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哲
學
の
大
な
る
傳
統
に
お
い
て
、
車
懸
は
ひ
と
つ
或
い
は
　
ろ
、
時
に
は
更
に
多
く
の
根
本
酌
費
膿
か
ら
な
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
吉
典
的
古
代
の
哲
學
碧
・
達
は
物
質
と
精
神
と
を
鋭
く
繊
別
し
な
か
つ
π
が
、
十
六
世
紀
の
興
り
頃
に
な
る
と
、
二
つ
の
根
本
的
賢
贈
い

が
各
々
形
月
間
上
學
的
・
賢
在
［
と
し
て
の
承
認
左
も
と
め
て
相
槍
つ
た
’
o
す
な
わ
ち
鷲
叩
短
甲
と
物
質
と
で
あ
る
。
漣
プ
カ
ル
｝
の
場
合
に
は
二
元
論
調

は
鏡
く
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
物
質
的
費
…
搬
と
精
紳
的
費
膿
と
の
下
総
に
就
い
て
解
答
不
可
能
な
問
題
が
生
す
る
に
い
た
っ
た
。
例
え

ば
、
物
質
と
精
神
と
は
如
何
に
し
て
相
互
に
作
用
し
う
る
か
、
と
い
う
如
き
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
困
難
を
解
決
す
る
た
め
に
ス
ピ
ノ

ザ
は
一
元
論
者
と
な
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
た
だ
ひ
と
つ
の
究
極
約
質
儲
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　
當
時
は
自
然
科
學
に
随
い
て
ま
こ
と
に
薮
畳
ま
し
い
獲
展
が
あ
り
、
そ
れ
が
こ
れ
ら
哲
理
者
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
彼
ら
の
哲
學

は
、
そ
の
常
時
の
科
學
の
知
識
な
く
し
て
は
十
分
に
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
多
く
の
黙
に
光
を
投
ず
る
で
あ
ろ
う
こ
の
爾

者
の
關
係
を
論
ず
る
こ
と
は
、
今
の
私
の
目
的
で
は
な
い
。
私
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
み
か
と
こ
ろ
及
び
そ
れ
の
壮
大
な
理
論
酌
表
現
に
し
ば

ら
く
立
ち
ど
ま
り
、
知
畳
の
諸
様
式
に
就
い
て
の
私
の
主
張
へ
の
手
引
と
し
よ
う
。

　
　
　
知
発
の
綴
式
と
表
現
の
搬
式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

周
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哲
門
瓢
空
研
究
　
　
窮
り
田
百
一
二
十
六
艦
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
根
本
的
に
い
っ
て
、
た
だ
ひ
と
つ
の
点
在
の
み
が
あ
る
。
こ
れ
を
彼
は
實
礁
…
ま
た
は
自
然
ま
た
は
淋
と
名
付
け

た
。
デ
カ
ル
ト
が
謬
っ
て
二
つ
の
落
盤
と
考
え
た
．
も
の
は
、
ひ
と
つ
の
費
雛
の
二
つ
の
薦
直
な
の
で
あ
る
。
物
質
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、

み
も
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
し
く
ヒ
　
キ
う
ら
　
　
　
く
ぼ
　
　
く
ま
ト
き
　
く
く
チ

そ
σ
唯
一
の
賢
膿
が
古
る
仕
方
で
、
す
な
わ
ち
室
聞
に
お
い
て
延
長
せ
る
も
の
と
し
て
、
あ
ら
わ
れ
た
．
相
で
あ
る
。
ス
ど
ノ
ザ
の
言
葉
で

い
允
ば
、
延
長
と
い
う
厩
立
は
唯
一
の
還
御
の
本
質
そ
の
も
の
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
幾
何
二
面
驚
系
と
し
て
あ
ら
わ
れ
且
つ
考
え

　
　
　
　
　
セ
　
　
の
　
　
ね
　
　
も
　
　
つ
　
　
ら
　
　
し

ら
れ
た
實
在
そ
の
も
の
で
あ
る
。
物
質
（
す
な
わ
ち
ぢ
室
聞
）
は
賢
盤
が
ひ
と
つ
の
特
定
の
仕
方
に
唱
い
て
費
．
現
さ
れ
か
相
で
あ
る
Q
物

質
は
費
在
の
あ
る
見
方
に
お
け
る
あ
ら
わ
れ
方
で
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
餐
在
の
相
ま
た
は
あ
ら
わ
れ
に
就
．

い
て
も
云
え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
思
惟
の
厩
性
と
呼
ん
だ
。
こ
れ
が
笹
通
に
い
う
精
瀞
で
あ
る
。
精
紳
は
丘
疹
で
は
な

く
て
、
福
野
の
ひ
と
つ
の
相
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
費
在
が
思
想
や
心
像
や
感
櫨
の
膿
系
と
し
て
衷
現
さ
れ
陀
も
の
で
あ
る
Q
伺
一
の
根
本

曲
賢
在
が
或
い
は
物
質
と
し
て
或
い
は
精
紳
と
し
て
十
全
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
む

　
と
こ
ろ
で
私
は
、
唯
一
の
究
極
的
な
賢
膿
が
物
質
ま
た
は
精
淋
と
し
て
眞
實
に
考
え
ら
れ
う
る
、
と
い
う
こ
の
考
え
か
ら
、
同
じ
圏

が
物
理
野
藥
ま
た
は
心
像
と
し
て
知
…
覚
さ
れ
う
る
と
い
う
、
よ
り
控
え
国
な
考
え
に
移
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
考
え
を
持
ち
出
す
た
め

に
、
し
ば
ら
く
現
代
哲
學
の
姿
花
顧
み
、
故
ル
ド
ウ
ィ
ヒ
・
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
の
1
棚
げ
¶
瑠
論
」
、
〈
窪
漂
辱
亀
似
ω
U
①
傷
σ
を
吟

味
し
ょ
う
。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
の
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
蝿
論
左
、
知
畳
の
諸
嫌
式
に
就
い
て
の
夏
に
理
論
的
な
折
日
學
に
展
開

す
る
で
あ
ろ
う
。

　
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
1
5
暫
敵
し
と
睡
ば
れ
る
新
し
い
言
語
玉
薬
の
創
始
者
で
あ
る
。
か
つ
て
彼
の
云
っ

た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
哲
學
は
ひ
と
つ
の
敏
読
乃
至
は
理
論
な
の
で
は
な
く
、
一
種
の
活
動
…
一
す
な
わ
ち
言
語
の
檬
汝
な
機
能
ま
元
は

使
用
を
わ
れ
わ
れ
に
明
示
し
、
わ
れ
わ
れ
に
下
知
さ
せ
る
活
動
一
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
精
…
淋
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ

ー
ド
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
、
ロ
ソ
ド
ソ
の
諸
大
事
、
並
び
に
合
衆
知
に
あ
っ
て
は
コ
ー
ネ
ル
大
紫
に
燈
い
て
、
這
い
力
を
持
ち
、
こ
れ
ら
の

地
鮎
か
ら
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
影
口
糧
左
及
ぼ
し
つ
つ
あ
る
。
彼
の
思
考
、
す
な
わ
ち
折
拗
學
と
呼
ば
れ
る
活
動
は
、
隅
惜
巾
酌
な
経
齢
…
．
の
聞
を
微
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妙
に
暗
示
的
に
動
き
ま
わ
り
、
謙
語
に
就
い
て
破
が
示
さ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
例
示
す
る
。
破
は
自
動
藁
の
濫
費
人
が
自
動
車
を
展
示
す

，
る
よ
ヶ
に
雷
譜
秘
、
「
つ
展
凶
解
］
．
困
墨
銀
躍
餅
観
ゾ
雲
鶴
ぴ
彼
は
そ
れ
左
わ
れ
わ
れ
に
見
せ
、
そ
れ
が
如
何
に
働
く
か
を
わ
れ
わ
れ
に
凝
覗

さ
せ
る
。

　
ヴ
ィ
ッ
｝
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
う
い
う
非
學
究
的
や
り
方
で
野
物
の
相
に
就
い
て
語
る
。
彼
の
あ
げ
る
例
の
ひ
と
つ
は
、
心
理
學
潜

ジ
ャ
ス
ト
ロ
ー
、
（
同
器
宵
O
薫
）
の
家
鴨
に
も
兎
に
も
見
え
る
絡
で
あ
る
。
　
そ
れ
は
一
方
か
ら
見
る
と
家
鴨
に
見
え
る
が
、
他
の
見
方
で
は

そ
の
同
じ
も
の
が
兎
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。
い
す
れ
も
見
る
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
知
課
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
経
験
に
は
い

く
ら
か
の
愚
考
ま
た
は
意
志
の
働
き
が
含
ま
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
し
か
し
眼
の
前
に
見
え
る
も
の
は
思
考
の
封
蒙
で
は
な
い
。
そ
れ
は

見
ら
れ
知
　
覚
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
想
像
を
俘
っ
て
知
畳
さ
れ
て
は
い
る
が
、
聯
絡
に
い
っ
て
心
像
だ
と
さ
え
い
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

限
界
領
域
に
あ
る
他
の
場
含
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
想
像
が
感
性
的
知
畳
と
協
同
し
て
い
る
、
と
い
い
は
じ
め
る
で
あ
ろ
う
。
例

え
ば
、
厚
紙
で
燐
つ
な
三
角
形
が
そ
の
最
長
邊
を
底
と
し
て
立
っ
て
い
る
の
を
見
る
、
と
す
る
。
そ
の
時
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
三
角
形
が

