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第
一
ー
ー
百
十
九
競

藝
循
の
本
質
如
何
と
い
ふ
問
ひ
は
、
藝
術
自
橙
の
糖
造
の
解
明
と
、
藝
術
活
動
と
他
の
人
間
文
化
活
動
と
の
闊
係
の
研
究
と
い
ふ

二
つ
の
問
題
に
証
分
さ
れ
る
。
前
者
は
藝
術
そ
の
も
の
の
定
義
の
仕
方
に
よ
つ
て
自
然
と
精
紳
と
の
蜀
立
を
、
客
観
的
謝
象
の
親
照

と
藝
術
作
品
の
創
造
活
動
と
の
蔽
別
を
誘
致
し
、
従
つ
て
ま
た
幽
遠
た
る
宇
宙
の
紳
的
美
に
陶
酔
す
る
美
的
感
惰
の
心
理
學
的
分
析

た
い
し
美
性
の
風
す
る
謝
象
的
秩
戸
の
椴
系
化
と
し
て
の
美
學
と
、
美
の
形
成
的
創
造
も
し
く
は
事
象
自
橙
の
客
観
的
記
述
を
目
指

す
藝
術
活
動
の
理
論
的
反
省
的
洞
察
と
し
て
の
藝
術
論
た
い
し
藝
衛
哲
學
と
の
分
裂
が
醸
さ
れ
る
。
か
く
し
て
美
を
研
究
蜀
象
と
す

る
美
學
と
、
藝
術
を
研
究
劉
象
と
す
る
藝
術
學
の
到
立
が
近
泄
に
到
つ
て
大
き
く
前
漿
に
立
ち
現
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
柄
に
風
す

る
。
さ
ら
に
後
者
は
前
の
問
題
と
密
接
た
聯
闊
を
示
し
つ

4
齢
ズ
の
難
問
を
生
み
出
し
て
来
る
、
例
へ
ば
蜀
象
的
美
の
把
握
に
し
て

、
も
、
美
し
き
薔
薇
の
花
、
美
し
き
人
の
心
、
美
し
き
理
論
帷
系
と
か
、
或
ひ
は
美
し
き
線
の
流
れ
、
美
し
き
大
理
石
の
彫
像
と
か
い

ふ
や
う
に
、
到
象
領
城
の
異
た
る
に
つ
れ
て
美
性
そ
の
も
の
の
質
的
差
別
が
生
す
る
と
共
に
、
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一五

域
自
罷
の
相
互
闘
係
如
何
と
い
ふ
文
化
の
根
本
問
題
に
ま
で
瀕
ら
ざ
る
を
得
た
い
で
あ
ら
う
。
ま
た
藝
術
作
品
に
し
て
も
、
あ
く
ま

で
古
典
的
た
形
式
美
を
追
究
す
る
古
典
主
義
者
、
内
容
的
に
は
醜
悪
た
る
闇
黒
面
を
冷
孵
に
或
ぴ
は
狂
熱
を
も
つ
て
描
葛
し
綾
け
る

廣
義
の
自
然
主
義
者
の
附
者
に
於
い
て
は
、

そ
の
制
作
物
に
影
く
も
表
面
的
に
は
大
き
た
差
異
が
認
め
ら
れ
よ
う
0

試
み
に
ロ
グ
ン

の
代
表
作
『
訣
け
鼻
の
男
』
を
見
る
と
き
我
々
は
た
ん
ら
の
躊
躇
た
く
「
美
」
の
概
念
を
賦
典
す
る
わ
け
に
行
か
た
い
で
あ
ら
う
。

，
一
つ
の
刻
ま
れ
た
彫
像
た
い
し
描
か
れ
た
稽
喪
が
惧
に
迫
る
こ
と
に
よ
っ
て
喚
び
さ
ま
さ
れ
る
不
快
の
念
や
嫌
悪
の
感
は
、

た
個
人
の
心
理
に
と
つ
て
ど
こ
ま
で
も
共
通
的
で
あ
り
た
が
ら
、
尚
且
つ
蜜
家
は
そ
れ
を
愛
し
彫
刻
家
は
そ
れ
に
心
根
を
打
ち
こ
ん

で
行
く
。
心
理
學
的
に
考
察
す
れ
ば
藝
衛
家
の
心
理
は
美
と
醜
と
の
相
友
す
ろ
方
向
へ
網
著
た
愛
著
的
傾
向
を
も
つ
心
的
乖
離
者
と

も
見
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
果
し
て
さ
う
で
あ
ら
う
か
。
或
人
は
ま
た
「
藝
術
の
た
め
の
藝
術
」
を
、
他
の
人
は
「
人
生
の
た
め
の
藝
術
」

を
詫
き
、
こ
れ
ら
は
現
代
に
於
い
て
過
去
の
如
き
論
争
を
惹
き
起
し
て
ゐ
た
い
に
し
て
も
、
尚
形
を
愛
へ
て
潜
勢
的
た
根
強
さ
を
示

し
て
ゐ
る
。
こ
の
古
く
し
て
常
に
新
し
き
問
題
の
解
決
は
何
虞
に
索
め
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
若
し
二
つ
の
相
反
す
る
主
張
が
同

等
の
理
由
を
も
つ
て
提
出
さ
れ
る
た
ら
ば
、
二
者
揮
一
的
に
そ
の
一
を
可
と
す
る
解
快
は
永
久
に
堂
々
廻
り
を
し
て
休
ら
ふ
こ
と
が

よ
り
大
い
た
る
聯
闘
中
に
そ
の
解
決
黙
を
求
む
べ
き

た
い
。
却
つ
て
問
題
そ
の
も
の
の
根
源
に
瀕
つ
て
よ
り
高
い
次
元
に
於
い
て
、

で
あ
る
と
す
る
た
ら
ば
、

日
常
的

こ
の
原
則
は
こ
の
場
合
い
か
に
具
罷
化
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
私
は
今
「
藝
術
哲
學
」
．
と
い
を
言
葉
を

表
題
に
使
っ
て
議
論
を
進
め
て
行
か
う
と
し
て
ゐ
る
。
美
た
ら
ざ
る
藝
術
の
哲
學
的
解
明
が
藝
術
哲
學
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
藝
術

活
動
た
い
し
藝
術
作
品
の
経
験
的
記
述
た
る
藝
術
論
で
た
い
こ
と
一
云
ふ
ま
で
も
た
い
が
、
同
時
に
そ
れ
は
ク
ロ
ー
チ
ニ
に
於
い
て

『
美
學
』
で
も
あ
る
と
こ
ろ
に
問
頸
は
既
に
難
開
を
示
し
て
ゐ
る
と
一
云
つ
て
よ
い
。
更
に
美
學
部
藝
術
哲
學
は
美
的
活
動
の
理
論
的

墓
衛
哲
學
の
某
礎
問
題
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第
一
ー
ー
百
十
九
鵠

反
省
で
あ
る
に
し
て
も
、

こ
の
際
例
へ
．
ば
認
識
論
的
に
直
接
的
感
性
的
活
動
が
論
理
的
反
省
に
も
た
ら
さ
れ
る
場
合
、
把
握
さ
れ
る

も
の
は
悟
性
の
働
き
に
よ
っ
て
彫
琢
さ
れ
た
論
理
的
圏
式
に
過
ぎ
す
、
直
接
的
た
ろ
も
の
•
生
動
的
た
る
も
の
は
こ
の
反
省
的
意
識

か
ら
逸
脱
す
る
と
い
ふ
反
駁
は
成
立
し
た
い
。
蓋
し
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
哲
學
櫃
系
は
輩
た
る
認
識
論
も
し
く
は
存
在
論
に
盛
き
る
も
の

で
は
た
く
、
却
つ
て
賓
在
を
精
紳
活
動
と
し
て
把
握
し
、
且
つ
こ
の
精
稗
活
動
を
そ
の
先
験
的
純
粋
性
．
に
於
い
て
解
明
し
更
に
そ
れ

ら
各
活
動
相
互
の
内
面
的
聯
闘
を
認
識
を
ん
と
す
る
方
法
論
で
あ
る
た
め
、
哲
學
は
一
面
『
自
己
自
身
の
方
法
に
従
つ
て
自
己
運
動

を
行
ひ
』
(
O
i
o
c
h
a
 .e 
vivo 
e
 cio 
c:be 
e
 n:i.or-to 
della filosofia 
di 
H
e
g
e
l
,
 p, 1
)

自
己
の
論
理
活
動
を
遂
行
す
る
と
共

に
、
他
面
こ
の
論
理
活
動
自
儘
の
論
理
的
反
省
を
螢
ん
で
「
哲
學
の
哲
學
」
へ
と
自
己
を
定
式
化
す
る
、
そ
れ
故
自
己
自
身
の
方
法

に
従
つ
て
自
己
の
活
動
を
遂
行
す
る
藝
術
活
動
自
帷
の
内
的
論
理
性
を
分
析
す
る
も
の
が
藝
衛
哲
學
の
任
務
で
あ
り
責
務
た
の
で
あ

忍
方
法
論
と
し
て
の
哲
學
は
先
づ
第
一
に
藝
衛
活
動
の
構
造
探
求
と
し
て
、
次
い
で
そ
れ
と
他
の
文
化
活
動
と
の
闘
係
と
い
ふ
課

題
を
据
ふ
も
の
と
し
て
成
立
す
る
。

現
寅
と
は
精
紳
で
あ
り
、
精
紳
的
た
る
も
の
は
現
賓
的
で
あ
る
。
こ
の
現
賞
に
根
差
す
藝
術
活
動
は
箪
た
る
遊
戯
で
も
た
＜
夢
幻

、
で
も
た
く
、
現
質
的
精
紳
の
中
に
碓
固
た
る
地
盤
を
有
た
ね
ば
た
ら
た
い
。
精
紳
の
統
一
性

uniti
の
中
に
編
み
こ
ま
れ
ね
ば
た
ら

た
い
°
箪
た
る
多
様
の
世
界
は
精
紳
の
批
界
と
言
ほ
れ
る
債
値
を
も
た
た
い
。
そ
れ
た
ら
ば
藝
術
性
は
い
か
た
る
仕
方
に
よ
っ
て
精

紳
の
統
一
性
に
参
典
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
、
現
撮
み
模
倣
と
し
て
か
、
現
賓
の
理
想
化
と
し
て
か
、
絶
謝
の
啓
示
と
し
て
か
、

な
た
叉
下
級
認
識
能
力
の
封
象
と
し
て
で
あ
ら
う
か
°
藝
衛
は
存
在
の
翫
賞
と
し
て
或
ひ
は
存
在
の
模
寓
と
し
て
、
或
ひ
は
理
論
の

丸
業
を
包
む
金
箔
と
し
て
、
道
徳
数
化
の
方
便
と
し
て
定
義
さ
れ
よ
う
、
併
し
そ
の
際
も
し
藝
術
が
他
の
何
ら
か
の
目
的
へ
の
手
段

哲
學
釈
究

一六
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明
で
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。

一七

と
し
て
利
用
さ
れ
る
た
ら
ば
、
手
段
と
し
て
の
藝
術
に
勝
義
の
獨
立
性
＇
自
律
性
を
賦
典
す
る
わ
け
に
い
か
た
い

0

何
故
た
ら
ば
、

精
紳
は
エ
ル
ゴ
ン
で
た
く
し
て
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
で
あ
る
、
手
段
で
た
＜
目
的
で
あ
り
、
下
婢
で
は
た
く
主
人
で
た
け
れ
ば
た
ら
た
い

か
ら
で
あ
る
。
主
憫
の
活
動
た
き
被
造
物
、
他
の
主
罷
的
活
動
に
操
ら
れ
る
活
動
は
精
紳
的
存
在
で
は
た
い
。
存
在
と
は
活
動
で
あ

り
、
活
動
は
自
壼
的
た
精
紳
の
能
動
性
を
意
味
し
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
°
若
し
こ
の
能
動
性
を
鋏
く
た
ら
ば
藝
術
の
自
律
性
は
拾
て
ー

ら
れ
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
精
紳
の
統
一
性
と
は
各
々
そ
の
自
疲
性
を
も
っ
た
も
ろ
／
＼
の
精
紳
活
動
の
統
一
性
を
意
味
す
る
。
か
く

し
て
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
藝
術
論
の
出
壼
貼
は
藝
術
の
精
紳
的
把
握
で
あ
り
、
精
紳
の
帷
系
的
統
一
性
の
一
環
と
し
て
の
藝
循
哲
學
の
解

癌
に
も
述
べ
た
や
う
に
藝
循
は
精
紳
の
能
動
性
を
・
精
紳
の
創
造
的
預
展
を
そ
の
導
調
と
す
る
た
ら
ば
、
い
は
ゆ
る
藝
術
に
到
立

し
た
客
観
的
自
然
の
美
性
を
論
す
る
美
學
は
罠
の
意
味
で
成
立
す
る
こ
と
が
出
来
た
い
。
蓋
し
主
観
に
謝
立
す
る
孵
止
的
客
観
、
主

憫
の
活
動
を
含
ま
ざ
る
客
儒
の
美
を
論
ヤ
る
「
美
學
」
ば
捨
て
ら
れ
、
「
藝
術
哲
學
」
と
し
て
の
「
美
學
」
し
か
成
立
し
得
ざ
る
こ
と

常
然
で
あ
ら
う
。
自
然
の
底
に
見
ら
れ
た
自
由
、
目
的
た
き
合
目
的
性
と
し
て
趣
味
判
断
の
謝
象
た
る
自
然
の
美
し
さ
は
ど
こ
ま
で

も
解
消
さ
れ
ね
ば
た
ら
た
い
。
叉
そ
れ
は
自
由
と
必
然
、
自
然
と
精
紳
と
の
統
一
た
る
絶
謝
理
念
の
感
性
化
と
し
て
、
は
た
又
シ
ル

レ
ル
が
唄
っ
た
『
静
寂
た
る
影
の
國
の
美
』
と
し
て
理
解
さ
れ
得
る
で
あ
ら
う
か
°
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
こ
れ
ら
の
先
人
達
に
深
い
敬
意

を
捧
げ
た
が
ら
自
己
獨
自
の
理
論
を
展
開
し
て
行
く
。

藝
術
哲
學
の
基
礎
問
題
・
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ク
ロ
ー
チ
ェ

第
一
一
一
百
十
九
臨

B
e
n
e
d
e
t
t
o
 C
r
o
c
e
 
は
一
八
六
六
年
港
町
ナ
ボ
リ
の
平
和
た
家
庭
に
生
ま
れ
、
文
學
や
美
術
に
深
い
愛
惰
を
抱
い

て
書
陣
の
店
先
や
数
會
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
臨
t

訪
れ
た
趣
味
豊
た
母
の
温
い
哺
育
を
受
け
た
た
め
、
ク
ロ
ー
チ
ニ
の
嗜
好
が
自
ら

藝
術
の
こ
よ
た
き
愛
著
へ
と
結
晶
し
て
行
っ
た
こ
と
は
敢
て
怪
し
む
に
足
ら
た
い
で
あ
ら
う
。

(
C
o
n
t
r
i
b
u
t
o
alla criticn. 
d
i
 m
e
 

stesso) 
か
う
し
た
幼
時
の
惰
操
は
普
通
の
人
間
に
於
い
て
す
ら
ど
こ
ま
で
も
意
識
の
底
流
と
し
て
艶
や
か
た
陰
騎
を
形
づ
く
る
も

の
で
あ
る
の
に
、
況
や
元
末
豊
た
官
能
を
具
へ
た
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
如
き
人
に
於
い
て
そ
れ
が
如
何
た
る
場
合
で
も
表
面
に
輝
き
渡
っ

て
ゐ
る
こ
と
は
嘗
然
で
あ
り
、
仮
令
自
ら
は
筆
を
取
っ
て
創
作
活
動
の
中
に
入
る
こ
と
た
く
、
よ
り
反
省
的
た
庫
胆
系
組
織
者
と
し
て

文
化
の
各
領
域
を
統
合
し
、

そ
れ
ら
の
諸
活
動
を
そ
の
聯
闊
性
に
於
い
て
捉
へ
ん
と
す
る
哲
學
者
の
位
置
を
占
め
よ
う
と
も
、
こ
の

美
は
し
き
藝
術
活
動
に
そ
の
獨
自
性
を
何
ら
か
の
形
で
認
め
よ
う
と
努
力
し
た
こ
と
も
又
蓋
し
自
然
の
成
り
行
き
と
い
へ
よ
う
。
若

