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人
間
思
想
の
形
成
に
と
っ
て
一
，
自
山
」
の
聞
題
は
、
最
も
適
確
な
解
決
を
要
求
す
る
も
の
と
し
て
現
は
れ
き
撲
る
，
古
く
は
ソ
ク
ラ
テ
ス

が
「
理
姓
的
、
道
徳
的
に
行
爲
す
る
も
の
は
自
由
で
あ
る
」
と
語
り
、
プ
ラ
ト
ン
は
「
、
情
欲
に
鎭
ざ
さ
れ
た
る
も
の
は
非
自
由
で
あ
る
」
、

〔、

l
間
は
義
務
づ
け
ら
れ
て
る
る
！
…
、
「
、
悪
し
き
魂
を
有
す
る
も
の
は
悪
し
く
行
春
し
、
善
き
魂
を
有
す
る
も
の
は
善
く
行
使
す
る
」
と
蓮
べ
、

ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
特
に
こ
の
問
題
を
『
．
エ
テ
ィ
ヵ
二
一
コ
マ
ヶ
ヤ
』
の
な
か
に
取
り
上
げ
て
、
一
、
外
部
か
ら
強
み
ら
れ
た
、
知
性
に
墓

つ
か
な
い
行
爲
は
非
自
由
で
あ
る
」
、
「
、
自
由
に
行
止
す
る
と
は
自
己
自
身
に
よ
つ
て
行
慰
す
る
こ
と
、
そ
れ
自
身
が
行
爲
の
原
理
た
る
こ

と
で
あ
る
」
、
「
、
自
由
な
る
翼
翼
に
は
つ
ね
に
意
識
が
卜
う
て
み
る
」
と
論
じ
た
な
ど
、
既
に
多
く
入
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
近
世
の
哲
學

史
に
於
て
…
つ
の
手
形
期
と
な
っ
た
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
の
出
現
以
薗
に
在
っ
て
も
、
ま
た
以
後
に
在
っ
て
も
、
自
由
の
問
題
は
ひ
と
し

く
哲
學
上
の
重
要
姓
を
有
す
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
は
れ
て
る
る
．
例
へ
ば
、
批
判
前
期
に
於
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ツ
は
そ
の
『
辮
紳
論
』
の
始

め
で
、
「
自
由
と
必
然
と
の
大
問
題
」
を
「
我
々
の
理
性
が
屡
ヒ
彷
樫
す
る
に
至
る
二
つ
の
有
名
な
る
迷
宮
」
と
名
づ
け
て
、
自
由
を
以
て

師
ち
知
性
の
自
景
趣
で
あ
り
、
意
志
の
理
性
に
基
づ
く
指
導
で
あ
る
、
と
定
義
し
た
。
ま
た
批
判
以
後
に
於
け
る
猫
逸
理
想
主
義
の
形

而
土
害
者
シ
℃
リ
ン
グ
も
、
同
襟
の
見
地
か
ら
そ
の
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
の
う
ち
に
、
「
必
然
と
自
由
と
の
矛
盾
な
く
し
て
は
、
ひ
と
り

　
　
　
　
　
歴
吏
と
貞
山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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誓
學
の
み
な
ら
す
精
沸
の
商
平
な
る
意
欲
が
い
つ
れ
も
、
楯
死
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
」
、
と
潔
き
誌
し
て
み
る
．
こ
の
や
う
に
し
て

｝、

ｩ
由
L
問
題
の
解
決
は
、
つ
ね
に
入
間
思
想
の
形
成
に
と
っ
て
根
幹
を
な
す
も
の
と
し
て
、
寧
ろ
そ
の
思
想
統
一
の
原
理
的
な
役
割
を
さ

へ
演
ず
る
も
の
と
し
て
、
看
倣
さ
れ
穿
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
特
に
猫
逸
理
想
主
義
を
母
胎
と
し
て
歴
史
哲
學
が
成
長
し
、
「
歴
史
の
泄

紀
」
が
そ
こ
に
始
ま
る
に
及
ん
で
は
、
歴
史
哲
學
そ
れ
自
身
の
原
理
が
ま
た
こ
の
自
由
で
あ
り
、
自
慮
の
概
念
は
直
ち
に
歴
史
の
標
語
で

あ
る
か
の
如
く
、
考
へ
ら
れ
る
に
至
っ
て
み
る
。

　
勿
論
こ
れ
に
遙
け
く
先
ん
ず
る
中
量
の
哲
學
に
、
「
自
由
」
問
題
の
論
議
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
自
由
の
問
題
こ
そ
は
、
い

は
ゆ
る
「
普
遍
」
の
問
題
と
並
び
立
つ
も
の
と
し
て
、
後
に
ス
コ
ラ
墨
に
於
て
の
二
大
問
題
を
形
成
せ
す
に
は
措
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
．
、

こ
こ
で
は
瀞
性
に
蘭
す
る
自
由
と
人
間
姓
に
話
す
る
良
由
と
が
、
隈
別
せ
ら
れ
る
。
紳
性
に
關
す
る
自
由
論
は
紳
の
意
志
と
「
永
遠
的
虞
理
」

と
の
關
係
に
就
て
云
爲
さ
れ
た
も
の
で
あ
．
り
、
人
間
性
に
還
す
る
自
由
論
は
「
漿
罪
」
に
就
て
の
墓
督
教
教
義
と
つ
な
が
っ
て
成
立
し
た
。

そ
れ
に
件
う
て
有
名
な
非
決
定
論
と
決
定
論
と
の
論
判
が
、
爾
者
い
つ
れ
に
就
て
も
長
い
歴
史
を
支
配
し
た
の
で
あ
る
。
か
う
し
た
中
世

早
期
の
主
要
な
る
源
泉
を
な
し
た
教
父
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、
既
に
夙
く
か
ら
一
つ
の
歴
史
哲
學
的
思
想
を
導
出
し
、
し
か
も
そ
れ
と
結

び
合
う
た
忠
心
せ
る
自
由
問
題
の
考
察
を
残
し
て
み
る
。
但
し
、
そ
の
と
き
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
勢
作
に
と
っ
て
の
主
題
は
、
ほ
か
な

ら
ぬ
瀞
學
で
あ
っ
た
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
紳
學
は
中
世
に
在
っ
て
輩
な
る
宗
教
で
も
な
く
、
ま
た
輩
な
る
哲
學
で
も
な
か
っ
た
。
宗
教

と
豊
里
と
は
そ
の
い
つ
れ
も
が
、
そ
れ
儲
身
…
つ
の
完
結
し
た
る
も
の
、
欄
性
を
有
つ
創
造
と
し
て
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

瀞
學
は
そ
こ
で
寧
ろ
基
督
敏
敏
義
に
よ
る
肚
會
的
結
成
の
所
産
た
る
も
の
、
特
に
基
督
教
付
薬
の
「
道
具
」
と
し
て
理
解
さ
れ
是
認
さ
る
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
。
紳
劇
的
攻
究
に
於
て
哲
學
は
宗
教
の
有
す
る
純
粋
性
の
た
め
に
役
立
つ
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
多
く
教
會
組
織
と
い
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・
幽
實
際
的
な
口
的
の
た
め
に
働
き
か
け
て
み
る
．
こ
の
や
う
な
世
界
で
必
然
的
に
醸
し
鵬
さ
れ
て
來
る
の
は
、
一
つ
の
共
同
的
世
界
観
の

確
保
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
世
界
観
の
憐
っ
て
立
つ
共
同
性
の
故
に
、
中
世
紳
學
に
在
っ
て
は
哲
學
な
ら
び
に
宗
敏
の
概
念
が
、
ま
九
教

會
な
ら
び
に
國
家
と
い
ふ
概
念
と
、
最
も
緊
密
に
結
び
つ
い
た
と
も
考
へ
ら
れ
得
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
か
う
し
た
動
向
の
生
長

し
行
く
最
初
に
於
て
、
自
由
の
問
題
を
取
り
上
げ
九
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
問
題
の
解
決
に
際
し
て
、
編
入
的
自
我
の
究
明
か
ら
出

食
し
て
み
る
。
個
人
的
自
我
の
自
意
識
が
求
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
そ
し
て
自
我
の
本
質
が
極
め
て
特
色
的
に
「
意
志
」
で
あ
る
と
断
ぜ
ら

れ
た
と
こ
ろ
に
、
自
由
の
問
題
が
根
深
い
思
索
を
喚
び
超
す
に
至
っ
た
、
と
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
然
し
な
が
ら
、
さ
き
の
事
情
の
故
に

こ
こ
で
自
由
の
概
念
は
、
飽
く
ま
で
神
に
封
位
し
て
の
玉
串
の
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
．
假
令
、
後
に
な
っ
て
神
性
に
關
す
る

自
白
と
入
間
性
に
射
す
る
自
由
と
が
嚴
密
に
腿
別
さ
れ
て
論
ぜ
ら
れ
た
と
は
云
へ
、
入
間
性
に
服
す
る
自
由
は
、
人
聞
の
自
由
は
、
こ
こ

で
依
然
と
し
て
、
紳
に
照
明
さ
れ
て
の
入
間
の
自
由
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
、
從
っ
て
、
自
然
の
困
果
性
に
鋤
立
し
て
の
自
由
、
更
に
は

｝、

P
的
の
國
」
に
於
け
る
入
絡
的
自
由
の
概
念
は
、
啓
蒙
職
後
に
於
け
ろ
濡
鼠
的
自
畳
の
時
代
の
輝
輝
を
倹
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
，
優
れ

た
る
哲
墨
者
に
よ
つ
て
「
近
代
の
原
理
」
と
い
ふ
名
を
與
へ
ら
れ
た
ル
タ
ー
の
思
想
と
難
も
、
そ
の
取
の
上
げ
た
も
の
は
矢
張
り
「
基
督
者

の
自
由
」
で
あ
り
、
九
だ
そ
の
概
念
が
こ
こ
で
入
間
の
側
か
ら
、
但
し
、
信
仰
を
重
ん
ず
る
宗
教
的
な
入
間
の
側
か
ら
、
論
ぜ
ら
れ
た
と

云
ふ
に
と
ど
ま
る
．
自
校
の
概
念
が
入
間
的
自
壁
に
よ
る
、
云
は
ば
人
間
中
心
の
主
槻
主
義
的
立
場
に
於
て
、
思
想
車
宿
の
続
一
原
理
と

し
て
評
便
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
寧
ろ
批
判
哲
學
の
出
現
に
も
と
つ
く
。

　
啓
蒙
の
完
成
と
ま
た
そ
の
克
服
と
に
當
つ
た
批
判
哲
學
者
カ
ン
ト
の
業
績
は
、
い
ま
闊
は
れ
て
る
る
こ
の
間
題
に
封
し
て
も
、
同
様
に