よ
り
短
い
趣
を
底
と
す
る
位
置
か
ら
弊
げ
て
長
邊
を
底
と
す
る
位
置
に
移
つ
な
か
の
如
く
「
見
る
し
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
う
い
う

見
方
は
幾
分
想
像
左
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
は
、
こ
の
場
合
心
像
が
知
能
豫
と
い
わ
ば
接
齢
し
て
い
る
の

だ
、
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
軍
に
な
に
も
の
か
を
想
像
し
て
い
る
だ
け
だ
、
と
い
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
最
長
遊
を
底
と
す
る
位
置
に
縛
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
三
角
形
の
相
は
、
想
像
的
に
見
ら
れ
知
畳
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

．
る
。
そ
れ
は
決
し
て
箪
に
誰
か
の
圭
親
的
な
或
い
は
私
的
な
或
い
は
内
部
的
な
経
験
な
の
で
は
な
い
。

　
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
そ
の
「
相
の
理
論
」
を
こ
う
い
う
繋
本
的
な
蕩
例
以
上
に
展
閉
し
て
は
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
藝
術
家

及
び
藝
術
の
批
評
家
が
例
え
ば
絡
を
如
何
に
見
る
か
に
就
い
て
、
、
い
く
つ
か
の
考
察
を
蓮
べ
て
、
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
誰
で
も
絡
を
見

る
場
合
に
、
始
め
か
ら
そ
れ
を
目
利
き
の
見
る
甚
し
い
見
方
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
隈
ら
な
い
。
始
め
は
絡
が
た
だ
罫
た
い
寮
布
に

塗
ら
れ
た
’
色
と
し
か
見
、
允
ぬ
か
も
し
れ
魚
。
或
い
は
ま
た
隼
に
或
物
の
許
し
老
し
か
黙
え
癌
か
も
し
れ
漁
。
こ
の
い
す
れ
の
場
合
に
も
、

　
　
　
如
麗
の
糠
ド
式
と
談
覗
の
，
蘇
式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
三
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哲
畢
研
究
篇
画
百
三
十
六
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圏

わ
れ
わ
れ
は
叢
豪
崇
た
は
專
門
的
な
槻
惑
者
が
見
る
と
こ
ろ
の
も
の
駐
未
だ
見
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ

れ
は
他
か
ら
の
助
力
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
絃
の
或
る
相
が
わ
れ
わ
れ
に
は
見
え
て
お
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
の
が
れ
て
い
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
助
力
を
得
た
上
で
さ
え
、
そ
れ
に
わ
れ
わ
れ
は
氣
付
き
え
な
い
か
も
し
れ
ぬ
◎
そ
う
い
う
場
合
に
わ
れ
わ
れ

は
「
相
に
毒
し
て
盲
貝
（
鋤
の
b
①
O
仲
　
ぴ
一
陣
コ
缶
）
」
な
の
で
あ
る
。
も
の
の
相
に
封
ず
る
盲
目
性
と
い
う
こ
の
概
念
は
、
ヴ
ィ
ッ
｝
ゲ
ソ
シ
ュ

タ
イ
ン
の
多
く
の
早
い
洞
察
の
中
で
も
重
要
な
も
の
で
あ
っ
て
、
美
學
の
理
論
に
器
い
て
展
開
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
考
え
の
圭
要
な
黙
は
、
知
畳
の
場
に
お
け
る
纂
物
が
様
々
な
仕
方
で
様
々
な
知
朗
覚
の
様
式
に
給
い
て
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

は
極
め
て
自
然
だ
、
と
い
う
謡
1
5
え
に
あ
る
。
こ
の
考
え
は
哲
學
の
膳
皮
に
聴
い
て
昔
か
ら
あ
る
考
え
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ス
ピ
ノ
ザ

が
そ
れ
を
夕
げ
て
形
聴
上
學
欝
欝
系
と
し
π
こ
と
を
、
銑
に
み
元
。
そ
れ
は
ま
距
、
イ
ギ
リ
ス
の
縫
験
講
者
の
…
闘
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
バ
ー
ク
レ
イ
は
毒
物
を
心
像
と
し
て
見
拠
。
ひ
と
つ
の
も
の
、
例
え
ば
ひ
と
つ
の
林
檎
、
は
多
く
の
心
像
、
親
畳
心
像
、
鯛

魔
心
像
等
の
結
合
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
は
違
つ
完
仕
方
で
も
の
を
見
て
い
た
。
彼
は
築
物
を
、
第
一
義
的
に

は
物
理
的
豊
丸
と
し
て
、
そ
れ
に
秘
か
に
伸
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
心
像
と
は
は
っ
き
砂
匿
洲
さ
れ
る
一
定
の
特
性
を
有
す
る
も
の
と
し

て
、
見
た
。
モ
し
て
こ
の
場
合
、
物
灘
的
封
象
に
伸
う
心
像
は
喜
物
の
科
學
的
「
儲
位
」
に
と
っ
て
は
邪
魔
物
な
の
で
あ
る
。
か
く
て
バ

ー
ク
ン
イ
と
ロ
ッ
ク
と
左
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、
も
の
は
二
つ
の
い
す
れ
の
見
方
に
▼
挽
い
て
も
金
騰
と
し
て
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。　

さ
て
私
は
ζ
こ
で
新
茨
な
例
を
と
り
、
．
そ
れ
に
翻
し
て
新
た
な
説
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
論
は
、
過
去
の
多
く
の
哲
學
奢
が
い
わ
ん

と
歓
し
、
ま
た
部
分
的
に
は
既
に
い
っ
た
事
柄
を
よ
く
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
今
わ
れ
わ
れ
は
部
屋
に
い
る
と
す
る
。
臼
の
光
が
窓
か
ら
さ
し
て
、
一
方
の
ひ
と
つ
の
壁
を
傘
ぱ
照
ら
し
他
の
牛
分
が
そ
の
た
め
に
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
つ
ろ

や
暗
く
見
え
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
ご
く
普
遇
な
現
象
を
普
通
の
贈
見
い
だ
仕
方
で
知
…
覚
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
何
か
特
別
な
細
か

い
注
意
を
携
う
こ
と
な
く
羅
純
に
そ
れ
に
戴
付
い
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
が
壁
で
あ
っ
て
鴬
然
峯
た
い
も
の
で
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．

あ
る
な
ど
い
う
こ
と
さ
え
も
、
念
頭
に
語
い
て
い
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
、
寛
い
だ
意
識
の
様
式
と
私
の
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
む

見
な
れ
た
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
壁
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
端
的
な
知
畳
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
場
は
基
本
的
な
未
だ
特
殊
化
さ
れ
ぬ
維
験

の
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
の
が
た
だ
現
醜
し
海
だ
あ
ら
わ
れ
て
い
る
領
域
、
す
な
わ
ち
根
源
約
な
領
域
乃
至
は
場
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
で

も
つ
と
特
殊
化
さ
れ
た
見
方
が
出
現
し
、
干
物
の
特
殊
な
相
を
あ
ら
わ
に
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
今
の
と
こ
ろ
そ
う
い
う
特
殊

な
相
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
朱
だ
氣
付
い
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
都
屋
に
住
ん
で
い
る
嚢
の
寛
い
だ
眼
差
を
以
て
、
見
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。
輩
純
な
知
音
の
場
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
そ
の
壁
は
、
普
通
な
未
だ
特
殊
化
さ
れ
ぬ
経
験
の
何
の
奇
も
な
い
封
蝋
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
β
の
あ
た
っ
た
壁
の
あ
る
こ
の
部
屋
に
い
る
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
の
ひ
と
り
が
、
絡
の
心
得
が
あ
っ
て
、
突
然
に
こ
う
い
い

出
す
、
　
「
明
い
部
分
と
曙
い
部
分
が
そ
の
境
目
で
建
物
の
角
の
よ
う
に
禺
張
っ
て
見
え
る
で
は
な
い
か
」
と
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
も
、
わ

れ
わ
れ
の
知
畳
に
制
御
を
加
え
て
、
ぞ
う
い
う
特
別
な
見
方
を
し
ょ
う
と
努
力
す
る
。
し
か
し
始
め
は
、
そ
の
仲
闇
が
鼻
付
い
ゆ
．
κ
相
は
わ

れ
わ
れ
に
は
見
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
彼
は
、
　
「
こ
ち
ら
へ
湿
れ
ば
よ
く
見
え
る
だ
ろ
う
、
そ
ら
見
え
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
風
に
い

う
。
わ
れ
わ
れ
も
相
に
封
ず
る
盲
目
性
を
克
服
し
よ
う
と
努
力
す
る
。
す
る
と
彼
は
、
パ
ス
テ
ル
で
、
明
る
い
黄
色
の
色
の
帯
が
曙
い
次

色
の
色
の
幣
と
接
し
て
い
る
の
を
、
手
早
く
ス
ケ
ッ
チ
し
て
見
せ
る
。
忽
ち
わ
れ
わ
れ
は
、
　
一
つ
の
色
の
甲
乙
が
、
絡
叢
の
持
つ
…
微
妙
な
蹴

る
い
立
骸
感
の
う
ち
で
、
出
張
っ
て
角
を
つ
く
る
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
絡
霞
に
お
い
て
、
貸
家
は
、
彼
が
も
と
の
現
象
の
う
ち