年
に
し
て
文
學
批
評
を
も
の
し
、
文
壇
の
注
意
を
も
惹
く
に
い
た
っ
た
彼
は
、
同
時
に
歴
史
並
に
道
徳
を
も
鋭
く
考
察
し
て
ゐ
た
の

で
あ
る
。
然
し
こ
れ
ら
の
考
察
は
未
だ
麟
系
の
光
の
中
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
た
＜
、

家
庭
に
緑
の
薄
か
っ
た
政
治
學
、

紳
哲
學
憫
系
は
一
九
〇
二
年
四
月
出
版
さ
れ
た
『
美
學
』

E
s
t
e
t
i
c
a
 

た
ゞ
興
味
は
更
に
マ
ル
グ
ス
の
鰐
清
學
や
彼
の

そ
の
他
も
ろ
／
＼
の
哲
學
書
へ
登
展
し
て
行
っ
た
に
過
ぎ
た
か
つ
た
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
最
初
の
精

に
美
は
し
く
結
賞
し
て
末
た
の
で
あ
る
。
こ
の
書
は
従
末
の

哲
學
的
美
學
に
到
す
る
反
抗
を
そ
の
テ
ー
マ
と
す
る
だ
け
に
、
決
し
て
易
々
と
出
来
上
っ
た
も
の
で
た
く
、
彼
自
身
の
言
ふ
と
こ
ろ
ト

に
依
れ
ば
、
五
ヶ
月
の
間
殆
ど
何
の
書
物
を
限
む
こ
と
も
た
く
、
何
時
間
も
の
間
散
歩
し
た
り
、
半
日
ま
た
は
一
日
ソ
フ
ァ
の
上
に

横
臥
し
た
が
ら
、
心
の
中
で
絶
え
す
思
索
を
絞
け
、
紙
片
に
ノ
ー
ト
を
書
き
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
稽
く
完
成
し
た
だ
け
あ
っ
て

(
C
o
n
t
r
i
b
u
t
e
 "
 in
 Sa.ggi filosofici 
V
I
,
 P
P
・
3
8
4ー
S
)

、
書
名
は
『
美
學
』
で
あ
り
た
が
ら
も
そ
の
内
容
は
各
文
化
活
動
と
の
聯

哲
學
研
究
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腐
性
を
粗
描
し
、
爾
後
の
諸
作
へ
の
展
望
を
含
ん
で
ゐ
る
だ
け
に
、
共
虚
に
は
多
く
の
問
題
が
語
ら
れ
多
く
の
示
唆
が
投
げ
か
け
ら

れ
て
ゐ
る
。
従
つ
て
私
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
研
究
も
ま
た
こ
の
著
作
を
足
懸
り
と
し
て
、

源
と
し
て
何
時
ま
で
も
古
典
の
豊
饒
性
を
示
す
と
一
云
へ
よ
う
。

一九

そ
の
精
肺
哲
學
の
諸
形
態
の
構
造
と
相
互
闊
係

を
探
つ
て
行
か
う
と
思
ふ
。
た
ゞ
氏
の
文
章
は
極
め
て
簡
潔
た
た
め
論
理
の
飛
躍
が
あ
り
、
微
に
入
り
細
に
互
る
推
理
の
足
跡
が
一
ホ

さ
れ
て
ゐ
た
い
虐
が
多
い
た
め
、
理
解
の
困
難
と
誤
解
の
危
瞼
性
と
を
伴
ひ
勝
ち
で
ま
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
叉
多
彩
た
哲
學
潮
流
の

我
々
は
『
美
學
』
の
開
巻
第
一
頁
に
い
と
も
明
瞭
に
ク
ロ
ー
チ
ェ
哲
學
の
大
綱
を
讃
み
と
る
こ
と
が
出
来
る
。
『
認
識
に
は
二
つ

、
、
、

の
形
態
が
あ
る
、
部
ち
そ
れ
は
直
観
的
認
識
と
論
理
的
認
識
、
想
像
力
に
よ
る
認
識
と
悟
性
に
よ
る
認
識
、
個
物
の
認
識
と
普
遍
の

、
。
、
、

認
識
、
個
々
の
物
の
認
識
と
そ
れ
ら
の
も
の
の
闊
係
の
認
識
、
要
す
る
に
心
像
の
生
産
者
と
概
念
の
生
産
者
と
の
い
づ
れ
か
で
あ

る
』
こ
の
命
題
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
郎
ち
絃
に
は
次
の
諸
貼
が
語
ら
れ
て
ゐ
る
、
認
識
に
は
二
つ
の
琉
類
が
阪
別
さ
れ
、

は
個
を
到
象
と
し
他
は
普
週
を
封
象
と
す
る
、
然
も
個
は
普
遍
者
の
特
殊
化
の
桓
限
と
し
て
理
解
さ
れ
得
す
、
そ
れ
自
ら
の
獨
自
性

を
保
有
す
る
、
随
つ
て
普
遍
は
個
の
本
質
を
向
下
的
に
規
定
し
盛
く
す
も
の
で
た
く
し
て
皐
に
個
物
相
互
の
闘
係
を
規
定
す
る
に
す

ぎ
た
い
。
次
に
認
甜
象
の
相
異
に
應
じ
て
認
識
能
力
も
ま
た
蓋
別
せ
ら
れ
、
個
に
謝
應
し
て
想
像
力
が
普
遣
に
野
應
し
て
悟
性
が
配

せ
ら
れ
る
。
そ
れ
故
一
般
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に
想
像
力
は
箪
た
ろ
夢
想
的
能
力
で
た
く
、
認
識
能
力
と
し
て
悟
性
と
同
等
の

地
位
を
占
め
以
つ
て
現
質
把
握
の
尖
端
と
た
り
、
他
方
悟
性
か
ら
は
個
の
認
識
能
力
が
剥
奪
さ
れ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
。
第
三
に
直
観

的
認
識
は
心
像
の
生
産
者
で
あ
り
、
論
理
的
認
識
は
概
念
の
生
産
者
で
あ
る
と
す
る
た
ら
ば
、
認
識
と
は
箪
た
る
質
在
の
模
窮
で
は

た
く
、
却
つ
て
精
紳
の
創
造
的
活
動
の
一
契
機
と
し
て
精
紳
哲
學
の
見
地
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
た
ら
た
い
。
併
し
個
の
認
識
と
一
般

藝
術
哲
學
の
某
礎
問
題

一
方
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の
認
識
と
を
か
く
峻
別
し
、
雨
者
を
そ
れ
J

ぐ
＼
想
像
力
と
悟
性
と
に
照
應
せ
し
め
る
こ
と
が
し
か
く
簡
輩
に
成
立
す
ろ
で
あ
ら
う
か

疑
ひ
た
き
を
得
た
い
。
そ
れ
は
兎
に
角
、
個
の
認
識
と
し
て
の
直
観
は
果
し
て
如
何
た
る
構
造
を
も
ち
、
如
何
た
る
船
で
感
覺
た
い

し
知
覺
と
相
異
る
か
、
更
に
ま
た
藝
術
的
創
作
活
動
と
こ
れ
ら
の
認
識
活
動
と
は
如
何
た
る
縣
聯
を
有
す
る
の
で
あ
ら
う
か
°
我
々

は
r
ー
れ
ら
の
疑
問
を
獨
断
的
に
解
決
す
る
こ
と
た
く
、
原
典
の
中
に
そ
の
解
答
を
探
し
出
し
て
見
ょ
う
。

直
観
は
網
に
も
述
べ
た
や
う
に
認
識
の
一
形
態
と
し
て
概
念
と
謝
等
の
位
置
を
占
め
る
と
す
る
た
ら
ば
、
直
観
は
自
己
充
足
的
た

獨
立
性
郡
ち
直
観
よ
り
の
概
念
の
放
逐
を
要
請
せ
ざ
る
を
得
た
い
。
こ
の
こ
と
は
一
見
き
は
め
て
嘗
然
の
こ
と
の
や
う
に
見
え
た
が

ら
、
質
は
哲
學
思
想
史
上
そ
の
承
認
を
得
た
例
は
桓
く
少
た
く
、
多
く
の
場
合
直
観
は
概
念
へ
の
従
僕
と
し
て
二
次
的
債
値
し
か
認

め
ら
れ
て
ゐ
た
い
。
こ
の
思
想
潮
流
に
謝
す
る
決
然
た
る
反
抗
性
の
中
に
ク
ロ
ー
チ
ェ
哲
學
の
現
代
的
特
異
性
が
見
ら
れ
、
そ
の
儘

系
の
重
要
た
第
一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
、

け
れ
ど
も
概
念
よ
り
の
獨
立
性
を
主
張
す
る
だ
け
で
は
未
だ
唐
観
・
の
具
儘

的
た
定
義
と
た
り
得
た
い
。
感
覺
・
知
覺
・
表
象
も
し
く
は
心
像
も
、
概
念
よ
り
の
獨
立
性
と
い
ふ
貼
に
直
観
と
同
じ
き
特
徴
を
有
し

て
ゐ
る
の
で
は
た
か
ら
う
か
。
併
し
感
覺
と
は
『
形
た
き
質
料
』
で
あ
り
、
質
料
は
そ
の
抽
象
性
に
於
い
て
『
器
械
性
で
あ
り
受
動

性
で
あ
っ
て
』
、
人
間
精
肺
が
生
産
す
る
も
の
で
は
た
い
。
『
質
料
は
形
式
に
よ
っ
て
着
衣
せ
し
め
ら
れ
克
服
ざ
れ
て
か
ら
具
情
的
た

形
を
生
ぜ
し
め
る
。
吾
々
の
一
つ
の
直
観
を
他
の
直
観
か
ら
阪
別
す
る
も
の
は
質
料
で
あ
り
内
容
で
あ
る
。
形
式
は
恒
常
に
し
て
精

＿
紳
活
動
で
あ
り
、
質
料
は
可
楚
的
で
あ
る
°
然
も
精
紳
的
活
動
た
く
し
て
は
精
紳
活
動
は
そ
の
抽
象
性
を
立
ち
出
で
て
、
具
儒
的
・

現
質
的
た
活
動
に
、
此
の
も
し
く
は
彼
の
精
紳
的
内
容
に
、
此
の
も
し
く
は
彼
の
一
定
せ
る
直
観
に
た
ら
た
い
で
あ
ら
う
。
』
精
紳
は

自
夜
性
で
あ
り
、
自
疲
性
と
は
「
形
」
を
も
っ
こ
と
「
形
」
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
外
的
賓
在
か
ら
受
容
的
に
生
ぜ

哲
學
研
究

四
〇
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従
つ
て
叉
複
合
的
た
感

と
形
式
と
は
『
雨
者
が
相
封
立
す
る
我
々
の
二
つ
の
働
き
で
は
た
く
、

四

し
め
ら
れ
る
印
象
と
し
て
の
感
覺
は
む
し
ろ
、
精
紳
が
そ
れ
に
働
き
か
げ
そ
れ
に
形
式
を
賦
興
す
る
こ
と
に
依
つ
て
精
紳
が
自
己
の

中
に
保
持
す
る
素
材
た
い
し
内
容
に
す
ぎ
た
い
。
精
紳
が
創
造
性
で
あ
る
と
言
ふ
こ
と
は
そ
れ
が
自
己
完
結
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味

を
す
、
却
つ
て
自
己
の
外
に
出
で
自
己
の
外
に
謝
立
す
る
素
材
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
箕
に
具
穐
的
・
質
在
的
に
た
る
と
い

、、

ふ
こ
と
を
意
味
す
る
。
言
葉
を
か
へ
れ
ば
、
直
職
は
形
式
と
内
容
、
精
紳
と
物
質
と
の
綜
合
を
意
味
し
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
質
料

一
方
は
我
々
を
襲
ひ
我
々
を
楚
ぜ
し
め
る
外
的
た
も
の
で
あ

り
、
他
方
は
こ
の
外
的
た
も
の
を
包
搬
し
て
そ
れ
を
自
己
の
も
の
た
ら
し
め
る
内
的
た
も
の
で
あ
る
』
併
し
内
的
た
形
式
と
外
的
た

質
料
と
が
、
恰
も
水
が
方
園
の
器
に
流
れ
こ
む
や
う
に
箪
た
る
自
然
的
結
合
を
た
す
に
留
る
た
ら
ば
、
そ
こ
に
は
精
紳
の
創
造
性
は

顧
ら
れ
た
い
で
あ
ら
う
。
更
に
い
は
ゆ
る
質
料
的
自
然
が
あ
く
ま
で
形
式
的
精
紳
の
外
に
の
み
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
恨
令
創
造
性

が
説
か
れ
る
に
し
て
も
一
方
的
た
理
想
主
義
に
終
ら
ざ
る
を
得
た
い
で
あ
ら
う
。
遮
莫
直
観
は
精
紳
と
物
質
と
の
綜
合
に
於
い
て
成

立
す
る
、
従
つ
て
も
し
良
識
が
直
観
郎
感
覺
の
麿
見
を
訂
正
し
、
前
者
を
感
覺
聯
合
と
鮒
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を
記
憶
的
た
感
覺

聯
合
・
意
識
的
た
同
想
と
し
た
り
、
或
ひ
は
無
意
識
的
た
要
素
の
聯
合
と
解
し
て
ゐ
る
以
上
、
前
者
に
於
い
て
は
『
精
紳
に
よ
っ
て

直
観
さ
れ
・
舞
別
さ
れ
・
何
ら
か
の
仕
方
で
所
有
さ
れ
、
且
つ
意
識
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
諸
宴
素
を
記
憶
の
中
に
併
合
す
る
』
こ

と
は
不
可
能
で
あ
り
、
後
者
に
於
い
て
は
『
感
覺
た
ら
び
に
自
然
性
か
ら
逸
出
す
る
』
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
を
ば
『
（
形

、
、
、

成
的
、
構
成
的
・
辮
別
的
た
）
生
産
的
聯
合
』
と
解
し
て
記
憶
と
も
感
覺
の
流
れ
と
も
し
た
い
た
ら
ば
、
か
4

る
聯
合
は
『
感
覺
論
者

、、

の
言
ふ
意
味
の
聯
合
で
た
く
し
て
、
綜
合
帥
ち
精
紳
活
動
た
の
で
あ
る
。
』

衷
象
と
解
す
る
た
ら
ば
直
観
と
表
象
と
を
隔
て
る
距
離
は
梧
め
て
大
き
く
、
後
者
を
『
感
覺
の
心
理
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存
す
る
と
言
ほ
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。

第
一
＝
百
十
九
腕

た
る
ほ
ど
直
観
の
中
に
概
念
が
入
り
こ

的
基
礎
の
上
に
高
掲
ぜ
る
・
栽
り
離
さ
れ
た
何
物
か
』
と
解
さ
た
い
以
上
雨
者
の
近
よ
る
途
は
存
し
た
い
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
感
覺

の
受
動
性
に
到
し
て
主
憫
の
夜
動
性
を
必
要
と
す
る
知
覺
は
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
蹄
に
二
皿
直
観
は
知
畳
で
も
た
け
れ
ば
た
ら
た

い
。
私
が
饗
き
も
の
を
し
て
ゐ
る
部
屋
・
私
の
今
使
っ
て
ゐ
る
筆
の
知
覺
は
直
観
で
も
あ
ら
う
。
併
じ
知
覺
と
は
『
生
起
し
た
賀
在
の

、
、
、

認
識
、
何
ら
か
質
在
的
た
も
の
の
理
解
』
で
あ
る
以
上
、

次
的
た
も
の
で
あ
る
』
と
解
せ
ら
れ
て
ゐ
る
直
観
，
C

本
質
的
に
相
異
る
も
の
で
あ
ら
う
。

『
直
観
は
質
在
た
ら
び
に
可
能
的
た
る
も

の
の
箪
た
る
心
像
の
知
覺
に
は
係
り
た
ぎ
統
一
で
あ
る
。
直
観
に
於
い
て
我
々
は
自
己
を
舞
瞼
的
存
在
と
し
て
外
的
宵
在
に
到
立
せ

し
め
る
こ
と
た
く
、

却
つ
て
我
々
の
印
象
を
あ
る
が
俊
の
相
に
客
観
化
す
る
の
で
あ
る
。
』

ん
で
ゐ
る
こ
と
も
腿
，
存
在
し
よ
う
、
例
へ
ば
哲
學
的
た
格
率
や
紳
の
数
を
説
く
牧
師
の
説
数
が
悲
制
の
中
喜
制
の
高
詞
に
混
入
し