一
つ
の
主
要
な
る
旋
廻
黙
を
な
し
た
も
の
、
と
云
へ
る
で
あ
ら
う
，
そ
し
て
そ
れ
が
ま
た
歴
史
哲
學
そ
れ
自
身
の
原
理
と
し
て
、
自
由
の

　
　
　
　
　
歴
史
と
貞
由
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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概
念
を
急
用
せ
し
め
る
地
盤
を
用
意
し
て
み
る
．
特
に
晩
年
の
「
蓮
作
『
入
間
學
』
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
從
へ
ば
、
生
き
た
自
然
の
膿
系
に

於
て
入
間
を
特
、
質
づ
け
他
か
ら
匿
別
せ
し
め
る
の
は
、
た
“
人
間
は
自
己
自
身
で
自
己
自
身
を
創
造
す
る
一
つ
の
性
格
を
有
し
て
み
る
、

と
い
・
謎
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
，
入
間
は
自
己
自
身
の
求
め
た
厨
的
に
從
う
て
、
自
己
自
身
を
完
成
せ
し
め
る
能
力
を
具
備
し
て
み
る

の
で
憐
る
．
し
か
も
み
、
れ
に
よ
つ
て
の
み
入
間
は
、
理
姓
能
力
を
輿
へ
ら
れ
た
動
物
（
p
三
ヨ
山
冠
幾
。
呂
茎
。
）
と
し
て
、
自
d
自
身
を
理
性

的
動
物
（
影
窪
p
＝
馨
幽
9
μ
鉱
。
）
“
ト
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
や
う
な
も
の
と
し
て
師
ち
入
聞
は
、
光
づ
第
一
に
、
肖
己
自
身
と
自
己

の
種
と
を
維
持
し
、
第
二
に
は
ま
た
、
自
己
の
種
を
訓
練
し
指
導
し
、
家
庭
的
共
同
生
活
の
た
め
に
こ
れ
を
教
育
す
る
。
そ
し
て
第
三
に
、

自
己
の
種
を
、
組
織
的
な
理
牲
原
理
に
從
う
て
秩
序
立
て
ら
れ
た
胤
會
に
適
當
な
る
、
一
つ
の
全
罷
と
し
て
統
治
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の

限
り
に
於
て
入
間
の
自
然
的
素
質
は
、
入
間
の
云
は
ば
蓮
命
を
決
定
し
て
み
る
．
．
換
言
す
れ
ば
、
入
間
は
そ
の
自
然
的
素
質
に
墓
つ
い
て
、

理
牲
的
、
な
も
の
に
ま
で
嚢
展
し
行
く
運
命
を
背
負
ふ
も
の
で
あ
る
、
但
し
、
こ
の
人
血
の
背
高
う
た
撮
管
は
、
如
何
な
る
時
代
に
在
っ
て

も
禾
だ
完
全
に
は
實
現
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
、
無
限
の
課
題
」
が
入
間
に
與
へ
ら
れ
て
る
る
と
い
ふ
熱
で
、
そ
れ
は
特
異
な
る
性
格

を
傭
ら
す
。
す
べ
て
の
動
物
に
於
て
は
入
墨
を
除
い
て
、
そ
の
個
醒
が
三
方
の
金
罷
を
實
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
入
間
に
煮
て
は
た
だ

そ
の
種
崩
の
み
が
、
尽
り
こ
の
こ
と
を
果
し
得
て
み
る
．
そ
の
故
に
ま
た
我
々
は
、
次
の
や
う
に
立
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
入
間
種
騰

が
有
す
る
第
一
の
性
格
は
、
理
性
的
存
在
者
の
も
の
と
し
て
の
能
力
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
入
間
の
入
格
に
饗
し
て
も
、
更
に
は
自
然
が
、

お
よ
そ
性
格
な
る
も
の
を
富
谷
す
る
た
め
人
間
を
移
し
置
い
た
入
間
祉
會
に
還
し
て
も
、
梱
共
に
あ
て
は
ま
る
、
と
。
然
し
な
が
ら
、
そ

れ
は
入
間
の
う
ち
に
既
に
一
つ
の
恵
ま
れ
た
自
然
的
素
質
と
、
善
へ
の
一
つ
の
習
癖
が
存
在
し
て
み
る
、
と
前
提
し
て
の
こ
と
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
、
な
ぜ
な
ら
、
悪
は
み
つ
か
ら
の
う
ち
に
自
己
自
身
と
の
葛
藤
を
行
う
て
罵
り
、
自
己
肉
身
の
う
ち
に
は
な
に
ら
群
肝
す
ろ
原



　
　
麗
を
許
容
し
な
い
が
故
に
、
も
と
も
と
性
路
を
右
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
．
い
つ
亡
い
生
き
た
存
在
者
の
性
格
と
は
，
．
そ
れ
か

　
　
ら
し
て
そ
の
存
在
者
の
本
分
が
豫
め
認
識
せ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
，
然
し
我
々
は
［
、
自
然
の
ロ
的
」
に
訳
し
、
原
則
と
し
て
か

　
　
う
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
郎
ち
、
自
然
は
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
が
そ
の
本
分
を
完
う
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
望
ん
で
み
る
，
そ
れ
は
被
造

　
　
物
に
キ
う
て
被
造
物
の
右
つ
本
牲
の
素
質
か
す
べ
て
、
合
日
的
的
に
展
開
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
に
よ
つ
て
で
あ
る
，
從
っ
て
、
暇
令
そ
れ

　
　
ぞ
れ
の
個
龍
が
み
つ
か
ら
求
め
得
な
い
に
し
て
も
、
ま
た
種
が
自
然
の
意
圖
を
充
實
せ
し
め
る
．
こ
の
こ
と
は
理
牲
な
き
動
物
の
場
合
で

　
　
は
つ
ね
に
、
現
實
に
行
は
れ
て
る
る
。
さ
う
し
た
も
の
が
豫
然
の
智
慧
で
あ
る
。
然
し
入
間
の
場
合
に
は
自
然
の
智
慧
を
實
．
現
す
る
の
は
、

　
　
濁
り
種
無
の
み
、
地
上
に
於
け
る
理
性
的
存
狂
者
の
う
ち
、
た
だ
入
類
の
み
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
入
間
は
下
り
人
類
の
固
有
な
る
活
動
を

　
　
通
じ
て
の
み
、
悪
か
ら
善
へ
の
展
開
を
何
時
か
は
癬
ら
♪
・
・
う
と
望
む
こ
と
が
で
き
る
．
、
私
欲
の
た
め
翻
亙
に
加
へ
合
5
て
る
る
罪
悪
を
、

　
　
文
化
の
魚
影
に
作
う
て
痛
感
し
、
か
う
し
た
鍋
悪
か
ら
自
己
を
醇
化
せ
し
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
理
性
が
理
想
の
う
ち
に
立
て
る
人

　
　
闘
の
本
分
は
成
り
立
つ
の
で
あ
る
、
そ
の
故
に
ま
允
人
閥
は
、
道
徳
的
素
質
を
置
鼓
さ
れ
た
同
心
的
存
在
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
．
そ
し
て

　
　
い
ま
や
土
類
は
、
世
代
の
限
り
な
き
連
績
に
於
け
る
進
渉
に
よ
つ
て
の
み
、
自
己
の
運
命
を
展
開
し
行
く
の
で
あ
る
。
　
　
か
う
し
ね
『
入

　
　
開
學
』
に
於
け
る
所
論
を
以
て
し
て
、
そ
こ
に
結
果
し
た
の
は
、
人
獺
は
．
歴
史
．
的
の
存
在
者
で
あ
り
、
歴
吏
を
有
す
る
存
在
者
は
た
だ
入

　
　
類
の
み
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
、
こ
の
こ
と
は
恐
ら
く
未
だ
カ
ン
ト
み
つ
か
ら
明
言
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
ら
う
．
然
し

　
　
♪
・
・
う
し
た
入
類
の
概
念
こ
そ
既
に
彼
の
透
徹
し
九
學
詮
の
な
か
に
、
含
蓄
的
に
存
在
し
た
の
み
で
な
く
、
夏
に
加
へ
て
彼
の
愛
子
を
糠
承

　
　
し
た
猫
逸
理
想
主
義
の
哲
藥
誤
達
が
、
雅
が
て
梱
つ
い
で
樹
立
し
た
諸
膚
系
の
う
ち
に
外
冠
的
に
唱
道
し
た
中
心
的
の
も
の
で
あ
っ
た
、

謝
　
入
舞
は
歴
史
的
な
る
存
在
者
で
あ
り
、
廉
史
的
な
存
雀
者
た
る
の
は
、
ま
さ
し
く
入
墨
が
理
牲
を
嚢
展
せ
し
め
る
素
質
、
自
己
自
身
の
求

　
　
　
　
　
　
　
歴
吏
と
自
由
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一

」



33．0

　
　
　
　
　
〃
暫
爆
ψ
研
究
　
　
静
4
5
二
百
山
ハ
十
五
銃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
血
二

め
☆
1
3
的
に
從
う
て
、
自
ご
霞
身
を
繋
累
せ
し
め
る
能
力
を
具
備
す
る
た
め
、
邸
ち
そ
の
背
員
う
た
る
運
命
が
寧
ろ
自
由
な
る
の
敏
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
こ
の
思
潮
の
う
ち
に
ま
た
歴
史
は
創
造
的
の
も
の
、
自
由
の
歴
史
で
あ
る
と
噺
ぜ
ら
れ
得
た
の
で
あ
る
。
『
世
界

公
民
的
見
地
に
於
け
る
…
般
歴
史
考
』
は
、
既
に
こ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
み
る
。

触、

ｩ
然
の
腫
史
は
善
か
ら
始
ま
る
、
紳
の
業
な
る
が
敏
に
。
自
由
の
歴
史
は
悪
か
ら
始
ま
る
、
入
間
の
業
な
る
が
故
に
L
、
と
い
・
識
有
名

な
言
葉
を
拾
ひ
志
す
．
こ
と
の
で
き
る
『
入
閥
歴
史
の
臆
測
的
端
初
』
な
る
小
論
文
の
な
か
で
は
、
夏
に
歴
史
哲
學
と
結
び
つ
く
自
由
の
概
念

を
一
居
整
然
た
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
本
能
的
生
活
を
管
む
も
の
と
し
て
の
入
間
的
存
在
に
自
由
は
如
樋
に
し
て
畳
醒
さ
れ
き
た
っ

た
か
、
し
か
も
を
れ
は
理
性
の
壁
醒
と
如
何
に
し
て
結
び
つ
い
た
か
、
畳
醒
し
行
く
理
性
は
ま
た
如
何
な
る
段
階
を
纏
て
、
最
後
に
「
自