に
見
π
と
こ
ろ
を
、
わ
れ
わ
れ
に
見
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
再
び
も
と
の
も
の
を
見
て
、
そ
こ
に
純
粋
な
色
の
不

面
が
角
を
な
し
て
い
る
立
禮
的
な
相
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
息
め
に
は
わ
れ
わ
れ
に
見
え
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ッ

　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
を
ド
ら
こ
　
セ
ヒ
　
　
　
ま
　
ミ
　
　
セ
ト
　
セ
へ
　
　
　
り
　
セ
ら
　
セ
く
ゴ
じ
　
ぎ
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
も
　
　
し
　
　
も

｝
ゲ
ン
弘
ユ
．
，
ダ
イ
ン
の
い
ケ
と
．
こ
、
う
に
「
よ
れ
ば
、
ぴ
ど
つ
の
粗
と
は
総
…
甕
に
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
悟
無
峨
的
に
、
見
う
．
る
も
・
の
と
潅
ら
し
．

め
ら
れ
3
0
と
こ
る
の
或
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
書
象
は
モ
の
相
を
捕
捉
し
て
わ
れ
わ
れ
に
示
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
お
蔭
で
わ

れ
わ
れ
は
特
殊
な
想
霊
的
な
見
方
に
お
い
て
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
壁
は
今
や
美
的
封
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
そ

う
い
う
見
方
が
藝
術
作
晶
の
力
に
よ
っ
て
蜘
れ
わ
れ
に
で
き
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
鶴
畳
の
糠
式
と
遷
醗
の
鎌
式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
誠
　
　
　
　
　
　
・
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哲
灘
丁
轄
鮒
究
　
　
彊
漏
閏
首
口
一
篇
十
4
ハ
鰍
飾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ

　
し
か
し
な
が
ら
、
部
歴
に
い
る
他
の
轡
の
中
に
は
、
こ
の
事
賢
を
違
っ
た
眼
で
見
よ
・
・
2
と
す
る
者
も
き
っ
と
い
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
ち
　
　
も
　
　
ち
　
　
も

家
に
塾
し
て
い
う
で
あ
ろ
う
、
　
「
よ
く
見
れ
ば
、
色
の
明
暗
は
壁
の
も
っ
て
い
る
性
質
だ
と
見
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
壁
は
も
っ

と
よ
く
見
れ
ば
不
た
い
も
の
だ
と
わ
か
る
で
あ
ろ
う
」
と
。
ま
た
「
壁
、
の
準
た
い
表
面
を
見
る
た
め
に
は
、
壁
に
も
っ
と
決
す
く
か
横
か

ら
見
る
か
す
れ
ぼ
よ
い
」
と
い
う
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
特
殊
な
見
方
は
間
い
眞
直
な
物
差
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ

る
計
量
的
な
諸
性
質
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
あ
ら
わ
に
し
、
張
領
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
特
殊
な
見
方
に
卸
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
こ

ろ
の
壁
の
相
こ
そ
、
壁
を
「
物
灘
的
幾
夜
」
た
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
鋼
製
、
壁
は
こ
う
い
う
相
を
示
す
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
セ
　
　
　
う
　
　
　
カ
　
　
　
も

あ
る
Q
壁
は
挙
た
い
表
面
を
も
つ
な
物
質
的
な
も
の
と
し
て
み
ら
れ
う
る
。
否
、
壁
櫨
そ
う
い
う
物
質
的
尊
慮
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
鍵
家
の
方
は
、
こ
れ
が
壁
を
よ
く
見
る
唯
一
の
仕
方
で
あ
る
と
い
う
圭
張
に
…
封
し
て
は
、
里
下
な
異
議
を
申
し
立
て
る
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
も
　
　
し
　
　
も

ろ
う
。
彼
も
亦
、
ひ
と
り
の
藝
術
家
と
し
て
、
自
ら
の
見
た
と
こ
ろ
を
瀬
見
す
る
た
め
に
は
、
壁
を
よ
く
よ
く
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
認
め
る
に
は
、
　
「
概
察
」
と
呼
ば
れ
る
特
殊
な
見
方
と
は
違
っ
た
別
の
特
殊
な
見
方
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
と
も

か
く
も
眞
費
な
洞
察
を
、
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
知
畳
と
そ
の
様
式
に
就
い
て
、
こ
の
部
捲
で
の
わ
れ
わ
れ
の
経
験
左
や
は
り
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
一
般
的
な

哲
學
的
な
結
論
を
出
す
こ
と
に
し
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
φ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　
　
ち
　
　
も

　
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
よ
つ
て
明
か
と
な
っ
た
重
要
な
黙
は
、
…
二
つ
の
知
畳
の
嫌
式
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
へ
仙
わ
ち
、
ひ
と

つ
の
特
殊
化
さ
れ
ぬ
檬
式
及
び
二
つ
の
特
殊
な
嫌
式
で
あ
る
。
特
殊
化
さ
れ
て
い
な
い
様
式
は
、
曹
逓
な
無
反
省
な
経
験
で
あ
っ
て
、
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
も
　
　
も

ん
ら
か
の
特
殊
な
技
術
的
條
件
に
よ
っ
て
、
注
意
深
く
ま
た
は
「
正
し
く
」
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
根
源
的

も
　
　
リ
　
　
セ

な
意
味
に
曝
け
る
経
験
の
場
は
、
…
塁
な
る
白
紙
ま
た
．
は
室
虚
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
例
え
ば
樹
や
家
や
人
が
、
そ
し
て
ま
た
明
暗
の
色
を

も
つ
壁
需
か
、
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
根
源
的
な
分
化
と
秩
序
が
あ
る
の
で
あ
る
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
。
。
バ

ー
ス
の
適
切
な
言
葉
を
借
れ
ば
、
そ
こ
に
は
「
第
一
次
性
」
（
閃
貯
。
・
3
Φ
ω
ω
）
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
知
　
覚
の
寛
い
だ
様
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式
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
り
　
　
う

　
し
か
し
な
が
ら
、
事
物
の
特
殊
な
見
方
に
比
較
し
て
み
れ
ば
、
　
こ
の
「
第
一
次
的
な
」
寛
い
だ
様
式
に
お
い
て
知
畳
さ
れ
る
慕
物
に

は
、
何
か
未
限
定
な
、
費
現
さ
れ
て
海
ら
ぬ
勲
が
あ
る
。
こ
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
第
」
一
爽
，
的
起
剣
聖
地
禦
俺
事
物
は
÷
限
導
電
－

能
者
」
と
し
て
あ
ら
わ
－
築
－
特
殊
な
見
力
董
と
，
る
藩
う
に
、
わ
れ
わ
れ
老
促
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
曹
逓
の
経
験
．
に
瘡
け
る
、
事
物
は
、
そ

れ
が
後
に
み
ら
わ
ず
ど
こ
ろ
の
特
殊
な
縮
に
，
漁
い
て
、
，
「
費
現
ぎ
れ
一
a
、
と
、
い
，
つ
、
て
よ
喉
。
例
え
ば
藝
術
家
は
、
特
別
な
眼
を
も
つ
者
と
し

て
の
自
ら
に
見
え
る
も
の
の
相
を
、
わ
れ
わ
れ
に
も
見
せ
よ
う
と
し
て
、
檬
々
な
技
巧
を
駆
使
す
る
こ
と
老
熱
心
に
努
め
る
の
で
あ
る
。

ダ
ン
テ
が
ベ
ァ
ト
リ
ー
チ
ェ
の
霞
め
に
蔽
し
距
と
こ
ろ
は
そ
れ
で
あ
り
、
彼
は
自
ら
の
見
穴
と
こ
ろ
愛
甲
築
詩
と
い
う
破
の
「
賢
現
の
言

語
し
（
酒
毒
謬
ひ
q
石
弓
ひ
q
Φ
　
O
臨
　
門
①
陰
轟
一
．
N
効
け
凶
O
コ
）
に
お
い
て
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
が
喜
多
の
「
観
察
覚
し
に
就
い
て
も
い
え
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
場
舎
「
槻
察
」
と
は
、
物
灘
愚
察
間
の
う
ち
に
置
か
れ
て
い
る
自
然
科
簾
の
輿
件
を
あ
ら
わ
に
す
る
よ
う
な
特
殊
な
も
の
の

口
兄
方
の
名
で
あ
る
。
翠
嵐
Ψ
、
そ
う
い
う
見
方
を
一
養
う
と
こ
ろ
の
様
々
な
技
巧
並
び
に
こ
の
相
に
む
け
る
世
界
を
覗
説
明
す
る
と
こ
ろ
の
思
考

に
課
せ
ら
れ
る
様
々
な
條
件
に
、
辛
抱
強
、
く
從
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
も
　
　
じ

　
か
つ
て
プ
ラ
ト
ン
一
は
、
哲
雄
と
靴
討
と
の
聞
に
は
古
く
か
ら
語
い
が
あ
る
と
い
っ
た
。
　
こ
れ
は
謬
り
で
あ
る
。
　
彼
は
こ
の
こ
と
を
自
然
科

學
と
詩
と
に
就
い
て
い
う
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
上
で
さ
え
、
博
い
は
、
　
「
半
在
は
專
ら
物
理
的
（
物
質
的
）
で
あ

る
」
と
訳
語
す
る
科
學
者
と
、
　
「
好
篇
は
專
ら
精
赫
的
で
あ
る
」
と
霊
欲
す
る
藝
術
寂
の
闇
に
お
い
て
の
み
あ
る
の
で
あ
る
q
科
學
者
も