て
ゐ
よ
う
、
併
し
そ
の
際
存
在
す
る
も
の
は
既
に
概
念
で
た
く
し
て
戯
曲
を
構
成
す
る
人
物
の
性
格
に
外
た
ら
た
い
、
あ
く
ま
で
印

象
化
さ
れ
た
概
念
に
す
ぎ
た
い
。
印
象
の
客
観
化
と
は
穏
め
て
誤
解
を
招
き
易
い
言
葉
で
あ
る
が
、

感
覺
で
あ
り
自
然
性
で
あ
る
。
精
紳
は
作
為
し
・
形
成
し
・
表
現
せ
ヤ
し
て
は
直
観
し
た
い
。

そ
の
餌
の
意
味
ほ
か
4

る
獣
に

『
す
べ
て
の
置
の
直
観
た
い
し
表
象
は
同
時
に
表
現
で
あ
る
。
表
現
に
客
観
化
さ
れ
た
い
も
の
は
直
観
た
い
し
表
象
で
た
く
し
て
、

直
観
と
表
現
と
を
分
離
す
る
も
の

は
、
も
は
や
雨
者
を
接
合
し
得
た
い
の
で
あ
る
。
』
ク
ロ
ー
チ
ェ

哲
學
研
究

の
思
想
は
表
現
主
義
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
。
確
に
表
現
こ
そ
彼
の
思
想

の
中
核
を
た
す
も
の
で
あ
る
が
、
表
現
と
は
意
識
内
に
あ
る
師
成
の
理
念
も
し
く
は
形
像
を
抽
出
的
に
外
へ
表
出
し
た
も
の
で
は
た

く
、
却
つ
て
印
象
の
多
様
性
を
基
礎
と
し
各
々
の
印
象
を
内
容
と
し
て
成
立
し
た
個
的
直
観
、
形
成
的
綜
合
と
し
て
印
象
を
客
観
化

『
質
在
と
非
賓
在
，
こ
の
差
別
は
直
観
の
本
性
に
と
つ
て
緑
た
ぎ
も
の

四
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す
る
直
観
こ
そ
置
の
意
味
の
表
現
で
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
表
現
運
勁
は
精
紳
現
象
の
外
面
的
符
琥
で
た
く
し
て
そ
れ
の
疲
展
完
成

に
於
い
て
成
立
す
る
。
あ
た
か
も
一
の
概
念
が
任
意
に
殷
定
さ
れ
て
そ
れ
か
ら
諧
々
の
命
題
を
演
繹
す
べ
き
恨
設
性
を
栢
ふ
も
の
で

た
く
、
逆
に
長
年
月
と
多
く
の
才
能
に
よ
っ
て
彫
琢
さ
れ
獲
得
さ
れ
て
来
た
歴
史
的
産
物
で
あ
る
と
一
般
で
あ
る
。
質
料
た
る
概
念

と
物
質
た
る
概
念
は
希
殿
的
た
物
の
見
方
と
近
世
的
た
物
の
考
へ
方
の
蹄
結
と
し
て
そ
の
成
果
と
し
て
初
め
て
我
々
の
所
有
に
蹄
し

た
こ
と
が
餘
り
に
も
等
閉
に
附
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
は
た
か
ら
う
か
。
精
紳
作
用
と
表
現
運
動
と
は
内
面
的
に
一
つ
で
た
け
れ
ば
た
ら

以
上
の
引
用
句
は
『
美
學
』
そ

た
い
（
第
一
章
「
直
観
と
表
現
」
参
照

と
こ
ろ
が
薮
で
表
現
活
動
部
言
語
活
動
と
い
ふ
新
た
思
想
が
導
入
さ
れ
て
ゐ
る
。

Ec;tetica. 
c
o
m
e
 scienza. 
d
e
l
l
'
e
s
p
r
e
s
s
i
o
n
e
 
e
 linguistica. 
g
e
n
e
r
a
l
e
 

る
が
、
言
語
の
も
つ
地
位
を
認
識
形
態
中
に
採
り
入
れ
た
こ
と
は
、
多
く
の
異
論
が
豫
想
さ
れ
た
が
ら
も
注
目
す
べ
き
考
へ
方
で
あ

ら
う
。
尤
も
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
表
現
を
輩
に
言
語
的
表
現
ぎ
pressior:.i
v
e
r
b
o
1
i
 

四

と
い
ふ
狭
い
枠
内
に
限
定
し
て
し
ま
ふ
か
ら
直
観

帥
表
現
た
る
命
題
が
逆
説
的
に
見
え
る
の
で
あ
っ
て
、
言
語
的
表
現
の
み
た
ら
す
線
・
色
彩
・
調
子
・
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
表

現
が
存
在
し
て
ゐ
る
と
言
っ
て
ゐ
る

(
E
s
t
.
)
p
.
I
I
)
と
こ
ろ
か
ら
見
る
た
ら
ば
、
言
語
學
は
美
學
の
一
領
域
で
あ
る
や
う
に
見
え

る
。
け
れ
ど
も
以
後
の
論
述
に
於
い
て
言
語
的
表
現
を
中
心
と
し
、
表
現
に
ジ
ャ
ン
ル
の
相
異
を
認
め
る
こ
と
た
く
、
詩
的
言
語
に

視
覺
的
・
聴
覺
的
•
そ
の
他
全
感
覺
的
心
像
を
伴
は
し
め
て
ゐ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
た
ら
ば
、
表
現
は
言
語
的
表
現
に
限
ら
れ
る

や
う
に
見
え
、
絡
壷
的
表
現
を
従
風
的
埴
位
に
薔
く
か
の
如
く
取
ら
れ
、
後
者
の
獨
立
性
を
主
張
す
る
人
々
か
ら
は
手
痛
い
非
難
が

浴
せ
ら
れ
よ
う
。
唯
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
中
心
興
味
が
廣
意
の
文
學
的
領
域
に
向
つ
て
ゐ
た
こ
と
は
我
々
が
注
意
し
て
然
る
べ
き
事
柄
で

薬
術
哲
學
の
某
礎
問
題

で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
明
瞭
に
理
解
出
末
る
こ
と
で
あ

こ
れ
は
『
美
學
』
の
標
題
が
よ
り
正
確
に
は
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藝
術
論
の
主
眼
と
我
々
の
慎
璽
た
批
判
が
置
か
れ
ね
ば
た
ら
た
い
。

的
精
紳
の
明
晰
さ
へ
移
行
す
る
の
で
あ
る
。
』

(
E
s
t
.
,

p. 
H

H

)

 

第
一
―
―
百
十
九
究

あ
ら
う
。
又
私
は
な
で
詩
の
有
す
る
本
質
性
た
い
し
詩
郎
原
始
言
語
の
詳
細
に
つ
い
て
躙
れ
る
積
り
は
た
い
。
之
を
要
す
る
に
直
観

は
一
面
悟
性
的
理
解
に
盛
く
さ
れ
す
、
他
面
無
定
形
の
感
覺
的
印
象
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
た
く
、
表
現
と
の
自
己
同
一
作
用
と
し
て

精
紳
活
動
の
甚
底
に
置
か
れ
、
更
に
表
現
は
言
語
的
表
現
と
し
て
『
感
情
と
印
象
と
は
言
葉
に
よ
っ
て
精
紳
の
暗
い
領
域
か
ら
観
照

―
つ
の
藝
術
作
品
を
前
に
し
て
我
々
は
「
観
る
」
も
し
く
は
「
観
照
す
る
」
と
い
ふ
。
小
説
を
讀
み
、
昔
業
を
臨
く
と
人
は
言
ふ
。

併
し
た
が
ら
、
そ
れ
ら
を
IIl
心
索
し
行
為
す
る
と
は
言
は
た
い
。
言
葉
を
か
へ
れ
ば
、
廣
く
精
紳
の
藝
術
活
動
と
は
観
照
の
活
動
で
あ

つ
て
、
概
念
も
し
く
は
意
志
の
運
用
に
現
れ
る
悟
性
ま
た
ほ
理
性
の
活
動
で
た
い
。
若
し
こ
の
貼
に
異
議
を
は
さ
む
人
が
あ
れ
ば
、

そ
の
人
は
永
遠
に
。
ハ
ル
ナ
ッ
ソ
ス
の
紳
々
か
ら
破
門
を
受
け
る
べ
き
人
で
あ
ら
う
。
藝
術
と
は
端
的
に
直
観
で
あ
る
、
然
し
藝
術
的

直
観
と
は
如
何
た
る
構
造
を
も
ち
、
認
識
の
第
一
形
態
と
し
て
の
直
観
と
如
何
た
る
闘
係
を
も
つ
の
で
あ
る
か
。
薮
に
ク
ロ
ー
チ
ェ

壼
家
の
描
い
た
美
し
い
月
の
光
、
製
刷
者
が
線
を
入
れ
た
島
の
輪
廓
、
優
艶
た
音
業
の
施
律
、
繋
の
跡
も
力
弧
い
大
理
石
の
彫
像

等
か
ら
受
け
る
印
象
は
、
如
何
た
る
概
念
の
影
も
射
さ
た
い
純
粋
直
観
的
事
賀
で
は
た
い
で
あ
ら
う
か
。
現
費
生
活
に
知
的
た
冷
笑

を
浴
せ
つ

4
然
も
自
己
の
地
盤
の
不
安
定
さ
の
故
に
最
も
低
俗
た
利
己
主
茂
的
愛
惰
に
身
を
委
ね
る
『
女
學
者
り
群
』
も
、
尚
且
つ
ド

ラ
マ
の
梢
成
人
物
と
し
て
一
つ
の
性
格
を
表
現
す
る
と
こ
ろ
に
、
概
念
り
自
己
展
開
と
し
て
の
ド
ラ
マ
で
た
く
、
ド
ラ
マ
の
有
機
的

哲
學
研
緯

四
四
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藝
術
哲
寧
の
某
礎
問
蓬

四
王

さ
す
れ
ば
雨
者
を
隔
て
る
橋
梁
は
底
た
き
深
淵
に
か
4

る
吊
橋
で
た

と
ま
れ
直
観
的
認
識
と
藝
術
的
事
賓
と
が
同
一
範
疇
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
、

第
一
形
態
中
に
壺
見
し
た
と
見
る
ぺ
き
で
あ
る
こ
と
去
ふ
ま
で
も
た
い
。

統
一
に
編
入
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
概
念
の
感
性
化
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

―
つ
の
読
成
の
イ
ズ
ム
を
も
つ
て
そ
れ
に
肉
と
着

物
を
着
せ
た
作
品
に
蜀
し
て
我
々
が
如
何
に
大
き
た
嫌
悪
の
念
を
覺
え
る
か
を
想
起
し
て
見
る
た
ら
ば
、
い
は
ゆ
る
思
想
家
た
い
し

批
評
家
の
と
り
扱
っ
た
藝
術
の
哲
學
的
考
察
が
そ
の
盤
然
た
る
論
理
の
憫
系
性
に
も
係
は
ら
す
、
空
し
く
砂
上
に
棲
閣
を
築
い
て
ゐ

た
愚
劣
さ
を
ひ
し
／
＼
と
感
す
る
で
あ
ら
う
。
か
う
し
て
概
念
の
俊
入
を
梱
力
防
い
だ
藝
術
活
動
が
、
ク

a
ー
チ
ェ
に
於
い
て
認
識

活
動
と
し
て
の
個
的
直
観
と
同
ー
親
さ
れ
た
こ
と
は
敢
て
怪
む
に
足
ら
た
い
°
勿
論
こ
の
際
ク
ロ
ー
チ
冒
ェ
は
認
識
問
題
か
ら
藝
術
問

題
へ
の
思
索
の
歩
み
を
進
め
て
行
っ
た
も
の
で
た
く
、
却
つ
て
逆
に
藝
術
か
ら
そ
の
精
稗
哲
學
的
制
約
を
求
め
て
、
そ
れ
を
認
識
の

二
回
問
題
の
主
要
た
解
決
を
暗
示
す
る
と
と
も

に
、
他
面
新
し
き
疑
問
を
誘
疲
し
て
来
ざ
る
を
得
た
い
。
た
る
ほ
ど
藝
術
的
直
観
は
直
観
的
認
識
て
あ
る
か
も
細
れ
た
い
が
、
逆
に

後
者
が
す
べ
て
前
者
で
あ
る
こ
と
ほ
如
何
に
し
て
言
ひ
得
る
で
あ
ら
う
か
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
藝
術
家
で
あ
る
の
で
ほ
た
い
，
天
賦

の
オ
能
を
享
有
す
る
選
良
の
み
美
の
女
紳
の
饗
宴
に
列
し
得
る
。
感
覺
を
で
は
た
く
し
て
直
観
そ
の
も
の
を
客
観
化
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
人
は
藝
術
の
園
に
入
る
こ
と
が
出
末
る
。
輩
た
る
直
親
で
た
く
し
て
直
観
の
直
観
た
る
高
次
の
泄
界
に
藝
術
の
藝
術
性
が
存
す

る
の
で
ほ
た
か
ら
う
か
。
然
し
も
し
さ
う
だ
と
す
れ
ば
、
我
々
凡
人
か
ら
藝
術
家
に
到
る
途
ほ
永
久
に
閉
さ
れ
た
も
の
と
た
ら
た
け

れ
ば
た
ら
た
い
。
に
も
係
は
ら
ヤ
、
我
々
は
仮
令
限
ら
れ
た
程
度
で
あ
る
に
し
て
も
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
シ
ン
フ
ォ
ニ
イ
を
鶴
き
、

モ
ナ
・
刀
ザ
の
紳
秘
た
笑
ひ
に
共
感
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

く
、
箪
に
餘
り
に
も
大
た
る
段
階
の
距
離
に
過
ぎ
た
い
の
で
は
た
か
ら
う
か
。
質
的
で
た
＜
量
的
た
差
異
に
蒻
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
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勝
義
に
於
け
る
藝
術
的
置
観
の
低
次
的
段
殿
に
排
列
す
る
以
上
、
そ
の
低
次
元
者
に
高
次
元
者
の
も
つ
屈
性
の
豊
さ
を
拒
否
す
る
こ

と
か
ら
賞
然
豫
想
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
た
ら
ば
二
龍
雨
者
の
も
つ
個
の
個
性
は
箪
に
類
比
的
に
貧
富
の
盤
的
差
別
に
す

ぎ
た
い
の
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
場
合
個
的
認
識
が
全
面
的
に
藝
術
的
創
作
作
用
で
あ
る
こ
と
に
も
大
き
た
疑
問
が
掛
け
ら
れ
る
が
、

更
に
か
4

る
創
作
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
個
物
そ
の
も
の
の
批
判
に
際
し
て
、
そ
の
完
結
性
の
如
何
が
美
醜
と
判
定
さ
れ
る
以
上
、

は
完
全
た
る
形
を
形
成
し
他
は
そ
れ
を
何
等
か
の
租
｀
度
に
於
い
て
鋏
く
と
言
は
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
、
然
も
こ
の
鋏
け
た
部
分
を
輩

に
補
填
す
る
こ
と
が
藝
術
作
品
に
於
い
て
不
可
能
と
説
か
れ
る
た
ら
ば
、
個
と
個
と
を
蓋
別
す
る
も
の
は
連
続
的
た
批
の
範
疇
で
は

あ
り
得
た
い
の
で
は
た
か
ら
う
か
。
質
を
異
質
的
不
連
続
性
に
於
い
て
旦
星
を
同
質
的
連
続
性
に
於
い
て
の
み
解
せ
ん
と
す
る
態
度
自

身
が
形
式
論
理
的
た
抽
象
性
と
言
は
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。

以
上
の
如
き
媛
問
を
提
出
し
そ
れ
へ
の
見
透
し
を
つ
け
る
と
共
に
、
我
々
は
方
面
を
痩
へ
て
糊
の
根
本
命
題
か
ら
帥
結
す
る
藝
術

の
ま
A
藝
術
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
ら
う
か
、

t
 
a
m
e
e
r
e
 

も
こ

4
に
問
題
の
伏
在
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。
加
之
、
日
常
的
直
観
を

ろ
に
自
己
の
制
裁
を
見
出
す
』

(Est.,
p. 1
8

)

わ
け
で
あ
る
。

併
し
た
岱
ら
、
果
し
て
個
物
の
認
識
と
し
て
の
直
観
の
定
義
が
そ

nascitur
で
た
く
し
て

h
o
m
o
nasci tur p
o
e
t
a

で
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
従
つ
て
『
一
般
人
間
よ
り
も
帝
碑
に
隔
た
れ
る
も
の
と