己
目
的
」
と
し
て
の
入
間
的
自
豊
に
ま
で
高
ま
り
得
た
か
を
、
想
像
力
の
翼
に
乗
っ
て
、
然
し
理
性
に
よ
っ
て
経
験
に
結
び
合
は
さ
れ
た

導
線
を
持
ち
驚
け
て
明
か
な
ら
し
め
よ
う
と
し
た
、
、
こ
の
と
き
カ
ン
ト
の
洞
察
は
、
主
と
し
て
創
世
記
の
記
録
を
通
し
て
行
は
れ
九
の
で

あ
る
。
自
然
は
入
間
が
そ
れ
を
も
っ
て
自
由
な
る
入
間
走
行
爲
の
舞
扇
と
な
し
、
理
性
の
領
域
、
蔀
ち
叡
智
的
世
界
を
建
設
し
よ
う
と
試

み
る
場
合
、
始
め
て
そ
れ
の
目
的
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
入
間
の
始
臓
が
羊
に
向
っ
て
、
汝
の
着
く
る
毛
皮
は
自
然
が
汝
の
た
め

に
汝
に
輿
へ
た
も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
我
が
た
め
に
汝
に
與
へ
た
も
の
で
あ
る
と
云
ひ
、
こ
れ
を
彼
か
ら
剥
ぎ
取
っ
て
身
に
纏
う
た
と
き
、

入
間
は
そ
の
本
性
上
あ
ら
ゆ
る
動
物
に
需
臨
し
て
有
す
る
一
個
の
特
椹
、
入
間
こ
そ
は
自
然
の
目
的
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
云
．
勘
特
構
を
自
豊

し
た
の
で
あ
っ
た
．
．
そ
の
と
き
人
閥
の
盤
面
は
こ
れ
ら
の
動
物
を
以
て
既
に
彼
の
同
輩
と
は
見
す
し
て
、
任
意
な
る
意
職
の
成
就
の
た
め

彼
に
委
ね
ら
れ
た
る
手
段
と
し
て
、
道
具
と
し
て
取
り
扱
う
て
み
る
、
從
っ
て
こ
こ
で
示
さ
れ
る
の
は
、
一
つ
の
自
由
な
る
匿
的
の
設
定
、

…
つ
の
文
化
的
な
入
閥
行
爲
に
愛
す
る
も
の
で
あ
る
。
入
間
は
こ
の
や
う
に
し
て
い
ま
や
、
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
囲
者
と
耶
等
に
な
っ
た
。
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假
令
こ
れ
ら
の
理
性
的
存
在
者
が
減
石
な
る
位
置
に
在
ら
う
と
も
．
そ
の
こ
と
に
憂
り
は
な
い
，
脅
詫
言
芽
が
口
的
で
あ
り
，
他
の
す
べ

て
の
も
の
も
亦
か
か
る
も
の
と
し
て
評
慣
さ
れ
、
な
に
も
の
に
よ
っ
て
も
他
の
臼
的
の
た
め
の
逆
な
る
手
心
と
し
て
用
ひ
ら
れ
る
こ
と
は

な
い
と
云
ふ
要
求
に
就
て
、
入
聞
は
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
葉
者
と
李
等
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
，
そ
の
限
り
に
於
て
自
然
が
入
間
に
迫
る

最
大
の
問
題
は
、
カ
ン
ト
の
場
合
特
に
法
治
的
な
公
民
肚
會
に
到
達
す
る
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
、
し
か
も
完
全
な
る
公
民
的

憲
制
に
到
蓬
す
る
と
い
ふ
此
の
問
題
は
、
公
法
的
な
外
部
的
の
國
家
醐
係
と
い
ふ
問
題
に
依
存
し
、
後
者
を
解
決
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、

未
だ
前
者
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
人
間
の
歴
史
を
一
括
し
て
内
部
的
に
完
全
な
る
、
そ
し
て
こ
の
日
的
の
た

め
に
は
更
に
外
部
的
に
完
全
な
る
國
憲
を
現
出
し
、
そ
れ
を
通
し
て
の
み
、
人
類
の
有
す
る
す
べ
て
の
素
質
を
十
分
に
護
展
さ
せ
よ
う
と

す
．
る
。
こ
の
と
こ
ろ
に
自
然
の
隠
さ
れ
た
る
計
叢
は
、
先
戒
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
．
．
戦
璽
と
自
由
、
李
和
と
專
制
と
の
逆
討
に
關
す
る
詳

償
も
ま
た
、
そ
の
鮎
か
ら
派
生
さ
れ
携
る
，
カ
ン
ト
は
文
化
の
獲
展
に
封
ず
る
戦
孚
の
意
義
を
是
認
し
つ
つ
、
然
し
ま
た
遠
く
永
久
李
和

の
國
に
就
て
蓮
べ
た
の
で
あ
っ
た
，
さ
う
し
九
と
こ
ろ
で
は
最
早
、
超
道
徳
的
な
紳
の
搬
理
と
い
ふ
概
念
は
、
全
く
棄
て
去
ら
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
，
爾
悪
が
人
置
を
墜
課
す
る
の
故
に
、
入
闘
は
塗
家
に
罪
を
饗
し
て
は
な
ら
す
、
入
間
の
悪
露
が
原
罪
を
行
う
た
と
い
ふ
の
故
に
、

自
己
の
罪
を
人
間
は
こ
の
始
組
の
原
罪
へ
無
し
て
は
な
ら
ぬ
．
寧
ろ
、
披
は
理
性
の
灘
用
か
ら
生
れ
き
た
る
す
べ
て
の
翼
翼
の
罪
を
、
全

然
自
己
に
こ
そ
飾
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
故
に
ま
た
入
間
の
自
由
は
既
に
紳
に
照
明
さ
れ
て
の
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
自
律
的

な
人
間
の
構
利
で
あ
り
、
自
由
の
最
初
の
畿
展
た
る
籏
史
は
、
ま
た
人
類
の
本
性
に
於
け
る
原
本
的
な
素
質
か
ら
生
起
す
る
も
の
と
し
て
、

よ
り
悪
し
き
も
の
か
ら
よ
り
善
き
も
の
へ
と
漸
次
的
に
移
り
行
く
。

　
等
し
く
歴
史
哲
學
上
の
重
要
な
る
論
文
と
口
さ
れ
る
『
啓
蒙
と
は
何
ぞ
や
の
問
題
に
封
ず
る
解
答
』
の
な
か
で
は
、
「
理
性
の
公
の
使
帯
」

　
　
　
　
　
歴
吏
と
粕
由
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
三



3＝三2

　
　
　
　
　
獅
儲
學
猟
明
究
　
　
第
二
菅
阿
六
十
宥
　
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

と
「
理
性
の
私
の
使
用
」
と
い
ふ
二
概
念
が
匿
溺
さ
れ
て
る
る
．
理
性
の
公
の
使
用
は
つ
ね
に
自
由
で
あ
る
。
そ
し
て
自
由
に
よ
っ
て
の
み
、

啓
蒙
が
酒
類
の
間
に
な
し
途
け
ら
れ
る
。
然
し
、
理
姓
の
私
の
使
用
は
そ
れ
が
燧
め
て
難
く
制
隈
さ
れ
て
も
差
支
へ
な
い
。
こ
の
た
め
に
啓

蒙
の
進
行
が
特
に
妨
げ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
．
「
啓
蒙
」
と
は
カ
ン
ト
に
あ
ろ
て
、
人
間
が
み
つ
か
ら
そ
の
責
を
背
負

ふ
べ
き
禾
成
年
か
ら
脱
課
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
．
未
残
年
と
は
、
他
人
の
指
導
な
し
に
は
自
己
の
悟
性
を
使
用
で
き
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
禾
成
年
の
責
を
み
つ
か
ら
背
負
ふ
べ
し
と
は
、
素
成
年
の
原
器
が
悟
性
の
鋏
乏
に
は
存
せ
す
し
て
、
他
派
の
指
導
な
し
に
こ
れ
を
使
用

す
．
る
決
心
と
勇
氣
と
が
鋏
怨
す
る
こ
と
に
存
す
る
場
合
を
云
ふ
Q
故
に
「
敢
て
賢
明
な
れ
し
（
り
Q
簿
｝
）
①
三
軸
〔
ざ
）
と
い
ふ
言
葉
こ
そ
、
啓
蒙
の

漂
語
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
が
敢
て
賢
明
な
ら
ん
が
た
め
に
は
、
先
づ
自
由
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
．
然
し
、
四
隅
に
は
種

々
の
啄
號
の
聲
が
聞
え
て
み
る
．
U
く
｝
、
論
議
す
る
勿
れ
」
と
、
塒
校
は
日
く
、
「
論
議
す
る
揺
れ
、
た
だ
操
練
せ
よ
」
．
税
吏
は
H
く
、
「
論

議
す
る
凝
れ
、
た
だ
納
附
せ
よ
し
、
牧
師
は
H
く
、
「
、
論
議
す
る
罵
れ
、
た
だ
信
仰
せ
よ
」
と
　
そ
こ
に
　
般
に
、
自
由
の
制
隈
は
焦
れ
る
の

で
あ
る
。
然
ら
ば
、
如
何
な
る
制
隈
が
啓
蒙
を
阻
止
す
る
か
、
そ
し
て
如
何
な
る
も
の
が
寧
ろ
促
進
さ
せ
る
か
。
理
性
の
公
の
使
用
こ
そ

は
、
促
進
さ
せ
得
る
も
の
と
し
て
つ
ね
に
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
理
性
の
公
の
使
用
と
は
こ
こ
で
1
1
常
の
用
語
例
と
は
正
反
盤
に
、

入
々
が
學
者
と
し
て
護
者
鮭
會
た
る
公
衆
全
膿
の
前
に
、
自
己
の
理
性
を
使
用
す
る
こ
と
で
あ
る
．
私
の
硬
用
と
は
ま
た
、
入
墨
が
任
ぜ

・
怜
れ
た
る
な
に
略
か
の
公
民
朗
地
位
、
若
し
く
は
官
職
に
以
て
自
己
の
理
牲
を
使
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
入
間
に
は
國
家
や
教
門
の
郷
き

團
艦
の
成
員
と
し
て
法
律
や
教
義
に
下
妻
す
べ
き
場
合
と
、
世
界
公
民
比
論
の
成
員
と
し
て
、
諜
者
と
し
て
世
界
公
衆
に
迷
う
て
そ
の
思

想
を
獲
表
す
る
場
合
と
の
、
二
重
の
資
格
が
輿
へ
ら
れ
て
る
る
、
團
罷
の
利
害
に
資
す
る
多
く
の
事
柄
に
は
、
そ
の
戒
員
が
入
門
的
の
…