藝
術
家
も
通
常
は
そ
う
い
う
不
適
切
な
こ
と
を
営
繕
し
は
し
な
い
し
、
ま
た
圭
賑
す
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
選
者
が
そ
れ
を
圭
張
す
る
と
す
れ
ば
、
爾
者
と
も
謬
っ
て
い
る
の
で
あ
る
◎
根
本
に
温
い
、
て
は
、
§
費
在
ど
は
、
、
根
源
曲
淡
寛
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
ね
　
　
カ
ま

だ、

l
式
の
知
育
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
つ
で
、
そ
れ
が
、
大
科
尊
者
や
大
藝
術
家
が
夫
々
の
特
殊
な
仕
方
で
賢
在
の
現
實

ね
　
　
も
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
や
　
　
も
　
　
も
　
　
め

の
相
と
し
て
示
す
と
こ
ろ
の
も
の
の
潜
勢
的
な
相
な
の
で
あ
る
α
こ
れ
が
業
物
の
本
性
に
就
い
て
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
直
観
に
封
ず
る
私
の
解
．

繹
で
あ
る
。

　
　
　
繍
州
膵
抽
の
様
式
と
黙
似
甥
押
の
辮
駆
式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
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哲
學
卿
鱗
究
　
　
鶴
・
四
百
ゴ
…
十
晶
ハ
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

　
最
後
に
も
う
一
実
。
ひ
と
り
の
入
闇
或
い
は
｛
國
厩
全
雛
が
、
も
の
の
特
殊
な
見
方
の
い
す
れ
か
を
交
化
的
に
よ
り
好
む
、
と
い
う
こ

と
が
あ
り
う
る
。
か
く
て
或
る
丈
化
は
想
像
的
な
見
方
を
よ
し
と
し
、
他
の
も
の
は
科
學
的
な
見
方
准
よ
し
と
す
る
。
そ
の
い
す
れ
を
よ

し
と
す
る
か
は
無
意
識
に
行
わ
れ
る
ゆ
宜
、
相
互
に
誤
解
が
む
ζ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
藝
術
や
宗
敏
に
美
し
く
あ
ら
わ
れ
る
懇
像
的

な
見
方
を
好
む
場
含
は
、
自
然
科
學
の
技
術
的
な
進
歩
に
は
感
心
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
更
に
は
そ
う
い
う
技
術
の
進
歩
を
野
螢
な
野
卑

な
も
の
と
見
る
に
さ
え
い
た
る
。
こ
の
想
像
的
な
見
方
で
見
ら
れ
る
場
合
、
出
は
光
に
向
っ
て
賜
え
る
姿
に
語
い
て
、
縞
…
量
的
な
更
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も

脚
聖
な
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
野
際
そ
れ
は
奪
い
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
讐
通
の
物
理
的
物
質
的
事
物
と
し
て
そ
れ
を
扱
え
ば
、
そ
の

神
聖
を
漬
す
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
見
方
か
ら
す
れ
ぼ
、
そ
う
い
う
出
の
麓
で
不
学
に
軍
隊
の
演
習
を
行
う
こ
と
は
、
異
る
文
化
の
闇

の
軍
大
な
誤
解
の
誰
櫨
で
あ
り
、
そ
れ
は
想
橡
力
の
訣
除
を
示
し
て
い
る
。

　
科
學
、
羽
帯
、
宗
敏
の
言
語
、
更
に
は
護
照
そ
の
も
の
の
転
語
に
零
し
て
重
要
な
聞
題
が
捉
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
次
の
講
義
で
私
は

知
畳
の
諸
様
式
と
蓮
關
さ
せ
つ
つ
、
そ
れ
ら
襟
汝
な
表
現
の
様
式
の
論
理
を
研
究
し
た
い
と
思
う
。
本
丸
の
講
義
の
要
黙
は
、
糊
察
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も

想
像
が
、
未
分
化
の
知
畳
の
基
本
的
な
場
、
す
な
わ
ち
寛
い
だ
知
畳
の
様
式
と
私
が
い
っ
た
も
の
、
に
響
い
て
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

　
　
　
も
ト
つ
　
ね
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
も

毒
物
を
知
愛
す
る
二
つ
の
特
殊
な
仕
方
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
か
。
勿
論
そ
の
よ
う
な
想
像
並
び
に
槻
察
は
も
と
も
と
知
解
の
檬

式
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
知
塁
の
嫌
式
に
基
い
て
そ
の
憂
欝
を
照
明
し
乃
至
は
説
明
す
る
と
こ
ろ
の
理
論
的
思
考
と
は
臨
別
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
腿
別
は
次
の
講
義
に
お
い
て
展
…
囲
さ
れ
、
こ
の
講
義
で
述
べ
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
黙
も
、
よ
り
立
ち
入
つ
旋
限
定
を

う
け
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

二
　
表
現
の
｛
諸
様
式

　
第
一
の
講
義
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
三
つ
の
知
難
の
嫌
式
を
随
訳
し
た
。
す
な
わ
ち
、
先
ず
樹
源
臨
な
知
畳
（
鋤
昌
、
Φ
叡
鼠
Φ
艮
鉱
窪
α
犠
冨
堕

o
o
℃
建
。
箒
）
が
あ
り
、
こ
の
知
畳
の
場
の
中
に
も
う
二
つ
の
特
殊
な
様
式
の
傭
畳
の
心
象
が
潜
在
し
て
む
り
、
　
そ
れ
が
想
像
及
び
槻
察
と
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も
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
ち

呼
ば
れ
る
そ
れ
ら
特
殊
な
様
式
の
う
ち
に
賢
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
想
像
は
概
察
の
厨
輿
に
依
存
せ
す
、
ま
た
そ
こ
か
ら
出
搬

　
　
　
　
　
　
セ
　
　
も

す
る
も
の
で
は
な
い
。
槻
察
と
は
想
像
と
並
ぶ
ひ
と
つ
の
特
殊
な
も
の
の
見
．
方
で
あ
る
Q
こ
れ
ら
二
つ
の
特
殊
な
様
式
は
、
い
す
れ
も
そ

の
共
通
の
根
を
、
寛
い
だ
檬
式
の
基
本
的
な
袖
畳
の
う
ち
に
も
ち
、
　
こ
の
基
本
的
な
知
発
に
お
い
て
、
特
殊
檬
式
の
所
輿
が
潜
勢
者

（
「
相
」
）
と
し
て
あ
り
、
科
雄
篇
や
評
家
に
よ
っ
て
現
實
化
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
前
の
講
義
の
最
後
に
次
の
問

い
が
提
起
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
基
本
駒
な
想
像
や
糊
察
一
こ
れ
ら
は
思
考
の
様
式
で
は
な
く
て
知
畳
の
型
式
で
あ
る
一
と
は
麗
々

さ
れ
た
理
論
的
思
考
は
ど
う
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

　
か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
今
や
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
圭
要
な
聞
題
の
入
日
に
達
し
陀
わ
け
で
あ
る
。
知
畳
の
様
汝
な
様
式
に
お
い
て
維

験
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
就
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
如
何
な
る
仕
方
で
語
る
か
。
い
い
か
免
れ
ば
、
様
々
な
仕
方
で
製
薬
．
す
る
と
こ
ろ
の
も

　
の
を
如
何
に
わ
れ
わ
れ
は
表
現
す
る
か
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
需
語
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
如
何
な
る
種
頚
の
理
論
が
う
ま
れ
る

か
。
更
に
、
各
々
の
知
畳
糠
式
に
圃
有
な
表
現
様
式
と
い
う
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
特
殊
な
言
語
の
「
論
理
」
は
何
で
あ
る
か
、
特

殊
な
表
現
様
式
に
課
せ
ら
れ
る
條
件
は
撫
何
な
る
も
の
か
。
そ
の
表
現
の
理
解
可
能
性
並
び
に
十
発
性
の
基
準
は
何
で
あ
る
か
。
ご
ら
ん

　
の
如
く
わ
れ
わ
れ
は
、
熊
蜂
の
…
巣
に
も
似
た
…
困
難
な
手
答
い
問
い
の
集
ま
り
に
近
す
い
て
い
る
。
し
か
し
敢
え
て
…
進
む
こ
と
に
し
よ
う
。

’
欝
…
か
に
近
ず
け
ば
刺
さ
れ
な
く
て
す
む
で
あ
ろ
う
。

　
先
ず
第
一
に
、
根
源
的
な
未
だ
特
殊
化
さ
れ
て
か
ら
ぬ
知
畳
様
式
i
そ
れ
の
場
に
聴
い
て
ナ
．
へ
て
の
も
の
が
始
め
を
も
つ
一
－
に
嗣

　
有
な
表
親
の
様
式
か
ら
始
め
よ
う
。
こ
の
知
畳
の
場
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
限
り
の
事
物
の
本
性
、
い
い
か
え
れ
ば
、
難
物
に
就
い

　
て
の
こ
の
様
式
に
語
け
る
経
験
、
を
衷
現
す
る
と
こ
ろ
の
言
語
は
、
面
詰
な
會
話
の
…
早
純
訟
特
殊
化
さ
れ
ぬ
言
説
で
あ
る
。
こ
れ
を
私
は

「
辮
遍
α
ば
な
し
ば
（
6
冨
貯
鼠
壁
）
、
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
濱
常
的
癒
歌
況
に
冷
け
る
讐
逓
の
無
技
巧
為
は
な
し
は
、
表
現
、
、
、
画
い
か
え

