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十
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薇
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の
解
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み
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劉
の
醗
課
で
あ
る
。
古
い
も
の
で
ば
あ
る
が
回
り
入
々
に
知
ら
れ

て
居
な
い
様
に
思
ほ
れ
ろ
の
で
、
拙
い
乍
ら
隷
介
を
試
み
六
〇
ラ
ッ
ソ
ン

貞
萄
云
っ
て
居
る
様
に
、
此
の
論
文
ほ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
學
説
を
蕉
當
づ
け

よ
う
と
す
る
の
で
域
な
く
、
彼
の
思
考
搬
式
を
解
明
ぜ
ん
と
す
ろ
試
み
で

あ
マ
る
が
、
「
へ
…
グ
ル
の
嫉
…
卓
布
、
剣
明
に
「
把
握
さ
ゼ
し
、
「
多
く
の
誹
誘
へ
の

機
線
た
除
く
」
爲
に
ぱ
、
最
も
優
れ
た
論
文
で
あ
る
と
し
．
風
推
さ
れ
得
る
で

も
｛
り
・
つ
O

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

　
「
現
在
の
ナ
字
架
の
中
の
蕎
薇
と
し
て
理
性
を
認
識
す
る
。
」

　
　
へ
ー
グ
ル
が
彼
の
法
の
哲
學
の
序
文
で
、
上
訴
が
そ
の
學
徒

に
齎
す
牧
穫
を
象
徴
的
に
表
現
す
る
爲
に
規
ひ
た
此
の
薪
葉
は
、

下ル
　　　グ

欣　’・
ラ
ッ
ソ
ン

．．　．．A－　t

繹

へ
ー
グ
ル
隔
世
に
と
っ
て
一
種
の
合
言
葉
と
な
っ
た
。
其
の
幾
ら

か
謎
め
か
し
い
響
が
，
こ
の
言
葉
を
、
そ
れ
に
於
て
へ
ー
グ
ル
の

三
三
の
信
奉
者
が
臼
己
を
知
り
、
そ
の
事
に
よ
っ
て
自
己
を
外
の

も
の
か
ら
廣
回
す
る
事
の
萬
翻
る
、
一
つ
の
紳
秘
的
な
象
徴
と
し

て
愚
心
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
思
惟
す
る
精
騨
に
抽
象
の
中
に

於
け
る
不
嫁
の
緊
張
を
要
求
す
る
概
念
的
な
著
作
の
只
中
で
、
こ

の
象
徴
的
な
表
現
は
想
像
力
を
働
か
せ
、
理
論
の
灰
色
の
織
物
に

威
脚
性
的
直
観
性
φ
ぜ
蹴
ハ
へ
但
骨
躯
西
｛
文
澱
．
を
銅
捉
供
～
）
た
。
　
此
の
事
が
ヘ

ー
ゲ
ル
を
奪
敬
し
彼
の
雷
葉
を
感
激
し
て
受
け
入
れ
ば
す
る
が
、

そ
れ
で
も
彼
の
方
法
的
な
思
索
を
理
解
し
て
ゆ
く
事
は
繊
來
な

い
彼
の
嘆
美
者
達
の
大
群
に
漱
識
せ
ら
れ
た
の
は
常
然
で
あ
っ
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た
。
皆
労
思
惟
が
左
梶
ま
で
彼
等
の
底
面
で
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
彼
等
に
は
こ
・
に
「
そ
れ
税
だ
け
の
意
味
の
あ
る
」
言
葉
が

提
供
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
一
八
三
〇
年
に
へ
～
ゲ

ル
の
六
＋
歳
の
誕
生
a
の
初
鰹
の
た
め
、
彼
の
門
弟
が
表
面
に
は

へ
…
グ
ル
の
撫
來
榮
の
よ
い
肯
像
が
あ
り
、
其
の
裏
蕨
は
＋
字
架

の
虞
巾
に
あ
る
蕎
薇
の
シ
ン
ボ
ル
で
飾
ら
れ
て
居
る
メ
ダ
ル
を

嬢
造
さ
せ
た
の
は
怪
む
べ
き
事
で
は
な
い
。

　
へ
ー
グ
ル
の
著
作
中
の
か
の
箇
所
に
就
い
て
は
何
も
知
ら
な

い
不
案
内
な
橘
擬
は
、
勿
論
こ
の
こ
と
を
甚
だ
不
思
議
に
患
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

た
。
客
人
と
し
て
へ
…
ゲ
ル
の
宅
に
贋
合
せ
た
ツ
ェ
ル
タ
ー
は
、

一
八
三
〇
年
の
＋
二
月
三
口
に
、
學
生
達
が
寓
來
上
っ
た
金
の
メ

ダ
ル
を
持
参
し
た
時
に
、
グ
ー
テ
に
あ
て
、
此
の
シ
ン
ボ
ル
に
就

い
て
非
常
に
不
満
氣
に
意
見
を
洩
ら
し
て
居
る
。
「
誰
が
私
に
十

字
架
を
愛
せ
よ
と
命
じ
よ
う
か
、
蝦
令
私
自
身
が
十
書
架
を
負
は

ね
ば
な
ら
な
い
に
し
て
も
！
」
　
そ
し
て
へ
…
グ
ル
の
死
後
始
め

て
彼
に
贈
ら
れ
る
事
に
な
っ
て
癬
た
メ
ダ
ル
の
一
つ
を
受
取
つ

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

た
グ
…
テ
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
寒
く
不
機
嫌
で
ツ
ェ
ル
タ
ー
に
手

紙
を
書
い
た
。
「
其
れ
に
績
い
て
私
ぱ
へ
ー
グ
ル
の
メ
ダ
ル
の
裏

面
が
如
何
に
私
に
不
懐
で
あ
る
か
を
云
っ
て
は
い
け
な
い
だ
ら

　
　
　
　
　
十
字
架
と
薪
薇

う
。
そ
れ
一
か
偲
を
意
味
す
る
の
か
は
全
く
分
ら
な
い
。
私
が
十
字

架
を
人
閥
と
し
て
叉
詩
聖
と
し
て
敬
ひ
か
つ
飾
る
事
を
理
解
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
居
る
事
は
、
私
の
八
行
脚
韻
詩
の
中
で
謹
明
し
て
居
る
。
併
し

哲
墨
・
誘
た
る
も
の
が
實
在
と
葬
鳳
楼
の
根
底
と
無
底
へ
の
迂
路

に
お
い
て
、
霞
己
の
湿
生
を
こ
ん
な
結
び
合
せ
0
9
益
駐
q
濤
け
団
○
⇒
に

導
く
と
云
ふ
事
は
私
の
氣
に
入
ら
な
い
。
入
は
そ
れ
を
よ
り
手

輕
に
蒲
も
よ
り
ょ
く
言
表
は
す
事
が
患
來
る
．
1
私
は
十
七
世

紀
に
温
來
の
聴
入
の
ロ
ー
マ
の
高
曇
の
省
筆
の
あ
る
メ
ダ
ル
を

持
っ
て
居
る
。
其
の
メ
ダ
ル
の
裏
海
で
は
沸
墨
と
哲
墨
・
二
入
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

貴
婦
人
が
向
ひ
合
っ
て
居
る
…
…
」

　
此
の
一
一
入
は
に
入
共
彼
等
が
こ
の
十
手
字
架
を
宗
教
的
な
象

徴
と
解
し
た
難
で
三
っ
て
貼
る
。
ゲ
ー
デ
に
就
い
て
い
へ
ば
、
彼

が
十
字
架
を
紳
學
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
、
藩
薇
を
哲
學
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
解
す
べ
き
で
あ
る
と
思
っ
て
房
た
事
は
明
か
で
あ
る
。

併
し
織
含
．
こ
の
解
繹
が
L
勿
論
串
っ
て
は
平
な
い
の
だ
が

一
正
し
い
と
し
て
も
、
叉
一
般
に
斯
様
な
活
喩
で
語
る
事
の
模

利
が
三
管
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
に
も
術
へ
！
グ
ル
の
メ

ダ
ル
に
あ
る
シ
・
．
’
ボ
ル
は
そ
れ
霞
身
か
の
グ
ー
テ
が
稔
讃
し
た

讐
喩
的
な
表
現
に
封
比
し
て
よ
り
深
い
意
味
を
持
つ
で
あ
ら
う
、
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
瓢
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何
故
な
ら
グ
ー
テ
が
語
っ
た
か
の
二
人
の
底
入
像
は
、
爾
者
が
永

遠
に
「
向
ひ
合
っ
て
叢
る
」
に
止
る
と
云
ふ
事
以
外
に
粗
互
の
驕

係
を
持
た
な
い
の
に
翻
し
、
＋
字
架
の
眞
中
に
あ
る
蕎
薇
は
、
比

津
が
瀞
學
と
中
心
に
於
て
一
膿
で
あ
り
、
且
言
は
ば
紳
學
の
光
耀

で
あ
り
発
成
で
あ
る
と
云
ふ
事
を
意
味
す
る
で
あ
ら
う
か
ら
。

　
然
る
に
雲
門
家
達
に
も
亦
ヘ
ー
ゲ
ル
の
讐
喩
は
必
ず
し
も
正

し
く
理
解
さ
れ
て
居
る
諜
で
は
な
い
。
へ
…
グ
ル
が
此
の
讐
喩
の

巾
で
彼
の
全
霊
學
の
根
本
思
想
を
言
表
は
し
た
一
或
は
被
ひ

還
し
た
i
；
と
云
ふ
事
は
彼
等
の
凡
て
が
感
附
い
て
贋
る
。
併
し

そ
れ
を
的
確
に
解
毒
し
、
響
喩
の
中
に
閉
込
め
ら
れ
た
思
想
を
そ

の
本
來
の
表
現
に
ま
で
逮
せ
し
め
る
と
云
ふ
事
は
左
程
容
易
で

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
モ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
な
か
っ
た
。
ク
ー
ノ
：
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
で
さ
へ
も
此
の
斑
葉

の
意
味
を
純
樺
に
再
現
す
る
事
に
は
戒
話
し
な
か
っ
た
。
…
、
其
の

脅
由
な
哲
學
的
展
開
に
於
け
る
理
．
性
は
蕎
薇
に
比
せ
ら
れ
る
○
」

と
彼
が
云
ふ
時
に
は
、
へ
ー
グ
ル
の
書
葉
を
知
ら
す
に
か
の
メ
ダ

ル
の
薔
薇
を
愚
管
と
解
し
た
ゲ
…
テ
に
接
近
し
て
厨
る
課
で
あ
．

る
。
併
し
か
」
る
説
明
や
「
理
姓
と
現
職
と
の
不
同
一
」
を
意
味

す
る
と
す
る
へ
ー
グ
ル
の
表
現
に
就
い
て
の
制
断
は
，
ク
ー
ノ

ー
・
ブ
イ
ッ
シ
ャ
ー
，
か
へ
ー
グ
ル
の
曽
μ
葉
の
照
衣
黙
ゆ
ぜ
正
解
し
て
厨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
③

な
い
事
を
認
め
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
以
下
は
此
の
「
不
閣
瞭
な
言
葉
」
を
明
ら
か
に
し
、
且
そ
の
事

に
よ
っ
て
へ
ー
グ
ル
の
世
界
観
の
最
も
重
要
な
る
槻
黙
の
一
つ

を
畠
來
得
る
限
り
閥
明
し
、
談
解
を
防
が
ん
と
す
る
試
み
で
あ

る
。
而
し
て
此
の
世
界
観
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
始
め
か
ら
固
持
し
て

艦
、
叉
後
饗
す
る
如
く
既
に
彼
の
最
初
の
著
書
で
言
表
は
し
て
贋

た
の
で
あ
る
。

　
へ
！
ゲ
ル
は
彼
の
奇
異
な
密
命
の
型
を
…
、
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ロ
イ
ッ

『
－
」
　
刃
塁
§
ξ
o
§
窪
の
紳
秘
的
な
想
像
か
ら
得
丸
。
　
周
知
の

如
く
マ
ル
チ
ン
・
ル
ッ
タ
ー
は
＋
字
架
の
中
に
あ
る
薔
薇
の
像
を

紋
章
と
し
て
選
ん
で
次
の
様
な
銘
を
附
し
た
。

　
　
　
　
ク
リ
ス
ト
者
の
心
は
薔
薇
に
向
ふ

　
　
　
　
設
ひ
そ
が
＋
書
架
の
眞
下
に
立
つ
時
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
　
、
、
、
、
、
　
　
、
、
、
、
、
④