数
に
よ
つ
て
公
共
の
ロ
燭
に
狗
は
し
め
ら
れ
、
若
し
く
は
少
く
と
も
こ
の
“
的
を
軽
信
し
な
い
た
め
、
漿
に
受
働
的
に
の
み
行
動
せ
ね
ば
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な
ら
ぬ
或
種
の
器
制
が
必
要
で
あ
る
．
放
に
第
…
の
脈
絡
に
於
て
は
、
確
か
に
論
議
さ
れ
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
．
た
だ
服
虚
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
冬
扇
の
私
の
使
用
は
郎
ち
、
翻
限
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
か
う
し
た
理
性
使
用
の
制
限
と
、
そ
し
て
自
由
の
樺
利
は
十

分
に
爾
着
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
國
民
が
納
税
の
義
務
を
履
行
し
つ
つ
、
し
か
も
學
者
と
し
て
親
翻
の
是
非
を
論
じ
た
り
、

ま
た
將
校
が
上
官
の
命
令
に
服
從
し
つ
つ
、
兵
學
者
と
し
て
軍
備
の
鋏
黙
を
批
判
し
た
り
す
る
の
を
、
禁
止
す
る
こ
と
は
正
當
で
な
い
か

ら
で
あ
る
。
同
檬
に
し
て
牧
師
も
そ
の
職
務
と
し
て
講
説
す
る
敏
會
の
信
條
や
数
義
問
答
書
に
義
務
づ
け
ら
れ
つ
つ
、
ま
た
學
者
と
し
て

そ
の
信
條
を
批
判
す
る
の
自
由
を
閉
し
て
み
る
。
特
に
カ
ン
ト
は
啓
蒙
の
根
幹
と
し
て
、
墨
家
の
秩
序
と
爾
刻
す
る
こ
と
の
で
き
ろ
混
の

に
鋳
て
、
飽
く
ま
で
思
想
の
自
由
と
公
正
な
る
批
剃
の
楳
利
と
浄
細
鱗
し
ょ
う
と
し
江
。
そ
し
て
「
論
議
せ
よ
、
汝
等
の
欲
す
ろ
隈
一
7
、

ま
た
汝
等
の
欲
す
る
事
栖
に
就
て
．
然
し
、
服
参
せ
よ
」
、
と
言
明
し
た
プ
ロ
シ
ャ
の
君
老
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
モ
に
於
て
こ
そ
、
自
己
の
理

想
は
實
現
さ
れ
て
み
ろ
，
と
考
へ
た
．
宗
数
に
薄
し
て
＋
分
な
る
自
由
を
認
容
す
る
の
み
で
な
く
、
吏
に
進
ん
で
國
家
の
立
法
に
關
し
て

さ
へ
、
國
民
の
理
性
の
公
の
使
用
を
許
し
て
み
る
君
位
、
」
然
か
も
同
時
に
公
安
を
保
詮
す
る
た
め
良
く
訓
練
さ
れ
た
る
張
大
な
る
軍
隊
を

擁
す
る
君
主
に
し
て
、
始
め
て
こ
の
言
明
を
行
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ー
一
二
ド
リ
ヒ
大
王
の
世
紀
こ
そ
は
、
ま
さ
に
啓
蒙
の
時
代
で
あ
る
、

と
な
す
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
匿

　
確
か
に
か
う
し
た
カ
ン
ト
の
自
由
論
は
、
彼
の
樹
立
し
九
批
物
哲
學
的
理
説
に
土
毫
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
然
し
な
が
ら
自
由
の

問
題
は
寧
ろ
多
く
最
初
の
間
、
彼
に
於
て
形
而
上
學
的
な
、
　
暦
詳
し
く
言
へ
ば
宇
宙
論
的
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
る
る
。
『
純

梓
理
性
批
判
』
の
「
先
験
的
辮
語
論
」
に
於
け
る
第
三
の
二
律
背
反
、
す
な
は
ち
理
論
的
に
謹
明
さ
れ
る
現
象
の
原
因
性
と
、
理
論
的
に
は

把
捉
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
た
だ
實
践
的
に
の
み
要
求
せ
ら
れ
る
物
自
艦
の
形
而
上
學
的
自
由
と
の
，
背
反
の
解
決
が
さ
う
で
あ
っ

　
　
　
　
　
歴
史
と
慮
由
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寵
五
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混
物
ハ

た
。
こ
の
と
き
カ
ン
ト
は
、
道
徳
的
意
識
の
形
而
上
學
的
に
理
解
さ
れ
る
要
求
と
、
撒
學
的
自
然
科
畢
の
示
す
要
求
と
を
切
り
離
さ
う
と

し
て
、
こ
の
意
圖
の
も
と
に
信
仰
に
位
置
を
與
へ
る
た
め
、
知
識
に
翻
隈
を
加
へ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
み
る
や
、
り
に
、

第
三
の
二
律
背
反
の
定
立
は
、
h
自
然
の
法
則
に
從
ふ
原
因
性
は
世
界
の
現
象
を
総
じ
て
導
出
し
得
る
唯
一
の
も
の
で
は
な
い
。
現
象
の
説

明
に
は
な
ほ
自
由
に
よ
る
原
因
性
を
假
関
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
ふ
の
で
あ
り
、
反
定
立
は
「
自
由
な
る
も
の
は
存
し
な
い
。

世
界
に
於
け
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
自
然
の
法
則
に
從
う
て
の
み
生
立
す
る
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
論
題
の
直
明
に
簸
て
彼
は
、
そ

の
結
果
が
現
象
の
う
ち
に
現
は
れ
、
し
か
も
そ
の
故
に
他
の
現
象
に
よ
つ
て
必
然
的
に
規
定
さ
れ
は
す
る
が
、
そ
の
原
因
に
閥
す
る
限
り

決
し
て
他
の
現
象
か
ら
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
亡
い
ふ
原
因
姓
を
、
「
先
験
的
自
由
」
と
呼
ん
だ
。
先
験
的
自
由
と
は
、
先
験
的
意
味
に

於
け
る
自
由
と
は
こ
こ
で
、
「
、
自
然
の
法
則
に
言
う
て
進
む
現
象
の
系
列
を
、
み
つ
か
ら
開
始
す
る
原
閃
の
絶
量
的
自
獲
性
」
で
あ
る
。
自

由
と
い
ふ
理
念
は
到
底
、
こ
の
名
の
有
す
る
心
理
量
的
な
概
念
の
全
内
容
を
形
づ
く
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
内
容
は
そ
の
大
部
分

が
経
験
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
由
の
理
念
は
却
っ
て
、
行
爲
の
維
鋤
的
な
自
號
姓
の
全
内
容
を
こ
そ
形
成
す
る
。
然
し
、
そ
れ
は
哲
學
に

と
っ
て
本
來
、
蹟
き
の
石
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
哲
學
は
こ
の
種
の
薄
髭
的
原
因
を
許
容
す
る
場
合
、
そ
こ
に
克
服
し
難
い
困
難
を
認

め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
敬
に
、
意
志
自
由
の
問
題
に
關
熱
し
て
古
く
か
ら
、
思
辮
的
理
性
を
惑
臆
せ
し
め
來
つ
た
の
は
、
そ
れ
が
全
く
先
験
的

の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
と
い
ふ
こ
と
に
溶
着
す
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
た
先
験
的
自
由
を
カ
ン
ト
は
ま
た
、
｛
、
宇
宙
論
的
意
味
に
於
け
る
自

由
」
と
も
名
附
け
九
。
宇
宙
論
的
意
味
に
於
け
る
自
由
は
、
一
つ
の
歌
態
を
み
つ
か
ら
囎
擁
す
る
能
力
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
自
由
の

先
験
的
理
念
、
郎
ち
宇
宙
的
意
味
に
於
け
る
自
由
を
纂
礎
と
し
て
、
實
践
的
自
由
が
成
り
立
っ
て
る
る
。
「
實
践
的
自
由
」
、
題
言
的
意
味

に
於
け
る
自
由
と
は
、
決
意
性
が
感
性
の
衝
動
に
よ
る
強
制
か
ら
脚
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
う
し
た
實
践
的
自
由
が
先
験
的
自
山
を
墓

●
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礎
と
し
て
み
る
，
極
め
て
有
名
な
る
言
葉
を
以
て
す
れ
ば
、
一
、
自
由
の
先
験
的
理
念
に
そ
れ
の
實
躁
的
概
念
は
基
礎
を
置
き
、
そ
し
て
前
者

が
後
者
に
於
て
、
後
者
の
可
能
性
に
解
す
る
問
題
に
以
前
か
ら
附
き
纏
う
て
み
た
困
難
の
主
な
契
機
を
な
し
て
み
る
。
」
こ
の
や
う
に
し
て

自
由
の
問
題
は
そ
こ
で
明
確
に
、
宇
宙
論
的
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
自
由
は
人
間
の
有
す
る
一
つ
の
丸
瓦
怪
し
た
る
特
質
、
入
間
の

形
而
上
學
的
な
側
面
と
し
て
看
徹
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
哲
學
に
と
っ
て
現
象
の
世
界
は
、
實
艦
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
．
【
、
私
は
感
能
の
蚤
象
に
於
て
そ
れ
自
身
現
象
な
ら
ざ
る

も
の
を
叡
智
的
と
い
ふ
、
し
と
云
っ
た
雷
葉
は
、
そ
れ
が
形
而
上
藤
下
意
味
を
も
つ
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
を
自
讃
す
」
る
』
，
叡
智
的
姓
絡
〔
な
る

概
念
は
『
純
粋
理
牲
批
判
』
に
於
て
氷
だ
日
的
論
的
、
規
範
的
の
意
味
を
成
熟
せ
し
め
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
人
聞
の
叡
智
的
性
絡
と
は
、

感
性
の
條
件
に
な
に
ら
愚
劣
せ
す
、
ま
た
そ
れ
自
身
現
象
で
な
い
と
こ
ろ
が
ら
、
「
物
自
龍
そ
の
も
の
の
性
格
」
で
あ
る
、
と
云
ひ
得
る
、
，

そ
れ
は
「
経
霊
的
牲
格
」
に
封
讃
す
る
の
で
あ
る
，
こ
の
や
う
な
も
の
と
し
て
一
方
に
、
悪
入
の
叡
智
的
性
格
は
悪
で
あ
り
、
善
入
の
叡
智

的
性
格
は
善
で
あ
る
、
と
立
言
せ
ら
れ
た
．
然
し
い
ま
や
溢
徳
的
法
期
を
中
心
と
し
て
攻
究
す
る
場
合
、
豊
里
的
人
間
を
し
て
形
而
上
學

化
せ
し
め
る
こ
と
の
徒
露
な
る
を
、
洞
察
せ
す
に
は
措
か
な
い
の
『
實
践
理
性
批
判
』
か
ら
『
道
徳
形
而
上
學
の
基
礎
』
に
至
る
道
程
の
、
強