第
三
百
十
九
戟

直
観
の
唯
一
性
を
保
證
す
る
道
で
あ
る
と
す
る
た
ら
ば
、

必
然
的
で
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。

哲
學
研
究

こ
れ
こ
そ
ク
ロ
ー
チ
ュ
が
選
ん
だ
解
決
へ
の
大
道
で
あ
る
ご
と
は
正
し
く

一
片
の
エ
ど
グ
ラ
ム
も
藝
術
で
あ
り
、
識
ら
た
い
中
に
四
千
年
の
長
き
に
亙
つ
て
散
文
を
作
り
綾

け
て
ゐ
た
モ
リ
エ
ー
ル
の
ジ
ュ
ル
ダ
ン
氏
の
喜
刺
的
た
驚
ぎ
が
深
い
意
味
を
伴
つ
て
末
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
い
て

p
o
e
t
a

い
ふ
態
度
を
持
し
又
さ
う
表
象
さ
れ
て
ゐ
る
天
才
は
、
ど
こ
か
可
笑
し
た
も
の
に
成
っ
た
り
或
ひ
は
そ
の
や
う
に
見
え
て
末
る
と
こ

四
六
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個
の
分
裂
に
盛
き
る
も
の
で
は
た
い
。

一
般
の
特
色
を
調
べ
て
見
ょ
う
。
前
に
獨
れ
た
如
く
直
観
は
綜
合
で
あ
り
印
象
の
客
観
化
で
あ
っ
た
、

の
本
質
が
内
容
に
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
後
者
は
そ
れ
が
形
式
に
．
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
互
に
論
争
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
が
、
雨

者
の
具
櫃
的
た
理
論
の
内
容
を
検
出
し
て
見
る
と
き
、

の
中
に
存
す
る
と
答
へ
、

天
空
へ
人
間
を
高
め
る
も
の
・
現
質
と
十
分
違
は
た
い
も
の
・
自
然
的
た
ら
び
に
物
理
的
に
美
し
い
も
の
と
さ
へ
規
定
さ
れ
た
内
容

他
方
の
も
の
は
内
容
は
ど
う
で
も
よ
い
、

た
も
の
で
あ
る
。
統
一
・
調
和
・
均
幽
．
等
々
の
美
的
形
式
の
み
が
置
に
美
的
精
紳
を
翫
揺
す
る
も
の
で
あ
る
。
』

(Breviario
di 

esteticn., 
p. _
3
1
)
 

,-1J
考
へ
て
ゐ
る
。

つ
て
反
酎
の
主
張
を
或
程
度
ま
で
容
認
い
た
も
っ
と
進
ん
で
反
到
の
も
の
が
自
己
の
主
張
の
支
柱
に
た
ら
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
こ
と
を

認
め
ざ
る
を
得
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
所
が
買
理
は
形
式
を
離
れ
た
内
容
、
内
容
を
離
れ
た
形
式
の
い
づ
れ
に
も
存
せ
す
、
む
し
ろ

形
式
と
内
容
と
の
結
合
た
る
「
形
」
に
於
い
て
統
一
さ
れ
て
ゐ
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、

相
反
者
と
し
て
地
盤
を
も
た
ざ
る
ス
コ
ラ
的
美
學
の
論
争
が
惹
き
起
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
．
然
ら
ば
こ
の
分
裂
は
如
何
に
し
て

生
じ
て
来
た
か
と
言
へ
ば
、

そ
の
根
源
は
藝
術
の
藝
術
性
郎
ち
藝
術
の
自
律
性
を
正
賞
に
認
め
る
こ
と
C
出
末
た
か
っ
た
主
知
主
義

的
、
倫
理
主
義
的
、
快
業
主
餞
的
、
賀
用
主
義
的
美
學
息
想
よ
り
な
似
す
る
の
で
あ
っ
て
、
誤
呟
ど
の
由
つ
て
甚
づ
く
根
抵
は
雖
た
る
一

形
式
と
内
容
と
は
藝
術
に
於
い
て
具
憫
的
た
一
者
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

嶽
術
哲
學
の
某
礎
問
題

て
如
何
た
る
具
棚
性
を
も
つ
で
あ
ら
う
か
。

四
七

然
し
こ
の
や
う
に
相
互
に
論
季
し
合
び
、
相
互
に
自
己
の
學
説
を
深
化
す
る
に
従
つ
て
、
却

こ
の
具
憫
的
統
一
の
分
裂
に
よ
る

さ
れ
ば
と
言
っ
て
附
者
は
無
差
別
的
・
同
一
律

そ
れ
は
美
的
形
式
が
吊
り
下
げ
ら
れ
る
横
木
か
骨
組
の
や
う

こ
の
こ
と
は
薔
術
論
に
於
い

一
個
獨
逸
に
於
い
て
は
い
は
ゆ
る
内
容
美
學
と
形
式
美
學
と
が
酎
立
し
、
前
者
は
藝
術

『
一
方
は
藝
術
が
快
適
た
る
も
の
・
逍
徳
的
た
も
の
・
形
而
上
學
や
宗
教
の
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に
到
す
る
限
り
た
き
尊
敬
の
情
を
表
す
せ
め
て
も
の
記
念
と
し
て
で
あ
る
こ
と
、

一
九
ー
ニ
年
に
書
か
れ
た

Brevin.rio
di 
este ,
 

に
再
現
し
て
来
る
の
で
あ
る
、

『
美
的
活
動
に
於
い
て
は
表
現
活

第
一
一
一
百
十
九
就

的
に
一
た
の
で
ほ
た
い
。
直
観
を
離
れ
た
印
象
は
賓
在
で
た
く
、
印
象
を
鋏
い
た
直
観
は
宙
に
浮
か
ざ
る
を
得
た
い
。
し
か
も
雨
者

は
受
動
と
能
勘
と
し
て
綜
合
的
統
一
に
入
る
と
き
に
の
み
認
識
の
第
一
形
態
と
い
ふ
位
置
を
占
め
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
形
式
も

内
容
も
元
末
租
反
す
る
も
の
で
あ
り
た
が
ら
、
然
も
相
補
的
た
契
機
を
形
成
す
る
限
り
生
動
的
た
藝
術
の
創
造
性
に
参
興
す
る
と
云

つ
て
よ
い
。
換
言
す
れ
ば
形
式
と
内
容
と
は
藝
術
の
中
に
於
い
て
の
み
差
別
さ
れ
る
に
過
ぎ
す
、

動
が
印
象
の
事
質
に
附
加
せ
ら
れ
る
の
で
た
く
、
却
つ
て
印
象
が
表
現
活
動
に
よ
っ
て
彫
琢
さ
れ
形
成
さ
れ
る
。
濾
過
器
の
中
に
入

れ
ら
れ
た
水
が
他
の
側
か
ら
再
び
出
て
来
る
と
き
前
の
水
と
同
一
で
あ
る
と
共
に
異
つ
て
ゐ
る
が
如
く
、
印
象
は
謂
は
ゞ
表
現
の
中

別
た
愛
著
の
念
を
も
つ
て
使
用
し
て
ゐ
る
所
以
は
、

t
i
g
に
於
い
て
明
瞭
で
あ
る
。

(Est., 
p
 1
9

)

弦
に

formn, を
「
形
」
と
諜
し
た
意
味
は
以
上
の
論
述
に
よ
っ
て
首
肯
さ
れ
る
と
思
ふ
が
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
が

formn,
と
い
ふ
言
葉
を
特

『
従
つ
て
藝
術
を
内
容
と
し
て
も
し
く
は
形
式
と
し
て
呈
示
す
る
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
い
或
ひ
は
箪

か
た

に
言
葉
3
上
の
便
宜
性
に
す
ぎ
た
い
。
若
し
内
容
は
形
式
化
さ
れ
、
形
式
は
充
填
さ
れ
た
も
の
、
感
情
は
象
ど
ら
れ
た
感
情
で
あ

り
、
形
像
は
感
じ
っ
れ
た
形
像
で
あ
る
こ
と
が
始
終
理
解
せ
ら
れ
て
ゐ
る
た
ら
ば
°
而
し
て
唯
、
藝
術
の
自
律
性
め
概
念
を
他
の
も

の
に
も
増
し
て
慣
値
づ
け
、
且
つ
こ
の
自
律
性
を
「
形
」

formft_
...v 
>
を
言
葉
で
主
張
し
、
か
く
し
て
哲
學
者
楚
の
抽
象
的
た
内
容

主
義
や
ア
カ
デ
ミ
ス
ト
達
の
抽
象
的
た
形
式
主
義
に
劉
立
せ
し
め
ん
と
し
た
人
に
敬
意
を
表
せ
ん
が
た
め
に
|
|
＇
部
ち
デ
・
ザ
ン
ク

テ
ィ
ス
に
敬
意
を
表
せ
ん
が
た
め
に
ー
、
ま
た
同
様
に
藝
術
を
ば
他
の
精
紳
活
動
様
式
と
混
同
せ
ん
と
す
る
傾
向
に
反
蜀
す
べ
き

哲
學
研
究

そ
れ
故
美
的
活
動
は
「
形
」
で
あ
り
「
形
」
以
外
の
何
も
の
で
も
た
い
。
』

こ
の
文
字
が
彼
の
敬
愛
す
る
祖
國
の
先
覺
者
デ
・
サ
ン
ク
テ
ィ
ス

D
e
S
a
n
c
t
i
s
 

四
八
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時
分
で
あ
っ
た
が
、

四

常
に
緊
急
た
諭
争
の
た
め
に
、
直
観
の
美
學
は
「
形
の
美
學
」

E
R
t
e
t
i
c
n
clelln, 
f
o
r
u
m
と
呼
ん
だ
が
よ
い
で
あ
ら
う
。
』

(
N
n
o
w
i
,

S(tggi 
di 
estetic(t, 
p. 
3
4
 
,
 

本
思
想
と
は
如
何
た
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
併
し
元
末
デ
・
サ
ン
ク
テ
ィ
ス
は
憫
系
的
た
哲
學
者
で
た
い
た
め
彼
の
纏
っ
た
思
想
を

こ
れ
ら
の
著
書
を
顆
み
且
つ
そ
れ
が
ク
ロ
ー

窺
ふ
に
足
り
る
著
書
も
た
く
、

そ
れ
で
は
ク
ロ
ー
チ
ェ
を
し
て
か
く
ま
で
深
い
敬
慕
の
念
を
抱
か
し
め
た
デ
・
サ
ン
ク
テ
ィ
ス
の
根

叉
現
在
私
の
手
許
に
あ
る
著
書
の
敷
も
少
た
い
た
め
、

チ
ェ
に
及
ぼ
し
た
思
想
の
過
租
を
叙
述
し
て
ゐ
る

J
en.n 
L
a
m
e
 ere
の
好
著
巳
e
s
t
h
e
t
i
q
u
e

d
e
 
B
e
n
e
d
e
t
t
 0
 

C
r
o
c
e
 (
1
9
3
6
)
 

を
借
り
て
そ
の
大
宴
を
述
べ
て
見
ょ
う
と
思
ふ
っ
併
し
そ
の
前
に
一
言
し
て
お
き
た
い
の
は
、
糊
に
述
べ
た
形
式
と
内
容
と
の
形
成

的
綜
合
と
し
て
の
「
彦
」
は

Estetica.
が
出
さ
れ
て
か
ら
十
年
の
歳
月
を
経
て
そ
の
思
想
が
深
化
さ
れ
た
跡
の
顕
著
た

B
r
e
v
i
a
r
i
o

di 
esteticn. 
に
於
い
て
は
、
朋
白
た
る
言
葉
を
も
つ
て
「
先
天
的
美
的
綜
合
」

la
sintesi 
n. 
pri 0
 ri 
estetica」

を
り

(
N
u
o
v
i
s
a
g
塁
P
・
S
S
J

、

綜
合
を
初
段
陪
と
し
て
爾
後
の
「
先
天
的
論
理
的
綜
合
」
「
先
天
的
質
践
的
綜
合
」
た
ど
の
賀
り
豊
け
き
南
歌
の
哲
學
橙
系
へ
進
み

入
り
得
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

・
藝
術
哲
學
の
基
礎
問
題

四
九

(
O
o
n
t
r
i
b
u
t
o
.
 
i
n
 

と
述
べ
ら
れ
て

こ
＼
に
精
肺
哲
學
の
一
形
態
と
し
て
藝
術
に
不
動
の
基
礎
が
置
か
れ
、
我
々
も
こ
の
先
天
的
美
的

ク
ロ
ー
チ
ェ
自
身
の
語
る
と
こ
ろ
に
依
れ
ば
、
彼
が
始
め
て
デ
・
サ
ン
ク
テ
ィ
ス
の
著
書
を
讃
み
出
し
た
の
は
既
に
高
等
學
校
の

嘗
時
は
む
し
ろ
氣
眺
に
満
ち
た
カ
ル
ヅ
ッ
チ

C
a
r
d
u
c
c
i
に
惹
き
つ
け
ら
れ
て
ゐ
た
。

Sn.ggi 
filosofici, 
p. 3
7
 2
)

だ
が
、
縦
ひ
デ
・
サ
ン
ク
テ
ィ
ス
に
封
す
る
充
分
の
理
解
と
熱
愛
と
を
も
ち
得
た
か
っ
た
に
し
ろ
、
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•
哲
學
研
究

第
三
百
十
九
腕

彼
の
基
本
的
た
思
想
に
つ
い
て
は
粗
雑
た
が
ら
も
若
干
の
印
象
が
刻
み
つ
け
ら
れ
て
ゐ
た
わ
け
で
、

と
は
郎
ち
『
藝
術
は
反
省
や
論
理
の
作
る
も
の
で
た
＜
又
技
巧
の
産
み
出
す
も
の
で
も
た
く
し
て
、
却
つ
て
自
疲
的
に
し
て
純
粋
た

る
想
像
的
形
態
で
あ
る
。
』

(ibid.,
p. 3
9
2
)

と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

然
的
た
補
充
物
、

こ
の
感
銘
た
ゞ
た
ら
ざ
る
印
象

こ
の
思
想
に
結
び
つ
く
一
般
的
た
思
考
法
、
及
び
之
か
ら
判
断
た
ら
び
に
行
動
に
到
す
る
如
何
た
る
鰈
結
が
派
生

し
て
末
る
か
と
い
ふ
や
う
た
種
々
の
問
題
は
未
だ
ま
っ
た
き
闇
の
中
に
淡
し
芸
つ
て
を
つ
た
の
で
あ
る
。

一
般
に
「
イ
タ
リ
ア
文
學
史
」
た
る
名
著
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
デ
・
サ
ン
ク
テ
ィ
ス

(
1
8
1
6
-
1
8
8
3
)

は
、
併
し
た
が
ら
、
決
し
て
一
個
の
文
學
者
に
盛
き
る
も
の
で
た
く
、
彼
の
文
學
観
の
根
抵
を
洞
察
す
る
も
の
は
そ
こ
に
深
遠
た
哲

學
的
思
想
の
動
い
て
ゐ
る
こ
と
を
明
瞭
に
認
識
す
る
に
相
異
あ
る
ま
い
。
確
に
彼
こ
そ
は
埋
れ
た
大
哲
學
者
ヴ
ィ
コ
に
哲
學
史
上
栖

要
た
る
地
位
を
典
へ
た
最
初
の
登
見
者
の
一
人
に
敷
へ
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
的
た
合
理
論
全
盛
の
時
代
に
近
代
的

た
歴
史
の
理
論
を
考
察
し
た
一
人
の
南
欧
人
の
思
想
に
こ
よ
た
き
敬
愛
の
念
を
感
じ
た
デ
・
サ
ン
ク
テ
ィ
ス
が
、
箪
に
祖
國
の
同
じ

血
に
生
き
る
同
胞
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
ふ
政
治
的
た
意
味
で
た
く
、
自
己
の
藝
術
観
の
優
れ
た
導
師
を
偶
t

自
分
の
先
輩
に
見
出
し

た
と
い
ふ
純
學
問
的
た
意
味
に
於
い
て
、
我
々
の
深
い
闊
心
を
惹
く
の
で
あ
る
。
文
學
者
が
哲
人
を
然
も
埋
れ
た
哲
人
を
自
己
の
道

