ
り
多
く
我
々
に
醤
し
て
の
物
に
縛
化
し
て
行
く
。
我
々
は
二
つ
の
早
手
に
於
け
る
物

昌
膿
を
混
同
し
て
は
な
ら
訟
。
我
々
は
さ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
概
念
と
難
癖
と
の
關
係

を
正
し
く
把
捉
す
る
こ
と
が
出
異
る
の
で
あ
る
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
著
し
て
言
っ
て
も
「
本
質
」
は
「
概
念
」

と
し
て
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
本
質
」
た
る
こ
と
を
や
め
る
の
で
は
な
い
。
「
本
質
』
は
圭
槻
化
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
「
概
念
」
と
し
て
あ
る
と
同
時
に
、
依
然
と
し
て
「
本
質
」
そ
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。

「
本
質
」
か
ら
の
「
概
念
」
へ
の
登
展
に
於
て
は
「
本
質
」
は
宮
己
に
於
て
何
も
の
を
も
失
は
す
、
却
っ
て
唯
何

も
の
か
を
肖
己
に
加
へ
る
だ
け
で
あ
る
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
汎
論
理
主
義
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
論
理

的
講
造
を
も
っ
て
居
る
と
宣
言
し
た
が
た
め
に
で
は
な
く
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
論
理
的
な
も

の
そ
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
と
解
さ
れ
る
時
に
の
み
非
難
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
濁
立
的
に

實
存
す
る
概
念
で
は
な
く
し
て
、
本
質
の
纏
念
、
而
も
本
質
の
眞
實
態
と
し
て
本
質
そ
の
も
の
か
ら

は
匿
別
さ
れ
た
限
り
の
概
念
は
、
只
、
本
質
の
反
映
と
し
て
の
み
正
し
く
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

然
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
本
質
を
主
脚
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
概
念
を
實
騰
化
し
て
し
ま
っ
た
。
概

念
は
本
質
を
軍
に
範
疇
と
し
て
の
み
な
ら
す
、
現
實
態
と
し
て
も
自
己
の
中
へ
溶
し
こ
ん
で
t
ま

つ
π
。
　
然
し
、
概
念
は
膚
己
自
身
に
止
ま
っ
て
居
る
こ
と
が
鐵
來
な
い
、
脅
己
な
ら
ぬ
も
の
に
於
て

　
　
　
へ
ー
グ
ル
の
論
理
學
に
於
け
ろ
霧
准
、
本
質
、
概
念
の
聯
翻
為
中
心
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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照
明
研
一
究
　
　
第
み
日
八
L
T
論
ハ
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
M
闘
四

安
定
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
澱
。
然
る
に
概
念
の
他
者
と
し
て
の
本
質
は
既
に
清
滅
し
て
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

ま
っ
て
居
る
○
そ
れ
故
に
概
念
は
自
己
の
中
か
ら
客
観
を
産
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
○
此
の
標
な
意
味
に
起
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
主
槻
的
概
念
か
ら
心
匠
を
導
出
し
だ
と

言
は
れ
る
の
も
、
一
理
あ
る
事
で
あ
ら
う
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
を
云
は
ば
善
意
に
解
心
す
れ
ば
、
概
念
か
ら

の
客
観
の
導
出
は
さ
け
ら
れ
る
が
、
然
し
そ
の
七
赤
の
蹄
結
と
し
て
、
一
方
に
於
て
は
、
客
観
は
客
槻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
思
惟
さ
れ
た
膨
面
α
q
民
8
ぽ
霧
0
9
。
9
・
主
槻
の
媒
介
の
止
揚
さ
れ
た
も

の
に
す
ぎ
な
く
な
り
、
他
方
に
於
て
は
、
思
惟
は
思
惟
者
な
き
思
惟
U
①
鼻
窪
。
欝
o
d
⑦
纂
9
ρ
脅
ω
、
從
っ

て
非
思
惟
に
な
っ
て
し
ま
ふ
。
そ
し
て
又
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
ふ
主
観
的
概
念
や
客
観
を
常
の
意
昧

に
於
て
取
れ
ば
、
概
念
か
ら
の
客
擬
の
導
毘
と
い
ふ
事
が
言
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
＝
言
で
言
へ
ば
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
本
質
を
除
す
と
こ
ろ
な
く
主
観
化
し
．
て
し
ま
っ
た
が
爲
に
、
又
客
擬
を
概
念
か
ら
導

出
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
叉
は
、
さ
う
で
な
け
れ
ば
、
彼
は
概
念
の
主
簿
性
の
固
有
の

内
争
を
否
定
し
た
こ
と
に
な
ら
う
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
例
へ
ば
「
す
べ
て
の
も
の
は
鋼
断
で
あ
る
」
と
い
、

ふ
時
、
そ
の
鋼
断
は
主
槻
的
意
昧
の
も
の
で
は
な
い
、
軍
に
慮
己
意
識
的
思
惟
に
現
れ
る
作
業
で
は

な
い
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
、
普
遍
性
を
自
己
の
中
に
も
つ
て
居
る
個
別
的
事
物
で
あ
り
、
個