　
れ
ば
、
：
言
表
、
の
寛
い
だ
様
式
で
あ
っ
て
、
な
ん
の
特
殊
な
確
定
飽
な
、
條
件
を
も
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
寛
い
だ
様
式
に

　
語
け
る
無
謬
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
に
よ
ぐ
遮
っ
て
い
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
う
い
う
欺
況
に
冷
け
る
ひ
と
つ
の
表
現
に
就
い
て
、
特

　
　
　
　
卸
墨
の
様
式
と
鍛
覗
の
糠
式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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凝
口
郷
学
研
究
　
　
櫨
拶
悶
囲
阿
一
鳥
十
－
屯
ハ
簸
陥
”
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

殊
な
臨
地
か
ら
そ
れ
の
意
味
と
袋
索
性
を
間
題
に
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
い
う
表
現
の
正
し
い
蝿
解
を
害
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
場
含
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
営
の
表
現
の
固
有
の
論
理
よ
り
は
嚴
格
…
な
論
理
を
そ
れ
に
適
用
す
る
と
い
う
、
謬
り
を
犯
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
立
通
の
は
な
し
の
論
埋
と
い
う
も
の
は
、
極
め
て
ゆ
と
り
の
あ
る
形
式
ば
ら
訟
も
の
な
の
で
あ
る
。
筈
通
の
無
技
巧
な
は
な
し

は
、
話
し
手
に
と
っ
て
は
、
い
わ
ば
鴇
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
は
自
分
の
胃
が
う
ま
く
働
い
て
い
る
限
り
濾
化
滋
程
を
意
識
し
は

し
な
い
。
億
闘
語
に
就
い
て
も
岡
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
評
通
の
は
な
し
が
行
わ
れ
る
具
膿
的
な
状
況
の
全
燈
が
輿
え
る
と
こ
ろ
の
多
様

訟
柔
軟
な
條
署
す
け
の
下
に
お
い
て
、
見
覚
な
し
か
も
全
く
自
然
な
技
巧
を
以
て
働
く
（
操
ら
れ
る
）
o
そ
う
い
う
表
規
の
意
味
は
、
そ
の

厭
況
に
お
け
る
多
く
の
要
因
の
協
同
に
よ
っ
て
、
じ
か
に
ひ
と
に
傳
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
要
因
の
い
く
つ
か
は
口
に
寓
さ
れ

花
語
以
外
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
非
言
語
的
な
要
素
を
含
む
、
こ
れ
ら
要
素
の
す
べ
て
が
、
こ
の
並
鳥
趨
の
は
な
し
の
出
震
語
に
語

　
　
　
　
　

い
て
用
語
と
し
て
働
い
て
い
る
。
こ
の
故
に
、
そ
の
論
理
、
す
な
わ
ち
根
源
的
な
第
｝
次
盤
に
訟
け
る
経
験
を
表
現
す
る
君
語
の
非
特
殊

　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
も
　
　
も
　
　
セ

的
論
理
、
を
定
式
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
刷
本
的
「
第
一
次
寒
し
檬
式
の
表
現
に
は
、
な
ん
の
技
巧
的
な
反
省
も
含

ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
母
な
る
言
葉
（
緑
解
語
）
と
呼
ば
れ
る
の
は
極
め
て
適
切
で
あ
る
。
こ
の
檬
式
に
聴
け
る
母
國
語
は

極
め
て
雀
躍
…
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
「
蛋
活
形
式
H
黛
◎
回
議
，
α
簡
，
翻
｛
α
）
と
呼
び
う
る
で
あ
ろ
う
。
寒
卵
を
生
誕
妙
趣

と
み
る
こ
の
考
え
は
、
今
や
そ
れ
の
本
然
憂
く
べ
き
承
認
を
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ラ
ー
や
ル
ド
ウ
ィ
ヒ
・
ヴ
ィ
ッ
｝
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

の
よ
う
な
哲
學
考
拒
ち
の
闇
に
お
い
て
の
み
な
ら
す
、
異
る
文
化
相
互
の
關
係
を
研
究
す
る
專
門
家
た
ち
一
例
え
ば
諸
文
化
の
比
較
研

究
に
就
い
て
最
近
ユ
ネ
ス
コ
か
ら
出
版
さ
れ
π
論
文
集
の
第
一
巻
に
寄
稿
し
た
人
汝
i
に
よ
っ
て
も
亦
、
謡
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
一
闘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
セ
　
　
も
　
　
き
　
　
も

民
の
理
解
は
、
そ
の
國
語
が
、
煎
”
通
の
は
な
し
の
檬
式
に
お
い
て
そ
の
國
属
と
同
様
に
、
使
、
え
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
ぬ
兀
金
な
も
の

と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
恐
國
語
と
は
違
う
言
語
の
中
に
は
い
り
こ
む
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
意
義
深
い
仕
轟
で
あ

り
維
験
で
あ
る
。
マ
ル
チ
ン
・
ブ
ー
バ
i
（
罎
国
触
叶
画
昌
切
戸
ぴ
O
畳
）
の
雷
葉
を
借
り
て
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
を
や
り
と
げ
る

ひ
と
は
違
つ
距
生
活
形
式
を
「
身
に
つ
け
る
」
の
で
あ
る
、
と
。
そ
の
ひ
と
は
、
そ
の
幽
語
を
支
配
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
國
語
に
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よ
つ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
こ
と
は
彼
の
精
紳
に
と
っ
て
有
釜
な
の
で
あ
る
。
彼
の
精
薄
…
は
始
め
…
國
艮
的
で
あ
っ

た
の
が
今
や
國
際
的
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
曹
通
の
は
な
し
の
ひ
と
つ
の
剛
を
採
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
探
聞
と
共
に
琵
琶
湖
の
眞
野
の
濱
の
木
蔭
に
坐
り
、
キ
ラ
キ
ラ
光
る
水
に
腰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

ま
で
つ
か
っ
て
遊
ん
で
い
る
子
供
を
眺
め
て
い
る
。
そ
の
時
わ
れ
わ
れ
は
、
最
近
漆
の
濱
で
泳
潔
｝
の
稽
古
歯
し
て
い
て
溺
れ
．
て
死
ん
だ
多

く
の
子
供
た
ち
の
こ
と
を
考
え
る
。
わ
れ
わ
・
れ
の
悲
し
み
は
、
そ
の
傷
ま
し
い
纂
件
を
い
い
あ
ら
わ
す
煎
蔦
遍
の
は
な
し
の
雷
い
な
れ
た
言

語
の
う
ち
に
流
露
す
る
。
そ
の
は
な
し
は
、
な
ん
の
態
と
ら
し
さ
も
な
く
自
然
に
流
れ
出
て
、
悲
し
み
そ
の
も
の
と
わ
か
π
れ
え
な
い
。

そ
の
は
な
し
は
、
感
箭
と
し
て
の
悲
し
み
の
叙
蓮
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
の
表
現
で
さ
え
も
な
い
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
二
間
と
共
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
し
　
　
も
　
　
し
　
　
う
　
　
も
　
　
も

し
う
る
ひ
と
つ
の
活
動
の
形
式
に
お
い
て
表
現
さ
れ
一
．
κ
悲
し
み
そ
の
も
の
で
あ
る
。
互
に
悲
し
み
あ
う
こ
と
と
語
り
あ
う
こ
と
と
は
ひ
と

つ
で
あ
る
。
普
通
の
維
験
．
を
筈
通
の
は
な
し
に
い
い
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ
の
表
現
様
式
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
も
の
を
見
る
如
何
な
る
特
殊
な
仕
方
を
も
、
ま
た
も
の
に
就
い
て
の
如
何
な
る
特
殊
な
考
え
方
を
も
、
前
提
し
て
は
い
な
い
。

そ
れ
は
「
物
理
的
封
象
」
と
し
て
の
も
の
と
心
像
と
し
て
の
も
の
と
の
意
識
的
な
斑
別
、
或
い
は
曹
蓮
の
繧
験
の
場
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の

の
「
客
槻
的
」
な
あ
り
方
と
「
主
槻
的
」
な
あ
り
方
の
置
別
等
、
に
は
な
ん
の
關
係
も
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
笹
通
の
人
々
の
聞
に
▼
冷
い
て
さ
え
、
そ
う
い
う
国
別
を
大
ま
か
に
ま
π
假
り
に
つ
け
る
と
い
う
、
傾
向
も
亦
よ
く
認

め
ら
れ
る
。
そ
，
9
3
い
う
置
別
を
す
る
機
殿
は
、
ま
だ
特
殊
化
さ
れ
て
い
な
い
無
智
、
或
い
は
経
験
の
場
と
私
が
い
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
、

に
庸
い
て
極
め
て
自
然
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
今
わ
れ
わ
れ
が
蓮
べ
て
い
た
善
逓
な
状
況
に
む
い
て
さ
、
え
も
、
鴬
語
は
、
一
方

で
は
美
的
に
な
ろ
う
と
す
る
兆
候
達
示
し
、
ま
た
仙
方
で
は
も
っ
と
嚴
絡
に
事
慰
霊
で
あ
ろ
う
と
す
る
兆
候
を
示
す
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

後
者
の
傾
向
が
蛮
展
す
る
と
科
學
的
な
言
諮
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
琵
琶
湖
の
岸
で
丁
丁
の
ひ
と
り
が
こ
う
叫
ぶ
、
　
「
あ
の
む
こ
う
の
高
い
山
を
ご
ら
ん
な
さ
い
一
い
や
雲
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