　
こ
れ
に
結
び
つ
け
て
ヨ
ハ
ン
・
ブ
レ
ン
チ
ン
・
ア
ン
ド
レ
～
は

一
つ
の
宗
教
的
秘
密
結
耽
の
作
り
話
を
書
い
た
。
此
の
作
り
話

は
初
め
は
楓
刺
の
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
後
に
は
特
に
熱
心
な
基

督
者
の
倶
宇
部
を
創
立
せ
ん
と
す
る
三
脚
上
の
試
み
に
ま
で
彼

を
導
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ル
ッ
タ
；
の
紋
章
の
像
が
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
使
用
せ
ら
れ
た
の
で
此
の
協
會
は
「
ロ
；
ゼ
ン
ク
ロ
イ
ヅ
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｝
，
i
の
兄
錦
幽
」
と
呼
ば
れ
江
．
、
此
の
シ
ン
ボ
ル
の
意
瞭
は
、
こ

の
場
合
は
勿
論
全
く
宗
教
的
に
考
へ
ら
れ
て
居
る
の
だ
が
、
全
世

界
が
十
字
架
と
キ
リ
ス
ト
の
死
に
よ
っ
て
新
生
を
授
か
っ
た
様

に
、
其
の
蹄
依
者
が
引
受
け
る
十
字
架
か
ら
、
忽
ち
自
己
否
定
の

苦
渋
か
ら
、
叉
自
己
の
自
我
の
死
の
犠
牲
か
ら
、
落
薇
に
よ
っ
て

表
は
さ
れ
る
、
瀞
に
於
け
る
生
命
、
眞
の
喜
焼
と
装
丁
と
が
彼
等

に
険
き
癬
で
る
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
如
侮
な
る
経
路
で
へ
…
ダ

ル
が
此
の
シ
ン
ボ
ル
を
知
る
に
至
っ
た
か
は
こ
Σ
で
は
其
儘
に

し
て
急
こ
う
。
プ
p
テ
ス
タ
ン
ト
的
瀞
秘
主
義
は
彼
に
は
ヤ
コ

ブ
・
べ
ー
メ
の
研
究
に
よ
っ
て
疎
遠
で
は
な
か
っ
た
。
秘
密
糧
嚢

を
設
立
し
、
古
い
紳
秘
的
な
シ
ン
ボ
ル
に
再
び
生
氣
を
與
へ
ん
と

す
る
傾
向
は
、
＋
九
世
紀
の
初
め
雄
魂
は
爾
非
常
に
活
氣
が
あ

っ
た
。
或
は
…
八
一
七
年
の
宗
敏
改
革
三
百
年
祭
に
ル
ッ
タ
ー

の
紋
章
の
記
憶
が
新
た
に
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
兎
に
角
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
を
宗
敏
的
な
領
域
か
ら
哲
畢
的
な

領
域
へ
の
意
味
の
全
き
移
入
に
よ
っ
て
、
哲
墨
が
そ
の
畔
代
の
思

惟
す
る
個
人
に
心
す
仕
事
の
象
徴
的
な
記
號
と
し
て
用
ふ
べ
く

此
の
シ
ン
ボ
ル
を
取
上
け
た
の
で
あ
っ
た
。

　
外
見
上
は
へ
ー
グ
ル
を
誘
っ
て
此
の
響
喩
を
使
用
さ
せ
た
の

　
　
　
　
　
十
宇
架
と
窃
薇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
言
葉
の
偶
然
性
で
あ
る
。
彼
は
法
の
哲
學
の
序
文
で
法
の
叛

學
に
課
せ
ら
れ
て
漁
る
無
題
を
「
漁
家
を
そ
れ
自
身
理
性
的
な
も

の
と
し
て
概
念
（
遺
品
）
し
、
且
つ
叙
述
す
る
試
み
」
で
あ
る
と
蓮

べ
た
。
彼
は
筆
架
は
「
あ
る
べ
き
國
家
を
組
織
す
べ
き
で
あ
る
」

と
云
ふ
の
に
躍
然
し
、
其
の
あ
る
が
ま
・
を
概
念
す
る
様
に
教
示

し
た
。
こ
・
で
彼
は
ギ
リ
シ
ャ
語
を
引
用
し
て
居
る
。

　
　
　
　
5
。
ψ
憲
窃
。
り
㌦
こ
。
。
ψ
奏
一
捗
薯
ふ
9
養

　
　
　
　
こ
・
が
嶽
i
ド
ズ
だ
　
こ
こ
で
躍
れ

そ
し
て
彼
は
煮
る
哲
學
が
そ
の
時
代
を
超
越
す
る
と
云
ふ
事
は
、

個
人
が
そ
の
時
代
を
飛
越
え
ロ
ー
ド
ス
を
飛
越
え
る
と
云
．
勘
の

と
醐
じ
く
馬
鹿
け
た
事
で
あ
る
と
設
い
た
。
個
人
が
あ
る
べ
き

世
界
に
つ
い
て
作
る
理
論
を
、
理
性
的
覗
實
と
は
反
手
に
想
像
の

中
に
存
在
し
、
從
っ
て
學
的
に
も
叉
同
様
に
實
践
的
に
も
無
贋
値

で
あ
る
露
な
る
私
製
で
あ
る
と
彼
は
蓮
べ
た
。
此
の
脈
絡
に
於

て
今
や
彼
は
次
の
文
章
を
溶
け
る
。

　
　
『
か
の
文
句
を
少
し
痩
へ
て
云
へ
ば
次
の
様
に
も
な
ら
う
。

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

　
　
　
　
こ
Σ
に
蕎
薇
が
あ
る
　
こ
こ
で
躍
れ
。

　
自
磯
的
精
神
と
し
て
の
理
性
と
現
在
的
努
努
と
し
て
の
理
性

と
の
間
に
介
在
し
繭
者
を
後
者
よ
り
隔
離
し
、
導
者
を
し
て
後
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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に
満
足
を
見
込
さ
し
め
ざ
る
所
以
の
も
の
は
、
未
だ
概
念
の
自
由

に
齎
せ
ざ
る
何
等
か
抽
象
的
な
る
も
の
の
束
縛
で
あ
る
。
理
性

を
現
在
の
十
字
架
の
中
の
蕎
薇
と
し
て
認
識
し
、
是
に
由
っ
て
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

在
に
満
椀
す
る
。
此
の
理
性
的
な
洞
見
こ
そ
、
概
念
（
把
握
）
せ
ん

ヘ
　
　
へ

と
し
．
且
つ
叢
説
的
自
由
を
保
持
し
て
特
殊
的
偶
然
的
な
る
も
の

に
涙
す
る
事
無
く
、
邸
且
鍬
融
雪
に
あ
る
所
の
も
の
に
立
脚
す
る

と
嗣
時
に
、
實
膿
的
な
る
も
の
に
於
て
主
観
的
自
甫
を
維
持
せ
ん

と
す
る
内
的
要
求
の
一
度
超
れ
る
入
々
に
、
哲
墨
の
與
ふ
る
所
の

　
　
　
　
、
、
　
　
⑥

現
實
と
の
邪
解
で
あ
る
慮

　
壮
重
的
に
は
か
の
ギ
リ
シ
ャ
語
の
巌
巌
に
蓮
棄
し
て
穿
る
こ

の
交
章
は
、
狂
騰
上
は
そ
の
上
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
彼
の
法
の
哲
學
の

全
序
文
を
築
き
上
げ
た
原
理
的
な
詳
論
の
結
論
で
あ
る
。
從
っ
て

そ
れ
は
ま
た
後
者
と
の
撒
餌
に
於
て
の
み
正
し
く
理
解
さ
れ
る

で
あ
ら
う
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
序
文
を
、
彼
の
書
物
は
そ
の
方
法
に
依
っ
て

普
通
の
綱
要
書
か
ら
廣
甥
さ
れ
る
と
云
ふ
言
明
で
始
め
た
。
そ

の
書
の
ゆ
で
支
配
的
な
も
の
を
な
す
と
さ
れ
る
方
法
は
、
思
耕
的

認
識
法
邸
ち
論
理
的
精
熟
か
ら
の
展
開
で
あ
る
と
云
は
れ
る
．
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
入

筆
は
彼
の
論
議
の
こ
の
形
式
に
重
心
を
置
い
た
。
」
、
何
故
な
ら
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

こ
で
企
て
ら
れ
る
も
の
は
學
で
あ
り
、
弼
し
て
墨
に
於
て
は
内
容

　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
本
質
的
に
形
．
式
と
結
合
し
て
薫
る
か
ら
で
あ
る
。
」
所
で
内
容

と
形
式
と
の
随
艇
は
こ
し
で
如
何
な
る
意
味
に
於
て
解
さ
れ
て

麟
る
か
と
云
ふ
に
、
彼
は
序
文
の
終
結
で
次
の
癖
く
総
括
し
て
蓮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

べ
て
居
る
。
「
最
も
具
艦
的
な
意
味
に
於
て
は
形
式
は
概
念
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

認
識
と
し
て
の
脚
質
で
あ
り
、
内
容
は
入
質
的
並
び
に
自
然
的
現

實
の
雑
言
的
本
質
と
し
て
の
，
理
性
で
あ
る
。
此
の
爾
者
の
意
識

　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
⑨

的
統
一
が
哲
築
三
理
念
で
あ
る
。
し
從
っ
て
學
に
饗
し
て
は
先
づ

そ
れ
が
取
扱
ふ
べ
き
封
象
は
丙
容
と
し
て
、
そ
れ
が
知
識
の
中
に

獲
得
せ
る
認
識
は
形
式
と
し
て
現
は
れ
る
。
併
し
か
、
る
認
識

が
謡
講
を
實
際
に
概
念
し
、
そ
れ
を
眞
の
姿
に
重
て
把
握
す
る
限

り
、
認
識
並
び
に
鋤
象
の
規
定
は
澗
一
の
理
性
的
規
定
で
あ
る
。

換
雷
す
れ
ば
概
念
す
る
認
識
並
び
に
概
念
さ
る
べ
き
現
實
は
共

に
そ
の
本
性
上
は
理
性
で
あ
る
。
本
性
上
は
と
云
ふ
理
由
は
、
概
ア

念
ず
る
認
識
山
霧
び
①
0
9
「
魚
8
ゆ
創
①
国
弊
Φ
浮
ゆ
①
β
は
概
念
〃
附
知
識

象
ω
σ
罐
細
蟹
置
6
厳
島
2
p
に
於
て
自
己
の
雛
標
に
到
蓬
し
、
そ

の
受
託
を
純
梓
に
概
念
し
な
い
限
り
、
偶
然
性
露
本
質
性
及
び
誤

謬
に
よ
っ
て
混
合
せ
ら
れ
て
居
る
か
ら
で
あ
り
、
叉
現
實
は
そ
の
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外
的
な
蟹
在
に
於
て
は
、
「
本
、
質
の
外
姫
蒲
へ
の
假
現
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
」
、
次
の
如
き
諸
闘
係
の
無
限
の
多
様
性
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
諸
恐
持
は
成
程
す
べ
て
理
性
的
な
る
も
の
の
三
園
を
出
で

な
い
の
で
は
あ
る
が
、
併
し
そ
れ
で
も
蕗
本
質
的
な
も
の
偶
然
的

な
も
の
｝
時
的
な
も
の
と
し
て
費
膿
的
本
質
に
聡
し
な
い
し
、
從

っ
て
渠
概
念
か
ら
其
の
あ
る
が
ま
エ
の
も
の
と
し
て
、
郎
ち
ど
う

で
も
よ
い
事
、
枝
葉
の
事
と
し
て
無
覗
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ

る
。
併
し
叉
は
正
に
其
の
故
に
、
概
念
す
る
認
識
と
し
て
甘
薯
實

と
し
て
現
在
す
る
も
の
は
同
一
の
理
性
で
あ
る
。
而
し
て
哲
畢

的
理
念
或
は
方
法
的
に
定
在
並
に
意
識
の
凡
て
の
規
定
の
聯
驕

を
精
紳
的
統
髄
性
へ
と
嚢
聴
せ
し
め
続
｝
せ
し
め
ん
と
す
る
思

想
の
中
で
、
一
方
面
認
識
他
方
は
現
實
な
る
理
性
の
爾
形
態
の
か

一
」
　
　
：
　
　
　
　
　
　
⑩

Σ
る
統
一
は
、
意
識
的
統
丁
概
念
の
概
念
と
し
て
現
は
れ
る
。

　
…
從
っ
て
、
先
づ
羅
・
の
立
場
か
ら
内
容
及
び
形
式
な
る
範
礁
が
雄

蕊
及
び
認
識
に
甲
羅
さ
れ
得
る
の
で
は
あ
る
が
、
暫
畢
的
理
念
の

包
楼
納
見
地
か
ら
は
寧
ろ
一
つ
の
内
容
即
ち
理
性
が
二
つ
の
形

態
或
は
彰
式
に
一
一
方
は
費
罷
的
本
質
或
は
現
實
と
し
て
の

理
性
で
あ
り
、
他
方
は
概
念
す
る
認
識
の
魂
と
し
て
の
理
性
で
あ

る
一
1
現
は
れ
て
居
る
の
で
あ
る
と
認
識
せ
ら
れ
る
。
今
や
愚
婦

　
　
　
　
　
十
宇
架
と
藤
薇
　
、

自
身
が
理
性
的
形
態
の
撒
多
性
に
分
解
さ
れ
て
現
は
れ
る
。
浦

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
も
　
へ
　
　
ら
　
　
へ

も
現
業
の
中
で
唐
思
及
び
入
倫
銀
世
界
な
る
…
一
つ
の
世
界
が
我

々
に
顯
は
に
な
る
。
前
者
に
於
て
は
理
牲
は
無
意
識
的
・
察
間
的
・

時
間
的
な
外
存
及
並
存
な
る
エ
レ
メ
ン
ト
に
於
て
實
現
さ
れ
、
後

者
に
於
て
は
之
に
反
し
「
麟
己
意
識
の
ニ
レ
メ
・
・
ト
㍊
に
於
て
實

現
さ
れ
る
。
傍
叉
我
々
の
時
代
の
思
考
に
と
っ
て
は
畠
然
の
合

理
盤
は
人
倫
的
野
界
の
合
理
穐
よ
り
も
す
っ
と
容
易
に
首
肯
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
る
と
云
ふ
事
は
等
質
な
事
で
あ
る
。
」
、
自
然
に
就
い
て
は
、
哲

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
へ

墨
は
そ
の
如
穂
に
在
る
か
を
認
識
す
べ
き
で
あ
り
、
賢
轡
の
石
は

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

何
庭
か
に
、
し
か
し
翼
然
そ
の
も
の
の
中
に
懸
さ
れ
て
を
り
、
自

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

然
は
そ
れ
自
ら
に
於
て
理
性
的
で
あ
り
、
紅
つ
知
識
が
探
究
し
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

念
的
に
知
る
べ
き
も
の
は
畠
然
の
う
ち
に
現
在
す
る
こ
の
現
實

へ的
理
性
で
あ
っ
て
、
表
面
に
現
は
れ
て
居
る
請
形
態
と
か
偶
然
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

と
か
で
は
な
く
、
壁
書
の
永
遠
の
調
和
、
而
も
自
然
に
内
在
す
る

法
則
及
び
本
質
と
し
て
の
調
和
で
あ
る
、
と
認
め
ら
れ
て
居
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
へ
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

然
る
に
之
に
反
し
て
倫
理
的
世
界
に
あ
っ
て
は
、
嫡
家
、
帥
ち
慮

己
意
識
の
エ
レ
メ
ン
ト
の
巾
で
實
現
さ
れ
る
理
牲
は
、
そ
れ
が
蜜

際
に
自
ら
を
カ
と
智
力
に
ま
で
も
た
ら
し
、
そ
れ
に
於
て
自
己
を

主
張
し
そ
の
中
に
内
在
す
ゐ
所
の
理
性
で
あ
，
る
と
い
ふ
幸
編
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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享
受
す
る
事
は
な
い
と
さ
れ
る
。
か
く
て
精
紳
的
宇
宙
は
却
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
偶
然
性
と
恣
意
と
に
委
ね
ら
れ
、
神
に
兇
放
さ
れ
た
も
の
で
あ

へる
と
云
は
れ
て
居
る
。
故
に
此
の
人
倫
的
世
界
の
無
紳
論
に
從

　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
も
　
へ

へ
ば
、
眞
な
る
も
の
は
人
倫
的
世
界
の
外
に
在
り
、
而
も
同
時
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
れ
に
も
拘
ら
す
理
性
も
亦
そ
の
う
ち
に
在
る
べ
き
だ
と
さ
れ

る
か
ら
、
眞
な
る
も
の
は
一
箇
の
謎
に
す
ぎ
な
く
な
る
の
で
あ

⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、

る
」
。
「
そ
の
上
此
の
自
賢
哲
學
は
明
瞭
に
斯
う
述
べ
る
。
眞
な
る

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

も
の
そ
の
も
の
は
認
識
さ
れ
得
な
い
、
寧
ろ
人
倫
的
諸
封
象
、
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
や
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
國
家
・
政
治
・
憲
法
に
就
い
て
、
各
人
が
彼
の
こ
瓦
ろ
・
心
情
・
及

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

び
感
激
に
よ
っ
て
こ
さ
へ
た
も
の
、
こ
れ
こ
そ
が
眞
な
る
も
の
で

　
　
　
⑫

あ
る
と
㌔

　
へ
！
グ
ル
は
こ
Σ
で
は
岡
時
代
の
患
惟
の
か
回
る
方
向
に
反

射
し
て
、
之
を
論
難
し
て
居
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
彼
自
身
の
仕

方
に
就
い
て
の
説
明
は
し
て
居
な
い
。
併
し
入
は
彼
に
か
の
顛

向
に
観
し
て
論
難
約
に
振
舞
ふ
樺
利
を
否
認
す
る
の
は
寛
し
く

な
い
。
何
故
な
ら
彼
は
こ
の
傾
向
の
現
象
様
式
の
凡
て
を
、
翫
に

彼
の
唄
、
環
象
學
」
に
於
て
詳
細
に
観
察
し
て
居
る
の
だ
か
ら
。
叉

更
に
彼
は
精
瀞
が
粂
き
膚
霞
と
自
己
自
身
の
認
識
に
到
達
す
る

愚
程
の
中
で
、
阻
己
鶴
身
を
疎
外
し
、
麟
己
を
最
早
そ
の
世
界
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
○

於
て
再
認
す
る
事
な
く
、
寧
ろ
彼
の
教
養
の
故
に
、
人
倫
的
世
界

の
凡
て
の
規
定
性
を
否
定
し
、
自
ら
の
自
己
確
信
以
外
の
何
も
の

を
も
残
さ
な
い
所
の
自
己
意
識
の
己
惚
に
陥
ら
な
く
で
は
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ぬ
と
云
ふ
事
を
謹
撰
し
て
居
る
の
だ
か
ら
。
自
然
の
國
は
常
に

自
己
に
等
し
く
低
ま
り
、
そ
の
中
に
は
自
己
意
識
の
蓮
動
か
ら
何

も
の
も
入
こ
む
こ
と
は
な
い
。
か
く
そ
れ
が
雨
竜
意
識
の
蓮
動

と
全
く
無
谷
樋
に
梼
綾
す
る
故
に
、
惣
己
意
識
に
は
固
く
自
己
自

身
に
墓
礎
を
持
つ
理
姓
的
な
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
得
る
様
に

見
え
る
。
然
る
に
他
方
自
己
意
識
は
自
己
の
本
來
の
エ
レ
メ
ン

ト
に
煮
て
は
自
己
の
分
裂
の
意
識
で
鞍
し
ん
で
居
る
。
そ
れ
故
自

己
意
識
の
世
界
に
蟹
す
る
、
か
Σ
る
内
的
に
全
く
不
満
で
破
壌
的

な
遺
墨
自
身
も
亦
、
精
鋼
が
其
の
歴
史
朗
展
開
の
中
に
現
は
れ
、

現
實
の
一
つ
の
形
態
を
な
す
必
然
的
規
定
の
系
列
に
簾
属
す
る
。

而
し
て
此
の
現
實
の
中
で
、
理
性
も
亦
、
勿
論
矛
盾
に
満
ち
て
は

遜
る
が
、
而
も
直
接
に
理
性
の
最
も
純
稗
な
實
現
に
導
く
定
存
と

し
て
現
は
れ
る
の
で
あ
る
。

　
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
は
か
Σ
る
職
質
意
識
の
己
惚
に
鋤
し
て
人
倫

的
世
界
の
理
性
性
（
含
理
性
）
と
多
、
の
客
観
的
秩
序
を
力
強
く
主

彊
し
た
と
同
縛
に
、
叉
朋
臼
に
杢
観
に
そ
の
自
由
な
る
自
己
規
定



　
　
の
樺
利
を
保
護
し
た
。
只
彼
が
眞
の
自
由
を
躍
な
る
主
概
性
そ

　
　
の
も
の
の
霊
張
に
於
て
で
は
な
く
、
良
己
が
そ
の
其
の
精
紳
的
本

　
　
釣
上
、
内
的
に
普
遍
的
眞
理
と
一
議
で
あ
る
と
傭
っ
て
贋
る
主
観

　
　
の
、
理
豊
艶
な
自
己
規
定
に
於
て
の
み
、
認
め
て
居
る
と
云
ふ
に

　
　
す
ぎ
な
い
。
即
自
的
に
は
門
的
自
由
は
「
公
に
認
め
ら
れ
た
潔
斎

　
　
ぺ
の
、
信
頼
に
満
ち
た
確
信
を
閲
持
し
、
此
の
堅
圃
な
基
礎
の
上

　
　
に
彼
の
行
動
の
襟
式
と
、
入
生
に
於
け
る
堅
薗
な
立
場
を
築
く
」

　
　
事
を
其
の
「
輩
純
な
態
度
」
と
す
る
捉
は
れ
ざ
る
心
情
に
既
に
存

　
　
在
し
て
居
る
。
そ
れ
故
「
岡
よ
り
法
・
人
倫
・
建
家
に
關
す
る
眞
理

　
　
は
公
の
制
定
法
・
公
の
道
徳
及
び
宗
教
の
中
で
柔
々
提
示
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
熟
知
さ
れ
て
屠
る
も
の
と
全
く
書
様
に
古
い
も
の
で
あ
る
」
。
併

　
　
し
人
が
普
遍
的
無
理
に
お
い
た
信
韻
を
彼
自
身
の
行
と
し
て
意

　
　
識
す
る
様
に
な
り
、
「
思
惟
に
於
て
」
i
此
の
胃
葉
は
こ
、
で
は

　
　
學
的
思
惟
で
は
な
く
、
｝
般
に
自
己
意
識
の
内
的
臼
己
規
定
と
活

　
　
動
で
あ
み
老
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
i
「
彼
の
自
由
と
入
倫
態
の

　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
根
篠
を
求
め
る
」
事
は
、
内
的
欝
由
の
｝
つ
の
進
歩
で
あ
る
。
か
・

　
　
る
意
味
に
湿
て
隔
「
思
想
に
よ
っ
て
古
習
付
け
ら
れ
な
い
も
の
は
、

　
　
何
も
の
を
も
心
意
に
果
て
承
認
し
よ
う
と
し
な
い
事
は
偉
大
な

　
　
我
執
、
人
間
の
名
鰹
に
な
る
、
我
執
で
あ
ら
う
。
1
そ
し
て
此
の

編
・
　
　
　
　
＋
字
架
と
薔
薇
・
∵

我
執
は
近
代
の
特
性
で
あ
り
、
云
ふ
迄
も
な
く
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

イ
ズ
ム
猫
特
の
擦
理
で
あ
る
」
。
此
の
原
理
は
一
貫
し
て
叉
必
然

的
に
、
方
法
的
思
惟
に
よ
っ
て
語
論
を
自
己
の
も
の
と
す
る
薄
學

の
立
場
へ
導
く
Q
併
し
此
の
原
理
は
入
が
專
門
の
購
系
的
思
想

家
と
な
ら
な
く
と
も
到
達
し
得
る
霞
由
な
主
思
性
の
立
場
で
、
既

に
完
全
に
眞
實
に
顯
は
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
「
ル
ッ
タ
ー
が
感