24

ｻ
さ
れ
て
あ
る
普
遍
者
で
あ
る
事
を
意
味
す
る
に
止
ま
る
○
然
し
か
、
る
事
態
は
決
し
て
、
す
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べ
て
の
も
の
は
判
断
的
構
造
を
も
つ
て
居
る
と
い
ふ
風
に
表
現
さ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の

も
の
は
判
断
で
あ
る
と
い
ふ
風
に
表
現
さ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
　
少
く
と
も
そ
れ
自
身

が
圭
槻
と
し
て
存
在
し
て
居
る
も
の
に
幸
し
て
で
な
く
し
て
は
、
上
の
こ
と
は
言
ひ
過
ぎ
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
不
幸
は
、
概
念
へ
本
質
を
全
部
的
に
吸
．
牧
し
て
し
ま
っ
て
、
概
念
と
本
質
と
の
濁
自
性

を
共
に
暖
昧
な
も
の
と
化
し
淀
こ
と
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
圭
湖
的
概
念
の
客
観
へ
の
螢
展
を
紳
の
存
在
の
本
膿
論
的
謹
明
に
比
較
し
て
居

る
と
い
ふ
こ
と
は
、
我
々
に
甥
し
て
種
々
な
る
国
払
を
與
へ
る
で
あ
ら
う
。
此
の
事
は
先
づ
第
一

に
彼
の
言
ふ
客
観
が
如
何
に
云
は
ば
浮
化
さ
れ
π
も
の
で
あ
る
か
を
物
語
っ
て
居
る
。
ひ
と
は
、

主
槻
性
か
ら
の
客
野
性
へ
の
登
展
に
於
て
、
例
へ
ば
林
檎
の
概
念
の
林
檎
そ
の
も
の
へ
の
登
展
を

理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
林
檎
の
概
念
の
如
き
も
の
は
彼
に
於
て
は
輩
に
一
般
的
表
象
、
又
は
た

か
だ
か
限
定
さ
れ
π
概
念
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
何
ら
概
念
そ
の
も
の
で
は
な
い
○
同
標

に
、
彼
に
於
て
は
、
林
檎
と
い
ふ
機
な
戚
性
的
経
験
的
事
物
は
決
し
て
「
客
観
」
の
名
に
便
せ
ぬ
も
の
で

あ
る
。
か
、
る
も
の
は
「
客
槻
」
と
し
て
あ
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
輩
に
例
へ
ば
「
定
有
」
と
し
て
あ
る

も
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
か
、
る
戚
性
的
経
験
的
事
物
に
關
し
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
た
と
へ
そ
れ

を
眞
の
存
在
と
は
認
め
な
か
っ
だ
に
し
て
も
、
敢
へ
て
『
精
棘
の
現
象
學
』
を
ふ
り
か
へ
る
ま
で
も

　
　
　
（
ー
ゲ
膨
の
論
理
學
に
於
け
ろ
穿
雀
、
本
質
、
概
念
の
聯
關
を
中
心
と
し
で
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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臨
山
岨

な
く
實
在
論
者
で
あ
っ
た
事
は
確
か
で
あ
る
Q
彼
が
主
簿
的
論
理
學
に
客
観
的
論
理
學
を
先
行

さ
せ
て
居
る
と
い
ふ
事
は
そ
の
…
謹
左
で
あ
る
Q
彼
は
論
理
學
に
於
け
る
存
在
や
本
質
の
立
場

を
直
概
や
表
象
の
立
場
に
比
較
し
て
居
る
。
そ
の
意
味
に
於
て
は
、
客
観
的
論
理
學
の
立
場
は
直

接
に
は
與
へ
ら
れ
た
も
の
の
立
場
で
あ
り
、
主
観
性
の
立
場
は
そ
れ
を
構
成
し
自
分
の
も
の
と
す

る
立
場
で
あ
り
、
客
掘
性
と
は
か
、
る
構
成
さ
れ
だ
る
世
界
、
反
省
的
に
は
主
掘
に
よ
っ
て
産
出
さ

れ
た
る
世
界
で
あ
る
，
「
本
質
」
の
世
界
は
「
存
在
」
の
世
界
と
は
蓮
っ
て
、
組
織
さ
れ
た
世
界
で
は
あ
る