靱
な
る
思
索
は
即
ち
こ
の
こ
と
を
物
語
る
の
で
あ
る
。
叡
智
的
世
界
は
寧
ろ
規
範
的
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
『
刺
断
力
批
判
』
の
な

か
に
は
既
に
か
う
書
い
て
み
る
。
「
悟
性
を
発
ち
、
そ
れ
故
に
自
己
み
つ
か
ら
任
意
に
目
的
を
立
て
る
能
力
を
も
つ
た
地
上
た
だ
…
つ
の

存
在
者
と
し
て
、
人
間
は
確
か
に
自
然
の
主
た
る
べ
き
糎
號
を
與
へ
ら
れ
て
る
る
。
そ
し
て
自
然
が
目
的
論
絢
な
罷
系
と
し
て
看
倣
さ
れ

る
場
合
、
そ
の
本
分
の
上
か
ら
云
っ
て
入
間
は
、
自
然
の
究
極
的
目
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
然
し
條
件
づ
け
ら
れ
て
然
か
あ

る
に
過
ぎ
ぬ
．
郭
ち
、
人
間
が
こ
の
こ
と
を
理
解
し
、
槍
然
と
は
猫
立
し
て
自
己
み
つ
か
ら
十
分
に
、
そ
れ
ゆ
ゑ
終
局
目
的
で
あ
り
能
ふ

　
　
　
　
　
歴
吏
と
自
由
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
気
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
磁
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や
う
な
臼
的
關
係
を
、
自
然
と
富
み
つ
か
ら
と
に
芝
川
へ
よ
う
と
す
る
意
志
を
も
つ
限
り
に
於
て
、
さ
う
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
．
る
。
終
局

目
的
は
然
し
全
く
、
自
然
そ
の
も
の
の
な
か
で
探
索
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か
く
て
経
験
的
の
存
在
者
を
叡
智
的
世
界
に
結
び
つ
け
る
閣
係

は
、
既
に
こ
こ
で
目
的
論
的
の
も
の
と
な
っ
た
。
更
に
『
道
徳
形
而
上
學
の
基
礎
』
に
著
て
説
く
と
こ
ろ
で
は
、
叡
智
愚
存
廠
と
し
て
の
人

間
は
自
由
な
る
、
そ
れ
故
に
ま
九
理
性
的
な
法
則
の
も
と
に
立
つ
。
い
ま
や
善
人
は
そ
の
叡
智
的
性
格
が
悪
な
る
の
敏
に
、
ま
さ
し
く
悪

入
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
叡
智
的
性
格
の
要
求
に
逆
う
て
行
称
す
る
と
い
ふ
の
敏
に
、
悪
獣
た
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
若
し
叡
智
的
世
界

の
一
員
た
る
に
終
始
す
る
な
ら
ば
、
我
々
の
す
べ
て
の
行
為
は
、
つ
ね
に
完
全
に
意
志
の
自
律
的
な
原
理
に
從
ふ
で
あ
ら
う
。
な
ぜ
な
ら
、

さ
う
し
た
叡
智
的
性
心
の
成
立
す
る
世
界
は
、
道
徳
的
法
則
が
そ
の
ま
ま
に
實
現
さ
れ
得
る
世
界
で
あ
．
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に

か
う
し
た
叡
智
的
世
界
の
規
範
性
に
就
て
認
め
る
場
合
、
も
は
や
我
々
は
絡
別
の
宇
缶
論
的
前
提
を
必
要
と
し
な
い
。
歴
史
哲
學
者
カ
ン

ト
に
と
っ
て
は
そ
れ
に
俘
う
て
、
自
由
の
理
念
が
そ
れ
自
身
に
於
て
完
備
し
た
る
も
の
、
若
し
く
は
形
而
上
學
的
特
質
と
し
て
人
間
に
附

著
し
た
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
却
っ
て
入
間
の
み
つ
か
ら
獲
得
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
詳
御
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
，

　
こ
の
や
う
な
と
こ
ろ
で
は
人
間
は
云
は
ば
叡
智
的
な
森
然
的
存
在
と
し
て
立
て
ら
れ
る
．
叡
智
的
な
自
然
的
存
在
と
は
ま
た
歴
史
的
世

異
の
成
員
キ
こ
て
の
入
間
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
世
界
の
成
員
と
し
て
、
人
間
は
箪
な
る
自
然
的
存
在
と
は
異
る
．
歴
史
に
於
て

は
愚
去
は
慶
棄
せ
ら
れ
す
し
て
、
現
在
に
生
き
現
在
に
含
ま
れ
、
そ
の
過
程
が
聯
關
を
な
し
て
み
る
．
在
り
し
も
の
の
系
列
は
他
か
ら
規

定
せ
ら
れ
て
新
し
き
系
列
を
構
成
す
る
。
そ
こ
に
自
由
が
あ
り
、
創
造
が
あ
る
。
自
由
は
魔
史
過
程
へ
新
し
き
規
定
を
加
へ
る
の
で
あ
る
。

然
し
、
自
由
は
「
切
の
規
定
の
慶
棄
で
は
な
い
。
、
寧
ろ
自
由
は
恣
意
な
ら
ざ
る
の
故
に
、
歴
史
を
破
壊
し
な
い
。
入
間
の
自
由
は
無
制
隈

で
は
な
く
し
て
相
互
的
で
あ
る
つ
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
れ
は
「
一
つ
の
朕
態
を
み
つ
か
ら
開
始
す
る
能
力
し
、
「
み
つ
か
ら
開
始
す
る
原
因



　
　
の
維
鋤
的
自
獲
姓
」
で
あ
る
の
で
あ
る
．
，
そ
し
て
入
闇
は
向
山
を
も
つ
，
自
由
を
も
つ
も
の
と
し
て
入
格
で
あ
る
、
す
べ
て
の
人
に
於
て

　
　
我
々
は
猫
異
な
る
自
由
者
を
、
郎
ち
雨
粒
を
承
認
し
、
こ
れ
を
敬
ふ
と
と
も
に
、
自
己
に
於
て
猫
異
な
る
白
由
者
を
認
め
、
自
己
に
於
て
入

　
　
格
を
敬
ふ
り
．
　
　
か
う
し
た
思
想
の
育
成
せ
ら
れ
得
る
も
の
と
し
て
カ
ン
ト
的
歴
史
哲
學
は
、
ま
さ
に
道
徳
的
文
化
の
理
念
を
以
て
し
て

　
　
貫
か
れ
て
み
た
。
但
し
、
文
化
は
こ
こ
で
自
由
の
異
格
．
理
想
に
獲
て
、
そ
の
必
罰
に
到
達
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
實
践
哲
學
は

　
　
彼
に
於
て
自
由
な
ら
び
に
雲
叢
の
確
認
性
を
要
求
し
、
判
断
力
の
日
的
論
は
目
的
、
の
世
界
を
建
設
し
た
，
そ
し
て
歴
史
哲
學
は
自
然
的
人

　
　
闇
と
文
化
的
入
開
と
の
關
係
の
問
題
に
照
際
す
る
の
で
あ
る
，
こ
の
も
の
は
道
徳
的
生
活
に
於
け
る
と
全
く
同
檬
に
、
衝
動
な
ら
び
に
感

　
　
補
に
よ
つ
て
導
か
れ
る
入
間
と
、
自
由
な
ろ
自
律
的
の
入
格
者
と
の
關
係
の
問
題
と
し
て
現
は
れ
る
。
「
必
然
と
自
由
」
と
の
問
題
が
成
の

　
　
立
つ
の
で
あ
る
、
故
に
歴
史
は
道
徳
的
口
的
論
の
見
地
に
於
て
論
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
か
く
し
て
歴
史
哲
學
は
そ
こ
で
道
徳
の
哲
藥

　
　
と
最
も
密
接
に
結
び
つ
い
て
み
る
．
然
し
そ
の
隈
⇔
に
於
て
、
カ
ン
ト
の
聡
く
自
由
な
ろ
野
宮
者
の
世
界
は
、
國
家
組
織
と
は
匠
別
せ
ら

　
　
れ
た
一
つ
の
理
想
主
義
的
生
活
共
同
腿
に
ほ
か
な
ら
な
い
．
道
義
的
に
漂
化
論
．
・
れ
た
る
入
類
の
文
化
状
態
は
、
寧
ろ
こ
こ
で
世
界
主
義
的

　
　
な
公
民
就
會
で
あ
る
，
世
界
訳
義
的
な
公
民
就
會
こ
そ
は
摺
箔
生
活
の
倫
理
化
を
意
味
し
て
み
る
．
個
別
同
家
は
相
互
的
に
は
な
ほ
未
だ

　
　
自
然
歌
態
の
う
ち
に
鹿
る
、
各
誌
民
は
所
罰
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
猫
の
進
歩
し
た
る
國
民
の
み
の
承
認
す
る
下
煮
法
を
破
棄
す
る
こ
と

　
　
が
で
き
る
．
か
う
し
た
事
情
の
存
心
す
る
限
②
、
自
由
な
る
人
絡
童
活
は
ま
た
不
可
能
で
あ
る
．
自
由
な
る
人
言
者
の
世
界
が
戒
立
し
得

　
　
る
た
め
に
は
、
常
に
ま
た
何
腿
に
慌
て
も
諸
國
民
が
、
相
互
に
他
を
入
門
蒋
と
し
て
承
認
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
．
こ
の

　
　
意
味
に
於
て
の
み
「
考
へ
る
こ
と
屡
丸
に
し
て
且
つ
長
け
れ
ば
長
き
ほ
ど
、
常
に
新
弛
に
し
て
遇
し
來
・
4
、
感
歎
と
崇
敬
と
を
以
て
心
を
充

鋭
　
た
す
も
の
が
二
つ
あ
る
、
そ
れ
は
我
が
上
な
る
星
の
輝
く
察
と
我
が
内
な
る
道
徳
律
と
で
あ
る
、
」
と
云
っ
た
カ
ン
ト
の
言
葉
は
盆
・
・
精
彩

　
　
　
　
　
　
　
歴
史
と
貞
揃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麗
九
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あ
ら
し
め
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
．

二

六
〇

　
一
切
の
文
化
を
道
徳
的
な
終
局
目
的
に
照
し
て
説
く
こ
の
思
想
は
夏
に
フ
ィ
ヒ
テ
を
倹
っ
て
深
化
さ
れ
、
透
徹
さ
れ
、
妾
、
し
て
組
織
的

に
搬
籍
せ
ら
れ
る
。
歴
史
は
人
事
的
自
由
の
歴
史
と
し
て
、
一
麿
整
然
九
ら
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
．
若
き
フ
ィ
ヒ
テ
は
既
に
、
「
入
聞
は

な
に
ら
紳
の
所
有
物
で
は
な
く
、
自
d
自
身
以
外
の
な
に
も
の
に
も
直
島
し
な
い
」
、
と
蓮
べ
た
。
そ
の
入
間
の
理
性
は
、
「
あ
．
ら
ゆ
る
精
淋