標
と
仰
ぐ
歴
史
的
事
賀
に
私
は
、
廣
く
藝
術
に
携
は
る
者
が
自
己
の
領
域
を
固
守
し
て
他
の
文
化
所
産
、
就
中
思
想
の
論
理
性
に
獨

断
的
た
按
斥
と
嫌
悪
の
感
を
抱
く
そ
の
狭
韮
さ
に
い
つ
も
哀
憫
の
情
を
漿
じ
得
た
い
の
で
あ
る
。

藝
術
と
は
デ
・
ザ
ン
ク
テ
ィ
ス
に
と
つ
て
、
他
の
如
何
た
る
も
の
と
も
混
同
し
得
た
い
自
律
的
活
動
た
の
で
あ
る
。
彼
に
と
つ
て

も
、
ヴ
ィ
コ
に
於
け
る
と
同
様
に
、

こ
の
藝
術
活
動
は
一
つ
の
特
殊
た
能
力
抑
ち
形
態
産
出
的
想
像
力

la
fautaisie p
r
o
d
u
c
t
r
i
c
e
 

然
し
か
う
い
ふ
考
へ
方
の
哲
學
的
た
根
燐
と
か
そ
の
必

五
0
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に
は
辮
證
法
の
影
が
纏
は
つ
て
ぬ
る
こ
と
は
否
み
得
た
い
事
質
で
あ
る
。

五

ヘ
ー
ゲ
ル
美
學
に
到
す
る
彼
の
反
抗
は
他
面
前
者

d
e
 f
o
r
m
e
s
に
よ
っ
て
の
み
鋤
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
だ
併
し
前
者
は
、
後
者
が
想
像
力
を
時
間
中
に
於
け
る
社
會
進
化
の
第
一
契
機

と
し
た
に
反
し
、
そ
れ
を
ば
人
間
精
紳
の
補
足
的
能
力
と
す
る
に
満
足
し
て
ゐ
．
た
鮎
に
直
要
た
相
異
が
見
ら
れ
る
。
賓
を
言
へ
ば
デ
・

サ
ン
ク
テ
ィ
ス
は
決
し
て
い
は
ゆ
る
哲
學
者
で
は
た
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
問
題
を
何
ら
憫
系
的
に
解
決
し
ょ
う
と
努
め
た

か
っ
た
こ
と
も
嘗
然
た
成
り
行
き
に
す
ぎ
た
い
。
憫
系
は
一
面
的
た
箕
理
に
過
ぎ
す
、
そ
れ
が
置
理
の
全
罷
を
盛
く
し
て
ゐ
る
も
の

で
た
い
と
の
理
由
ゆ
ゑ
に
、
彼
は
髄
系
の
必
要
を
認
め
た
が
ら
も
凡
べ
て
の
憫
系
を
忌
み
疎
ん
じ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の

理
由
だ
け
を
も
つ
て
彼
を
印
象
主
義
的
文
學
批
評
家
と
見
る
の
は
賞
ら
た
い
。
多
く
の
作
家
は
自
己
の
構
想
力
に
よ
つ
て
敷
ー
の
作

品
を
創
作
し
つ

4
も
、
自
己
の
創
作
し
た
作
品
の
反
省
的
理
解
、

そ
の
本
質
の
哲
學
的
た
解
明
に
つ
い
て
は
却
つ
て
無
知
で
あ
り
、

他
人
の
創
作
品
に
謝
し
て
は
た
ゞ
自
己
の
そ
の
場
あ
た
り
の
感
惰
・
趣
味
・
氣
分
で
も
つ
て
批
評
を
下
す
こ
と
が
餘
り
に
も
多
い
の

之
に
反
し
て
デ
・
サ
ン
ク
テ
ィ
ス
は
自
己
の
文
學
批
評
を
美
的
事
質
の
精
細
た
分
析
に
よ
つ
て
支
持
し
よ
う
と
、
部
ち
一
方
に
於

い
て
氣
ま
ぐ
れ
た
主
観
的
批
評
を
斥
け
る
と
と
も
に
、
他
方
師
成
の
理
論
に
照
ら
し
て
天
下
り
的
に
先
験
的
た
判
断
を
加
へ
る
こ
と

を
も
斥
け
て
藝
術
そ
の
も
の
に
直
接
し
、
藝
衛
活
動
の
訟
密
を
看
破
ら
う
と
努
め
た
の
で
あ
る
。

こ
4

に
一
云
ふ
既
成
の
理
論
と
は
特
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
美
學
を
指
す
の
で
あ
る
が
、

の
後
者
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
如
何
に
大
た
る
も
の
で
あ
る
か
を
褻
面
か
ら
證
明
す
る
↓
4

の
で
あ
っ
て
、
デ
・
サ
ン
ク
テ
ィ
ス
の
背
景

1
9
1
.
2
)

に
よ
れ
ば
、

薬
術
哲
學
の
某
礎
問
題

で
あ
ろ

ク
ロ
ー
チ
ニ
の
論
文

(
D
e
S
a
n
c
t
i
s
 
e
 l'
H
e
g
e
l
i
s
m
o
,
 

一
八
四

0
年
か
ら
一
八
四
八
年
ま
で
の
間
に
成
熟
し
た
ナ
ボ
リ
の
数
養
あ
る
青
年
は
残
ら
す
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
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第
一
一
一
百
十
九
琥

互
大
た
光
を
浴
び
て
を
り
、
デ
・
サ
ン
ク
テ
ィ
ス
自
身
も
一
八
四
八
年
以
前
に
ベ
ナ
ー
ル

B
宦
a
r
d
の
醜
繹
で

を
談
ん
だ
こ
と
を
告
白
し
て
ゐ
る
さ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
讃
響
が
彼
の
上
こ
ど
ん
た
大
き
た
愛
化
を
も
た
ら
し
た
か
は
蓋
し
想

像
に
餘
り
あ
る
で
あ
ら
う
°
然
し
嘗
時
ド
イ
ツ
語
の
讃
め
た
か
っ
た
彼
が
原
文
で
本
裳
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
書
物
を
讃
み
出
し
た
の
は
．
一

八
五

0
年
か
ら
一
八
五
三
年
に
い
た
る

C
a
s
t
e
l
d
e
l
l
'
O
v
o
 
.
¥
;
'
於
け
る
幽
閉
中
の
出
末
事
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
獄
合
を
出
る

と
共
に
配
所
の
中
で
思
索
し
綾
け
た
ヘ
ー
ゲ
ル
美
學
へ
の
懐
疑
か
ら
脱
け
出
、
そ
の
個
系
の
も
つ
論
理
主
義
・
形
式
主
義
に
到
す
る

自
己
の
批
判
を
疲
展
さ
せ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
と
一
云
つ
て
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
學
に
全
商
的
た
反
撥
を
感
じ
て
ゐ
た
の
で
は

た
く
、
む
し
ろ
そ
れ

r
非
常
た
敬
意
を
彿
つ
て
ゐ
た
こ
と
も
そ
の
弟
子
に
典
へ
た
手
紙
等
に
よ
っ
て
明
白
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
尤
も
一
八
六

0
年
以
後
自
然
主
義
及
び
歴
史
主
義
の
強
力
た
影
響
を
受
け
て
漸
次
ヘ
ー
ゲ
ル
的
た
色
彩
を
弱
め
、

『
ペ
ト
ラ
ル
カ
論
』

S
a
g
g
i
o
sul 
P
e
t
r
a
r
c
a
に
於
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
美
學
た
ら
び
に
一
般
に
浪
漫
主
義
へ
の
訣
別
を
告
げ
て
ゐ
る
試
‘

併
し
彼
の
學
的
態
度
そ
の
も
の
に
内
在
的
た
解
繹
を
下
し
て
ゐ
る
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
よ
る
た
ら
ば
、
彼
に
現
れ
て
ゐ
る
こ
の
思
想
も
た

ん
ら
本
質
的
た
愛
化
を
意
味
す
る
も
の
で
た
く
、
終
始
一
貫
し
て
抽
象
的
ス
コ
ラ
的
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
か
ら
純
粋
た
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
を

白
日
の
下
に
取
り
出
す
こ
と
が
、
た
と
ひ
デ
・
サ
ン
ク
テ
ィ
ス
自
身
そ
れ
ほ
ど
自
覺
し
て
ゐ
た
か
っ
た
に
し
て
も
そ
の
根
本
的
た
態

度
で
あ
っ
た
と
結
論
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

と
ま
れ
こ
の
試
み
が
成
功
し
て
ゐ
よ
う
が
、
又
未
だ
取
り
こ
ぼ
た
る
べ
き
難
問
を
残
し
て
ゐ
よ
う
が
、
こ
の
偉
大
た
文
學
者
畢
生

の
仕
事
が
藝
術
0
自
律
性
を
中
心
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
を
具
騰
的
に
純
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ら
う
こ
と
は
疑
ぴ
を
容
れ
た

い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
企
圏
は
具
骰
的
に
如
何
た
る
形
で
現
れ
て
来
た
か
を
間
接
的
た
が
ら
明
に
し
て
見
ょ
う
。

哲
學
研
究

五

一
八
六
九
年

ヘ
ー
ゲ
ル
の
美
學



.855 

藝
術
的
事
質
を
と
り
扱
ふ
場
合
ヘ
ー
ゲ
ル
が
犯
し
た
誤
謬
は
、
そ
れ
ら
の
事
賓
を
一
二
肢
法
的
に
形
成
さ
れ
た
猜
系
中
に
牧
め
よ
う

と
し
た
黙
に
存
す
る
こ
と
を
彼
は
充
分
に
知
つ
て
ゐ
た
故
、
自
己
の
批
評
た
ら
び
に
文
學
史
叙
述
に
於
い
て
こ
の
危
瞼
を
さ
け
る
こ

と
が
出
末
た
の
で
あ
る
が
、
然
し
究
振
に
於
い
て
藝
術
を
理
念
の
感
性
的
表
現
と
看
倣
す
ヘ
ー
ゲ
ル
美
學
の
根
本
思
想
を
抜
け
切
る

『
憫
系
は
ヘ
ー
ゲ
ル
を
押
し
て
形
態
の
中
に
理
念
を
索
め
さ
せ
た
。
併
し
憫
系
は
彼
を
押
し
て
理
念
と
形

態
と
の
統
一
を
見
忘
れ
は
さ
せ
た
か
っ
た
、
そ
う
し
て
彼
の
最
高
の
榮
脊
は
詩
人
の
精
紳
中
に
こ
の
二
つ
の
項
が
同
時
に
共
在
し
て

ゐ
る
こ
と
を
強
調
し
、
且
つ
藝
術
り
点
越
性
を
ば
、
理
念
が
そ
の
中
に
包
含
さ
れ
謂
は
ゞ
忘
却
さ
れ
て
ゐ
る
人
格
的
統
一
の
中
に
位

置
せ
し
め
た
こ
と
に
存
し
て
ゐ
る
。
が
、

こ
の
箕
理
は
恐
ら
く
彼
の
櫃
系
中
に
自
然
に
は
入
っ
て
来
た
も
の
で
も
あ
る
ま
い
し
、
叉

そ
れ
を
入
れ
る
こ
と
に
依
つ
て
そ
の
櫃
系
を
改
愛
せ
ざ
る
を
得
た
か
っ
た
の
で
も
あ
ら
う
。

五

つ
い
て
語
り
且
つ
そ
こ
に
こ
そ
買
理
が
横
た
は
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
を
感
じ
た
も
の
は
あ
る
ま
い
。
併
し
乍
ら
植
系
に
禍
ひ
さ
れ

は
や
り

て
此
の
自
由
に
し
て
詩
的
た
個
憫
も
、
質
際
に
於
い
て
は
、
理
念
の
表
現
た
い
し
個
別
化
、
或
ひ
は
も
っ
と
流
行
言
葉
で
一
云
へ
ば
、
透

明
た
ヴ
ェ
ー
ル
に
過
ぎ
た
い
の
で
あ
る
。
何
故
た
ら
肝
腎
た
も
の
•
主
要
た
も
の
は
何
時
も
表
現
さ
れ
た
「
も
の
」
た
の
で
あ
る
か

ら
。
』

(
F
r
a
g
m
e
n
t
s
,d
ぶ
sthetique,
c
o
m
m
u
n
i
q
u
e
s
 a
 l'
A
c
a
d
e
m
i
e
 P
o
n
t
a
n
i
e
n
u
e
 d
e
 N
a
p
l
e
s
,
 
p
a
r
 B

.
 C
r
o
c
e
 (
s
e
a
n
c
e
 

含
2
0

juin 1
9
1
4
)
,
 

R
i
c
e
r
c
h
e
 e
 d
o
c
u
m
e
n
t
i
 desanctisiani 
Gfonini, Z・apoli, 
1
9
1
4
,
 

a
c
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
:
 
G
.
 L
a
t
e
r
z
a
,
 

a
 Bari, 
p. 6
)

表
現
さ
る
べ
き
理
念
と
表
現
す
べ
き
形
態
、

の
で
あ
る
°
而
し
て
彼
は
こ
の
誤
謬
を
ば
そ
れ
を
犯
し
た
師
ヘ
ー
ゲ
ル
の
過
失
を
辮
護
し
つ

A
も
正
嘗
に
指
摘
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
°
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
い
て
藝
術
美
は
官
能
的
た
快
感
で
も
た
く
、
美
的
感
受
力
と
し
て
の
趣
味
を
満
足
せ
し
め
る
も
の
で
も
た
く
し

葉
術
哲
學
の
某
礎
問
題

こ
と
が
出
末
た
か
つ
た
。

こ
の
分
離
を
デ
・
サ
ン
ク
テ
ィ
ス
は
認
め
る
こ
と
が
出
末
た
か
っ
た

ヘ
ー
ゲ
ル
以
上
に
個
別
化
と
具
象
化
に
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て
、
逝
に
高
次
た
精
紳
的
事
質
で
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
°
箪
た
る
感
性
の
契
機
に
止
ま
る
こ
と
た
く
、
そ
れ
を
自
己
の
媒
介
契
機
と

し
て
有
す
る
精
紳
活
動
こ
そ
藝
術
の
成
立
す
る
地
盤
で
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
藝
術
は
絶
謝
精
紳
の
感
性
的
た
在
り
方
で
あ
り
、
具

罷
的
普
逼
と
し
て
の
絶
謝
理
念
を
そ
れ
に
ふ
さ
は
し
き
感
性
的
形
式
で
も
つ
て
表
現
す
る
個
別
者
が
藝
術
の
内
容
を
た
す
°
然
し
こ

の
個
別
的
形
式
は
理
念
に
外
在
す
る
感
性
的
形
式
で
た
く
、
現
賞
在
に
ま
で
形
成
せ
ら
れ
、

一
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
ゐ
る
限
り
に
於
け
る
理
念
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
の
中
に
現
象
的
特
殊
化
と
現
象
的
規
定
性
と
の
原
理
を
包
含

す
る
綿
儒
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
°
ヘ
ー
ゲ
ル
の
疲
出
論
的
解
繹
に
到
し
て
は
現
在
多
々
の
異
論
が
あ
ら
う
が
、
勘
く
と
も
デ
・
サ
ン

ク
テ
ィ
ス
の
理
解
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
か
く
の
如
き
も
の
に
近
か
っ
た
の
で
は
た
か
ら
う
か
。

デ
・
サ
ン
ク
テ
ィ
ス
に
と
つ
て
理
念
と
そ
の
現
象
形
式
と
の
綜
合
的
統
一
は
普
逼
の
側
で
た
＜
個
別
の
側
に
於
い
て
遂
行
さ
る
べ

き
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
自
己
が
自
己
を
限
定
し
て
そ
の
現
象
形
式
を
定
立
す
る
の
で
も
た
＜
、
自
己
に
超
越
的
た
外
的
形
式
を

拉
し
末
る
の
で
も
た
い
。

一
切
の
謝
立
的
契
機
を
自
由
た
る
諧
昔
に
ま
で
宥
和
し
た
具
儒
的
普
遍
の
自
己
運
動
で
た
＜
、

念
を
越
え
て
人
格
的
統
一
を
形
成
す
る
個
別
的
普
湿
者
を
こ
そ
目
指
し
て
ゐ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

理
念
は
疵
に
自
己
自
身
を
超
越
し
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
、
理
念
は
も
は
や
存
在
し
た
い
、
存
在
し
て
ゐ
る
も
の
は
「
形
」
で
あ
る
°
詩

人
は
自
己
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
焙
の
中
で
も
ろ
／
＼
の
形
像
・
現
象
・
形
態
を
見
る
。
彼
は
こ
れ
ら
の
も
の
を
理
念
の
ヴ
ェ