が
、
そ
の
構
成
は
未
だ
輩
に
霞
腱
に
於
て
の
も
の
、
自
我
に
取
っ
て
は
輿
へ
ら
れ
た
も
の
、
自
我
に
外

的
な
も
の
で
あ
る
○
然
し
両
論
性
の
段
階
に
於
け
る
構
成
は
富
我
膚
身
の
も
の
で
あ
る
。
か
、

る
意
味
で
，
客
観
性
と
は
カ
ン
ト
の
い
は
ゆ
る
経
瞼
界
に
例
へ
ら
れ
よ
う
。
「
本
質
」
の
領
域
に
於
け

る
範
疇
が
「
概
念
」
の
領
域
に
於
て
時
々
再
現
す
る
の
は
、
決
し
て
罪
な
る
反
復
で
は
な
い
。
そ
し
て

又
同
時
に
、
他
方
に
於
て
は
、
客
野
性
は
正
に
未
だ
ロ
ゴ
ス
の
領
域
に
あ
る
事
に
よ
っ
て
精
学
界
そ

の
も
の
で
も
慮
然
界
そ
の
も
の
で
も
な
く
し
て
ぞ
れ
ら
に
劃
し
て
中
和
的
な
も
の
、
そ
れ
ら
の
内

面
性
で
あ
る
。
客
観
態
は
、
概
念
に
於
て
、
そ
し
て
彬
念
に
漏
し
て
あ
る
も
の
で
あ
り
、
概
・
念
か
ら
出

て
來
π
も
の
と
し
て
二
七
二
身
に
於
て
あ
る
事
象
そ
の
も
の
で
あ
る
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
概
念
か
ら

「
導
出
」
せ
．
る
實
在
性
は
経
験
的
實
在
性
で
は
な
い
。
か
、
る
偏
在
性
を
慮
己
の
中
か
ら
産
み
出
す
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と
い
ふ
事
は
，
概
念
に
取
っ
て
は
光
榮
で
は
な
く
し
て
恥
で
あ
る
。
『
概
念
か
ら
の
實
的
な
も
の
の

遵
來
は
、
概
念
が
實
在
態
を
自
己
愚
身
の
中
か
ら
産
出
す
る
事
で
あ
っ
て
、
固
定
せ
る
、
そ
し
て
概
念

に
謝
立
せ
る
、
見
出
さ
れ
た
る
實
二
二
へ
顛
落
す
る
事
で
は
な
い
。
」
「
概
念
そ
の
も
の
に
止
ま
っ
て

居
る
認
識
の
不
完
全
性
は
、
か
の
尤
も
ら
し
き
實
在
性
を
畏
い
て
居
る
事
の
申
に
で
は
な
く
し
て
、

概
念
が
未
だ
自
己
の
・
窟
己
欝
身
の
中
か
ら
産
出
さ
れ
た
實
在
性
を
虜
己
に
與
へ
な
い
事
の
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
る
の
で
あ
る
汐
郎
ち
、
概
念
の
抽
象
性
は
・
そ
れ
が
未
だ
理
念
へ
進
乱
な
い
事
に
あ
る
の
で
あ
っ

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
へ

て
、
興
へ
ら
れ
た
實
在
性
を
も
た
な
い
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
概
念
は
、
威
性
的
経
験
的
實
在

性
を
自
己
の
外
に
必
要
と
す
べ
く
、
そ
し
て
ま
た
自
己
の
中
か
ら
産
轡
す
べ
く
、
絵
り
に
富
裕
で
あ

り
、
籐
り
に
高
貴
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
紳
の
概
念
と
は
む
し
ろ
紳
の
本
質
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
へ
　
　
ゆ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

憩
の
、
又
は
紳
的
な
も
の
の
本
質
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
紳
の
概
念
は
自
己
に
實
在
性
を
・
而
も
己
れ
に

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ふ
さ
は
し
い
實
在
性
を
與
へ
得
る
の
で
あ
り
、
紳
の
・
又
は
瀞
的
な
も
の
の
本
質
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

自
己
の
現
實
存
在
を
産
み
出
さ
ね
ば
な
ら
漁
の
で
あ
る
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
紳
の
存
在
の
本
群
論
的

謹
明
を
此
の
上
も
な
く
高
く
詳
秘
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
我
々
の
大
い
に
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
。
帥
の
存
在
の
本
騰
論
的
謹
明
は
、
紳
の
存
在
を
紳
そ
の
も
の
か
ら
導
き
出
さ
ん
と
す
る
に
反

し
て
、
棘
の
存
在
の
宇
憲
論
並
等
朋
や
物
理
牌
學
的
誰
明
乃
至
は
道
徳
序
盤
的
謹
明
は
、
紳
の
存
在

　
　
　
　
ヘ
ー
グ
か
の
論
理
學
に
於
け
る
存
在
、
本
質
、
概
念
の
聯
關
な
中
心
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

を
騨
な
ら
澱
も
の
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ん
と
す
る
○
本
叢
論
的
鼻
声
は
三
面
に
つ
い
て
の
み
意

味
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
表
象
と
し
て
の
金
と
財
産
と
し
て
の
金
と
の
關
係
の
如
き
に
比
較
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
。
　
へ
ー
グ
ル
に
於
け
る
主
観
性
の
客
観
性
へ
の
登
展
は
、
紳
の
存
在
の
本
膿
論
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