と
。
　
「
現
費
に
」
そ
こ
に
あ
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
或
る
特
殊
な
見
方
を
と
り
始
め
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
知
畳
の
様
式
と
裏
現
の
糠
式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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㈱
繰
畢
研
究
　
　
餓
岬
四
百
三
⊥
丁
轟
ハ
號
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

そ
れ
が
槻
察
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
見
方
左
と
る
と
、
最
初
の
も
の
の
姿
（
節
も
℃
O
餌
触
鋤
昌
。
①
）
は
、
「
私
は
何
か
を
見
π
（
感
…
覚
し

距
）
し
と
い
う
よ
う
な
営
葉
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
は
纂
費
に
封
ず
る
不
十
分
な
槻
察
を
記
評
す
る
仕
方
な
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ら

あ
る
。
か
く
て
「
感
畳
」
と
い
う
言
葉
が
、
　
「
圭
擬
約
し
と
い
う
晶
日
葉
と
共
に
導
入
さ
れ
る
。
謙
る
も
の
の
「
感
畳
し
と
は
、
観
察
の
要

求
す
る
條
件
を
十
分
に
充
た
さ
な
い
仕
方
で
あ
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
纂
物
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
聞
題
に
な
っ
て
い
る
事
物
左
「
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
　
も

察
す
る
」
と
い
う
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
も
の
老
よ
り
立
ち
入
っ
た
記
蓮
と
説
明
と
を
う
け
る
べ
き
容
槻
的
な
所
輿
と
し
て
明
か
に

す
る
と
こ
ろ
の
良
い
見
方
す
な
わ
ち
條
件
す
け
ら
れ
弛
見
方
を
、
そ
の
も
の
に
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
し
か
も
こ
こ
で
始
め

て
、
科
學
学
理
論
左
展
開
す
る
た
め
の
磁
器
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
犠
察
と
ば
、
「
ガ
ゾ
罎
O
W
聡
慧
形
式
ド
，
諸
鎌
脚
、
の
養

動
を
促
す
よ
う
な
種
類
の
古
畳
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
知
畳
の
基
礎
の
上
に
科
學
は
可
能
と
な
る
σ
で
み
勾
。

　
そ
れ
故
、
科
學
の
言
語
は
ぴ
と
つ
の
特
殊
な
言
語
で
あ
り
、
槻
察
の
所
興
、
す
な
わ
ち
カ
ル
ナ
ッ
プ
の
い
わ
ゆ
る
槻
察
可
能
な
性
質
、

を
土
蟹
と
し
、
そ
の
上
に
、
科
學
的
定
式
化
の
論
理
的
丈
章
法
の
諸
書
期
に
從
っ
て
上
部
構
造
を
つ
く
る
の
で
あ
る
。
假
設
は
こ
の
下
冷

法
の
難
件
の
も
と
に
形
威
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
物
理
的
に
有
意
味
し
と
な
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
幾
系
の
基
礎
に
あ

っ
て
所
與
い
い
か
え
れ
ば
覆
察
に
封
ず
る
審
費
を
報
告
す
る
と
こ
ろ
の
基
本
的
な
槻
察
命
題
、
に
封
ず
る
論
理
的
な
關
係
に
よ
っ
て
、
或

い
は
槍
讃
さ
れ
或
い
は
否
認
さ
れ
る
。

　
杢
膿
と
し
て
い
免
ば
、
純
粋
科
學
並
び
に
感
用
科
學
の
こ
の
雷
語
は
、
お
そ
ら
く
肚
帰
宿
學
に
訟
け
る
飾
る
重
要
な
鮎
を
別
と
す
れ

ば
、
既
に
く
ま
な
く
研
究
さ
れ
墨
金
に
記
蓮
さ
れ
て
い
る
。
私
は
こ
こ
で
こ
れ
以
上
そ
れ
に
立
も
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
次
の

こ
と
だ
け
は
蓮
べ
て
曳
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
言
語
に
む
い
て
ひ
と
つ
の
理
論
が
、
こ
の
特
殊
な
表
現
塗
壁
の
諸
三
熱
に
從
っ
て
正

し
く
構
成
さ
れ
解
繹
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
、
遡
る
哲
學
考
毒
ち
が
今
田
な
驚
ユ
」
う
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
形
而
上
學
的
諸
前

援
に
依
存
す
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
形
而
上
學
の
用
い
る
言
語
は
、
こ
れ
と
は
別
の
艶
語
な
の
で
あ
る
。
自
然
の
齊
一

性
、
等
の
よ
う
な
原
理
は
、
從
っ
て
、
科
學
に
と
っ
て
不
必
要
で
あ
る
か
、
或
い
は
非
形
而
上
學
的
仕
方
で
解
羅
さ
れ
て
科
挙
的
研
究
方



　
　
も
　
　
し
　
　
も

法
の
諸
規
則
の
う
ち
の
ひ
と
つ
と
な
る
か
、
で
あ
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ラ
ン
ク
の
周
知
の
憲
張
、
す
な
わ
ち
、
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
し
　
　
り
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
　
ニ
　
　
ラ
　
　
セ

〈
構
成
さ
れ
た
科
霊
的
理
論
（
例
え
ば
縮
磁
性
物
理
學
〉
は
蝉
騒
的
に
は
形
而
上
學
ど
闘
係
を
も
た
な
い
と
い
う
圭
張
、
は
正
當
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
フ
ラ
ン
ク
の
よ
う
な
論
灘
要
諦
講
義
潜
は
、
科
学
が
モ
の
理
論
の
確
説
の
ψ
．
凶
め
に
必
要
と
す
る
槻
察
が
ひ
と
つ
の
特
殊
な

知
畳
様
式
に
啄
か
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
に
は
氣
付
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
賢
に
根
本
的
な
暫
學
的
な
知
見
艦
仙

の
で
あ
っ
て
、
科
學
的
な
知
見
で
は
な
い
。
こ
の
黙
に
就
い
て
は
後
に
な
語
蓮
べ
る
で
あ
ろ
う
。
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既
に
麺
べ
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
「
第
一
次
的
な
し
軍
純
な
知
畳
の
寛
い
だ
様
式
か
ら
い
わ
ば
斑
斑
め
て
、
槻
察
と
い
う
特
殊
な
様

式
に
移
っ
た
時
、
わ
れ
わ
れ
は
昇
る
も
の
の
姿
を
親
畳
そ
の
他
を
含
む
「
主
肉
的
感
畳
」
と
呼
び
は
じ
め
疫
。
こ
の
見
方
に
お
い
て
は
、

心
像
と
し
て
の
も
の
が
、
物
理
的
封
象
と
し
て
の
も
の
の
柏
を
曇
ら
す
と
い
う
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
こ
う
い
う
條
件
の
下

に
わ
れ
わ
れ
は
審
物
を
科
學
の
言
語
に
表
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
箪
純
な
知
側
覚
に
燈
け
る
も
の
の
心
像
と
し
て
の
相

も
、
そ
れ
自
身
の
特
殊
な
要
求
左
提
示
し
、
承
認
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。
費
際
、
溺
れ
死
ん
だ
子
供
た
ち
の
悲
し
い
物
語

り
に
お
い
て
、
そ
う
い
う
要
求
の
あ
ら
わ
れ
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
表
現
の
こ
の
様
式
に
冷
い
て
は
、
様
々
な
事
物
一
好
意
に
満

ち
て
い
る
と
同
蒔
に
危
瞼
を
も
宿
し
て
い
る
明
る
い
水
、
こ
の
糠
の
喜
び
と
悲
し
み
の
す
べ
て
を
い
れ
う
る
廣
い
室
1
…
こ
れ
ら
す
べ
て

は
、
欝
か
な
軍
純
な
は
な
し
に
お
い
て
融
合
し
て
、
ひ
と
つ
の
劇
的
な
心
像
と
な
ろ
う
と
し
て
い
撫
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
時
詩
人
で

も
叢
家
で
も
な
か
っ
た
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
こ
の
想
像
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
三
物
の
相
は
眼
前
に
あ
ら
わ
れ
な
か
つ
π
。
わ
れ
わ

れ
は
こ
の
相
を
見
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
知
帽
覚
と
思
考
と
は
、
そ
の
　
盤
と
な
っ
た
劇
的
心
像
の
全
盤
を
あ
ら
わ
し
う
る
ほ
ど
分
化
し
’

て
い
な
か
つ
距
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
相
に
…
合
し
て
薫
目
だ
つ
宏
の
で
あ
る
。
こ
の
相
に
勤
し
て
眼
を
閉
き
、
或
い
は
そ
れ
を
費
現
す
る
穴

め
に
は
、
な
ん
ら
か
の
助
力
が
必
要
で
あ
っ
た
ろ
5
。
丁
度
こ
の
前
の
例
で
、
部
屋
の
中
で
の
書
家
の
手
早
い
ス
ケ
ッ
チ
が
わ
れ
わ
れ
を

　
　
　
翻
卿
瓢
淵
の
糠
式
と
蘇
一
鶴
押
の
糠
式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
三
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究
　
　
魏
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十
六
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
照

助
け
て
、
口
の
光
を
5
け
鷺
壁
が
彼
に
と
っ
て
何
で
あ
る
か
を
見
さ
せ
た
よ
う
に
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
必
要
な
助
力
を
わ
れ
わ
れ
に
與
え
る
も
の
は
、
事
物
の
心
像
と
し
て
の
相
左
も
と
に
す
る
と
こ
ろ
の
詩
人
の
思
考
、
す
な
わ
ち
構
想
、