ー
ル
も
し
く
は
表
現
と
し
て
で
た
く
、
「
形
」
と
し
て
郎
ち
美
と
し
て
・
全
龍
と
し
て
見
る
の
で
あ
る
。
彼
は
世
界
を
既
に
形
成
せ
ら

れ
叉
顔
在
を
る
も
の
と
し
て
見
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
如
何
た
る
一
般
的
法
則
・
如
何
た
る
形
而
上
學
に
よ
っ
て
こ
の
冊
界
が
か
A

る
形
態
た
り
頴
在
の
仕
方
た
り
を
有
し
て
わ
る
か
に
つ
い
て
は
興
り
知
ら
た
い
。
＊
メ
ロ
ス
に
、
ウ
ィ
ル
ギ
リ
ウ
ス
に
、
シ
H

ー
ク

哲
學
研
究

こ
の
現
寅
在
と
直
接
的
に
相
應
す
る
統

『
蓋
し
美
學
に
於
い
て
は

五
四

，、

一
切
の
理
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念
の
恨
象
た
の
で
あ
る
。
』
(
i
b
i
d
.
)

併
し
ヘ
ー
ゲ
ル
を
出
来
る
だ
け
擁
護
せ
ん
と
す
る
念
は
『
ヘ
ー
ゲ
ル
は
詩
に
於
い
て
、
普
遍
は

自
己
自
身
不
可
眠
的
・
不
可
獨
的
で
あ
り
た
が
ら
然
も
運
動
を
行
ひ
、
も
つ
て
全
憫
を
ば
あ
ら
ゆ
る
部
分
の
中
に
頴
現
せ
し
め
る

ー
而
し
て
全
櫂
は
ど
の
一
つ
の
部
分
の
中
に
も
存
在
し
て
ゐ
た
い
が
1

精
紳
の
如
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
普
遍
は
現
象
す
べ
き

A

で
た
＜
透
映
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
特
殊
た
る
も
の
の
み
が
表
現
さ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
を
何
時
も
繰
り
返
し
た
の
で
あ

藝
術
哲
學
の
某
礎
問
題

る
も
の
と
し
て
透
映
さ
れ
ね
ば
た
ら
た
い
。

現
象
す
る
が
故
に
こ
そ
、
そ
れ
ら
は
も
は
や
理
念
で
た
く
形
で
あ
り
、

五
五

一
般
で
た
く
し
て
個
別
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
置

ス
ピ
ア
に
、
ア
リ
オ
ス
ト
に
、
彼
等
の
世
界
の
理
念
は
如
何
た
る
も
の
か
を
問
ふ
て
見
よ
、
彼
等
は
そ
れ
を
典
り
知
ら
た
い
の
で
あ

ろ
。
彼
等
が
知
つ
て
ゐ
ろ
も
の
、
そ
れ
は
彼
等
が
見
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
活
働
し
て
ゐ
る
生
命
、
性
格
、
情
熱
、
感

惰
、
本
能
、
運
動
、
線
、
閾
形
、
観
念
た
の
で
あ
ろ
°
詩
人
は
個
々
の
事
物
を
そ
れ
ら
の
存
在
の
、

つ
ま
り
個
々
の
事
物
が
有
し
て

を
り
叉
有
し
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
更
に
自
ら
創
造
し
て
行
く
と
こ
ろ
の
こ
の
存
在
の
、
或
る
朕
態
、
或
る
瞬
間
に
於
い
て
、
表
象
す

る
の
で
あ
る
。
確
に
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
そ
れ
ら
を
し
て
性
格
・
運
動
・
観
念
・
圏
形
た
ら
し
め
る
よ
り
以
外
の
も
の
と
し
て
存
在

し
た
り
、
現
象
し
た
り
、
自
己
創
造
し
た
り
す
る
こ
と
が
出
来
た
い
。
併
し
乍
ら
こ
れ
ら
の
も
の
が
正
に
か
く
の
如
き
も
の
と
し
て

理
を
認
め
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
自
己
の
植
系
に
適
合
せ
し
め
ん
が
た
め
に
こ
の
箕
理
を
改
愛
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
の
憫
系
が
無
限
者
の
中
に
於
け
る
有
限
者
で
あ
る
如
く
、
美
も
彼
に
と
つ
て
は
形
式
中
に
於
け
る
理
念
の
存
在
、
彼
の
所
謂
理
想

た
の
で
あ
る
。
だ
が
形
式
中
に
於
け
る
理
念
の
存
在
た
る
も
の
は
二
つ
の
相
異
た
る
項
、
包
む
も
の
と
包
ま
れ
ろ
も
の
と
を
豫
め
措

定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
包
ま
れ
る
も
の
は
現
象
内
に
於
い
て
箪
に
置
賓
賓
質
的
た
も
の
で
あ
る
の
み
た
ら
す
、
更
に
そ
れ
は
包
ま
れ

こ
の
や
う
に
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
特
殊
は
普
逼
の
ヴ
ェ
ー
ル
で
あ
り
、

そ
の
形
式
は
理
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と
言
は
し
め
た
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
分
る
や
う
に
デ
・
サ
ン
ク
テ
ィ
ス
の
捉
へ
た
藝
術
的
泄
界
は
理
念
た
ぎ
形
式
で
も
た
く
、
理
念
の
表
現
手
段
と
し

て
の
形
式
で
も
た
く
、
さ
れ
ば
と
言
っ
て
理
念
と
形
式
と
の
外
的
綜
合
で
も
た
く
し
て
、
ま
さ
に
完
了
せ
る
「
形
」
抑
ち
理
念
と
形
式

と
の
内
的
た
融
合
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
い
は
ゆ
る
理
念
の
超
越
性
を
否
定
し
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
理
念
の
普
週

性
に
到
す
る
形
の
特
殊
性
の
強
調
で
あ
り
、
理
念
の
感
性
的
表
現
と
し
て
の
藝
術
の
従
屈
的
地
位
を
振
り
切
つ
て
、
そ
の
徹
底
的
た

自
律
性
を
要
求
せ
ん
と
す
る
意
志
の
表
現
に
外
た
ら
た
い
。
『
藝
術
の
獨
立
性
は
あ
ら
ゆ
る
美
學
の
第
一
定
則
で
あ
り
信
條
の
第
一

項
目
で
あ
る
。
こ
の
基
礎
た
く
し
て
は
美
學
は
成
立
し
た
い
。
そ
れ
こ
そ
翠
に
非
感
情
的
た
唯
一
の
批
判
で
あ
る
の
み
た
ら
す
、
唯

一
の
合
理
的
た
部
ち
學
と
名
づ
け
ら
れ
得
る
唯
一
の
批
判
た
の
で
あ
る
。
』

(
S
e
t
t
e
m
b
r
i
n
i
e
 i
 s
u
o
i
 
critici, 
i
n
 
S
a
g
g
i
 critici, 

III, 
p. 6
 0
)
。
而
し
て
美
學
が
誕
生
す
る
の
は
『
そ
れ
が
美
學
と
混
同
さ
れ
て
ゐ
る
一
切
の
要
素
か
ら
蓋
別
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
が

糊
に
も
述
べ
た
や
う
に
「
形
」
と
は
理
念
の
感
性
的
表
現
も
し
く
は
そ
の
ヴ
ェ
ー
ル
で
は
た
く
し
て
、
包
む
も
の
と
包
ま
れ
る
も

の
と
が
不
可
離
的
に
融
合
し
て
ゐ
る
賀
骰
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
何
ら
の
理
念
も
存
在
し
て
ゐ
た
い
の
で
た
く
、
形
の
中
に
含
ま

れ
て
ゐ
る
他
の
諸
要
素
と
滲
透
し
會
つ
て
一
つ
の
個
植
を
構
成
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
藝
術
的
創
作
と
は
創
作
活
動
に
先
行
す
る
ば

ら
ば
ら
の
カ
オ
ス
的
諧
要
素
を
包
括
し
、
そ
れ
ら
の
要
素
を
適
常
た
形
式
、
藝
術
家
の
構
想
力
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
形
式
、
然
も

飴
意
た
そ
れ
で
た
く
必
然
的
た
形
式
中
に
抽
入
す
る
こ
と
た
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
し
て
恰
好
の
形
式
中
に
嵌
め
こ
ま
れ
た
諸
要

素
と
不
可
離
的
方
腸
係
に
立
つ
て
ゐ
る
形
式
抑
ち
「
形
」
は
一
つ
の
生
け
る
賀
慌
、
個
別
的
箪
一
的
た
自
律
的
賞
憫
と
し
て
成
立
し

「
形
」
の
學
と
た
る
と
き
』
(
i
b
i
d
.
)
の
こ
と
で
あ
る
。

る
。
』

哲
學
研
究

五
六
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そ
れ
は
自
憫
的
に
存
在
し
、

五
七

容
詞
と
た
る
も
の
で
は
た
い
0

形
と
は
藝
循
家
の
精
紳
内
に
働
け
る
内
容
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
。
郁
ち
し
か
ん
＼
の
内
容
あ
る
と

き
し
か
人
＼
の
形
が
頴
現
す
る
の
で
あ
る
』
(
i
b
i
d
.
,
P
P
・
6
1
 ,
 6
2
、
。
こ

4
に
述
ぺ
ら
れ
て
ゐ
る
形
式
の
非
先
天
性
は
眺
成
の
動
か
た

い
形
式
の
存
在
を
否
定
し
て
ゐ
る
に
す
ぎ
た
い
の
で
あ
っ
て
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
一
云
ふ
意
味
の
先
天
的
美
的
綜
合
を
否
定
し
て
ゐ
る
の

で
は
た
い
。
蓋
し
綜
合
と
は
崩
さ
れ
た
積
木
の
玩
具
を
指
定
さ
れ
た
番
琥
順
に
再
び
積
み
直
す
こ
と
で
は
た
く
し
て
、
言
葉
を
か
へ

れ
ば
完
了
的
た
空
間
的
形
態
の
再
猜
成
で
は
た
く
し
て
、
瞬
間
毎
に
新
し
く
た
る
時
間
の
唆
展
的
系
列
中
に
於
い
て
過
去
と
未
末
と

を
現
在
の
直
観
的
地
平
に
於
い
て
綜
合
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
4

か
ら
明
か
と
た
る
こ
と
は
、
諸
要
素
を
構
像
力
の

所
産
に
た
る
形
式
中
に
描
入
す
ろ
と
い
つ
て
も
、
若
し
そ
れ
に
依
つ
て
何
ら
か
の
形
式
と
内
容
と
の
抽
象
的
分
離
性
を
そ
の
最
小
兆

候
に
於
い
て
す
ら
意
味
す
る
と
す
る
た
ら
ば
、
人
は
形
の
置
意
義
を
理
解
し
て
ゐ
た
い
と
言
は
ざ
る
を
得
た
い
。
藝
術
家
は
事
物
の

生
命
を
直
接
的
に
把
握
す
る
、
い
た
一
歩
を
進
め
て
言
へ
ば
、
彼
は
椿
力
の
働
き
に
よ
っ
て
生
け
る
事
物
を
創
造
す
る
の
で
あ
る
。

我
々
の
認
識
が
翠
た
る
客
観
の
模
葛
で
た
い
こ
と
之
を
低
次
の
生
物
學
的
泄
界
の
研
究
に
於
い
て
も
そ
の
證
明
を
得
る
の
で
あ
っ
て

形
態
心
理
學
者
の
新
し
い
浬
論
に
よ
れ
ば
、
生
物
は
す
べ
て
生
活
空
間
に
於
い
て
存
在
し
、

螢
む
生
物
に
は
従
末
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
如
き
純
粋
た
心
理
學
的
感
覺
典
件
た
る
も
の
は
存
在
を
す
、
そ
の
感
官
に
把
握
さ
れ
る
も
の

は
生
活
の
闘
心
に
導
か
れ
た
知
覺
で
あ
っ
て
、

こ
の
生
活
環
境
に
於
い
て
生
活
現
象
を

そ
れ
は
謝
象
自
骰
の
寓
像
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
た
く
、
却
つ
て
生
命
の
自
疲

性
に
媒
介
さ
れ
て
成
立
し
て
末
る
欲
求
的
甜
象
で
あ
り
、
生
物
的
批
界
も
尚
多
部
一
た
る
辮
證
法
的
批
界
の
構
造
を
有
す
る
の
で
あ

召
況
や
優
れ
た
意
味
に
於
け
る
精
紳
活
動
た
ろ
美
的
活
動
は
美
的
創
造
で
あ
り
、
形
成
的
移
行
と
一
云
ひ
得
る
で
あ
ら
ろ
。

て
末
る
。

藝
術
哲
學
の
某
礎
問
題

、
、
、

『
形
と
は
先
天
的
た
も
の
で
は
た
．
S

o

内
容
と
高
別
さ
れ
て
そ
れ
の
装
飾
・
衣
装
・
儒
裁
・
形
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第
1—
ー
百
十
九
就

『
内
容
が
能
動
的
で
あ
る
の
は
、
正
に
そ
れ
が
自
己
の
詩
を
、
自
然
と
し
て
の
自
然
美
を
、
現
賓
的
美
を
有
す
る
が
故
に
、
又
そ

れ
が
印
象
的
で
あ
り
、
藝
術
家
の
頭
を
揺
り
動
か
し
、

さ
う
し
て
「
形
」
の
中
に
現
象
し
て
末
る
が
故
で
あ
る
』
(ibid.)
形
式
は
内

容
を
、
内
容
は
形
式
を
喚
び
起
し
つ
4
雨
者
が
奏
で
る
呼
應
の
旋
律
の
中
に
美
は
し
い
藝
衛
作
品
が
自
律
者
と
し
て
の
榮
春
と
と
も

に
誕
生
の
産
竪
を
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
宗
数
的
、
道
徳
的
、
形
而
上
學
的
置
理
の
褻
表
手
段
と
い
ふ
中
性
的
思
想
を
具
象
化
し
た
ダ

ン
テ
の
「
紳
曲
」
が
、
多
く
の
異
論
を
越
え
て
今
日
尚
全
泄
界
の
至
賓
と
し
て
人
々
の
胸
に
生
き
る
所
以
は
、
そ
れ
が
著
者
自
身
の

有
し
て
ゐ
た
或
る
無
意
識
性
に
も
係
ら
す
、
藝
衛
活
動
の
心
藷
を
身
を
も
つ
て
賓
践
し
て
ゐ
た
真
摯
た
創
作
態
度
に
よ
る
も
の
と
言

は
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
既
に
繰
り
返
し
述
べ
て
来
た
や
う
に
藝
衛
活
動
は
形
の
形
成
・
個
の
創
造
で
あ
る
が
、
こ
の
創
造
を
遂
行

す
る
人
間
の
能
力
は
現
代
哲
學
に
於
い
て
橿
要
た
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
「
構
想
力
」

la
fantasia
で
あ
り
、
理
性

l
p
g
咀
0
n
6
及

び
直
感
も
し
く
は
想
像

rintEL辻
o
n
e
o
 l
'
i
m
m
a
g
i
n
a
i
z
o
n
e
 
に
甜
立
す
る
能
力
で
あ
る
。

の
中
に
在
る
生
命
の
像
を
我
々
に
指
し
示
す
能
力
で
あ
る
に
到
し
て
、
構
想
力
は
創
造
的
・
直
観
的
・
自
壼
的
能
力
で
あ
る
。
前
者

が
生
の
表
面
を
典
へ
て
く
れ
る
の
に
封
し
て
、
＇
後
者
は
内
部
に
働
き
か
け
て
末
る
の
で
あ
る
、

一
方
が
分
析
的
に
装
飾
・
意
匠
・
彩

色
を
試
み
る
に
謝
し
て
、
他
方
は
綜
合
で
あ
り
、
本
質
を
志
向
し
、
且
つ
生
け
る
人
格
の
印
象
や
感
情
を
一
畢
に
し
て
喚
び
起
し
、

そ
の
心
像
を
我
々
の
眼
前
に
避
出
を
し
め
る
。
直
感
は
機
械
的
た
も
の
を
多
分
に
有
ち
、
詩
に
も
散
文
に
も
、
優
れ
た
人
に
も
凡
庸

た
人
に
も
共
通
で
あ
る
に
封
し
て
、
構
想
力
は
本
質
的
に
有
機
的
で
あ
り
、
且
つ
そ
れ
は
詩
人
と
呼
ば
れ
ろ
梱
く
少
敷
の
人
達
の
特