謹
明
の
一
般
化
－
然
し
明
自
に
限
定
さ
れ
た
一
般
化
に
外
な
ら
な
い
。
主
観
性
は
只
そ
の
機

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

な
客
観
性
を
こ
そ
自
己
の
中
か
ら
産
み
出
し
得
る
の
で
あ
り
、
只
そ
の
密
な
客
槻
性
を
産
み
出
す

事
に
満
足
す
る
の
で
あ
る
○
高
貴
な
も
の
に
試
し
て
は
唯
高
貴
な
も
の
、
の
み
が
實
存
す
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
へ
警
ゲ
ル
が
主
毒
性
か
ら
の
客
観
性
へ
の
登
展
を
紳
の
存
在
の
本
条
．
論
的
謹
明
に
比
較
し
π

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

置
と
い
ふ
こ
と
が
我
々
に
與
へ
る
所
の
興
昧
の
第
二
は
、
彼
の
言
ふ
實
在
化
の
形
式
に
郎
ち
方
法
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

關
心
す
る
○
　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
特
に
門
戸
在
化
」
と
し
て
限
定
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
一
膿
ど
の
機
な
構

造
を
も
つ
て
居
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
我
々
は
下
畑
概
念
」
の
特
色
の
一
つ
を
、
方
法
的
に
は
「
存
在
」

に
於
け
る
媒
介
者
の
敏
除
1
－
i
絶
甥
的
禽
己
同
一
性
と
完
全
な
る
排
他
性
1
一
や
、
門
本
質
」
に
於
け

る
自
己
内
反
省
・
他
者
へ
の
反
省
か
ら
湿
別
し
て
、
媒
介
の
契
機
の
濁
立
性
に
見
た
。
他
者
へ
移
行

す
る
豪
物
は
、
他
者
に
於
て
霞
己
を
壮
心
化
す
る
の
で
は
な
い
、
む
し
ろ
自
己
を
喪
失
す
る
の
で
あ

る
。
積
極
的
な
も
の
は
面
謁
を
溜
極
的
な
も
の
へ
反
省
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
輩
に
肩
己
の
隻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

關
者
を
知
る
に
す
ぎ
す
、
絶
怠
者
は
現
實
態
に
於
て
軍
に
自
己
を
顯
に
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
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て
叉
、
普
遍
者
は
個
別
者
に
於
て
、
自
己
の
個
胴
性
を
慮
畳
す
る
に
止
ま
る
。
普
遍
者
と
個
誉
者
と

の
問
に
於
て
は
，
如
何
な
る
意
味
に
於
て
も
移
行
と
い
ふ
事
が
語
ら
れ
な
い
。
從
っ
て
普
遍
者
は

個
別
者
に
於
て
自
己
を
七
堂
化
す
る
の
で
は
な
じ
○
そ
し
て
又
、
一
つ
の
個
別
者
の
他
の
個
別
者

へ
の
移
行
も
、
決
し
て
實
在
化
と
は
呼
ば
れ
得
な
い
で
あ
ら
う
。
か
く
て
点
在
化
と
は
本
質
的
に

圭
槻
的
な
も
の
の
客
概
化
で
あ
る
。
輩
な
る
、
潜
勢
態
の
現
勢
態
へ
の
進
展
は
、
未
だ
登
展
で
拡
な

く
、
ま
し
て
二
二
化
で
は
な
い
。
實
在
化
と
は
何
よ
り
も
先
づ
最
も
媒
介
的
な
る
開
係
で
あ
る
。

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

從
っ
て
、
主
観
的
な
も
の
を
媒
介
と
し
て
も
っ
て
居
な
い
と
こ
ろ
の
三
二
的
な
も
の
と
客
槻
的
な

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

も
の
と
の
關
係
や
、
二
二
的
な
も
の
を
媒
介
と
し
て
も
っ
て
居
な
い
と
こ
ろ
の
主
観
的
な
も
の
と

野
里
的
な
も
の
と
の
關
係
は
、
特
に
菅
貫
化
と
名
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
出
來
滋
。
　
一
つ
の
存
在
と

他
の
存
在
と
の
間
に
於
・
て
は
勿
論
の
こ
と
、
本
質
存
在
と
現
業
存
在
、
根
糠
と
髪
上
、
原
因
と
結
果
、
絶

樹
者
そ
の
も
の
と
絶
怠
者
の
顯
示
の
間
に
於
て
も
、
優
越
的
な
媒
介
は
な
い
。
前
者
に
著
て
は
一

般
に
矛
盾
が
考
へ
ら
れ
す
、
後
者
に
於
て
は
例
へ
ば
實
存
は
根
媒
か
ら
直
接
に
出
て
來
る
の
で
あ

り
、
實
存
は
常
に
根
糠
を
正
直
に
表
出
す
る
○
根
生
と
實
存
と
の
矛
盾
と
い
ふ
こ
と
は
、
唯
、
根
糠
相

互
、
實
存
相
互
の
矛
盾
を
前
提
し
て
間
接
的
に
の
み
考
へ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
同
標
の
こ
と

は
普
遍
者
と
個
別
者
と
の
間
に
就
い
て
も
言
は
れ
得
よ
う
。
残
さ
れ
て
居
る
も
の
は
主
観
的
な

　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
…
理
墨
・
に
晶
於
け
る
穿
在
、
本
妻
ハ
、
乞
田
念
の
聯
㎜
瀾
為
識
隔
心
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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五
〇