情
の
信
仰
並
び
に
精
帥
の
澄
と
し
て
始
め
た
も
の
は
、
そ
れ
以
後

成
熟
し
た
精
紳
が
、
概
念
に
於
て
把
握
し
、
か
く
て
現
在
に
於
て

自
由
に
な
り
、
そ
の
事
に
よ
っ
て
現
准
に
安
住
せ
ん
と
努
力
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

所
の
も
の
と
岡
一
で
あ
る
」
。

　
そ
れ
故
圭
観
の
自
己
規
定
を
男
親
す
る
ど
こ
ろ
か
、
へ
ー
グ
ル

は
彼
の
信
認
の
哲
墨
的
勢
作
を
直
接
に
、
宗
教
改
革
に
際
し
て
霞

己
意
識
が
其
の
内
的
霞
海
と
、
凡
て
の
自
然
的
な
も
の
の
支
配
の

實
現
に
向
っ
て
な
し
た
大
き
な
歩
み
に
結
び
つ
け
た
。
永
遠
な
る

も
の
即
ち
郎
且
鋤
自
的
に
存
在
す
る
糞
理
の
、
叢
槻
的
確
實
性
、

精
瀞
が
生
ぜ
し
め
、
個
人
に
そ
の
特
殊
性
に
よ
っ
て
で
は
な
く
，
、

彼
の
本
性
に
よ
っ
て
輿
へ
ら
れ
る
確
實
性
、
か
遺
る
意
味
に
於
け

る
信
仰
を
、
へ
…
グ
ル
は
明
に
主
計
の
華
々
の
眞
實
な
る
蘇
態
で

あ
る
と
認
め
た
。
若
し
、
人
が
か
Σ
る
永
遽
の
眞
理
な
る
精
脚
、
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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内
容
な
し
に
、
そ
の
主
観
牲
を
感
情
の
串
に
置
く
に
す
ぎ
な
い
な

ら
ば
一
入
は
唯
だ
翠
に
自
然
的
意
志
の
立
食
に
止
っ
て
居
る
の
で

　
　
⑰

あ
る
。
客
槻
言
句
瀞
を
認
知
す
る
主
観
的
精
紳
と
し
て
の
主
観

性
は
、
客
観
的
精
神
と
同
一
で
あ
る
』
，
（
精
機
の
）
た
だ
自
己
自

身
の
み
に
古
す
る
こ
の
蘭
書
は
縄
蜀
的
規
定
で
あ
る
。
紳
無
精

紳
は
自
己
の
教
園
の
中
に
生
き
て
房
る
、
叉
そ
の
中
に
覗
存
し
て

居
る
G
こ
の
理
解
が
信
仰
と
呼
ば
れ
た
。
籍
し
て
そ
れ
は
歴
史
的

信
仰
で
は
な
．
い
。
我
々
ル
ッ
タ
ー
主
義
者
は
一
私
は
そ
れ
で

あ
り
叉
何
々
趨
も
さ
う
あ
り
た
い
ー
ー
…
ロ
バ
か
の
根
本
的
信
仰
の

　
　
　
⑲

み
を
持
つ
。
」
「
斯
く
て
こ
・
に
各
民
族
が
そ
れ
を
取
り
巻
き
集

る
と
こ
ろ
の
、
最
後
の
新
し
い
軍
旗
が
掲
げ
ら
れ
た
。
露
己
自
身

の
許
に
あ
り
然
も
論
理
の
中
に
在
る
と
こ
ろ
の
、
而
し
て
こ
の
眞

理
の
中
に
於
て
始
め
て
肖
己
自
身
の
許
に
あ
り
得
る
と
こ
ろ
の

自
由
精
憩
の
旗
が
た
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
我
等
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

そ
の
下
で
働
き
、
そ
れ
を
捧
持
す
べ
き
軍
旗
で
あ
る
」
。
そ
れ
で

も
併
し
、
こ
の
旗
の
下
で
箕
輪
は
更
に
遠
く
前
進
さ
せ
ら
れ
る
。

翻
ち
哲
學
は
そ
の
旗
に
哲
學
的
な
表
現
を
與
へ
た
。
而
し
て
下

句
多
罪
槻
姓
の
自
由
を
方
法
的
思
惟
の
基
礎
と
し
た
の
は
、
哲
學

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
も

に
於
て
は
本
質
的
に
云
っ
て
カ
ン
ト
の
仕
事
で
あ
る
。
一
、
理
論
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
ニ

　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
へ

猫
跨
性
の
原
理
、
理
牲
の
そ
れ
融
点
に
於
け
る
絶
野
曝
自
韮
性
の

原
理
は
、
こ
の
時
運
來
哲
墨
の
普
遍
的
原
理
と
し
て
、
岡
様
に
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

代
の
先
入
見
の
一
つ
と
し
て
看
倣
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
現
代
の

生
活
に
鞭
て
こ
の
原
理
は
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
良
心
一
自
己

を
自
己
の
理
痴
態
・
眞
實
態
に
於
て
知
っ
て
居
る
所
の
自
由
な
る

　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

精
神
」
と
し
て
現
は
れ
る
。
自
己
意
識
の
此
の
段
階
で
、
へ
！
グ

ル
が
そ
れ
を
代
表
し
て
居
る
暫
畢
は
、
意
識
的
に
よ
り
明
瞭
な
概

念
的
認
識
に
立
っ
て
居
る
。
師
ち
哲
學
が
そ
こ
か
ら
嚢
芽
す
る

地
盤
は
、
か
の
霞
曲
な
る
主
峯
姓
の
原
理
で
あ
る
。

　
然
る
に
W
猫
へ
ー
ゲ
ノ
ル
は
》
噌
湿
性
性
は
一
州
に
鴇
）
ハ
の
北
志
…
槻
約
自
一
ゐ
閏
の

領
域
に
撃
て
の
み
現
鼻
翼
で
あ
る
と
す
る
外
見
を
遠
ざ
け
ん
と

熱
心
に
努
力
し
て
居
る
。
彼
は
此
の
領
域
の
生
成
に
於
て
、
輩
に

悪
運
と
客
観
の
完
全
な
る
和
解
へ
の
道
の
み
で
な
く
、
同
様
に
爾

側
面
の
分
裂
を
も
認
め
て
贋
る
。
尤
も
こ
の
分
裂
は
根
源
的
な

も
の
、
云
は
ば
自
然
に
適
…
從
せ
る
も
の
島
廻
瓢
帥
9
凝
。
ヨ
舘
ω
o
で

は
な
く
、
む
し
ろ
登
展
の
一
契
機
で
あ
っ
て
、
從
っ
て
全
き
眞
理

で
あ
る
と
解
さ
れ
る
事
は
要
求
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
甑
に
彼

の
最
初
の
著
作
で
彼
は
、
こ
の
分
裂
は
現
實
的
な
も
の
の
全
艦
牲

に
於
て
は
、
歴
史
的
風
土
的
…
、
偶
然
性
」
と
し
て
拙
現
す
る
と
云
．
謎
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事
を
力
説
し
て
旛
る
。
「
固
定
的
反
省
の
形
式
に
於
て
、
現
實
の

世
界
，
及
び
之
に
道
立
す
る
思
惟
す
る
叉
思
惟
せ
ら
れ
九
實
在
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

世
界
と
し
て
、
こ
の
分
裂
は
酉
灘
北
歓
に
趨
る
㌔
彼
は
そ
の
策

｝
一
番
欝
の
、
よ
り
大
部
の
論
文
の
中
で
、
此
の
形
式
を
成
程
「
世

界
精
紳
の
偉
大
な
る
形
式
」
と
名
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
が
、
再
び

叉
そ
れ
は
「
北
方
の
原
理
で
あ
っ
て
、
宗
教
的
に
見
ら
れ
る
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ば
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
原
理
」
で
あ
る
と
強
調
し
て
房

る
。
そ
し
て
特
に
哲
墨
的
認
識
の
形
式
的
側
面
に
就
い
て
は
、
彼

は
後
に
輩
に
次
の
如
く
蓮
べ
た
に
畏
ま
ら
な
い
。
㎝
、
哲
學
の
仕
事

は
入
闇
の
思
惟
に
毒
し
て
昔
か
ら
愛
當
し
て
贋
た
も
の
を
、
明
白

に
意
識
さ
せ
る
事
に
の
み
あ
る
。
從
っ
て
哲
學
は
新
し
い
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
何
も
提
供
し
は
し
な
い
。
」
更
に
次
の
襟
に
さ
へ
云
っ
て
居
る

の
で
あ
る
。
｝
、
若
し
精
索
・
心
情
・
特
に
信
仰
な
る
宗
教
的
感
情
に

激
て
、
眞
理
・
紳
へ
の
其
他
何
と
云
っ
て
も
よ
い
の
だ
が
儒
念
・
確

信
が
、
そ
れ
だ
け
で
確
立
し
て
鴨
る
場
合
に
は
、
此
の
確
信
に
認

識
に
よ
っ
て
到
達
す
る
事
は
、
正
に
そ
の
理
由
で
大
事
な
事
で
は

な
い
。
此
の
立
場
に
と
っ
て
は
認
識
は
そ
の
要
求
に
冷
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

と
し
て
よ
り
、
む
し
ろ
精
紳
の
贅
澤
と
解
さ
れ
る
事
が
綴
來
る
。
し

尤
も
そ
れ
と
同
痔
に
刷
の
場
合
に
は
、
當
然
の
事
だ
が
、
魏
の
見

　
　
　
　
　
ナ
字
架
と
薪
薇

地
に
於
て
は
暫
塵
・
は
正
し
く
二
百
に
と
っ
て
必
然
的
な
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
る
事
を
、
彼
は
十
分
力
論
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
併
し
彼
が
か
の
論
蓮
を
な
し
た
目
的
は
、
現
實
の
凡
て
の
現
存

形
態
に
理
性
性
を
請
求
す
る
事
に
あ
る
。
主
計
性
の
立
揚
は
客
・

競
的
世
界
に
饗
し
て
傭
っ
た
か
ぶ
り
と
否
定
す
る
事
を
好
む
抽

象
的
主
観
圭
義
に
堕
し
易
い
の
で
、
理
性
性
が
欄
人
的
意
識
猫
自

の
特
性
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
垂
客
観
性
の
根
本
規
定
を
な
す

と
云
ふ
事
を
、
最
も
強
く
主
張
す
る
事
は
、
被
に
は
必
要
鋏
く
べ

か
ら
ざ
る
も
の
と
思
は
れ
た
。
世
界
は
理
姓
的
な
も
の
だ
、
と
云

ふ
事
は
自
然
的
意
識
に
と
っ
て
は
、
そ
の
世
界
に
罰
す
る
凡
て
の

総
画
の
分
り
き
っ
た
豊
里
で
あ
る
。
思
惟
し
て
霞
己
を
そ
の
饗

象
か
ら
隆
標
し
、
鋤
象
を
自
由
な
る
精
紳
的
所
有
に
す
る
爲
に
、

意
識
が
そ
の
慮
然
性
か
ら
歩
み
煙
る
な
ら
ば
、
意
識
は
宅
観
と
客

観
の
分
．
裂
を
突
破
し
て
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
併
し
そ
れ
と
業

に
こ
の
分
裂
霞
身
が
、
客
観
的
世
界
聯
關
の
理
性
的
嚢
展
の
理
性

的
契
機
と
し
て
現
は
れ
る
。
銑
に
蓮
べ
た
様
に
こ
の
世
界
聯
關

の
中
で
、
琴
芝
は
趨
己
同
一
に
止
ま
り
、
從
っ
て
そ
れ
一
身
理
牲

的
な
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
現
は
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
暗
に
人
倫
、
的

世
界
、
激
ち
入
間
的
共
岡
鑑
濤
と
臼
己
意
識
の
エ
レ
メ
ン
ト
に
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
藷
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て
賓
現
せ
ら
れ
る
出
格
的
自
己
規
定
乏
の
世
界
も
、
自
己
癩
身
を