的
な
生
命
の
根
本
法
則
た
る
と
岡
時
に
、
ま
た
入
類
の
生
命
の
根
本
法
則
で
あ
る
」
．
、
理
性
の
作
用
な
く
し
て
は
人
類
は
多
、
の
存
在
を
獲
る

こ
と
が
で
き
す
、
ま
た
そ
の
存
在
に
於
て
止
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
．
故
に
人
類
の
歴
史
と
は
畢
寛
す
る
と
こ
ろ
竃
馬
の
歴
史
で
あ
る
、

帯
磁
よ
り
嵐
で
て
理
性
に
詣
る
と
こ
ろ
に
歴
史
は
怠
り
立
つ
．
そ
の
限
り
に
於
て
歴
史
的
宇
宙
の
理
性
は
、
　
一
つ
の
終
極
口
的
を
目
ざ

し
て
み
る
。
然
し
、
無
か
ら
は
な
に
も
の
も
生
ぜ
す
、
無
理
姓
は
理
性
に
至
る
こ
と
が
で
き
ぬ
，
故
に
人
類
の
歴
史
の
H
的
は
、
そ
れ
が

出
で
立
つ
た
も
と
の
理
性
の
歌
態
に
立
ち
滞
る
こ
と
で
あ
る
，
惜
し
、
歴
痩
的
生
活
の
最
初
に
於
け
る
理
性
と
方
立
に
於
て
到
達
瀞
・
・
る
べ

き
理
性
と
は
、
入
類
に
在
っ
て
同
一
で
な
い
、
理
姓
は
始
め
に
本
能
の
歌
態
に
在
り
、
そ
し
て
終
り
に
到
達
さ
る
べ
き
理
性
は
自
山
に
よ

つ
て
技
術
と
し
て
存
す
る
、
、
歴
史
的
過
程
の
終
局
口
的
は
か
く
し
て
、
入
荷
が
す
べ
て
の
關
係
を
理
性
に
從
う
て
自
由
に
塵
鈍
す
る
、
と

い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
寧
ろ
、
入
類
本
來
の
目
的
は
「
自
由
を
通
し
て
理
性
と
な
る
」
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
郎
ち
、
人
類
の

自
由
な
ら
び
に
理
性
と
い
ふ
二
概
念
こ
そ
は
、
そ
こ
で
歴
史
の
云
は
ば
先
天
的
な
前
提
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
本
質
的
な
る
も
の
は
、
そ
れ

の
う
ち
に
含
ま
れ
て
み
る
，
と
こ
ろ
が
こ
の
自
揃
と
理
性
こ
そ
ま
た
「
，
知
識
學
」
に
於
て
フ
ィ
ヒ
テ
が
展
如
し
た
、
彼
の
観
念
論
贈
…
系
の
墓



　
　
木
概
念
で
あ
っ
九
の
で
あ
る
い
『
全
驚
悸
學
の
基
礎
』
が
示
す
と
こ
ろ
に
從
へ
ば
、
理
性
は
無
條
件
的
に
上
封
的
な
霞
我
に
始
ま
の
、
向
我

　
　
と
非
我
と
の
塗
立
を
経
て
、
非
我
を
理
性
の
威
令
に
よ
つ
て
暴
書
し
た
絶
封
的
の
自
我
に
至
る
。
こ
の
場
合
に
も
最
初
に
あ
る
無
條
件
的

　
　
に
維
蚤
的
な
自
我
は
、
未
だ
非
我
に
封
離
せ
す
、
そ
の
意
味
で
は
純
糠
我
で
あ
る
。
郎
ち
非
我
と
自
我
と
の
分
裂
す
る
以
前
の
自
我
、
然

　
　
し
ま
た
こ
れ
ら
を
自
己
の
う
ち
に
繭
芽
と
し
て
有
し
た
自
我
で
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
純
粋
我
を
定
立
す
る
命
題
か
ら
、
非
我
を

　
　
定
立
す
る
命
題
を
経
て
、
自
我
と
非
我
と
が
鮒
令
す
る
第
三
の
命
題
に
到
達
し
て
、
始
め
て
鋤
象
を
意
識
す
る
境
實
的
の
意
識
は
戒
の
立

　
　
つ
．
そ
の
限
の
自
我
に
反
定
業
せ
ら
れ
ろ
非
我
は
非
我
た
る
以
上
、
自
我
に
催
せ
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
、
然
し
、
そ
れ
が
理
性
の
威
令

　
　
に
基
づ
き
慮
我
に
漏
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
し
て
暴
醸
せ
ら
れ
る
と
き
、
我
々
は
知
識
學
の
終
擶
と
し
て
、
理
念
と
し
て
の
療
育
我
に
到
達

　
　
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
、
さ
う
し
弛
知
識
學
の
構
威
に
於
て
純
粋
我
か
ら
絶
断
我
へ
進
む
理
性
の
膿
系
は
、
ま
た
拓
、
の
ま
ま
盆
山
の
罷
系

　
　
で
あ
っ
た
。

　
　
　
進
歩
す
る
入
事
は
歴
史
哲
活
画
思
餅
の
新
し
き
職
工
と
な
る
．
そ
し
て
歴
史
右
脚
的
無
糖
は
理
性
の
生
活
が
「
時
間
」
に
於
て
表
現
さ
れ

　
　
る
限
り
に
於
て
、
こ
れ
を
探
究
す
る
。
理
性
に
從
う
て
入
類
の
耽
會
的
生
活
は
庭
理
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
．
然
し
、
そ
の
確
め
に
は
既
に

　
　
人
類
が
「
理
性
の
智
識
」
を
所
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
入
監
は
「
自
由
の
意
識
」
に
到
達
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
，
こ
の
こ
と
は
歴
史
．
的

　
　
生
活
の
最
初
に
敵
て
、
働
か
な
い
理
性
の
状
態
、
理
性
の
本
性
に
反
抗
す
・
る
も
の
、
無
理
性
的
な
も
の
、
自
然
的
な
る
も
の
の
存
在
す
る

　
　
こ
と
を
示
す
。
し
か
も
岡
階
に
理
性
が
つ
ね
に
働
く
の
で
あ
る
。
た
だ
理
性
は
始
め
潜
在
的
で
あ
っ
た
．
そ
し
て
顯
在
的
に
は
な
り
得
な

　
　
か
つ
九
。
こ
の
と
こ
ろ
が
ら
フ
ィ
ヒ
テ
墜
、
理
性
本
能
の
時
代
」
と
「
理
性
自
由
の
時
代
」
と
を
帳
別
し
て
み
る
。
「
理
性
本
能
の
時
代
」
と
は

糊
　
無
意
識
的
理
性
の
時
代
を
云
ふ
．
な
ぜ
な
ら
意
識
な
く
し
て
行
返
す
る
の
は
、
本
能
的
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
意
識
は
理
性
の
本

　
　
　
　
　
　
　
繕
史
と
白
肉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
…
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@
質
を
形
威
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
，
理
性
が
未
だ
反
省
し
な
い
場
合
、
そ
れ
は
自
然
的
状
態
に
在
る
の
で
あ
・
4
2
．
か
う
し
た
自
然

n
∂　

　
的
歌
態
に
在
る
理
性
を
以
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
理
粧
本
能
と
名
附
け
た
。
世
界
歴
史
は
野
饗
本
能
の
時
代
を
以
て
始
ま
り
、
【
、
理
性
自
由
の
時
代
」

　
　
に
至
っ
て
終
る
も
の
で
あ
る
。
始
め
に
理
性
本
能
か
入
類
を
支
配
し
指
導
し
て
み
る
。
そ
し
て
歴
史
的
翠
雲
の
最
後
に
於
て
漸
く
我
々
は
、

　
　
一
、
自
由
の
原
理
」
に
よ
つ
て
指
導
せ
ら
れ
る
入
類
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
然
し
そ
の
限
り
、
入
類
は
理
性
本
能
か
ら
解
放
さ
れ
て
は
み
る

　
　
が
、
な
ほ
未
．
尤
自
由
の
完
全
な
る
意
識
に
は
到
達
し
得
な
い
爆
睡
が
、
嘗
て
存
制
し
た
も
の
と
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
，
こ
の
時
代
は
入
類
に

　
　
と
っ
て
明
か
に
一
つ
の
危
機
で
あ
る
，
然
し
彼
等
は
必
ず
　
度
は
こ
れ
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
，
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
「
理
姓
本
能
」
解

　
　
放
の
時
代
で
あ
る
．
敏
に
「
理
性
自
由
の
博
代
」
は
ま
た
二
段
に
廣
刷
せ
ら
れ
得
る
口
「
世
界
計
叢
」
は
あ
ら
ゆ
る
入
閥
か
そ
の
理
性
に
從

　
　
ひ
、
自
山
を
以
て
虞
似
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
嚢
展
の
B
標
を
置
く
．
穿
っ
て
ま
た
入
津
は
、
自
由
の
原
理
に
よ
り
入
聞
關
係
を
庭

　
　
回
す
る
に
先
立
っ
て
、
第
一
に
理
姓
の
本
牲
を
洞
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
，
こ
の
時
代
が
帥
ち
「
理
性
智
識
の
時
代
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
理

　
　
性
の
智
識
若
し
く
は
洞
察
に
從
う
て
、
一
切
の
欄
係
を
形
成
し
塵
讃
す
る
「
理
牲
蓮
用
の
時
代
」
に
先
立
つ
．
理
性
蓮
用
の
痔
代
に
及
ん

　
　
で
始
め
て
、
不
合
理
的
な
る
も
の
が
合
理
化
さ
れ
、
白
然
が
精
…
碑
を
以
て
貰
か
れ
る
．
人
類
は
い
ま
や
善
な
ら
び
に
正
と
し
て
認
め
る
も

　
　
の
を
、
理
牲
の
意
味
に
於
て
費
食
せ
む
た
め
、
そ
の
最
も
浄
罪
な
る
戦
ひ
を
開
始
す
る
、
そ
し
て
一
切
の
障
碍
な
ら
び
に
制
限
が
取
り
去

　
　
ら
れ
、
入
類
は
自
山
な
る
美
の
う
ち
に
、
久
遠
の
青
か
ら
そ
の
本
質
の
塗
髄
に
於
て
蓮
命
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
．

　
　
　
我
々
に
と
っ
て
特
に
フ
ィ
ヒ
テ
の
雁
史
劇
學
か
ら
關
心
を
唆
ら
れ
る
の
は
、
彼
が
國
家
と
科
學
、
國
家
と
道
徳
、
國
家
と
宗
教
と
の
醐