も
の
と
幽
々
的
な
も
の
と
の
關
係
の
み
で
あ
る
。
實
在
化
と
は
、
面
々
的
自
己
同
一
牲
と
一
つ
の

も
の
か
ら
の
他
の
も
の
の
流
毘
と
の
何
れ
か
ら
も
、
最
も
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
も

か
、
は
ら
す
、
へ
！
ゲ
ル
に
於
け
る
主
槻
性
の
客
観
性
へ
の
嚢
展
が
、
一
方
に
湿
て
は
概
念
か
ら
の

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

容
ハ
在
態
の
登
出
と
考
へ
ら
れ
、
他
方
に
於
て
は
思
惟
さ
れ
元
實
在
性
の
生
成
と
考
へ
ら
れ
る
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

何
に
よ
る
で
あ
ら
う
か
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
前
轍
的
概
念
と
客
掘
と
の
統
一
態
を
理
念
と
し
て
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

し
て
居
る
。
そ
の
限
り
に
於
て
は
軍
に
精
榊
の
み
な
ら
す
宮
然
も
亦
、
帥
ち
あ
ら
ゆ
る
具
膿
的
な

ヘ
　
　
キ

も
の
は
理
念
で
あ
る
。
　
蓋
し
、
そ
れ
は
、
存
在
す
る
も
の
は
叉
何
ら
か
の
意
味
に
於
て
ロ
ゴ
ス
を
も

つ
も
の
で
あ
り
、
ロ
ゴ
ス
は
叉
何
ら
か
の
意
味
に
於
て
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
概
念
と
實

面
面
と
の
統
…
と
い
ふ
事
は
種
々
な
る
意
昧
に
於
て
語
ら
れ
る
。
或
人
は
、
概
念
と
實
在
態
と
が

そ
れ
ぞ
れ
濁
立
面
に
實
存
し
て
居
て
、
そ
し
て
爾
者
が
臨
写
す
る
、
と
い
ふ
李
行
論
の
立
場
か
ら
「
理

念
」
を
考
へ
る
。
そ
し
て
馬
面
人
々
は
、
相
互
に
反
甥
的
な
側
画
か
ら
で
は
あ
る
が
、
概
念
又
は
實
在

態
の
一
方
を
根
源
者
と
見
て
、
他
方
を
そ
れ
の
軍
な
る
反
映
と
し
て
理
解
す
る
。
そ
し
て
叉
或
人

は
、
概
念
論
實
在
態
、
實
在
位
帥
概
念
と
い
ふ
同
～
論
の
見
地
に
於
て
理
念
を
理
解
し
、
最
後
の
人
は

い
は
ゆ
る
観
念
・
面
戸
論
の
見
地
を
取
っ
て
、
概
念
と
實
在
態
と
を
共
に
、
同
一
な
る
全
虚
者
の
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
し
て
捉
へ
る
で
あ
ら
う
。
然
し
こ
れ
ら
の
人
々
は
凡
て
、
概
念
と
實
在
態
と
の
統
　
を
無
媒
介
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ヘ
　
　
へ

的
に
考
へ
る
と
い
ふ
黙
に
於
て
完
全
に
触
致
す
る
。
　
へ
ー
グ
ル
も
亦
、
此
の
黙
に
託
て
は
、
そ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
思
想
家
達
の
綜
合
以
上
に
繊
る
こ
と
が
出
來
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
。
然
る
に
我
々
は
主
槻
・

的
な
も
の
の
客
観
化
と
客
観
的
な
も
の
の
主
観
化
と
を
考
へ
る
。
固
よ
り
ヘ
ー
ゲ
ル
も
，
本
質
の

概
念
へ
の
移
行
と
、
主
槻
的
概
念
の
客
観
へ
の
移
行
と
に
於
て
、
此
の
事
を
平
行
し
て
居
る
。
然
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ヘ
ー
ゲ
ル
の
不
幸
は
、
此
の
二
つ
の
こ
と
を
全
く
土
下
の
關
係
に
於
て
捉
へ
て
居
る
所
に
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
本
質
を
馬
丁
と
し
て
概
念
を
考
へ
、
必
然
を
土
工
と
し
て
良
由
を
考
へ
た
と
い
ふ
こ

と
は
深
い
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
然
し
、
必
然
性
へ
の
洞
察
と
し
て
の
解
由
は
、
未
だ
理
性
的

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

良
由
の
直
接
態
で
あ
る
Q
膚
由
の
眞
早
態
・
實
践
的
自
由
は
然
し
更
に
良
由
の
必
然
態
化
を
含
ま

ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
此
の
事
は
主
観
性
の
国
幣
性
へ
の
實
在
化
に
断
て
の
み
可
能
な
こ
と
で

あ
る
○
而
し
て
か
、
る
客
墨
型
は
決
し
て
「
本
質
」
の
領
域
で
あ
る
こ
と
が
野
蚕
な
い
。
否
、
洞
察
さ

れ
る
必
然
態
も
眞
實
に
は
本
早
態
で
は
な
く
し
て
耳
垂
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
訟
。
我
々
は
、
本
質