櫂
た
の
で
あ
る

(v.
Storia 
clella 
letteratura italiana, 
1925

、
I
,

p, 
062)
。

哲
學
窮
究

直
感
の
最
大
努
力
は
寓
意
や
擬
人
化

五
八
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ク
ロ
ー
チ
ェ
哲
學
の
出
疲
貼
は
藝
術
の
完
全
た
る
自
律
性
、
精
紳
哲
學
の
第
一
次
的
形
態
と
し
て
爾
餘
の
謡
形
態
の
礎
石
を
確
立

せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
形
式
と
内
容
と
の
先
天
的
綜
合
と
し
て
の
「
形
」
に
個
の
創
造
性
と
認
識
性
と
を
典
へ
た
の

で
あ
る
が
、
こ
の
一
見
相
反
す
る
概
念
炉
彼
に
於
い
て
は
一
つ
の
作
用
に
結
合
し
、
相
闘
的
相
補
的
た
鵜
係
に
立
つ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
箪
た
る
模
葛
と
し
て
の
認
識
は
主
知
主
義
的
た
抽
象
的
所
産
に
す
ぎ
す
、
認
識
活
動
は
精
紳
の
自
疲
的
た
活
動
を
豫
想
せ
た
け

薬
術
哲
學
の
某
礎
問
題

に
意
識
的
に
相
綾
し
て
ゐ
る
か
を
窺
ふ
に
足
り
る
の
で
あ
る
。

デ
・
サ
ン
ク
テ
ィ
ス

五
九

が
思
索
し
た
「
形
」
の
概
念
内
容
が
以
上
の
如
き
も
の
で
あ
ろ
と
す
る
た
ら
ば
、
そ
れ
が
形
式
と
内
容
と
の

綜
合
を
説
く
ク

n
ー
チ
ニ
の
思
想
と
如
何
に
大
き
た
類
似
性
を
有
つ
か
は
冗
言
を
要
し
た
い
で
あ
ら
う
。
藝
術
が
理
念
の
一
般
性
を

離
れ
た
個
の
特
殊
性
に
基
づ
く
も
の
、
個
の
創
造
性
を
そ
の
本
質
活
動
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
雨
者
を
貫
く
共
通
の
主
張
で
あ

る
。
然
し
デ
・
サ
ン
ク
テ
ィ
ス
が
理
念
と
形
式
と
の
内
的
融
合
と
し
て
尚
主
知
王
義
的
思
想
の
痕
跡
を
残
し
て
ゐ
る
の
に
反
し
、
ク

ロ
ー
チ
ェ
は
感
性
の
客
観
化
と
し
て
、
印
象
が
直
観
部
表
現
活
動
の
内
容
に
撮
り
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
よ
・
り
多
く
藤
術
の
世

界
を
開
拓
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
加
之
、
前
者
が
個
の
自
立
性
と
創
造
性
と
を
晩
く
こ
と
を
そ
の
根
本
題
目
と
し
た
の
に
鉗
し
、
後

者
が
直
観
を
同
時
に
個
の
認
識
、
精
紳
活
動
の
第
一
次
的
形
態
た
る
認
識
と
し
て
認
め
た
こ
と
は
、
そ
れ
に
封
す
る
常
否
を
姑
く
置

い
て
我
々
の
闊
心
を
惹
く
に
充
分
た
思
想
の
相
異
で
あ
り
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
美
學
思
想
が
デ
・
サ
ン
ク
テ
ィ
ス
の
正
し
き
後
糊
者
で

あ
る
と
と
も
に
、
更
に
潮
つ
て
彼
等
の
崇
敬
す
る
哲
人
ヴ
ィ
コ
の
今

l

つ
重
要
た
思
想
内
容
を
成
す
詩
郎
原
始
認
識
の
考
へ
を
如
何

五
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動
的
た
有
槻
物
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

人
間
の
運
命
が
、

第
一
ー
ー
百
十
九
猿

一
切
の

れ
ば
た
ら
た
い
し
、
逆
に
創
造
は
そ
れ
が
幻
滅
に
陥
る
ま
い
と
す
れ
ば
現
賓
の
認
識
に
そ
の
土
豪
を
索
め
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
さ

う
し
て
此
の
意
味
に
於
け
る
二
元
性
が
直
観
概
念
に
媒
介
的
に
統
一
さ
れ
て
ゐ
る
と
言
へ
よ
う
。
藝
術
家
は
た
る
ほ
ど
自
己
の
自
由

た
構
想
力
に
よ
っ
て
作
品
を
構
成
し
て
行
く
で
あ
ら
う
。
併
し
若
し
そ
の
作
品
が
空
虚
た
感
惰
性
に
終
は
る
ま
い
と
す
れ
ば
、
作
家

は
事
物
に
透
徹
し
た
認
識
の
眼
を
渡
が
ね
ば
た
ら
た
い
、
姦
に
藝
術
的
才
能
が
有
す
る
勝
れ
た
直
親

vision

の
有
て
る
重
要
た
役

割
が
あ
り
、
醜
ら
れ
た
素
材
の
形
成
的
統
一
に
表
現
の
も
つ
特
殊
方
働
き
が
横
た
は
つ
て
ゐ
る
。
而
し
て
こ
の
直
説
と
表
現
と
が
統

一
さ
れ
て
ゐ
る
直
観
の
外
延
と
内
包
と
の
豊
宮
さ
に
藝
徹
の
も
つ
債
値
の
規
準
が
置
か
れ
る
の
で
あ
ら
う
。
形
式
と
内
容
と
の
先
天

的
綜
合
と
は
外
に
出
て
内
へ
蹄
る
精
紳
の
園
環
的
具
慌
化
的
疲
展
、
素
材
を
媒
介
と
し
素
材
を
止
揚
す
る
形
成
的
活
動
の
自
己
運
動

を
意
味
す
る
。
直
観
部
ち
餌
の
表
象
は
同
時
に
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
は
含
む
も
の
と
含
ま
れ
る
も
の
と
が
完
全
に
一
致
し
て
ゐ
る
小

宇
宙
と
し
て
の
「
形
」
で
あ
る
。
形
は
精
紳
の
自
己
形
成
と
し
て
外
を
媒
介
に
し
た
が
ら
内
に
還
つ
た
具
憫
的
精
紳
が
循
環
ご
と
に

完
成
す
る
自
己
表
現
の
姿
で
あ
る
。
『
純
粋
直
観
も
し
く
は
藝
術
的
表
象
に
於
い
て
は
箪
一
た
る
も
の
は
全
櫃
の
生
命
で
も
つ
て
躍

動
し
て
を
り
、
す
べ
て
の
純
正
た
藝
術
的
表
象
は
そ
れ
自
骰
で
あ
り
宇
宙
で
あ
る
。
個
別
的
形
態
に
於
け
る
宇
宙
で
あ
り
、
宇
宙
と

し
て
の
個
別
的
形
態
で
あ
る
。
詩
人
の
唄
ふ
あ
ら
ゆ
杢
音
調
の
中
に
、
詩
人
の
構
想
力
が
産
み
出
す
あ
ら
ゆ
る
物
の
中
に
、

一
切
の
希
望
・
幻
想
・
憐
み
と
業
み
・
人
間
の
偉
大
さ
と
惨
め
さ
と
が
、
或
ひ
は
憐
み
或
ひ
は
喜
び
つ

4
生
成
し

且
つ
永
遠
に
自
己
自
身
の
上
に
成
長
し
て
行
く
賀
在
の
全
戯
曲
が
存
在
す
る
。
』
(Il
c
a
r
a
t
t
e
r
e
 
cli 
totalita 
della 
e
s
p
r
e
s
s
i
o
n
e
 

artistica, 
i
n
 N
n
o
v
i
 Raggi, 
P
・
1
2
2
)

。

哲
學
硲
究

―
つ
の
藝
術
作
品
は
完
成
せ
る
形
で
あ
り
、
然
も
こ
の
形
は
宇
宙
と
し
て
の
全
庫
胆
、
生

―
つ
の
形
が
完
成
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
そ
の
形
が
過
去
に
麗
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
過
去

六
0
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た
も
の
が
作
る
も
の
を
作
っ
て
行
く
と
こ
ろ
に
創
作
活
動
の
本
質
が
見
出
さ
れ
よ
う
。

あ
る
が
、

....... 
ノ~ヽ

は
過
ぎ
去
れ
る
も
の
我
々
の
如
何
と
も
し
維
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
於
い
て
そ
れ
ん
＼
の
作
品
は
そ
の
歴
史
的
背
景
を
背
負

ひ
つ
上
美
は
し
い
光
茫
を
放
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
併
し
生
命
は
躍
動
で
あ
り
、
精
紳
の
本
質
は
不
断
の
活
動
で
た
け
れ
ば
た
ら
た

ぃ
。
「
止
れ
、
汝
は
美
し
い
」
と
叫
ば
る
る
瞬
間
は
精
紳
そ
の
も
の
の
浚
落
で
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
°
過
去
を
内
に
包
み
未
来
の
母

胎
と
た
る
べ
き
永
遠
の
今
ぱ
形
成
そ
の
も
の
の
立
場
で
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
現
在
は
形
か
ら
形
へ
の
絶
ゆ
る
た
き
形
成
で

あ
り
作
り
出
さ
れ
た
形
は
直
ち
に
印
象
の
地
位
に
降
下
し
も
つ
て
新
し
き
形
へ
の
素
材
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。
い
は
ゆ
る
作
ら
れ

形
は
精
紳
の
自
己
表
現
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
藝
術
を
精
紳
活
動
の
中
に
把
握
し
た
貼
に
ヘ
ー
ゲ
ル
、
デ
・
サ
ン
ク
テ
ィ
ス
、
ク

ロ
ー
チ
ェ
を
繁
ぐ
系
譜
が
成
立
し
、
か
の
有
名
た
美
學
者
フ
ィ
ド
ラ
ー
に
蜀
す
る
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
不
満
が
生
起
す
る
。
部
ち
周
知
の

如
く
フ
ィ
ド
ラ
ー
ぱ
美
と
藝
術
と
の
阪
別
を
設
け
、
然
も
蓼
術
一
般
で
は
た
＜
特
に
造
形
藝
術
も
し
く
は
課
覺
藝
術
を
論
じ
た
の
で

そ
の
際
用
ひ
ら
れ
た
方
法
は
心
理
學
的
た
い
し
記
述
的
た
そ
れ
で
た
く
、
却
つ
て
カ
ン
ト
的
た
意
味
に
於
け
る
論
理
的
・

認
識
論
的
た
方
法
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
彼
が
見
出
し
た
藝
術
の
原
理
は
美
で
も
た
く
、
概
念
で
も
た
＜
模
倣
で
も
感
情
で
も
た
＜

し
て
、
正
に
純
粋
た
鵡
覺
性
で
あ
り
、
造
形
藝
術
の
泄
界
は
自
律
的
た
眠
覺
作
用
に
よ
っ
て
切
り
拓
か
れ
た
世
界
、
無
限
た
る
親
覺

的
意
志
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
藝
術
理
解
に
封
し
て
賓
に
廣
大
た
る
展
望
を
典
へ
る
に
係
ら
す
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
が
尚
且
つ
不

十
分
と
す
る
理
由
は
第
一
に
藝
術
理
論
を
箪
に
そ
れ
だ
け
で
哲
學
罷
系
を
無
親
し
て
組
織
し
た
鮎
で
、
そ
れ
は
例
へ
ば
美
を
論
す
る

美
學
と
藝
術
を
論
ヤ
る
藝
術
學
と
の
非
思
索
的
た
分
離
に
そ
の
蒻
鮎
を
有
す
る
。
第
二
に
直
観
的
認
識
を
概
念
的
認
識
か
ら
解
放
し

た
功
績
は
之
を
認
め
る
が
、
そ
れ
ら
は
唯
精
紳
的
秩
序
の
中
に
於
い
て
の
み
差
別
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
相
互
の
闘
係
が
考
へ

藝
術
哲
學
の
某
礎
問
題
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ら
れ
て
ゐ
る
と
は
言
へ
た
い
。
第
三
に
藝
術
家
の
産
出
的
硯
覺
と
本
質
的
に
異
れ
る
日
常
的
た
親
覺
の
理
論
を
展
開
し
た
事
賓
。
第

四
に
造
形
藝
術
の
み
を
取
り
扱
っ
た
事
質
は
、
存
在
ぜ
る
も
の
は
特
殊
た
藝
術
の
継
憫
で
あ
っ
て
藝
術
一
般
で
た
い
と
し
た
誤
謬
に

基
づ
い
て
を
り
、
第
五
に
親
覺
性
と
か
眼
と
か
い
ふ
誤
解
の
危
瞼
あ
る
生
理
學
的
た
概
念
を
使
っ
て
、
そ
の
背
後
に
あ
る
精
稗
活
動

を
前
景
に
押
し
出
さ
た
か
つ
た
こ
と
、
等
で
あ
る
、
『
何
故
た
ら
、
藝
術
は
感
覺
で
た
く
し
て
認
識
で
あ
り
精
紳
活
動
で
あ
る
か
ら
』

(
L
a
 t
e
o
r
i
a
 
d
e
l
l
'
a
r
t
e
 c
o
m
e
 p
u
r
a
 visibilitn.)
。

藝
術
哲
學
は
個
々
の
藝
術
の
理
論
で
た
＜
藝
術
一
般
の
理
論
で
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
直
観
郎
表
現
は
藝
衛
自
憫
の
本
質
的
椿
造

で
あ
る
。
併
し
表
現
と
は
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
於
い
て
既
成
の
心
像
の
表
出
で
も
た
く
、
外
的
質
料
に
よ
つ
て
支
持
さ
れ
る
客
観
的
表
現

で
も
た
い
と
こ
ろ
に
、
我
々
の
表
現
概
念
と
の
相
異
が
存
在
す
る
。
例
へ
ば
陰
惨
た
地
獄
の
闇
路
を
抜
け
て
淫
罪
山
の
山
麓
に
清
澄

た
春
の
息
を
心
ゆ
く
ま
で
味
ふ
紳
曲
の
詩
篇
を
讃
む
と
き
我
た
の
目
に
胸
に
感
隣
さ
れ
る
表
象
こ
そ
ク
ロ
ー
チ
の
着
眼
し
た
純
粋
た

表
現
で
あ
り
「
内
的
た
表
現
」

e
s
p
r
e
s
s
i
o
n
e
i
n
t
e
r
n
a
 
(Est., 
p. 128)~ 

の
で
あ
る
。
記
琥
に
客
観
化
さ
れ
た
言
語
、
色
彩
に

盛
ら
れ
た
甕
家
の
直
観
、
大
理
石
に
刻
ま
れ
た
彫
刻
家
の
表
象
に
は
眺
に
認
識
活
動
と
蓋
別
せ
ら
れ
た
賀
践
活
動
が
介
入
し
て
を
る

と
彼
は
主
張
す
る
『
藝
術
を
ば
藝
術
の
外
化

e
s
t
r
i
n
s
e
c
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
'
a
r
t
e

と
解
す
る
と
き
、
功
用
性
と
倫
理
性
と
は
そ
こ
へ
＋

分
た
る
櫂
利
を
も
つ
て
入
り
こ
ん
で
末
る
の
で
あ
る
』
(
E
s
t
,
p, 1
2
8
)

蓋
し
藝
術
家
は
一
面
賓
際
人
で
あ
り
行
為
人
で
あ
る
か
ら
。

技
術
の
立
場
玉
絃
に
成
立
し
、
外
的
表
現
は
内
的
表
現
の
直
接
的
た
移
行
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
移
行
的
手
段
と
し
て
素
材
的

自
然
が
揮
ば
れ
る
、
そ
れ
は
個
人
的
た
表
象
の
社
會
化
で
あ
り
、
個
か
ら
個
へ
の
偉
逹

(ibicl.)
を
目
的
と
す
る
。
併
し
問
題
は
正

に
こ
A

に
胚
胎
す
る
。
認
識
活
動
と
質
践
活
動
と
の
二
大
領
域
に
精
紳
を
蔽
分
し
、
意
志
の
領
域
に
の
み
外
界
の
抵
抗
性
を
認
め
る

哲
學
研
究

六――
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た
ら
ば
、

ー』

ノ‘

ク
ロ
ー
チ
ェ
の
説
く
如
く
認
識
の
弼
象
は
意
識
の
謝
象
で
あ
り
、
客
骰
で
た
く
し
て
客
観
で
あ
り
、
形
成
的
綜
合
と
い
つ