　
　
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
費
途
的
關
係
を
認
め
た
、
と
い
ふ
黙
で
あ
る
。
ひ
と
り
藝
術
の
み
國
家
と
親
密
に
結
び
つ
く
．
國
家
は
仁
術
に
封
し

　
　
て
好
意
を
有
す
る
、
商
家
の
勢
力
な
ら
び
に
強
大
は
ま
た
、
影
響
の
繁
榮
を
助
長
し
、
藝
術
の
絢
燗
た
る
美
を
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



國
家
の
卓
越
は
郎
ち
藝
術
の
卓
越
と
提
携
す
る
の
で
あ
る
．
然
し
平
家
と
科
學
と
の
關
係
は
そ
れ
と
異
る
、
飾
者
は
つ
ね
に
或
る
程
度
に

於
て
、
額
互
に
敵
封
ず
る
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
，
．
な
ぜ
な
ら
科
學
は
國
家
の
す
べ
て
の
法
令
な
ら
び
に
制
度
に
萌
し
て
、
ま
た
國
家

が
歴
史
的
基
礎
と
な
す
一
切
の
傳
統
に
署
し
て
、
自
由
な
る
囚
は
れ
な
い
批
判
を
下
す
の
標
利
を
、
自
己
自
身
の
た
め
要
求
す
る
か
ら
で

あ
る
．
科
學
は
需
論
の
自
由
、
思
想
な
ら
び
に
教
授
の
自
由
を
要
求
し
て
み
る
。
然
し
、
晶
帯
は
た
だ
科
學
の
結
果
が
州
際
的
に
慮
用
さ

れ
得
る
限
り
に
予
て
、
そ
れ
を
愈
撫
す
る
か
ら
で
あ
る
、
し
か
も
科
學
は
純
弊
の
理
論
的
態
度
に
於
て
生
き
て
み
る
、
と
云
ふ
の
で
あ
っ

た
．
『
現
代
の
特
徴
』
に
於
て
國
家
は
、
根
本
的
に
は
文
化
の
自
主
的
M
的
に
封
ず
る
一
つ
の
手
段
と
し
て
考
察
さ
れ
た
、
然
し
、
我
々
は

こ
の
も
の
を
備
、
猫
逸
弾
民
に
告
ぐ
』
の
思
想
を
以
て
是
正
す
べ
き
で
あ
ら
う
．
こ
こ
で
國
家
の
概
念
は
、
民
族
の
概
念
と
緊
密
に
結
び
合
は

さ
れ
た
．
民
族
を
本
家
と
し
て
、
政
治
的
な
ら
び
に
文
化
的
統
一
と
し
て
解
す
る
思
想
が
強
調
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
．
民
族
的
下
家
の
明

か
に
認
識
せ
ら
れ
た
る
も
の
を
通
し
て
、
道
徳
的
生
活
は
世
界
の
閤
題
に
ま
で
高
め
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
歴
史
の
意
味
は
明

白
と
な
る
．
歴
史
は
自
由
の
意
識
に
出
獲
し
、
そ
し
て
我
々
は
、
理
姓
に
從
う
て
一
切
の
關
係
を
形
成
し
ょ
う
と
す
る
美
は
し
い
人
類
の

た
め
努
力
し
績
け
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
る

341

　
ま
た
刷
、
學
術
研
究
の
方
法
論
』
に
、
｝
、
自
然
と
歴
史
と
の
通
俗
的
な
見
解
は
、
自
然
に
在
っ
て
は
す
べ
て
が
維
験
的
必
然
牲
に
よ
り
、
歴

史
に
在
っ
て
は
す
べ
て
が
自
由
に
よ
つ
て
生
起
す
る
と
い
・
一
こ
と
で
あ
る
」
と
書
い
た
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
、
最
初
の
ほ
ど
問
題
と
な

っ
た
も
の
は
、
寧
ろ
多
く
自
然
と
歴
史
と
の
匿
別
で
あ
っ
た
、
自
然
は
因
果
の
法
則
に
支
配
さ
れ
て
、
そ
こ
に
は
偶
然
の
春
霞
す
る
蝕
地

は
な
い
。
然
し
、
歴
史
に
在
っ
て
は
豫
課
し
難
い
、
、
巌
巌
を
孕
ん
だ
事
象
の
偶
然
性
が
存
し
て
み
る
．
も
の
限
り
に
於
て
歴
史
は
経
験
的

　
　
　
　
　
號
史
と
自
由
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
｝
二
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哲
學
研
究
鱗
二
穫
六
十
覧
號
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
廻

の
も
の
と
云
へ
る
。
歴
史
と
理
論
と
は
完
全
に
饗
慰
す
る
，
．
こ
の
意
味
に
著
て
『
先
験
的
槻
念
論
の
器
系
』
に
は
次
の
や
う
に
蓮
べ
る
の
で

あ
る
、
「
．
認
識
さ
れ
た
規
則
に
從
う
て
生
起
し
、
過
期
的
に
反
復
し
、
若
し
く
は
…
般
に
先
天
的
に
算
出
さ
れ
る
成
果
は
、
な
に
ら
歴
史
學

の
封
象
で
は
な
い
」
。
我
々
は
こ
こ
に
【
，
そ
れ
は
一
風
ど
う
あ
っ
た
か
」
を
示
す
こ
と
に
の
み
終
始
し
た
、
歴
史
學
者
ラ
ン
ケ
と
シ
ェ
リ
ン

グ
と
の
親
交
を
想
ひ
起
す
で
あ
ら
う
。
そ
こ
で
先
天
的
な
理
論
の
構
成
は
歴
史
墨
と
凡
そ
豫
遠
く
、
具
艦
影
事
實
こ
そ
重
ん
ぜ
ら
る
べ
き

も
の
で
あ
っ
た
。
然
し
宣
口
的
な
機
械
性
の
原
理
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
歴
史
は
な
く
、
ま
た
歴
史
の
あ
．
る
と
こ
ろ
に
は
機
械
性
の
原
理
は

な
い
。
と
こ
ろ
が
後
に
至
っ
て
先
験
的
哲
墨
の
論
く
自
然
を
以
て
「
死
せ
る
膚
然
」
と
な
し
、
自
然
詔
書
こ
そ
ま
さ
に
固
き
眠
り
の
う
ち
に

雀
る
自
然
に
魂
を
入
れ
、
自
暴
に
解
放
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
へ
た
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
そ
の
意
圓
の
最
初
に
於
て
、
州
、
歴
史
に
煮
て
は
観
念
的

に
、
自
然
に
於
て
は
面
恥
的
に
模
爲
さ
れ
た
る
三
宅
〃
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
と
も
説
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
同
一
は
た
だ
人

間
の
意
志
行
爲
を
通
し
て
の
み
歴
史
の
う
ち
に
實
現
し
て
行
く
と
い
ふ
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
み
る
。
師
ち
、
入
間
の
自
由
に
基
づ
く
隈

り
に
於
て
、
そ
の
限
り
に
於
て
の
み
、
歴
吏
は
絶
封
的
同
↓
の
概
念
的
な
模
爲
と
考
へ
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
自
由
の
な
い
と
こ
ろ
に
は

歴
史
は
な
い
、
入
間
的
自
由
は
歴
史
の
極
め
て
璽
要
な
る
契
機
で
あ
る
．
入
間
の
個
性
的
な
る
自
由
こ
そ
、
歴
史
の
進
歩
を
結
果
す
ろ
。

　
か
く
し
て
こ
の
思
想
家
に
と
っ
て
も
亦
、
「
自
由
」
は
歴
史
．
の
標
語
で
あ
る
こ
と
が
で
き
た
，
但
し
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
る
と
き
、
カ
ン
ト

以
後
の
先
験
的
観
念
論
は
す
べ
て
の
も
の
を
自
由
と
考
へ
、
必
然
性
を
杢
く
そ
の
貴
男
の
う
ち
に
溝
失
せ
し
め
る
、
と
い
ふ
誤
謬
を
犯
し

て
み
る
。
そ
こ
で
は
允
だ
絶
鉗
的
自
由
の
み
，
か
認
め
ら
れ
て
、
入
間
的
自
由
の
本
質
は
洞
察
さ
れ
能
は
な
か
っ
た
。
入
間
の
自
慮
を
そ
の

内
容
の
上
か
ら
規
定
す
る
の
は
、
猫
O
観
念
論
と
實
博
論
と
を
結
び
合
は
せ
る
と
こ
ろ
の
、
邸
ち
自
然
を
澱
て
精
紳
的
な
る
も
の
の
基
礎

と
な
す
と
こ
ろ
の
哲
學
の
み
が
行
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
さ
う
し
た
古
製
の
み
が
、
存
在
す
る
も
の
と
存
在
の
要
説
た
る
も
の



と
を
、
明
確
に
隈
別
で
き
る
か
ら
．
こ
の
哲
學
は
騨
の
う
ち
に
於
て
こ
の
存
在
に
先
立
つ
、
落
ち
こ
の
存
在
の
根
掘
た
る
〔
、
愁
に
於
て
の

自
然
L
を
護
別
し
て
み
る
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
ま
た
こ
の
や
う
な
立
場
に
於
て
、
歴
史
の
世
界
を
中
間
的
世
界
と
し
て
見
る
の
で
あ
る
。
瀞
學

者
は
嘗
て
多
く
自
然
の
國
と
瀞
の
國
、
若
し
く
は
恩
寵
の
國
と
を
臨
興
し
九
。
然
し
我
々
は
こ
の
こ
つ
の
も
の
の
中
間
に
、
歴
史
の
國
を

認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
の
國
は
軍
な
る
自
然
過
程
の
所
産
で
は
な
く
、
ま
九
他
方
に
於
て
直
ち
に
紳
に
基
づ
く
も
の
で
も
な
い
。
歴
史

の
國
は
寧
ろ
入
間
自
身
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
羅
臼
の
世
界
が
構
成
す
る
の
で
あ
る
．
入
間
は
自
己
自
身
に
よ
っ
て
そ
れ
を
創

造
し
、
ま
た
創
造
し
績
け
る
が
故
に
、
歴
実
の
鞭
界
は
入
闇
的
自
由
の
世
界
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
自
然
の
世
界
は
自
然
の
法
則
に
照
下
す
る
。

然
し
歴
史
の
世
界
に
於
て
は
、
入
間
自
身
が
立
法
者
で
あ
る
の
で
あ
る
．
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歴
．
史
玉
手
そ
れ
自
身
の
条
理
が
自
由
で
あ
の
、
白
山
の
概
念
は
直
ち
に
雁
史
の
標
語
で
あ
る
と
な
す
思
潮
は
、
へ
ー
ゲ
沙
に
於
て
そ
の

最
高
潮
に
達
す
る
も
の
、
と
な
し
得
る
で
あ
ら
う
．
、
磨
く
含
ま
れ
た
ジ
コ
ン
・
ス
テ
山
ワ
ル
ト
・
ミ
ル
の
『
自
由
論
』
は
、
寧
ろ
彼
に
先
立
つ