態
と
圭
観
態
と
客
槻
態
と
め
閣
係
を
、
上
下
の
段
階
と
し
て
見
る
べ
き
で
は
な
く
し
て
、
い
は
ば
横

漸
的
に
考
ふ
べ
き
で
あ
る
Q
必
然
態
は
良
由
の
必
然
態
態
で
あ
り
、
聖
帝
は
必
然
態
の
解
由
化
で

あ
る
。
自
歯
と
必
然
と
の
眞
に
辮
謹
注
的
な
夢
裡
は
こ
》
で
考
へ
ら
れ
る
。
必
然
態
も
自
由
も

共
に
、
軍
に
直
接
的
な
も
の
と
し
て
の
み
で
は
な
く
し
て
、
更
に
、
相
互
か
ら
成
果
せ
る
も
の
と
し
て

　
　
　
　
へ
貰
グ
ル
の
論
理
學
に
於
け
る
襟
在
、
本
質
、
概
念
の
聯
闘
を
中
心
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
｝
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五
二

捉
へ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
　
ヘ
ー
グ
ル
は
主
観
性
内
部
・
客
手
性
内
部
の
媒
介
を
充
分
に
考
へ
た
が
、

主
観
性
と
客
掘
性
と
の
媒
介
を
充
分
に
考
へ
な
か
つ
淀
。
彼
が
我
々
か
ら
見
て
先
に
の
べ
た
二

律
背
反
に
階
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
だ
理
由
の
一
つ
は
こ
、
に
あ
る
。
彼
の
説
く
概
念
と
實
在
態

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

叉
は
饗
象
と
の
可
代
麗
々
が
、
唯
知
の
立
場
に
於
て
の
み
理
解
さ
れ
、
行
の
立
場
に
於
て
理
解
さ
れ

ざ
る
限
り
、
無
媒
介
の
そ
し
b
か
ら
脅
由
で
あ
る
事
が
出
來
な
い
○
固
よ
り
彼
と
て
も
我
々
の
意

昧
で
の
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
を
、
客
観
性
そ
の
も
の
や
理
念
の
段
階
で
考

へ
て
居
だ
で
も
あ
む
う
。
然
し
、
理
念
が
結
局
に
於
て
知
で
あ
り
、
客
観
性
が
軍
な
る
機
械
制
・
化
學

制
・
目
的
論
で
あ
る
限
り
、
前
者
に
激
て
は
依
然
と
し
て
媒
介
が
訣
け
て
居
り
、
後
者
に
於
て
は
主
観

的
な
も
の
は
「
存
在
す
る
理
性
」
の
狡
計
の
偲
偏
に
す
ぎ
な
い
。
だ
と
へ
現
實
世
界
は
紳
の
作
ダ
げ
昏

で
あ
る
に
し
て
も
、
｛
方
に
於
て
は
聯
は
直
接
に
手
を
下
さ
す
し
て
作
る
の
で
あ
り
、
他
方
に
於
て

は
言
葉
に
よ
っ
て
作
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
主
観
性
と
客
槻
性
と
の
關
係
乃
至
は
理
念
を
全
く

新
な
見
地
か
ら
見
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
論
理
の
新
形
態
を
築
く
こ
と
が
出
馬
よ
う
（
註
〉
。
「
本
質
」
の

登
展
の
完
成
の
後
に
「
概
念
し
を
考
へ
「
主
審
性
」
の
嚢
展
の
後
に
「
客
観
性
し
を
考
へ
る
と
い
ふ
立
場
で
は
、

概
念
と
實
在
態
と
の
辮
謹
法
的
相
嗣
登
展
、
從
っ
て
相
開
制
約
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
　
｝
方
は
、
そ
れ

宿
身
と
し
て
と
同
時
に
、
他
方
を
媒
介
と
し
て
登
展
す
る
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
實
在
化
と
し
て
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サ
　
　
へ
　
　
あ

の
概
念
と
鮭
缶
態
と
の
統
一
を
一
腰
高
め
る
淀
め
に
は
、
病
者
の
間
に
媒
介
を
導
き
入
れ
、
そ
れ
を

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ド
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

知
の
立
場
・
行
の
完
了
と
し
て
の
観
の
立
場
か
ら
、
行
そ
の
も
の
の
立
場
へ
移
す
こ
と
だ
け
が
残
っ

て
居
る
や
ジ
フ
に
見
え
る
。

　
　
（
註
）
此
の
論
理
は
我
々
が
特
に
「
實
践
の
論
理
」
H
b
α
q
慶
島
窪
津
舞
δ
と
名
づ
け
る
と
こ
ろ
の
も
の