で
あ
る
。
詩
人
は
富
家
が
筆
で
な
す
と
こ
ろ
を
需
葉
で
な
す
の
で
あ
る
。
詩
評
は
詩
を
以
て
、
軍
純
な
経
験
に
お
い
て
想
像
的
に
見
ら
れ

た
落
物
の
劇
的
心
像
、
す
な
わ
ち
相
の
全
機
、
を
わ
れ
わ
れ
に
見
せ
て
く
れ
る
。
か
く
て
事
物
の
「
意
味
」
は
詩
㊧
薔
譲
に
お
い
て
定
式

化
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
科
學
的
定
式
化
に
劣
ら
す
、
暴
本
駒
な
知
畳
の
う
ち
に
基
礎
す
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
私
は
詩
人
の
思
．
考
と
そ
の
表
現
様
式
す
な
わ
ち
詩
の
補
語
の
論
理
と
を
具
彊
的
に
蓮
べ
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
と
一
締
に
詩
人
が
水

と
水
遊
び
す
る
子
供
と
惹
見
る
な
ら
ば
、
彼
の
思
考
は
、
想
像
的
滋
雨
の
特
殊
様
式
の
う
ち
に
あ
っ
ゆ
．
κ
画
賛
的
な
維
験
、
を
照
明
し
出
す
と

こ
ろ
の
び
と
つ
の
「
セ
オ
リ
，
4
」
（
鐘
①
o
受
）
を
展
開
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
詩
人
の
場
合
に
お
い
て
は
、
セ
オ
リ
イ
は
、
科
學

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
カ
　
　
し
　
　
セ

的
な
假
誰
で
は
な
く
し
て
、
　
「
テ
オ
リ
ア
」
（
普
①
O
凱
黛
9
）
と
い
う
語
の
ギ
リ
シ
ャ
語
と
し
て
の
本
瓦
の
意
味
に
お
い
て
の
ひ
と
つ
の
「
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
も
　
　
る
　
　
　
も
　
　
わ
　
　
セ
　
　
コ
　
　
も
　
　
わ
　
　
も
　
　
し

槻
」
（
〈
H
ω
同
O
コ
）
で
あ
る
。
　
詩
人
の
構
想
は
経
験
を
劇
的
心
像
に
衷
現
し
、
　
し
か
も
こ
の
心
像
は
詩
人
の
権
想
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
み

詩
に
齢
い
て
、
詩
人
は
廣
い
湖
を
例
え
ば
死
或
い
は
非
存
在
の
相
を
も
つ
も
の
と
し
て
示
す
。
こ
の
死
と
非
存
在
の
澗
か
ら
生
と
存
在
が

あ
ら
わ
れ
、
暫
く
生
存
の
小
さ
な
痒
蓬
に
と
ど
ま
つ
距
後
、
再
び
そ
こ
へ
戻
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
詩
は
こ
れ
ら
パ
ラ
ド
ッ
ク

　
　
し
　
　
カ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
つ
　
　
あ
　
　
カ

ス
を
記
恥
し
乃
至
は
叙
蓮
す
る
も
の
で
は
な
い
。
詩
的
直
球
に
お
い
て
、
死
は
水
に
表
わ
さ
れ
、
生
命
は
子
供
と
濱
遽
に
表
わ
さ
れ
る
。

劇
的
心
像
の
発
膿
は
、
詩
入
の
言
語
使
用
に
よ
っ
て
紅
蓮
さ
れ
乃
至
は
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
丁
度
色
の
照
臨
の
つ

く
る
微
妙
な
察
間
が
婚
家
の
ス
ケ
ッ
チ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
詩
に
よ
っ
て
鐵
の
あ
繭
．
妊
り
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
膏
識
語
の
こ
の
熱
討
的
使
用
の
鷲
薦
襲
は
、
版
画
如
上
胴
の
論
難
と
は
蕪
骨
だ
異
っ
た
も
の
で
あ
る
。
先
ず
第
一
に
、
リ
ズ
ム
と
い
う
も
の
が
曽
潤

諮
の
部
分
を
な
し
て
い
る
Q
…
從
っ
て
詩
は
ひ
と
つ
の
圭
題
の
演
出
（
①
認
鋤
。
け
資
㊦
馨
）
な
の
で
あ
る
。
詩
の
抑
揚
は
言
葉
の
舞
踏
で
あ
る
。

そ
れ
は
バ
ソ
ー
が
ひ
と
つ
の
圭
題
を
表
現
す
る
と
同
様
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
詩
の
解
灘
に
お
い
て
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
勿
論

詩
は
バ
レ
ー
と
異
り
語
を
も
用
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
故
に
詩
は
バ
レ
ー
の
も
元
叡
い
意
味
の
次
元
を
も
つ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
意
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味
と
は
、
科
學
に
轟
け
る
よ
う
に
槻
集
に
よ
っ
て
確
誰
さ
れ
る
よ
う
な
意
味
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
詩
を
卑
賎
す
る
の
は
、
愁
像
的
な

賞
誉
様
式
に
齎
い
で
黎
物
の
相
を
認
め
、
且
つ
詩
人
の
詩
飽
構
想
（
劇
的
心
像
）
が
そ
れ
ら
票
物
の
網
を
「
照
明
す
る
」
（
管
＝
ヨ
ぎ
黒
①
）

か
否
か
を
み
る
こ
と
、
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
　
〔
こ
れ
に
反
し
科
學
に
お
い
て
は
、
假
読
は
、
翼
な
ら
ば
、
観
察
さ
れ
か
塗
輿
の
箏
實
を

ヨ
を
ナ
ミ
く
　
き
　

「
詮
明
す
る
」
（
Φ
巷
蛋
p
）
の
で
あ
る
。
〕

　
詩
の
善
…
口
語
の
論
理
に
与
し
て
私
は
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
議
タ
イ
ン
の
所
論
を
利
用
し
よ
う
。
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
い
う
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
或
窟
㍗
種
の
表
現
、
の
眞
選
．
経
典
鷹
、
、
そ
れ
の
蓑
現
に
封
ず
る
話
・
し
桑
儀
身
め
繕
屠
コ
及
、
婆
僚
の
、
使
用
，
の
叢
撮
で
、
あ
論
礒
り
例
え
ば
、

長
い
一
盛
の
仕
專
の
後
で
私
が
あ
な
な
に
「
疲
れ
た
し
と
い
う
と
す
れ
ば
、
私
が
そ
う
い
っ
て
い
る
こ
と
並
び
に
私
が
そ
れ
を
い
う
こ
の

歌
況
が
、
あ
な
た
に
と
っ
て
そ
の
言
葉
の
眞
理
の
基
準
と
な
る
の
で
あ
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
も

　
私
は
こ
の
論
理
を
善
肖
諮
の
詩
的
使
用
に
癬
…
即
し
た
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
相
に
謝
す
る
わ
れ
わ
れ
の
盲
目
性
の
故
に
、
或
る
場
舎
に
は
詩

人
の
誉
葉
な
そ
の
ま
ま
に
信
ず
る
に
貫
ん
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
詩
に
蓮
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
想
像
す
る

（
詩
的
に
構
想
す
る
）
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
詩
人
の
直
親
を
共
に
し
え
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
わ
れ
わ
れ
は
、
詩
人
の
…
鱗
葉
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
く
く
く
　
セ
ミ
ち
と
く
ゴ
ま
ボ

詩
的
表
現
い
い
か
え
れ
ば
藝
術
…
作
品
で
あ
る
と
認
め
て
、
詩
癖
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
に
う
け
い
れ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
丈
藝
批
評
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ご
　
ま
タ
セ
　
な
ヒ
ま
　
し
ら
さ
さ
り
じ
　
い
し
セ
　
ぐ
ぎ
ま
モ
ま
く
マ
な
し
ピ
ヘ
リ
リ
　
ア
ゆ
へ
う
　
ま
ミ
く
ド
い
り
ら
じ
き
ボ
ざ
き
ま
し
を
く
ぼ
し
と
ぎ
じ
　
ア
ピ
　
　
ニ
し
　
お
く
ぎ
　
ぎ

　
　
　
　
　
　
鑑
℃
れ
が
想
像
的
知
畳
の
瓶
興
左
書
塗
し
、
そ
の
所
興
の
雍
賢
の
劇
的
な
相
を
そ
の
詩
的
¶
意
味
」
と
し
て
提

　
ぎ
　
キ
　
　
　
　
　
　
セ
　
を
す
　
ミ
ら
　
ち
り
ご
　
ミ
し
き
む
サ
　
お
ト
リ
き
ぎ
な
す
ヒ
み
ニ
ら
タ
ま
ミ
さ
ビ
　
ぎ
ボ
さ
ま
な
ま
ま
あ
お
ま
く
ち
な
ら
　
　
ぎ

示
す
る
場
合
、
そ
の
詩
を
良
い
詩
と
判
定
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
詩
酌
癖
想
が
そ
の
こ
と
を
県
さ
ぬ
な
ら
ば
、
批
許
家
は
そ
れ
を
、
あ
ま