凋
逸
浪
漫
主
義
者
ウ
ィ
ル
へ
μ
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
に
示
唆
さ
れ
た
も
σ
で
あ
っ
た
、
と
こ
ろ
で
い
ま
へ
ー
グ
ル
に
と
っ
て
「
、
自
由
」

と
は
、
知
的
な
成
熟
、
若
し
く
は
内
容
に
充
ち
た
自
己
認
識
を
こ
そ
意
味
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
．
、
從
っ
て
そ
れ
は
カ
ン
ト
な
ら

び
に
フ
f
ヒ
テ
に
准
っ
て
見
る
蜜
践
的
な
概
念
、
自
律
的
な
意
志
と
し
て
の
自
由
、
か
ら
は
峻
別
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
自
由
の
概
念
は
こ

こ
で
新
し
く
、
観
想
的
意
味
に
於
て
の
自
己
認
識
と
し
て
現
は
れ
る
。
「
私
が
依
存
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
私
な
ら
ぬ
他
の
も
の
に
私

を
關
係
さ
せ
る
。
そ
し
て
か
か
る
一
つ
の
外
面
的
な
る
も
の
な
し
に
は
存
在
し
得
な
い
。
私
が
私
自
身
の
彪
に
在
る
と
き
、
私
は
自
由
で

あ
る
」
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
蓮
べ
た
．
筆
海
と
は
彼
に
於
て
「
自
己
冥
官
の
塵
に
存
在
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
於
て
そ
れ
は
「
精

　
　
　
　
　
一
価
b
　
史
　
シ
｝
　
貞
　
南
閃
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某
日
學
研
究
　
第
二
百
山
ハ
十
五
號
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
山
州

紳
」
の
壁
皿
で
あ
り
、
本
質
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
．
「
自
歯
は
精
紳
の
唯
一
の
眞
な
る
も
の
で
あ
る
」
。
自
由
の
糞
展
の
第
一
段
階
は
辮
謹

法
の
理
論
に
よ
る
と
き
、
な
ほ
直
接
的
な
、
精
算
が
自
然
性
の
う
ち
に
沈
め
る
歌
態
で
あ
っ
た
。
第
二
の
段
階
に
診
て
こ
の
歌
態
か
ら
逃

れ
出
て
、
自
己
の
自
由
の
意
識
へ
移
ろ
ひ
行
く
。
然
し
さ
う
し
た
最
初
の
直
接
的
な
自
然
性
か
ら
の
分
裂
は
、
未
だ
不
完
全
で
あ
り
部
分

的
で
あ
る
。
第
三
の
段
階
に
於
て
始
め
て
、
特
殊
な
る
自
由
か
ら
そ
れ
の
純
梓
な
る
普
遍
性
へ
の
上
昇
が
現
は
れ
る
。
か
か
る
も
の
は
精

紳
の
、
そ
の
精
工
性
の
本
質
の
「
自
己
意
識
」
で
あ
る
。
郎
ち
精
神
の
自
由
は
「
自
己
意
識
」
と
呼
ば
れ
得
る
。
意
識
に
於
て
は
知
る
働
き

と
知
ら
れ
る
内
容
と
は
未
だ
医
療
せ
ら
れ
る
。
然
し
自
己
意
識
に
於
て
は
、
こ
の
二
つ
が
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
「
精
紳
」
は
そ
こ
で
自
己

自
身
を
知
り
、
自
己
自
身
を
評
賀
す
る
も
の
た
る
と
と
も
に
、
ま
弛
そ
れ
は
精
紳
が
そ
れ
の
自
盟
に
於
て
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
自
己
を

な
す
活
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
や
う
な
も
の
と
し
て
い
ま
世
界
歴
史
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
揚
合
、
「
如
何
に
し
で
精
紳
が
そ
れ
の
自
膿
に

於
て
寝
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
知
識
に
到
達
す
る
か
と
い
ふ
精
淋
の
叙
蓮
」
で
あ
っ
た
。
東
洋
入
は
精
紳
、
若
し
く
は
入
間
そ
れ
自
身
が
そ

れ
の
自
膿
に
於
て
自
由
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
を
未
だ
知
ら
な
い
。
彼
等
は
た
だ
「
一
人
が
自
由
で
あ
る
」
と
知
る
の
み
で
あ
る
。
然
し
こ

．
の
種
の
自
歯
は
眞
實
の
自
撫
で
は
な
く
、
情
欲
の
專
断
で
あ
り
、
暴
君
の
自
由
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
希
臓
人
を
倹
っ
て
始
め
て
、
自
由
の

意
識
は
現
は
れ
て
る
る
。
そ
の
放
に
払
腰
入
は
自
由
で
あ
っ
た
。
然
し
ま
た
彼
等
は
羅
馬
人
と
同
襟
に
、
入
間
そ
れ
自
身
で
は
な
く
し
て
、

下
帯
の
続
々
の
み
が
自
答
た
み
こ
と
を
知
る
に
止
ま
っ
て
み
る
。
故
に
希
蔵
人
の
有
し
得
九
六
．
は
し
き
自
宙
は
、
實
際
に
於
て
入
類
の
苛

酷
な
為
奴
隷
化
と
い
ふ
こ
と
の
上
に
成
長
し
た
、
た
だ
↓
時
的
偶
然
的
の
結
實
に
過
ぎ
な
か
つ
九
の
で
あ
る
。
グ
ル
マ
ン
人
が
漸
く
に
し

て
入
冊
そ
れ
自
身
が
霞
由
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
基
督
教
に
基
づ
け
て
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
意
識
は
腸
曲
の
最
も
内
部
を

な
す
宗
教
の
形
態
に
於
て
現
は
れ
出
て
み
る
。
然
し
こ
の
原
理
を
同
時
に
世
間
的
生
活
に
一
致
せ
し
め
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
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こ
そ
今
後
に
於
け
る
世
界
歴
史
の
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
、
墓
督
教
の
探
用
に
件
う
て
直
ち
に
奴
隷
制
度
が
慶
止
さ
れ
、

若
し
く
は
國
家
制
度
が
そ
れ
と
共
に
合
理
化
さ
れ
自
由
化
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
決
し
て
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
［
，
自
由
の

原
理
L
を
世
間
に
適
用
せ
し
め
、
ま
た
世
間
的
生
活
を
こ
の
原
理
を
以
て
し
て
発
成
し
、
微
底
せ
し
め
る
こ
と
が
、
歴
史
の
長
き
過
程
を

形
づ
く
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
↑
し
て
へ
ー
グ
ル
は
極
め
て
有
名
な
世
界
歴
史
の
定
義
、
「
世
界
歴
史
は
自
盛
の
意
識
に
於
け
る
進

歩
で
あ
る
Q
一
こ
の
進
歩
を
我
々
は
そ
れ
の
必
然
性
に
全
て
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
」
と
い
ふ
命
題
を
掲
げ
九
の
で
あ
っ
江
。

　
こ
の
と
き
歴
史
を
支
配
す
る
原
理
は
、
自
由
の
原
理
は
、
然
し
へ
ー
グ
ル
に
於
て
個
入
の
意
識
か
ら
猫
立
に
働
く
も
の
、
、
と
考
へ
ら
れ

て
る
る
。
寧
ろ
、
個
々
の
入
間
は
最
も
多
く
の
場
合
、
自
己
の
意
志
に
反
し
て
世
界
精
神
の
目
的
の
九
め
、
使
役
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
個

々
の
人
間
は
自
己
の
特
殊
な
、
主
槻
的
な
情
欲
を
満
足
せ
し
め
よ
う
と
活
動
す
る
。
さ
う
確
信
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
に
も
拘
ら
す
、

な
ほ
彼
等
は
云
は
ば
紳
の
名
評
と
光
点
と
の
た
め
塞
・
締
す
べ
く
餓
儀
な
く
せ
し
め
ら
れ
て
る
る
。
い
は
ゆ
る
「
、
理
性
の
狡
智
」
な
る
言
葉

は
、
こ
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
っ
た
。
「
理
性
は
個
々
の
入
間
を
し
て
、
情
欲
の
あ
ら
ゆ
る
專
断
の
う
ち
に
、
彼
等
自
身
の
口
的
を
貰
徹
さ

せ
る
．
し
か
も
理
性
は
輩
に
自
己
を
害
ふ
こ
と
な
く
保
つ
と
い
ふ
の
み
で
な
く
、
夏
に
自
己
自
身
を
生
産
し
て
み
る
。
情
欲
は
粗
互
に
破

壊
し
合
ふ
。
ひ
と
り
理
性
の
み
が
そ
の
目
的
を
維
持
し
、
工
区
し
、
し
か
も
自
己
を
主
張
す
る
」
、
と
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う

な
事
情
の
も
と
に
個
々
の
入
間
が
、
自
己
の
自
由
を
樂
し
む
こ
と
の
で
き
る
現
實
性
は
、
師
ち
國
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
豊
前
は
個
人

の
自
由
を
制
限
す
る
挾
き
場
所
で
は
な
い
。
却
っ
て
主
観
性
が
現
實
性
に
於
て
活
動
す
る
本
質
的
な
も
の
こ
そ
、
入
倫
的
全
腱
と
し
て
の

國
家
で
あ
っ
た
。
「
法
、
人
倫
、
富
家
、
そ
し
て
そ
れ
の
み
が
自
由
の
積
極
的
な
る
現
徳
性
で
あ
り
、
満
足
で
あ
る
」
。
主
峯
的
な
情
欲
の
活

動
に
よ
つ
て
廓
ち
、
イ
デ
ー
は
人
倫
的
全
罷
と
し
て
の
直
家
の
う
ち
に
そ
の
容
姿
を
現
は
す
。
入
倫
の
法
則
は
な
に
ら
偶
然
的
の
も
の
で

　
　
　
　
　
歴
ψ
岬
と
白
凹
南
閃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
・
七



3・！C；

　
　
　
　
　
哲
學
研
究
第
二
百
六
十
五
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

は
な
く
、
却
っ
て
理
牲
的
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
、

　
か
う
し
九
思
潮
の
う
ち
に
自
霞
は
直
ち
に
歴
史
の
標
語
で
あ
り
、
多
く
「
哲
學
的
な
鍵
界
歴
実
」
と
し
て
詮
か
れ
九
歴
史
哲
康
が
ま
た
、

自
由
の
原
理
を
以
て
透
徹
さ
れ
る
、
と
い
・
一
歳
統
的
な
兇
解
は
成
長
し
た
。
然
し
そ
こ
に
我
々
の
問
題
は
提
出
さ
れ
る
。
自
由
は
果
し
て

歴
喫
．
の
標
語
で
あ
ら
う
か
。
（
悉
兀
）