　
で
あ
る
Q
こ
の
も
の
は
一
方
に
於
て
は
い
は
ゆ
る
癒
用
論
理
碧
⑩
o
≦
憂
心
O
U
o
臓
涛
か
ら
、
そ
し
て

　
他
方
に
於
て
は
實
践
醜
論
理
℃
蜜
節
齢
。
夢
岡
b
引
色
か
ら
逼
別
さ
れ
る
○
實
践
の
論
理
と
實
践
的

　
論
理
と
の
幌
別
を
理
解
す
る
こ
と
は
我
々
に
取
っ
て
襲
細
な
こ
と
で
は
な
い
○
然
し
私
は
今

　
此
の
問
題
に
立
入
る
こ
と
が
霞
來
澱
、
四
っ
て
こ
、
で
は
唯
次
の
こ
と
を
の
べ
る
こ
と
を
以
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
満
足
し
よ
う
。
實
践
の
論
理
は
主
と
し
て
實
践
の
構
造
・
そ
の
本
質
に
關
博
す
る
に
反
し
、
實
践

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

　
的
論
理
は
特
に
人
品
の
内
寡
・
そ
の
方
法
に
開
浸
す
る
Q
我
々
は
、
同
じ
く
實
践
を
高
唱
す
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
へ

　
し
て
も
、
或
る
入
は
實
践
を
輩
な
る
蓮
動
か
ら
匹
別
し
て
そ
れ
の
擬
念
的
契
機
を
高
調
す
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
　
へ
　
も

　
反
し
て
、
他
の
入
は
實
践
を
魏
想
か
ら
腿
別
し
て
そ
れ
の
戚
性
的
契
機
を
高
調
す
る
の
を
知
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
て
居
る
。
此
の
事
は
、
前
港
が
言
色
の
構
造
を
問
題
と
し
て
居
る
に
反
し
て
、
後
者
が
實
践
の
内

　
へ　

容
を
問
題
と
し
て
居
る
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
惟
ふ
に
、
唯
物
論
は
必
然
的
に
内
容
主
義
で

　
あ
り
、
理
想
主
義
は
必
然
的
に
形
式
主
義
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
「
精
紳
作
興
」
は
も
つ
ば

　
　
　
へ
ー
グ
ル
の
論
理
學
に
．
於
ゆ
り
ろ
春
在
、
本
質
、
概
念
の
聯
蘭
為
中
心
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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五
四

　
ら
物
質
的
内
容
を
目
標
と
し
て
居
る
こ
と
を
ひ
と
び
と
は
想
剋
す
る
が
よ
い
。
「
法
衣
を
ま
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
ゆ
も
　
へ

　
へ
る
カ
ピ
タ
ヲ
ス
ト
」
は
軍
に
人
格
的
に
の
み
解
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
實
蔑
一
般
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
コ

　
実
践
そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
特
定
の
實
践
・
内
容
か
ら
の
實
践
が
特
に
現
代
の
も
の
・
未
來
の

　
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
眞
に
新
し
き
論
理
は
實
践
の
論
理
で
は
な
く
し
て
、
正
に
實
践
的

　
論
理
で
あ
ら
う
。
然
し
後
潜
は
唯
前
者
を
通
し
て
の
み
登
窯
す
る
こ
と
が
出
來
る
○

　
　
　
　
　
　
　
幅
O

　
我
々
は
以
上
に
よ
り
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
學
に
於
け
る
諸
々
の
關
係
の
仕
方
の
庭
刷
・
聯
關
を

多
少
と
も
明
に
し
二
つ
も
り
で
あ
る
。
二
二
の
も
の
は
先
行
の
も
の
を
二
二
の
中
に
包
み
、
そ
し

て
そ
れ
を
越
え
て
居
る
。
同
楼
に
、
先
な
る
も
の
は
膚
己
の
内
的
必
然
性
に
從
っ
て
後
な
る
も
の

へ
と
移
っ
て
行
く
。
登
展
は
、
そ
し
て
特
に
實
在
化
は
、
絶
醤
的
同
一
性
・
他
者
へ
の
移
行
や
．
自
己
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

反
省
・
他
者
へ
の
反
省
の
、
眞
實
態
で
あ
る
。
　
然
し
ヘ
ー
ゲ
ル
護
身
は
、
そ
の
客
観
的
槻
念
論
の
だ
め

に
、
此
の
事
態
を
特
有
な
仕
方
で
理
解
し
π
。
そ
し
て
我
々
は
、
こ
の
黙
に
罪
し
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

叫
方
に
於
て
は
理
解
し
、
そ
し
て
他
方
に
於
て
は
批
判
し
た
は
す
で
あ
る
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
の

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

特
色
は
、
も
の
、
存
在
に
關
し
て
も
・
も
の
の
知
に
訳
し
て
も
、
あ
れ
ほ
ど
ま
で
の
媒
介
の
高
調
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

か
、
は
ら
す
、
媒
介
を
も
つ
ば
ら
清
滅
す
る
契
機
一
面
よ
う
此
の
事
は
媒
介
の
内
容
に
引
し
て
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ヘ
　
　
へ