理
性
的
で
あ
る
と
知
る
慮
己
意
識
が
、
そ
の
世
界
の
中
で
自
己
に

魎
合
せ
る
諸
形
式
を
有
し
て
艦
る
と
云
ふ
簡
輩
明
瞭
な
理
由
の

敏
起
、
理
性
か
ら
兇
捨
て
ら
れ
得
な
い
の
だ
と
云
ふ
事
を
閣
に
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
そ
れ
故
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
〃
ハ
ワ
ノ
塁
、
に
曲
隅
解
さ
れ
申
｛
晶
面
鵬
輩
栄
、
蔀
↓
り

マ
セ
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
も
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヤ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
ゆ
　
ゼ
　
ヘ
　
へ
　
て

理
性
的
な
も
の
は
現
實
的
で
あ
り
、
現
實
的
な
も
の
は
理
性
的
、
で

ヘ
　
へ

あ
る
と
云
ふ
言
葉
を
蓮
べ
た
の
で
あ
る
．
．
こ
の
命
題
を
文
化
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

敵
封
ず
る
寂
欝
童
義
の
マ
キ
シ
；
メ
と
解
し
た
ハ
イ
ム
は
云
ふ

に
及
ば
す
、
ロ
ー
ぜ
ン
ク
ラ
ン
ツ
で
さ
へ
も
そ
れ
を
誤
解
し
て
護

る
。
彼
は
そ
れ
↓
望
，
政
治
に
揺
す
る
規
範
」
で
あ
る
と
し
、
叉
ヘ

ー
ゲ
ル
隆
由
身
ユ
ン
チ
ク
ロ
ペ
副
ブ
イ
…
の
静
卑
一
一
版
に
於
て
は
、
制
限

的
な
説
明
を
加
へ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
解
し
た
の
で
あ

⑳
ゐ
。
云
ふ
ま
で
も
な
く
へ
！
ゲ
ル
は
法
の
窮
命
の
序
文
の
中
で
、

次
の
如
き
制
隈
を
畠
ら
十
分
明
瞭
に
夕
べ
て
居
る
の
で
あ
る
。

理
性
は
「
人
倫
的
並
び
に
自
然
的
現
實
態
の
實
艦
影
本
質
」
で
あ

る
事
、
從
っ
て
「
意
識
が
最
初
に
佳
ま
ふ
混
鳳
せ
る
外
皮
」
の
、
無

撒
の
個
別
的
な
為
の
は
、
そ
れ
だ
け
と
っ
て
見
ら
れ
る
な
ら
ば
、

師
も
實
禮
的
本
質
と
の
聯
關
な
し
に
は
、
現
像
的
で
も
な
け
れ
憾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
λ
四

　
　
　
　
　
　
⑳

理
性
的
で
も
な
い
、
と
。
そ
し
て
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
ク
．
i
ノ

～
・
フ
」
ッ
シ
ャ
ー
も
亦
へ
ー
グ
乃
の
忍
男
の
曲
解
に
反
封
し
て

　
　
⑳

居
る
が
、
こ
れ
は
鉦
當
で
あ
る
。
か
の
糖
葉
の
か
瓦
れ
て
居
る
嗣

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

じ
頁
で
、
哲
學
は
理
念
以
外
の
何
も
の
も
現
實
的
で
は
な
い
と
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ふ
洞
見
を
輿
へ
る
と
書
い
て
あ
る
に
も
か
・
は
ら
す
、
人
が
そ
れ

を
そ
れ
程
ま
で
誤
解
し
得
た
と
云
・
｛
事
は
實
際
不
思
議
で
あ
る
．

兎
に
角
へ
…
ガ
／
ル
の
理
A
急
な
る
曽
μ
葉
は
、
「
∵
ハ
ノ
の
私
A
芯
に
於
肝
▽

る
表
象
」
よ
り
、
よ
り
蹴
上
の
も
の
を
意
味
し
て
居
る
。
そ
れ
は

欄
人
的
意
識
を
越
え
て
、
一
般
的
意
識
を
し
て
人
倫
的
世
界
に
お

け
る
理
性
的
生
秩
序
を
顯
現
せ
し
む
る
析
の
現
世
の
蓮
載
的
實

艦
で
あ
り
、
儲
蓄
の
原
動
力
で
あ
る
。

・
併
し
何
よ
り
も
先
づ
、
入
は
へ
ー
グ
ル
の
全
直
槻
を
支
配
し
て

居
る
観
黙
．
を
見
逃
し
て
は
な
略
な
い
。
そ
の
・
織
馳
．
と
は
、
入
倫
的

世
界
の
か
・
る
現
巡
演
は
、
霞
然
と
は
正
し
く
反
封
に
、
歴
史
的

現
實
性
、
邸
ち
中
断
な
き
獲
展
で
あ
る
と
云
ふ
観
黙
で
あ
り
、
叉

其
の
中
に
は
何
等
の
艀
止
も
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
に
於
て
理
性
的

母
野
意
識
が
在
る
と
こ
ろ
の
規
定
が
、
常
に
自
己
櫓
身
を
越
え

て
、
掬
己
意
識
を
、
そ
の
自
記
の
よ
の
完
全
な
、
よ
の
意
識
的
な

實
現
に
ま
で
賜
り
た
て
る
過
程
で
あ
る
、
乏
野
饗
槻
黙
で
あ
乃
。
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そ
れ
故
、
現
實
的
な
も
の
は
理
瞬
断
で
あ
る
、
と
云
ふ
命
題
は
、

現
實
の
換
る
形
式
に
艀
止
す
る
事
を
命
ず
る
も
の
で
は
全
く
な

い
の
で
あ
っ
て
、
現
實
の
決
し
て
静
止
し
な
い
進
歩
を
、
そ
の
諸

形
態
か
充
實
す
る
や
う
に
、
櫨
．
識
し
統
一
す
る
世
界
精
々
の
行
租

と
し
て
、
標
利
づ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
又
…
酵
的
な
も
の
、

不
適
合
な
も
の
、
矛
盾
せ
る
も
の
か
ら
か
の
行
程
の
中
に
欝
現
し

た
も
の
を
、
粗
鋤
的
に
不
虞
で
あ
る
所
の
克
服
せ
ら
る
べ
き
一
而

性
、
特
殊
性
及
び
契
機
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
る
。
尤
も
そ
れ
ら
は

そ
の
代
り
に
、
そ
の
中
に
彼
等
が
再
び
濡
滅
す
る
様
に
規
定
せ
ら

れ
て
癩
る
全
照
と
の
馬
下
に
よ
っ
て
、
毛
様
に
理
桃
的
で
も
あ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
ど
う
し
て
も
こ
の
命
題
の
中
に
實
踵
の
規

則
を
求
め
よ
う
と
い
ふ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
怠
惰
な
放
任
で
は
な
く

し
て
、
事
態
に
適
合
せ
る
進
歩
を
忠
告
す
る
の
で
あ
「
る
。
云
ふ
迄

も
な
く
、
現
實
へ
の
顧
慮
な
く
し
て
角
己
の
夢
を
貫
徹
せ
ん
と
す

る
世
界
改
善
者
の
愚
か
さ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
宣
告
し
て
居
る
所
で

あ
る
。
併
し
そ
の
代
り
に
、
與
へ
ら
れ
た
財
貨
と
現
下
の
傾
向
を

そ
の
本
訴
の
意
味
に
観
て
利
用
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
し
い
償
値

を
斜
毒
す
る
事
の
構
來
る
、
熟
練
せ
る
勢
働
者
の
智
慧
を
、
そ
の

當
然
の
名
黒
あ
位
地
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
自
然
界
に
志
し
て

　
　
　
　
　
十
字
集
と
薪
薇

は
、
か
》
る
態
度
は
自
明
的
な
も
の
ど
し
て
妥
閉
す
る
。
ド
、
街
ツ

の
最
も
豊
穣
な
畑
地
に
誰
も
禰
田
や
バ
ナ
ナ
栽
培
場
を
こ
ぎ
へ

よ
う
と
は
し
な
い
で
、
蕪
青
を
植
ゑ
た
り
野
菜
を
栽
培
し
た
り
す

る
。
若
し
彼
が
こ
・
で
事
物
の
理
姓
的
聯
關
に
適
合
し
て
、
そ
れ

を
丈
化
の
促
進
に
利
用
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
叉
勝
闘
的
共
同
生
活

の
世
界
に
於
て
も
、
事
物
の
現
公
的
献
態
を
承
認
し
、
そ
れ
を
よ

り
高
い
完
成
に
ま
で
も
た
ら
す
事
が
、
期
待
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ち

う
。
尤
も
津
軽
の
中
に
予
備
條
件
を
持
た
な
い
何
等
か
の
思
ひ

っ
か
れ
た
非
本
質
に
よ
っ
て
、
事
物
の
現
實
的
歌
態
を
排
除
し
よ

う
と
努
め
る
事
で
は
な
く
て
。
か
く
て
出
撃
自
身
が
煮
観
性
の

活
動
φ
’
2
黙
想
し
扁
舟
し
て
至
る
事
が
明
に
な
る
。
煮
観
的
自
由

は
枝
葉
の
事
、
或
は
翠
な
る
贅
澤
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
逆
に

理
性
自
身
は
そ
の
本
性
上
精
瀞
で
あ
り
、
主
観
で
あ
り
，
或
は
現

實
の
中
で
自
己
の
概
念
に
ま
で
展
開
す
る
自
我
な
の
で
あ
る
．
．

へ
ー
グ
ル
は
彼
の
現
象
學
で
、
現
實
の
か
、
る
概
念
を
詳
細
に
叙

帯
し
て
居
る
。
元
々
意
識
と
そ
の
世
界
と
は
互
に
鵜
慮
せ
る
統

一
に
進
み
入
る
。
意
識
が
「
自
己
意
識
的
精
神
に
ま
で
深
ま
っ
た
．

所
で
は
、
人
倫
的
世
界
、
卸
ち
歴
史
的
嚢
展
と
教
養
の
世
界
が
ぞ
．

れ
に
封
癒
す
る
。
、
爾
側
灘
は
本
質
的
に
同
…
で
あ
り
、
こ
の
岡
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
歯
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性
の
意
識
に
於
て
始
め
て
、
そ
の
眞
理
性
を
得
る
の
で
あ
る
。
其

折
々
の
現
實
の
形
態
は
、
常
に
其
折
々
の
主
槻
的
精
紳
の
進
行
段

階
に
鋤
謝
す
る
。
へ
！
グ
ル
が
こ
国
法
の
叛
心
の
序
文
で
、
「
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

々
の
個
人
は
そ
の
時
代
の
子
で
あ
る
」
と
蓮
べ
て
居
る
の
と
嗣
様

に
、
各
々
の
時
代
は
「
欄
入
の
實
龍
」
を
な
す
所
の
｝
、
普
遍
的
精

碑
の
教
養
段
階
㌢
ぜ
表
示
し
て
屡
る
の
で
あ
る
。
部
ち
、
こ
の
母

艦
が
、
｝
、
其
の
自
己
意
識
を
興
る
醸
り
、
實
聡
の
方
も
罪
人
の
敏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

養
の
八
度
に
拘
束
さ
れ
て
籏
る
の
で
あ
る
。
航
し
て
飼
人
は
こ

の
肖
己
意
識
に
於
て
処
遇
を
得
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
假
令
霞

壁
的
追
継
と
し
て
の
理
性
が
、
霞
己
を
現
在
す
る
現
實
か
ら
二
期

し
、
こ
の
現
在
す
る
現
實
も
亦
理
牲
で
あ
る
と
の
…
洞
見
を
決
し
て

持
た
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
哲
畢
的
観
察
者
は
こ
の
二
つ
の
理
性

の
現
象
様
式
を
、
証
し
く
唯
…
の
現
在
仁
山
費
の
コ
つ
の
和
塒
的

側
薩
と
し
て
認
識
す
る
。
主
観
的
自
・
田
の
形
式
に
於
て
現
は
れ

る
も
の
、
帥
ち
自
己
の
内
的
規
定
に
癒
合
す
る
も
の
の
外
に
は
何

も
の
も
承
認
し
よ
う
と
し
な
い
自
己
意
識
の
我
意
も
、
か
く
し
て

　
　
も
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
や
　
へ

再
び
與
へ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
現
は
れ
る
．
．
輩
に
鰍
、
國
家
、
或
は