て
も
そ
の
際
意
味
を
ら
れ
る
外
の
泄
界
は
ど
こ
ま
で
も
内
か
ら
見
ら
れ
た
椛
界
、
従
つ
て
汝
と
し
て
語
り
か
け
て
来
る
批
界
で
は
あ

り
得
キ
、
逆
に
意
志

r
抵
抗
す
る
賓
在
は
皐
に
ど
こ
ま
で
も
精
紳
を
超
絶
す
る
外
的
自
然
で
あ
り
意
志
が
無
限
に
克
服
と
螢
利
化
と

を
遂
行
す
べ
き
質
料
的
自
然
で
し
か
た
い
。
直
観
が
内
的
表
現
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
哲
學
的
立
場
が
内
在
的
親
念

論
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
表
白
す
る
も
の
で
あ
る
。
惟
ふ
に
彼
が
始
め
呼
吸
し
た
イ
タ
リ
ア
の
思
想
界
は
、
批
評
的
方
面
に
於
い
て

ほ
歴
史
主
義
、
質
證
主
義
、
印
象
主
義
、
悔
馘
主
義
が
勢
力
を
占
の
、
哲
學
的
方
面
に
於
い
て
は
ナ
ポ
~
學
派
の
浚
落
後
費
證
主
義
及

び
マ
ル
ク
ス
の
註
繹
家
連
が
時
代
思
潮
を
風
靡
し
て
を
り
、
こ
の
間
に
臨
し
て
精
紳
の
優
越
性
を
説
き
、
哲
學
本
末
の
地
盤
を
復
活

す
る
こ
と
こ
そ
そ
の
最
大
の
急
務
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
か
く
し
て
客
観
的
事
物
・
物
質
の
も
つ
必
然
性
を
第
一
義
と
す
る
唯
物

論
的
賀
在
主
義
に
封
し
、
精
紳
の
自
喚
性
を
高
唱
す
る
精
紳
主
義
が
前
者
の
超
越
性
と
相
反
す
る
内
在
性
を
、
唯
物
性
と
酎
跛
的
位

置
を
占
め
る
観
念
性
を
正
面
に
押
し
立
て
た
こ
と
は
蓋
し
賞
然
の
成
り
行
き
で
あ
ら
う
。
科
學
ば
抽
象
的
存
在
を
取
り
扱
ふ
に
到
し

て
、
哲
學
は
具
盤
的
存
在
を
そ
の
弼
象
と
す
る
。
質
在
は
精
紳
で
あ
り
、
精
紳
と
は
自
己
を
歴
史
的
に
展
開
す
る
生
の
活
動
に
外
た

ら
た
い
。
而
し
て
こ
の
内
的
活
動
と
し
て
の
賞
在
の
自
覺
こ
そ
方
法
論
と
し
て
の
精
紳
哲
學
を
形
成
す
る

(
c
f
•H. W
i
l
d
o
n
 C
a
r
r
,
 

T
h
e
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 o
f
 B
.
 C
r
o
c
e
,
 
1
9
1
7
)
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
癌
の
表
現
論
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
内
在
的
思
想
も
自
ら
了
解
さ
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
表
現
の
創
造
性
は
決
し
て
具
憫
的
行
為
的
た
創
作
へ
轄
ぜ
ら
れ
る
こ
と
た
く
、
創
作
活
動
の
辮
證
法
的
た
楠
造
ぱ

解
明
せ
ら
れ
た
い
。
表
現
的
活
動
は
箪
た
る
外
と
内
と
の
内
在
的
開
聯
に
盛
く
さ
れ
る
も
の
で
た
く
、
あ
く
ま
で
主
帷
に
迫

b
末
る

表
現
的
客
橙
と
客
罷
を
形
成
的
に
彫
琢
し
て
行
く
表
現
的
主
飩
と
の
歴
史
的
闘
聯
に
於
い
て
成
立
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
技
術
は
箪

葉
衡
哲
學
の
某
礎
問
題
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あ
る
。

第
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た
る
外
化
の
手
段
で
た
＜
却
つ
て
形
成
的
意
志
の
尖
端
た
る
役
割
を
据
ふ
も
の
と
言
は
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
然
も
内
在
主
義
に
徹

底
す
る
限
り
自
然
を
超
克
す
べ
き
費
践
の
内
在
性
を
果
し
て
矛
盾
た
＜
語
り
得
る
で
あ
ら
う
か
。
手
段
と
し
て
の
自
然
的
存
在
は
誤

り
た
＜
慕
術
的
活
動
の
翼
蒻
を
表
し
得
る
で
あ
ら
う
か
。

遮
莫
、

ク
ロ
ー
チ
ェ
が
も
つ
て
範
例
と
し
た
表
現
の
在
り
方
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ

口
が
「
手
に
よ
つ
て
で
た
＜
頭
で
も
つ
て
描
く
」

と
言
っ
た
言
葉
で
あ
り
、
グ
・
ヴ
ィ
ン
チ
が
「
最
後
の
晩
餐
」
を
描
く
前
に
何
日
も
考
へ
こ
ん
で
グ
ラ
チ
ェ
の
修
道
院
長
を
憤
慨
せ
し

め
た
事
寅
で
あ
る
（
E
s
t
.
,
p
.
 
r
3
)
。
さ
う
し
て
此
の
稽
壷
的
表
現
に
言
語
的
表
現
が
結
び
つ
い
た
貼
に
、
否
そ
れ
ら
の
特
殊
を
内

に
包
む
一
般
と
し
て
の
直
観
を
捉
へ
た
貼
に
彼
の
表
現
論
の
特
色
が
存
す
る
こ
と
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
°
言
語
の
起
源
に
つ
い

て
は
感
投
説
や
擬
昔
説
・
慣
習
説
が
採
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
併
し
言
語
を
精
紳
の
創
造
と
看
倣
す
立
場
よ
り
す
る
た
ら
ば
、
こ

れ
ら
の
諸
説
た
ら
び
に
そ
れ
ら
の
混
合
説
は
す
べ
て
腹
棄
さ
る
べ
き
こ
と
言
ふ
ま
で
も
た
か
ら
う
。

i

言
語
に
於
い
て
「
事
賓
」
と
し

て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
は
、

そ
れ
を
作
り
出
す
精
紳
的
た
行
為
に
ま
で
遡
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
完
全
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が

出
末
る
。
賓
證
主
義
的
言
語
観
は
要
素
か
ら
全
骰
に
、
部
ち
音
墜
か
ら
語
へ
、

語
か
ら
文
章
へ
移
る
こ
と
に
よ
っ
て
言
語
の
研
究

が
た
さ
れ
る
と
去
ふ
。
だ
が
文
法
が
あ
っ
て
言
葉
が
語
ら
れ
る
の
で
は
た
い
。
精
紳
的
事
象
は
部
分
か
ら
全
憫
へ
濶
源
さ
る
べ
き
で

た
く
、
全
盤
か
ら
部
分
が
解
繹
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
要
素
的
た
も
の
の
背
後
に
師
に
そ
れ
を
包
揮
す
べ
き
全
骰
が
豫
想
さ
れ
て
ゐ

る
。
従
つ
て
「
言
語
部
ち
精
紳
的
表
現
と
い
ふ
観
念
論
的
定
義
が
正
し
い
た
ら
ば
、
言
語
疲
達
の
歴
史
は
精
紳
的
表
現
形
式
の
歴
史

に
ほ
か
た
ら
ぬ
、
換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
最
高
義
に
於
け
る
藝
術
史
で
あ
る
」
と
い
ふ
フ
ォ
ス
ラ
ー
の
如
き
主
張
が
た
さ
れ
る
わ
け
で

『
一
般
言
語
學
は
、

哲
學
研
究

そ
れ
が
哲
學
に
還
元
さ
れ
得
る
も
の
を
有
す
る
獣
に
於
い
て
、
美
學
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
得
た
い
』

六
四
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六
五

,,Est., p• 

r
5
5

、
勿
諭
か
か
を
言
語
観
に
殻
し
て
は
例
へ
ば
カ
ッ
シ
ラ
ー
の
や
う
に
言
語
を
象
微
形
式
と
看
倣
す
有
力
た
反
酎
誅

が
成
立
し
て
ゐ
る
。

表
現
と
は
藝
術
一
般
の
構
造
的
性
格
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
そ
の
直
接
性
に
於
い
て
考
へ
ら
れ
た
場
合
、
種
た
の
名
稲
も
し
く
は

役
階
に
分
割
し
得
す

(Est.,'l'e
gi"L"

心

I
X
)
、
或
ひ
ほ
綺
聾
的
或
ひ
ほ
苦
築
的
と
呼
ば
れ
る
表
現
の
分
類
は
哲
學
的
た
意
味
で
成

ぃ
氾
っ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
、
況
や
窃
質
的
と
か
浪
漫
的
・
象
徴
的
•
印
象
的
・
木
来
的
・
啓
喩
的
等
々
と
か
の
修
癖
學
的
諏
分

は
g

中
に
経
験
主
疫
的
た
意
味
に
於
い
て
債
値
を
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
た
い
。
部
ち
甲
の
表
現
も
乙
の
表
現
も
凡
べ
て
同
程
度
の

完
全
性
を
有
し
て
ゐ
る
わ
け
で
た
く
、
成
功
せ
る
表
現
も
あ
れ
ば
中
途
半
端
た
表
現
も
あ
り
、
叉
誤
っ
た
表
現
も
存
在
す
る
。
そ
し

て
こ
れ
ら
の
表
現
の
完
全
性
・
不
完
全
性
を
示
す
言
葉
は
一
定
せ
す
時
に
よ
つ
て
様
々
に
用
ゐ
ら
れ
て
を
り
、
例
へ
ば
自
然
の
事
物

を
刻
明
に
窮
し
て
は
ぬ
る
が
作
者
の
精
紳
の
こ
も
つ
て
ゐ
た
い
郡
ち
イ
ン
ス
。
ビ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
た
い
舘
と
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン

は
豊
宮
に
有
ち
た
が
ら
も
封
象
の
模
倣
性
に
於
い
て
分
明
た
ら
ざ
る
綸
と
を
比
較
し
て
、
前
者
を
寓
質
的
と
呼
び
後
者
を
象
微
的
と

呼
ん
で
ゐ
る
。
併
し
又
他
の
人
は
日
常
生
活
の
場
景
を
模
寓
す
る
に
常
つ
て
感
受
性
の
強
い
稽
を
窓
賓
的
と
稲
し
、
冷
か
に
寓
意
を

示
す
籟
を
象
徴
的
と
稲
す
る
で
あ
ら
う
。
第
一
の
場
合
で
は
象
徴
的
と
は
藝
術
的
を
葛
質
的
と
は
非
藝
術
的
た
る
こ
と
を
意
味
す
る

の
に
酎
し
、
第
二
の
場
合
に
於
い
て
は
窮
質
的
と
は
藝
術
的
で
あ
り
、
象
微
的
と
ぱ
非
藝
術
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
同
様
の
こ

と
は
古
典
的
と
浪
漫
的
と
に
つ
い
て
も
言
へ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
様
に
観
察
し
て
見
る
た
ら
ば
我
々
の
用
ゐ
る
種
々
の
分
類
は
畢

党
美
的
概
念
を
表
す
言
葉
の
上
の
愛
異
に
過
ぎ
た
い
こ
と
固
に
明
瞭
と
言
は
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
従
つ
て
我
々
は
か
4

る
用
語
法

を
ば
姐
に
表
現
の
完
全
・
不
完
全
性
を
の
み
指
示
す
る
も
の
と
解
す
れ
ば
足
り
る
で
あ
ら
う
。
且
つ
こ
の
指
示
手
段
と
し
て
修
辮
學

的
分
類
法
の
第
二
の
用
途
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
「
贅
語
」

p
l
e
Jnn.srno

は
必
要
以
上
の
言
葉
の
羅
列
を
、
「
略
語
」
色
fasi

は
言
葉
の
餘
り
に
も
大
き
た
不
足
を
「
牌
喩
」

rnetn.for
L̂
は
言
葉
の
不
適
背
性
を
、
「
同
醗
語
」

s
i
n
o
n
i
m0

は
別
た
の
こ
と
た
表
現

薬
術
哲
學
の
甚
樹
問
題
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し
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
二
つ
の
言
葉
が
賓
は
同
一
物
を
指
示
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
た
い
こ
と
を
、
「
雨
義
語
」

equivoco
は
同
一
物

を
表
現
し
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
―
つ
の
言
葉
が
賓
は
違
っ
た
二
つ
の
事
物
を
言
ひ
表
し
て
ゐ
る
こ
と
を
、
要
す
る
に
反
美
的
概
念

の
表
白
を
意
味
す
る
。
最
後
に
こ
れ
ら
の
分
類
語
が
も
つ
第
三
の
意
義
は
、
そ
れ
ら
が
藝
術
た
ら
び
に
美
學
に
到
し
て
よ
り
寧
ろ
學

問
と
論
理
の
役
に
立
つ
黙
に
存
す
る
。
郁
ち
或
る
著
者
が
科
學
的
論
文
に
於
い
て
使
用
す
る
一
概
念
を
示
す
の
に
定
ま
っ
た
一
つ
の

箪
語
を
用
ゐ
る
た
ら
ば
、
彼
が
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
見
出
す
他
の
色
々
の
箪
語
、
又
彼
が
同
じ
概
念
を
表
す
た
め
に
採
用
す
る
他

の
箪
語
が
、
始
め
の
そ
れ
と
比
較
し
て
笞
喩
と
た
り
提
喩
と
た
り
、
更
に
同
義
語
・
雨
義
語
・
省
略
形
式
等
々
と
た
つ
て
末
る
の
で

あ
る
。
か
く
し
て
表
現
の
分
類
は
本
末
的
な
意
味
に
於
い
て
否
定
さ
れ
る
に
も
係
ら
す
、
そ
の
補
助
的
た
意
味
に
於
い
て
、
又
異
つ

た
領
域
へ
＇
の
適
用
に
於
い
て
質
際
的
た
役
割
を
演
す
る
の
で
あ
る

(Est.,
p
p
.
 7
8
 1
 8
1
~
0然
る
に
檜
萱
的
表
現
と
か
詩
的
表
現
叉
は

昔
業
的
表
現
は
た
る
ほ
ど
「
表
現
」
と
い
ふ
貼
に
於
い
て
共
通
で
あ
り
一
般
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
蔽
分
が
果
し
て
輩
た
る

修
群
的
た
鯉
験
的
意
味
し
か
有
し
た
い
も
の
で
あ
ら
う
か
。
〖
早
た
る
舞
験
的
諏
分
と
類
型
的
甑
分
と
は
そ
の
間
本
質
的
た
相
異
が
存

す
る
の
で
あ
っ
て
、
前
者
は
平
面
的
た
連
続
面
に
便
宜
的
た
道
標
を
樹
立
す
る
の
み
で
あ
る
に
反
し
、
後
者
は
ど
こ
ま
で
も
理
想
型

I
d
e
a
l
t
y
p
u
s

の
確
立
で
あ
り
、
立
輝
的
た
も
の
を
平
面
的
た
も
の
に
、
事
を
理
の
立
場
に
媒
介
す
る
歴
史
的
認
識
の
立
場
に
成
立

す
る
も
の
で
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
詩
歌
を
時
間
的
褻
展
性
に
於
い
て
籟
壷
を
空
間
的
並
存
性
に
於
い
て
把
握
し
た
＞
ッ
シ

ン
グ
の
類
型
的
蓋
分
が
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
し
か
論
難
す
る
如
く
(Breviario
"
 
P
・
4
6
)
箪
・
た
る
混
薄
た
差
別
に
過
ぎ
た
い
で
あ
ら
う
か
。

ク
ロ
ー
チ
ニ
が
屈
｀
引
用
す
る
有
機
物
の
不
可
分
的
統
一
は
不
可
辮
別
郡
同
一
的
た
全
帷
で
た
く
、
各
と
の
部
分
の
獨
立
性
を
内
に

成
立
せ
し
め
て
然
も
そ
れ
ら
を
包
越
し
全
楠
的
聯
闘
の
中
に
統
一
す
る
普
遍
的
全
橙
で
あ
る
こ
と
を
考
へ
る
と
き
思
ひ
半
ば
に
過
ぎ

る

も

．

の

が

あ

る

で

あ

ら

う

。

（

未

完

）
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