で
は
な
く
し
て
、
媒
介
そ
の
も
の
・
媒
介
の
形
式
に
心
し
て
の
み
言
へ
る
こ
と
で
は
あ
ら
う
が
一

と
し
て
捉
へ
π
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
此
の
こ
と
は
、
特
に
、
古
語
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と

の
両
玄
に
挿
し
て
は
、
器
皿
の
埋
没
と
し
て
現
れ
る
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
學
は
、
我
々
扇
凧
の
見
地

か
ら
荒
み
直
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
容
的
に
も
膣
系
的
に
も
全
く
新
な
光
の
下
に
も
ち
き
た

ら
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
ぐ
の
存
在
は
そ
れ
《
＼
特
有
な
る
論
理
を
も
つ
て
居
る
○
我
々

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
此
の
事
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
向
っ
て
は
、
下
な
る
も
の
、
上
な
る
も
の
に
樹
し
て
の
濁
点
性
と
し
て

主
張
す
べ
き
で
あ
ら
う
○
例
へ
ば
移
行
や
反
省
や
登
展
の
關
係
に
關
し
て
言
へ
ば
、
三
つ
の
も
の

は
ひ
た
す
ら
に
次
元
の
高
低
と
し
て
の
み
理
解
さ
る
べ
き
で
は
な
く
し
て
、
固
よ
り
蛇
列
的
に
で

は
な
い
に
し
て
も
、
甥
等
的
に
考
へ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
搾
出
性
と
客
引
性
と
の
關
係
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
「
實
在
化
」
は
軍
に
一
方
的
に
考
へ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
し
て
、
相
互
的
移
入
に
よ
っ
て
獲
展
す

る
も
の
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
然
し
我
々
が
今
ま
で
に
の
べ
て
來
た
凡
て
の
こ
と
は

ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
論
理
學
の
地
位
」
の
特
性
の
必
然
的
な
　
蹄
結
で
あ
る
。
論
理
的
理
念
の
自
然

へ
の
決
意
の
如
き
も
此
の
こ
と
を
忘
れ
て
笹
野
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
論
理
學
が
、
精
紳
の
現
象

學
に
於
け
る
最
高
の
立
場
た
る
絶
甥
知
の
立
場
か
ら
展
開
し
て
至
る
こ
と
ー
ー
そ
し
て
、
論
理
學

が
絶
封
的
理
念
に
於
て
自
己
を
完
結
す
る
こ
と
1
此
の
二
に
し
て
一
な
る
こ
と
が
、
へ
ー
グ
ル

　
　
　
へ
青
ゲ
ル
の
論
理
學
に
於
け
る
春
准
、
本
質
、
概
念
の
聯
調
を
中
心
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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歌
書
研
…
究
　

俄
搾
百
｝
八
十
漏
ハ
瀞
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
へ
　
　
ぬ

の
論
理
學
の
内
部
に
於
け
る
諸
々
の
關
係
の
仕
方
蛇
び
に
そ
の
聯
關
を
娩
面
し
て
居
る
。
論
理

學
の
端
初
の
問
題
は
こ
、
か
ら
一
層
具
膿
的
に
規
定
さ
れ
る
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
精
紳
そ
の
も
の
、

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

在
り
方
を
も
霞
己
啓
示
と
し
て
捉
へ
淀
と
い
ふ
こ
と
は
、
彼
の
論
理
學
に
於
け
る
「
並
在
化
あ
範
疇

を
我
々
に
達
し
て
函
嶺
す
る
人
々
に
速
し
て
の
、
我
々
の
方
か
ら
の
反
誰
と
な
ら
う
。
　
へ
竃
ゲ
ル

　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

が
絶
饗
知
に
於
て
學
そ
の
も
の
を
考
へ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
彼
の
形
而
上
學
・
存
在
論
を
特
に
論
理

へ

學
と
し
て
可
能
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
惟
ふ
に
、
論
理
の
歴
史
性
と
は
特
に
論
理
學
の
歴
典
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
毘
來
よ
う
○
　
け
だ
し
、
論
理
は
本
質
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
現
實
的
な

も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
○
そ
し
て
歴
吏
性
と
は
根
源
的
に
は
現
實
的
な
も
の
、
性
格
で
あ

る
。
歴
史
性
の
問
題
を
可
能
性
・
本
質
に
上
し
て
語
る
こ
と
は
そ
れ
自
身
が
非
歴
史
的
・
非
現
實
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
立
場
で
あ
る
。
然
る
に
論
理
は
論
狸
學
と
し
て
の
み
現
實
的
で
あ
る
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
學

の
歴
史
性
の
問
題
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
論
理
學
の
地
位
、
蛇
び
に
論
理
學
と
精
紳
の
現
象
學
と

の
面
々
を
媒
介
と
し
て
答
へ
ら
れ
る
理
由
が
こ
、
に
あ
る
。
「
我
々
に
封
し
て
の
も
の
」
は
翼
實
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
「
富
騰
に
於
て
の
も
の
」
の
反
甥
物
で
は
な
く
し
て
、
却
っ
て
そ
の
現
劇
化
で
あ
る
。
（
完
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
三
丁
七
）