人
間
の
…
般
的
一
致
と
云
ふ
、
外
的
實
謹
的
な
桃
威
」
の
み
で
な

・
＼
「
内
的
感
情
及
び
心
情
の
構
威
、
精
細
の
薩
接
的
に
是
認
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六

　
⑭

る
謹
」
も
亦
、
現
實
の
串
に
現
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
観
が
そ

の
中
に
あ
り
、
そ
れ
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
居
る
断
の
諦
観
の
規
定

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
こ
の
側
爾
，
郎
ち
主
観
的
自
由
の
立
場
に

も
爾
不
自
癖
の
籾
機
が
附
着
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
不
霞
慮
の
契
機
は
、
臨
己
意
識
が
窪
ら
そ
れ
を
経
験
す
る

事
に
四
っ
て
、
涯
つ
そ
の
結
果
と
し
て
自
己
意
識
と
そ
の
世
界
と

が
陥
る
矛
盾
に
よ
り
、
内
的
に
不
白
物
か
ら
高
ま
り
、
霞
己
と
の

野
寺
實
と
の
完
登
に
自
由
な
…
致
に
ま
で
達
す
る
檬
に
駆
り
立

て
ら
れ
る
と
い
ふ
事
に
依
っ
て
の
み
克
服
さ
れ
能
ふ
の
で
あ
る
。

自
6
意
識
的
主
観
牲
の
立
場
が
達
せ
ら
れ
た
所
で
は
、
そ
れ
は
軍

に
そ
の
所
属
し
て
屠
る
人
倫
的
世
界
と
の
続
㎝
に
生
る
の
で
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

く
、
又
門
、
偲
胴
震
精
解
と
し
て
本
質
で
あ
る
」
と
云
ふ
意
識
に
於

て
、
分
裂
の
中
に
歩
み
診
て
行
く
事
の
必
然
性
が
こ
・
に
あ
る
。

分
裂
は
意
識
に
と
っ
て
こ
・
で
は
克
服
せ
ら
れ
得
な
い
も
の
で

あ
る
鋤
立
、
自
ご
自
身
を
確
保
し
て
艦
ろ
童
、
観
と
そ
れ
に
外
的
に

し
て
且
つ
疎
遠
な
歴
象
と
の
鋤
焼
に
基
．
く
。
尤
．
も
主
観
は
こ
の

餅
盤
を
も
自
己
の
も
の
に
せ
ん
と
努
力
し
て
艦
る
の
で
あ
る
が
、
▽

こ
の
分
裂
は
、
そ
の
凡
て
が
蜜
観
の
臼
城
内
反
省
と
、
從
っ
て
叉

主
観
に
所
漏
し
て
認
る
世
界
か
ら
の
壷
観
の
我
儘
な
腿
別
と
分
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離
と
、
を
特
色
と
す
る
多
様
の
彰
態
を
、
通
貫
し
て
房
る
。
併
し

こ
れ
∵
ら
の
諸
彩
能
心
の
中
で
意
識
は
常
に
野
々
光
明
へ
と
向
卜
…
せ

ん
と
努
め
る
。
弼
し
て
こ
の
光
明
の
中
で
意
識
は
慮
己
自
身
を

反
省
魚
鳥
惟
的
虫
歯
と
し
て
、
即
ち
精
紳
と
し
て
概
念
（
把
握
）
す

る
の
で
あ
る
。
意
識
は
彼
の
世
界
に
封
ず
る
立
揚
を
、
縮
象
的
普

遍
姓
、
嗣
一
性
、
思
想
，
の
領
域
に
高
め
、
紬
象
的
方
法
的
思
惟
或

は
哲
丁
張
レ
ゾ
ヌ
マ
ン
と
な
る
。
そ
の
際
意
識
が
分
裂
の
中
に

留
る
黙
り
は
無
碍
性
、
轟
轟
的
全
筋
性
、
具
膿
的
同
一
性
の
性
絡

を
そ
れ
自
身
に
も
っ
と
こ
ろ
の
概
念
的
思
惟
の
彫
塑
を
、
そ
れ
が

得
た
託
に
其
時
に
、
矛
盾
は
最
も
明
瞭
に
現
は
れ
滞
る
。
而
し
て

こ
の
工
賃
は
意
識
を
分
裂
さ
せ
、
又
不
幸
に
且
つ
嗣
様
に
有
霧
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

す
る
も
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
達
の
時
代
が
さ

う
で
あ
．
つ
た
し
、
現
代
が
さ
う
で
あ
る
。

　
［
．
不
完
全
な
哲
・
學
は
一
般
に
、
そ
れ
が
不
完
全
で
あ
る
が
故
に

直
接
的
に
経
験
的
必
然
性
に
所
載
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
、
そ

れ
自
身
か
ら
、
叉
そ
れ
肖
身
に
お
い
て
そ
の
不
完
全
の
側
藤
が
杷

握
さ
れ
る
。
世
界
の
中
に
普
通
の
続
騰
と
し
て
存
在
す
る
経
．
験

的
な
も
の
は
、
概
念
の
形
式
に
お
け
る
そ
の
再
建
に
於
て
は
、
意

識
と
…
膿
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
從
っ
て
又
駈
當
づ
け
ら
れ
た
も

　
　
　
　
　
十
字
架
と
奮
薇

　
　
　
　
　
　
⑰

の
と
し
て
現
在
す
る
㌔
か
・
る
文
章
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
同
一
哲

墨
の
外
に
一
般
に
哲
學
で
あ
る
と
彼
が
認
め
た
そ
の
時
代
の
唯

一
の
哲
墨
的
方
向
に
就
い
て
蓮
べ
て
居
る
。
彼
は
こ
の
響
墨
的

傾
向
を
「
空
観
性
の
反
省
五
言
の
最
も
完
成
さ
れ
た
形
式
」
と
見
、

而
し
て
彼
の
時
代
に
、
時
代
が
ま
だ
そ
れ
に
所
与
し
て
居
る
「
世

界
荒
薦
の
偉
大
な
形
式
」
経
ち
霊
観
性
は
、
哲
學
的
に
は
既
に
完

全
に
諸
表
は
さ
れ
て
鵬
る
と
云
ふ
澄
明
を
し
て
や
っ
た
。
そ
の

主
観
牲
と
は
反
省
の
鰯
限
に
於
て
自
己
自
身
の
許
に
智
ま
り
、
自

己
の
串
に
無
限
性
を
お
き
、
客
観
の
中
に
有
骨
性
を
お
く
所
の
も

の
で
あ
．
る
。
且
つ
叉
、
現
塵
は
そ
れ
故
、
主
親
と
客
観
の
和
解
が

再
び
そ
の
内
容
を
な
す
新
し
い
時
代
へ
の
閾
に
立
っ
て
居
る
と

云
ふ
事
を
讃
明
し
て
や
っ
た
の
で
あ
る
。
所
で
こ
の
反
省
誓
墨

自
身
も
眞
の
哲
學
、
郎
ち
急
劇
さ
れ
た
岡
一
性
の
誓
學
、
脚
7
0
成
さ

れ
た
滋
養
の
哲
學
へ
の
闘
に
立
っ
て
癬
る
。
自
我
の
形
式
に
於

け
る
無
給
性
が
、
「
絶
離
岸
理
念
な
る
實
謹
的
な
も
の
へ
急
回
す

る
」
た
め
に
は
、
只
自
己
を
こ
の
黙
に
…
園
冠
せ
す
、
且
つ
そ
れ
と

共
に
反
省
の
有
限
性
が
再
び
田
現
す
る
所
の
叢
観
性
に
な
り
さ

へ
し
な
け
れ
ば
よ
い
。
さ
な
く
と
も
叢
記
性
の
各
論
は
そ
れ
が

無
限
搬
の
哲
学
、
思
惟
の
昏
々
で
あ
る
が
故
に
、
有
限
者
の
哲
畢
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
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⑳

覆
工
の
哲
學
よ
り
も
絶
饗
者
の
哲
學
に
近
い
の
で
あ
る
。
か
く

て
今
や
眞
の
叛
學
が
、
現
在
し
且
つ
暫
禦
的
に
は
既
に
純
糠
に
形

成
さ
れ
た
諸
契
機
を
総
揚
し
て
、
理
性
を
そ
の
内
的
分
裂
か
ら
一

網
己
自
身
と
の
現
實
的
熔
解
、
精
轟
の
趨
己
内
に
於
け
る
完
全
な

霞
由
に
導
く
と
云
ふ
事
の
み
が
娃
さ
れ
て
罵
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
如
き
誇
り
高
き
展
整
を
以
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
哲
畢

的
な
仕
事
を
始
め
た
の
で
あ
っ
た
。
約
二
十
年
の
後
、
そ
の
中
で

現
庇
の
大
問
題
が
解
決
さ
れ
て
塗
る
と
彼
が
認
め
允
認
識
が
、
時

代
の
意
識
に
全
く
疎
遠
に
止
っ
て
贋
た
の
み
な
ら
す
、
こ
の
意
識

は
一
度
も
か
の
眞
の
反
省
哲
學
を
眞
面
目
に
と
り
上
げ
た
事
さ

へ
な
い
ば
か
り
か
、
反
っ
て
或
は
夏
に
懐
疑
約
な
或
は
更
に
雛
験

的
な
厭
謂
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
レ
ン
の
「
有
形
さ
」
に
、
叉
「
反
省
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

己
惚
の
落
着
の
な
い
畳
み
」
に
託
て
遙
か
に
後
れ
、
例
外
な
く

ニ
ゾ
　
　
　
ド
　
ご
ノ
マ
ド

小
理
窟
的
、
三
襟
的
な
啓
蒙
の
立
場
に
止
っ
て
厨
る
の
を
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
嬉
に
、
へ
ー
グ
ル
が
不
機
嫌
で
あ
っ
た
の

も
、
牛
馬
の
事
と
さ
れ
よ
う
。
彼
は
こ
の
立
場
を
超
え
る
進
歩

を
、
自
己
自
身
代
表
し
た
ば
か
り
で
な
く
，
事
態
に
於
て
す
で
に

虐75

ｬ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
謹
明
し
て
癬
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼

が
、
患
想
の
領
域
に
斯
て
は
既
に
そ
の
支
配
擁
を
失
っ
て
層
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八

だ
が
、
｝
般
的
臨
代
精
紳
の
中
で
は
音
頭
を
と
っ
て
黙
る
思
想
形

式
に
偉
し
て
戦
っ
た
際
に
は
、
彼
は
反
動
に
封
ず
る
進
歩
の
戦
士

と
し
て
現
は
れ
た
と
云
ふ
事
を
自
激
し
て
厨
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
を
も
つ
が
故
に
そ
の
思
想
彫
式
齢
か
強
力
で
あ
っ
た
所
の
「
理
性

の
猫
立
性
の
原
理
」
を
、
何
入
も
へ
ー
グ
ル
以
上
に
明
瞭
に
認
め

た
も
の
は
続
｛
い
。
そ
れ
。
だ
［
け
彼
は
事
轡
烈
卜
…
そ
の
考
へ
方
に
内
在

し
て
居
る
不
合
理
を
餐
め
る
資
格
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
自
己

の
思
惟
を
自
己
の
全
態
度
の
根
嫁
と
す
る
櫻
利
ズ
8
冥
は
、
「
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

か
る
も
の
の
み
が
思
惟
と
見
倣
さ
れ
、
叉
思
惟
は
一
般
に
承
認
さ

ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ミ
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
も
　
ヘ
　
セ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
も
　
へ
　
も
　
へ

れ
た
も
の
、
及
び
安
養
す
る
も
の
か
ら
遠
ざ
か
り
、
特
殊
的
な
も

への
を
獲
撤
し
得
た
場
合
に
の
み
、
自
己
を
霞
撫
と
認
め
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
な
・
ら
ば
、
｝
小
法
d
5
巴
O
o
プ
け
へ
と
…
逆
井
…
さ
れ
る
」
o
そ
れ
一
故
に
へ

ー
グ
ル
は
知
っ
た
か
ぶ
り
の
己
惚
と
、
韮
．
槻
的
な
　
　
亦
敬
礎
な

　
　
感
情
の
高
慢
と
に
、
現
在
す
る
眞
理
へ
の
注
意
を
促
す
。
精

騨
は
國
家
や
人
倫
に
於
て
は
疾
っ
く
に
こ
の
轟
轟
へ
と
組
織
さ

れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
翫
に
蓮
べ
た
碧
く
か
・
る
維
織
の
契
機

と
し
て
、
圭
槻
性
も
亦
餐
癒
す
べ
き
で
あ
る
。
落
ち
杢
掘
性
は
そ

の
組
織
の
中
で
、
よ
り
自
肉
な
る
心
惜
の
確
儒
を
蝦
て
生
存
し

て
居
る
。
若
し
そ
の
中
で
我
々
が
生
存
し
て
蹴
る
現
實
が
、
理
性
・
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の
製
作
物
、
糞
理
の
組
織
と
し
て
よ
り
外
に
理
解
さ
れ
な
い
な
ら

ば
、
正
に
そ
の
敏
に
現
實
を
自
由
な
る
思
惟
そ
の
も
の
に
よ
っ

て
厩
念
ず
る
、
と
云
ふ
仕
事
に
若
点
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

若
し
思
惟
的
精
紳
が
現
實
を
、
断
然
的
感
溝
と
云
ふ
「
か
・
る
直

接
的
な
襟
式
で
」
現
存
す
る
所
の
眞
理
と
し
て
所
持
す
る
事
だ
け

で
は
満
足
し
な
い
時
に
は
、
　
そ
し
て
精
神
は
思
惟
的
精
紳
と

し
て
は
さ
う
な
く
て
は
な
ら
な
い
　
　
二
瀬
が
現
實
を
概
念
把

握
し
、
既
に
そ
れ
自
身
理
性
的
な
内
容
に
、
理
性
的
な
形
式
を
輿

へ
る
事
以
上
に
何
が
必
要
で
あ
ら
う
か
。
而
し
て
そ
の
事
に
よ

っ
て
こ
の
内
客
は
霞
由
な
る
思
惟
に
勤
し
て
棲
言
づ
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
自
出
な
る
患
惟
と
は
、
躍
に
所
與
に
立
止
ま
る
の
で

な
く
自
己
自
身
か
ら
轟
偉
し
、
正
に
そ
の
事
に
よ
っ
て
自
己
が
最

内
奥
に
於
て
眞
理
と
一
億
な
る
事
を
知
る
様
に
要
求
す
る
も
の

　
　
⑪

で
あ
る
。
事
物
の
理
性
並
に
思
惟
自
身
の
本
煙
に
適
合
せ
る
か

Σ
る
輩
純
な
遽
歩
に
生
観
性
の
現
歌
が
冊
立
し
、
そ
れ
と
詞
時
に

現
妖
は
進
歩
へ
と
推
し
す
Σ
む
。
而
し
て
自
己
を
か
・
る
歌
態

の
所
與
か
ら
解
放
し
、
意
識
を
反
省
の
立
場
の
分
裂
か
ら
、
包
括

的
概
念
の
自
由
に
高
め
る
事
は
，
哲
羅
の
課
題
で
あ
る
。
そ
の
爲

に
は
翼
然
堅
忍
は
先
づ
此
の
分
裂
を
認
識
し
、
次
い
で
そ
の
粗
織

　
　
　
　
　
十
字
架
と
薔
薇

的
必
然
性
に
於
て
、
そ
れ
を
自
己
慧
識
の
過
罹
の
…
契
機
と
し
て

概
念
に
蹄
嵩
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
○

　
彼
の
論
文
「
信
仰
と
知
識
し
の
終
結
で
、
長
た
ら
し
い
上
に
印

刷
と
構
丈
の
誤
謬
に
よ
っ
て
全
く
支
離
滅
裂
に
さ
れ
た
文
章
で
、

へ
ー
グ
ル
は
劇
毒
の
職
分
を
叙
遽
せ
ん
と
試
み
て
興
る
が
、
こ
の

丈
章
は
其
の
響
喩
的
な
黙
に
絶
て
＋
字
架
の
眞
中
の
蕎
薇
な
る

表
現
を
想
超
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
以
下
で
そ
の
内
容
を
解

明
し
て
見
よ
う
。
階
代
の
敏
活
の
中
に
、
　
殊
に
近
代
の
宗
歎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
へ

の
墓
表
を
な
す
感
情
と
し
て
　
　
無
限
の
苦
幡
が
歴
史
的
に
生

成
し
て
居
る
。
無
限
の
縷
説
と
は
外
界
が
翼
翼
か
ら
疎
外
せ
ら

れ
た
も
の
、
内
的
生
活
に
矛
盾
せ
る
も
の
と
し
て
現
は
れ
る
分
裂

の
苦
幡
で
あ
る
。
宗
教
は
紳
は
死
せ
り
と
の
感
情
を
、
紳
の
十
字

架
に
於
け
る
死
の
直
観
に
於
て
云
ひ
あ
ら
は
し
九
。
而
し
て
そ

れ
は
蜜
際
に
現
實
的
世
界
の
側
颪
に
曾
て
は
永
劫
の
罰
と
呪
認

と
を
示
す
が
、
同
時
に
信
仰
に
罪
し
て
は
和
解
と
解
放
を
示
す
。

殆
ん
ど
毎
号
的
に
パ
ス
カ
ル
が
、
臼
然
は
人
間
の
中
で
又
外
で

　
　
廓
ち
自
然
的
並
に
病
難
的
世
界
と
し
て
の
自
然
の
爾
形
式

に
於
て
　
　
紳
は
失
は
れ
た
と
云
ふ
事
を
示
す
と
云
っ
た
時
、
｝

般
的
観
察
と
し
て
こ
の
感
惰
を
表
現
し
て
贋
る
の
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
九
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の
無
隈
の
苦
幡
を
哲
學
は
純
粋
に
契
機
、
し
か
も
翠
に
最
高
の
理

念
の
契
機
と
し
て
示
さ
ね
ば
煎
ら
な
い
。
若
し
苦
櫃
か
ら
の
解

放
の
道
が
、
経
験
的
・
肥
土
を
犠
牲
に
せ
よ
と
の
道
徳
的
訓
令
の
形

式
で
、
或
は
形
式
的
縮
象
の
概
念
の
中
で
（
恐
ら
く
シ
ラ
ー
②
句

「
金
製
の
束
．
縛
か
ら
精
漿
の
自
購
へ
と
逃
れ
る
」
の
如
く
）
既
に
知

ら
れ
て
艦
．
九
な
ら
ば
、
哲
學
は
そ
れ
に
哲
學
的
實
存
鶯
並
塗
e
ぼ
－

輩
5
詞
擁
韓
○
護
を
輿
ふ
べ
き
で
あ
る
G
哲
墨
は
そ
れ
が
絶
封
的

苦
幡
を
概
念
把
握
し
、
今
迄
は
輩
に
歴
史
的
な
も
の
で
あ
っ
た
受

苦
口
を
魚
蝋
的
受
苦
日
と
し
て
、
そ
の
紳
が
死
ん
だ
と
云
ふ
事
の

全
き
糞
理
性
と
冷
離
さ
に
於
て
湯
量
乱
す
る
事
に
よ
っ
て
絶
封
的

理
念
を
獲
得
す
る
。
猫
隠
約
哲
學
と
自
然
宗
教
と
は
こ
の
冷
離

さ
に
迄
お
し
す
、
む
事
は
撫
來
な
か
っ
た
ハ
▽
　
そ
れ
故
そ
れ
ら

は
明
朗
な
、
併
し
そ
の
代
り
に
又
淺
薄
で
あ
り
個
猛
爆
へ
と
綱
限

せ
ら
れ
て
罵
る
逃
路
を
よ
り
容
易
に
見
つ
け
る
事
が
鐵
來
た
．
．

　
　
こ
の
冷
酷
さ
は
杢
槻
性
の
反
省
誓
學
に
於
て
始
め
て
充
分

意
識
に
露
は
に
な
り
、
そ
の
哲
墨
の
必
然
牲
に
於
て
の
み
契
機
と

し
て
理
解
さ
れ
る
事
が
出
來
た
の
で
あ
．
つ
た
。
而
し
て
こ
の
冷

敵…

ｳ
の
み
が
、
そ
こ
か
ら
最
高
の
奈
鰹
性
が
そ
の
全
き
嚴
粛
…
さ
に

於
て
、
而
も
詞
峙
に
そ
の
形
態
の
最
も
明
朗
な
る
霞
由
に
於
て
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

復
活
す
る
事
が
出
來
叉
復
活
せ
ね
ば
な
ら
な
い
深
淵
を
な
す
G

　
（
法
折
脚
蘭
掌
序
山
久
に
於
轟
》
る
〉
一
｝
小
…
明
器
脳
力
讐
｛
…
㎜
黛
渠
」
　
は
右
の
（
へ
！
ゲ

ル
畠
勢
の
少
融
時
代
の
）
敷
循
を
想
ひ
超
さ
す
。
毒
し
て
こ
の
雷

葉
こ
そ
我
々
の
こ
の
論
文
を
誘
緩
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
説
明

の
た
め
に
我
々
は
今
や
途
に
凡
て
の
必
然
的
な
エ
レ
メ
ン
む
を

弼
墨
し
た
の
で
あ
る
。
へ
ー
グ
ル
は
現
准
に
勝
て
、
自
己
意
識
的

精
紳
が
自
己
に
鋤
齢
す
ろ
単
称
と
の
徹
底
的
な
矛
贋
の
串
に
あ

る
の
を
兇
た
。
嚇
し
て
自
己
意
識
的
精
紳
は
こ
の
現
實
を
精
紳

に
猫
自
の
理
性
性
に
適
合
し
な
い
も
の
と
認
め
、
從
っ
て
そ
れ
を

精
紳
の
暴
論
に
適
合
す
る
様
に
形
戒
す
る
震
に
不
安
心
不
満
亀

な
心
で
現
實
を
支
配
す
る
の
で
あ
る
。
か
・
る
深
き
内
的
分
裂
、

臨
代
の
意
識
の
底
を
貰
い
て
居
る
現
費
と
の
不
利
の
苦
悩
こ
そ

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
ぢ
　
へ

は
、
ヘ
ー
グ
ル
が
現
在
の
十
字
架
と
呼
ん
だ
所
の
も
の
で
あ
る
。

併
し
叉
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
苦
筆
画
身
．
か
，
精
紳
が
苦
手
か
ら
自
由

と
正
解
に
復
滅
す
る
で
あ
ら
う
と
云
ふ
約
束
を
、
自
分
の
中
に
所

持
し
て
論
る
敬
を
以
て
か
く
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら

彼
は
、
客
観
性
は
概
念
に
無
智
す
る
様
に
規
定
さ
れ
て
居
る
と
云

ふ
、
叉
陵
念
さ
れ
な
い
も
の
は
何
も
の
も
客
観
性
に
於
て
は
安
鴬
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し
得
な
い
と
云
ふ
自
己
意
識
の
雌
．
信
を
葡
提
し
て
艦
る
の
で
あ

り
、
襲
、
白
己
意
識
の
方
が
、
こ
の
確
信
か
ら
推
論
せ
ね
ば
な
ら
な

い
正
當
な
結
論
を
未
だ
自
豊
し
て
贋
な
い
だ
け
の
事
で
あ
る
か

ら
。
そ
れ
故
に
「
現
在
の
十
字
架
」
な
る
表
現
は
事
實
、
不
灘
一
性

を
言
表
は
し
て
掘
る
。
併
し
直
ち
に
理
性
と
現
實
と
の
不
同
一
性

で
は
な
く
し
て
、
空
．
．
観
的
理
性
と
客
観
的
五
趣
と
の
不
二
一
性
を

製
表
は
し
て
遺
る
。
或
は
蚤
立
の
爾
側
瀟
を
よ
り
趾
確
に
言
表

は
せ
ば
次
の
如
く
な
る
。
擦
者
は
共
に
理
学
と
し
て
、
廓
ち
概
念

的
認
識
と
し
て
の
理
性
と
現
「
實
の
實
罷
的
本
質
と
し
て
の
理
姓

と
し
て
、
叉
同
苗
に
共
に
現
實
と
し
て
、
麟
ち
理
性
的
自
己
意
識

の
現
實
と
人
倫
灼
世
界
の
境
實
と
し
て
．
互
に
鋤
讃
し
て
艦
る
の

で
あ
る
、
と
。

　
こ
の
餐
立
を
止
揚
す
る
事
は
今
や
專
ら
哲
學
の
み
が
可
能
と

す
る
所
で
あ
る
。
何
故
な
ら
哲
離
の
み
が
存
在
者
の
具
髄
的
概

念
把
握
を
窮
極
ま
で
な
し
懸
け
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
意
識
的

精
瀞
を
現
存
す
る
現
實
か
ら
賊
製
し
、
語
義
を
し
て
後
考
に
満
足

を
兇
暴
さ
ざ
ら
し
む
る
も
の
は
、
云
は
ば
そ
の
洞
見
の
高
遽
さ
で

も
叉
そ
の
概
念
の
純
輪
軸
で
も
な
く
し
て
、
む
し
ろ
反
鋤
に
彼
の

主
概
的
レ
ゾ
ヌ
マ
ン
に
爾
固
着
し
て
居
る
鋏
臨
…
、
佛
ち
「
未
だ
概

　
　
　
　
　
ナ
字
架
と
蕎
薇

念
に
ま
で
解
放
さ
れ
な
い
何
ら
か
抽
象
的
な
も
の
の
束
縛
」
で
あ

帰
⇔
o
鞠
｝
Σ
で
我
々
は
再
び
へ
ー
ゲ
／
ル
の
ワ
愚
心
．
昧
じ
轡
お
け
る
臨
…
今
ゆ
は
、

概
念
さ
れ
た
虞
理
、
自
己
を
穂
者
に
於
て
認
識
し
つ
Σ
あ
る
霞
我

の
包
括
的
認
識
で
あ
る
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
σ
自
我
が
自

己
に
與
へ
ら
れ
た
す
べ
て
の
も
の
、
從
っ
て
彼
霞
身
の
現
在
す
る

自
我
感
情
か
ら
も
亦
解
放
さ
れ
、
純
粋
思
惟
に
於
て
　
　
師
ち
哲

墨
に
於
て
　
　
彼
自
身
並
に
彼
の
評
議
の
自
由
な
る
概
念
に
到

達
す
べ
く
、
す
べ
て
の
麺
常
の
紬
象
と
内
在
せ
る
先
入
見
を
、
郎

ち
彼
歳
額
の
偶
然
的
な
姿
を
犠
牲
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
苦
し
い

戦
を
獄
は
な
い
酵
に
、
自
我
は
上
述
の
具
膿
的
認
識
に
達
す
る
。

か
く
し
て
醤
學
は
思
椎
を
し
て
理
控
的
洞
見
、
郷
ち
由
己
意
識
的

精
紳
並
に
覗
存
す
る
現
實
は
理
牲
で
あ
の
、
そ
の
本
性
L
蔀
自
的

に
叉
同
様
に
概
念
上
廓
且
封
白
的
に
理
性
と
一
男
で
あ
る
と
の

洞
見
を
得
し
む
る
の
で
あ
る
ゆ
そ
れ
敏
思
推
に
は
分
裂
或
は
現
在

の
十
字
架
の
虞
率
で
、
、
南
考
が
講
…
な
る
理
性
で
あ
る
と
云
ふ
此

の
相
恩
立
せ
る
測
面
の
詞
　
性
が
露
は
に
冷
寸
」
れ
る
。
而
し
て
一
般

に
此
の
分
裂
は
、
部
自
重
に
存
花
せ
る
統
丁
ぜ
顯
現
さ
せ
て
意
識

に
ま
で
も
九
ら
し
，
理
性
を
爾
測
面
の
統
一
と
し
て
露
は
に
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

事
解
外
の
何
も
の
に
も
存
在
し
な
い
。
そ
れ
故
に
瑚
性
は
現
在
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
．
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哲
學
研
究
　
第
二
百
五
十
・
三
號

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

十
字
架
に
於
け
る
祷
薇
で
あ
る
。
邸
ち
反
省
の
分
裂
の
十
字
架
か

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

ら
嘆
き
畠
で
た
精
紳
的
統
膿
性
或
は
具
膿
的
概
念
の
統
一
と
し

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
の
眞
の
生
命
で
あ
る
。
擁
し
て
哲
學
は
主
、
観
を
し
て
、
測
復
せ

る
岡
一
性
の
か
・
る
生
命
力
と
し
て
理
性
を
認
識
せ
し
め
、
そ
の

事
に
よ
っ
て
現
在
、
帥
ち
我
々
が
そ
の
中
に
生
活
し
て
居
る
現
實

底
盤
界
に
、
正
に
そ
の
中
で
か
、
る
過
程
が
輪
行
さ
れ
て
房
る
と

云
ふ
亀
山
で
、
満
難
せ
し
め
る
。
そ
れ
故
に
へ
～
ゲ
ル
の
不
明
瞭

な
需
葉
は
、
不
詞
…
性
で
は
な
く
し
て
、
寧
ろ
蓮
に
完
全
な
る
潟

｝
性
へ
の
不
同
一
性
の
比
暢
を
意
味
し
て
躍
る
の
で
あ
る
。
ヘ

ー
ゲ
ル
が
哲
墨
を
、
或
墜
，
其
の
哲
學
的
展
開
に
於
け
る
理
性
」
を

蕎
薇
に
た
と
へ
た
と
云
ふ
の
も
亦
正
し
く
な
い
。
寧
ろ
彼
は
哲

學
は
我
々
に
理
牲
を
蕎
薇
と
し
て
認
識
さ
せ
る
も
ω
で
あ
り
、
・
で

れ
敏
に
哲
學
と
理
性
は
こ
為
で
は
擁
溺
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
云

っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
哲
學
に
よ
っ
て
蕎
薇
と
し
て
示
さ
れ
る

理
性
は
、
哲
質
的
主
凝
の
規
定
と
し
て
の
制
憲
で
は
な
く
、
寧
ろ

客
観
牲
と
主
．
観
性
の
世
界
に
於
て
岡
一
男
．
な
も
の
と
し
て
の
理

性
で
あ
．
る
。
郭
ち
縄
饗
玄
理
．
幹
∵
絶
封
精
榊
及
び
現
實
の
全
過
程

の
魂
と
し
て
の
理
．
性
で
あ
る
．
．
室
．
観
的
一
客
綴
的
な
精
瀞
的
証
在

の
か
Σ
る
認
識
に
於
て
、
思
惟
す
ゐ
精
紳
に
現
寳
と
の
利
解
か
輿

九
二

へ
ら
れ
る
。

　
勿
論
既
に
書
及
せ
る
如
く
、
誓
墨
に
よ
る
和
解
の
か
誕
る
形
式

は
、
…
般
的
な
禽
獣
も
到
達
し
得
る
形
式
で
は
な
い
。
そ
れ
は
只

概
念
（
把
握
）
せ
ん
と
の
内
的
要
求
の
｝
度
逸
れ
る
人
々
に
鍬
し

て
の
み
與
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
し
、
叉
そ
の
人
々
に
と
っ
て
の
み

必
要
な
の
で
あ
る
。
概
念
（
把
握
）
と
は
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
事
で

も
、
綱
式
を
こ
さ
へ
る
事
で
も
、
批
離
す
る
事
で
も
、
修
正
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

事
で
も
な
く
し
て
、
存
在
す
る
所
の
も
の
の
　
　
～
、
弼
故
な
ら
存

粘
画
像
猷
は
程
で
あ
る
臨
情
趣
把
握
で
あ

る
。
こ
の
概
念
（
把
握
）
は
併
し
一
方
で
は
主
観
が
「
實
罷
帥
な
る

も
の
の
中
で
「
蔀
ち
そ
れ
に
よ
っ
て
現
寸
が
理
性
的
に
構
成
さ
れ

る
所
の
客
観
的
精
選
的
威
力
の
巾
で
，
「
其
の
主
査
的
自
由
」
を

保
持
し
、
從
っ
て
自
己
の
洞
察
に
よ
っ
て
か
・
る
理
性
姓
を
認
傭

し
、
理
早
鐘
を
彼
の
劇
我
の
構
成
部
分
と
し
て
報
下
す
る
事
を
意

味
し
、
叉
強
慾
に
他
方
で
塾
、
主
観
的
霞
由
を
保
持
し
て
特
殊
的

偶
然
的
な
も
の
、
自
己
の
信
念
、
に
立
つ
の
で
な
く
、
｝
、
寧
ろ
邸
且

鋤
自
的
な
も
の
し
に
、
概
念
さ
れ
た
眞
理
に
、
眞
理
と
し
て
現
實

的
で
あ
る
贋
の
理
性
の
普
遍
性
に
、
立
つ
と
、
云
ふ
事
を
意
味
す

る
。
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以
圭
．
が
私
の
考
へ
る
如
く
ん
ば
、
客
観
牲
と
患
観
性
と
の
關
係

に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
蔽
観
を
哲
學
的
認
識
の
．
形
で
言
表
は

し
た
要
領
で
あ
．
る
。
我
々
の
擬
察
の
機
稼
と
な
っ
た
「
不
明
瞭
な

誉
μ
葉
」
は
、
へ
ー
グ
ル
の
田
脚
粕
ゆ
惜
磁
界
の
黒
凧
↓
b
奥
深
い
冠
聯
關
に
導
き

入
れ
る
需
葉
な
る
事
が
平
明
さ
れ
た
。
そ
れ
故
に
、
之
程
長
く
こ

の
言
葉
に
就
い
て
語
っ
た
事
も
恐
ら
く
無
盆
で
は
な
か
つ
だ
で

あ
．
避
り
・
）
o
L
八
は
へ
…
グ
ル
に
点
て
、
龍
村
に
購
ハ
彼
の
哲
學
の
形
式
一
単

側
弼
郎
ち
概
念
的
患
惟
の
僻
讃
法
的
手
練
の
み
を
注
意
し
が
ち

で
、
そ
の
際
郎
何
に
彼
が
現
實
の
中
に
爾
足
で
立
ち
、
そ
の
最
理

を
追
考
せ
ん
と
努
力
し
た
か
を
児
逃
し
て
跨
る
。
悲
し
彼
の
思

想
活
動
の
こ
の
方
爾
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
多
く
の
誹

誘
へ
の
機
縁
が
除
か
れ
る
で
あ
ら
う
。
以
上
の
三
三
は
、
そ
の
正

當
づ
け
の
議
論
に
は
入
ら
な
い
で
、
へ
ー
グ
ル
の
思
考
様
式
を
解

明
し
ょ
う
と
試
み
た
の
み
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
へ
ー
グ
ル
の
精

紳
を
よ
り
判
明
に
把
握
す
る
助
け
と
し
て
は
役
立
っ
て
居
る
か

も
し
れ
な
い
。
そ
の
際
も
亦
常
に
讃
者
の
好
意
は
豫
期
さ
れ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
が
嘗
て
　
　
不
成
功
に
終
っ
た
が
　
　
試
み
た
「
讃
者

を
し
て
難
解
に
迄
強
制
す
る
」
手
段
は
存
比
し
な
い
。
そ
し
て
へ

ー
グ
ル
が
正
に
彼
の
世
界
観
の
核
心
を
傅
へ
ね
ば
な
ら
な
い
所

　
　
　
　
　
十
字
架
と
蕎
薇
r

で
、
・
で
れ
を
輔
翼
的
な
象
徴
で
飾
っ
た
と
云
ふ
事
は
蜜
際
何
氣
な

し
に
し
た
の
で
は
な
い
事
が
分
る
。
そ
の
象
徴
を
一
部
の
人
は

…
時
的
の
興
味
を
も
つ
た
の
み
で
忘
れ
去
っ
た
が
、
他
の
人
々
は

そ
こ
に
隠
さ
れ
て
居
る
親
密
が
開
か
れ
る
迄
立
止
ま
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
へ
…
ヂ
ル
よ
り
偉
大
な
入
も
彼
の
讐
喩
を
物
語

つ
た
。
「
見
る
と
き
見
ゆ
と
も
認
め
す
、
聴
く
と
き
聞
ゆ
と
も
婚

ら
ざ
ら
ん
が
た
め
に
」
マ
ル
コ
傳
　
第
槻
章
　
十
二
節
。
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ゲ
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テ
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三
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…
o
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