り
に
風
攣
り
で
あ
る
と
か
、
態
と
ら
し
い
と
か
、
惰
趣
が
な
い
な
ど
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
勲
に
就
い
て
は
、
な
お
様
六
な
問
題
が
ま
と
い
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
私
は
、
｛
示
敏
の
禺
裁
量
、
そ
し
て
最
後
に
は
暫
學
の
雷
語
へ

移
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
偉
大
な
る
詩
が
そ
の
特
有
の
仕
方
に
お
い
て
客
槻
的
に
十
金
で
あ
り
、
或
い
は
「
眞
」
で
あ
り
う
る
の
と

岡
檬
に
、
宗
敏
酌
表
現
も
亦
槻
擦
に
よ
っ
て
條
即
す
け
ら
れ
為
の
で
は
な
く
、
想
像
的
知
　
覚
檬
式
に
よ
っ
て
條
遇
す
け
ら
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
ギ
｛
示
敏
的
焦
飯
者
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
審
物
の
枳
は
、
そ
れ
の
表
出
の
夜
め
に
は
詩
の
場
含
よ
り
も
更
に
大
規
摸
な
演
出
を
必

　
　
　
鯨
畳
の
糠
式
と
表
税
の
糠
式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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糎
墨
蕩
究
藩
四
百
三
＋
六
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

要
と
す
る
。
宗
敬
的
表
現
の
た
め
に
は
、
ひ
と
り
の
個
人
だ
け
で
は
十
分
な
語
歴
手
で
あ
り
え
な
い
。
語
り
手
は
、
表
出
の
意
味
が
宗
敏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

蘭
な
る
場
含
に
は
、
信
仰
を
も
つ
者
か
ら
な
る
禽
衆
（
o
o
疑
頴
瞥
の
題
識
。
鄭
）
で
あ
る
こ
と
達
要
す
る
。
な
る
ほ
ど
個
人
ひ
と
り
だ
け
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

（
そ
の
ひ
と
が
宗
敏
の
言
語
を
朗
に
學
ん
で
お
る
の
な
ら
ば
）
、
宗
敏
的
知
畳
ま
た
は
経
験
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し

そ
の
ひ
と
は
、
或
る
一
定
の
融
舞
方
式
に
則
れ
る
協
同
の
禮
孫
行
欝
の
滲
端
者
と
し
て
始
め
て
、
そ
れ
ら
知
琵
や
繧
験
に
宗
敏
的
意
味
を

與
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
禮
舞
の
形
式
左
規
定
す
る
禮
拝
方
式
（
一
一
鍵
謎
《
）
が
宗
敏
9
言
語
の
論
理
的
文
章
法
な
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
生
と
死
、
始
め
と
絡
斡
、
勝
利
と
敗
北
、
と
い
う
如
き
磁
気
的
な
主
題
が
、
盛
事
企
燈
が
ひ
と
り
の
語
り
手
で
あ
る
よ
う
な
ひ

　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

と
つ
の
禮
舞
の
形
式
の
リ
ズ
ム
の
う
ち
に
、
定
式
化
さ
れ
る
。
こ
の
表
現
繕
陣
式
の
基
本
的
な
「
用
釜
剛
」
は
、
讐
主
業
で
は
な
く
、
楠
協
｛
同
の
演

出
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
亦
バ
レ
ー
に
似
た
表
現
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
字
宙
的
意
義
を
磯
び
騰
舞
踏
癒
あ
る
。
軍
な
る
僻
書
の
書

算
に
よ
っ
て
い
い
蓑
さ
れ
え
な
い
も
の
が
禮
拝
の
形
式
に
お
い
て
い
い
表
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
そ
れ
自
身
の
極
め
て
表
現
的
な
用

語
を
も
つ
ぴ
と
つ
の
言
語
な
の
で
あ
る
。
敏
義
の
唱
議
も
當
然
禮
葬
形
式
に
早
い
そ
れ
を
定
式
化
す
る
。
何
か
敢
義
的
表
現
の
如
き
も
の

が
な
け
れ
ば
、
事
物
に
就
い
て
宗
敏
的
な
意
味
は
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
わ
れ
わ
れ
は
た
し
か
に
敏
義
と
い
う
も
の
の
よ
り
ょ
き
解

繰
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
敏
義
を
排
除
す
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
宗
敏
の
領
域
に
お
け
る
審
賢
圭
義
者
（
簿
Φ
欝
嵩
翰
）
及

び
紳
秘
圭
義
者
の
み
が
即
興
を
排
除
し
よ
う
と
欲
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
ら
が
い
す
れ
も
審
物
の
宗
敏
的
意
味
に
熟
し
て
十
発
な
考

え
を
も
旋
な
い
た
め
で
あ
る
。

　
哲
學
の
切
語
と
そ
れ
の
論
理
乃
至
は
諸
條
件
と
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
や
は
り
極
め
て
簡
軍
に
濟
さ
狙
ば
な
ら
な

い
・
聾
學
の
見
方
嘆
、
，
そ
の
観
塾
長
・
、
緻
無
妻
窺
薫
煙
盤
釜
屠
あ
っ
、
か
響
奏
髪
ξ
q
ゾ
＆
刺
臨
祭
馴
瓢
鱗
，

　
　
　
　
　
さ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
あ
る
。
私
は
こ
の
哲
學
的
意
識
を
現
象
學
的
と
名
付
け
た
い
。
從
っ
て
嘗
學
の
漫
語
は
、
普
通
の
は
な
し
の
用
語
と
同
様
、
特
殊
化
ざ

れ
な
い
言
語
で
あ
る
。
妙
れ
ど
も
違
い
は
か
し
か
に
あ
る
。
．
軍
純
な
は
な
し
は
特
殊
化
以
祷
の
も
の
で
あ
る
。
心
象
酌
表
現
ば
特
殊
化
，
以
「
，

乳
　
・
　
　
　
　
　
　
記
　
筆
エ
・
㌧
　
　
　
、
　
－
　
　
－
　
　
　
　
　
　
・
　
、
≦
、
ジ
：
　
　
　
一
　
　
　
｝
：
：
「
≧
：
　
　
　
貯

後
の
も
の
で
あ
る
。
暫
學
的
表
現
は
、
表
現
様
式
の
多
様
強
意
識
せ
る
赦
め
て
反
省
楽
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
哲
學
酌
表
現
は
時
に
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専
門
的
と
な
ろ
う
と
す
る
。
備
蓄
考
は
振
旦
の
諸
檬
式
に
注
閉
し
、
そ
れ
ら
を
蓮
べ
る
場
合
に
「
記
蓬
的
野
硝
上
學
」
の
言
語
を
用
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
く
く
ド
ヌ
す
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
む
　
　
も
　
　
し

る
。
（
私
が
こ
の
講
義
で
自
由
に
使
っ
た
の
は
こ
の
韓
語
で
あ
る
。
）
そ
ζ
で
例
え
ば
哲
學
蘭
の
報
恩
犀
欝
畢
に
輿
図
暦
費
桝
｝
岬
読
硯
も
，
の
に
、
照
浸
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ぎ
　
セ
　
ゑ

て
鋼
条
ぎ
為
べ
、
塗
で
，
は
液
，
い
。
と
こ
ろ
で
更
に
、
誓
學
者
は
欲
す
る
な
ら
ば
、
蟻
溝
の
傅
統
に
從
0
て
「
構
成
的
形
術
上
隠
し
に
進
む
こ

と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
話
語
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
古
典
的
諸
藩
系
に
お
い
て
用
い
ら
れ
ら
ん
も
の
で
あ
急
。
そ
の
よ
う
な
構
…
成
の

所
興
と
な
る
審
費
は
、
未
分
化
の
知
者
0
場
に
嫁
い
て
箪
純
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
、
響
応
で
み
ゲ
、
、
、
し
が
も
認
述
、
的
彪
術
、
上
皐
の
哲
心
的
意

識
に
語
込
で
、
普
通
の
場
合
よ
り
は
遙
か
に
中
性
的
な
公
正
な
見
方
で
見
ら
れ
ぞ
い
急
り
で
む
る
。
そ
れ
ら
所
與
の
事
費
の
う
ち
に
は
、

盤
系
建
設
者
の
加
え
る
強
調
と
そ
の
意
圃
と
に
慮
じ
て
、
様
々
な
古
典
的
膿
血
を
理
由
す
け
る
事
費
も
あ
り
、
ま
た
反
帝
と
な
る
慕
貴
も

見
出
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
も
　
　
つ

　
こ
の
こ
つ
の
講
義
に
お
い
て
、
私
は
、
三
物
の
本
性
が
二
つ
の
特
殊
な
知
畳
檬
式
を
い
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
描
き
示
し
た
。

ら
　
　
　
カ

概
察
に
圃
有
な
言
語
い
い
か
え
れ
ば
菱
現
檬
式
は
、
十
分
に
展
開
す
れ
ば
、
察
物
の
計
堂
的
椿
縫
を
あ
ら
す
も
の
、
つ
ま
り
数
學
、
と
な

る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
。
想
像
的
知
畳
檬
式
に
蔚
け
る
黒
物
を
表
現
す
る
言
語
は
、
リ
ズ
ム
を
重
ん
ず
る
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
演

出
に
よ
る
表
現
で
あ
っ
た
．
。
私
の
こ
の
所
論
に
封
ず
る
い
く
ら
か
の
根
櫨
は
、
世
界
の
起
源
と
本
性
に
就
い
て
の
二
つ
の
大
な
る
年
記
の

中
に
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
西
の
神
話
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
に
從
え
ば
、
活
物
の
制
作
考
で
あ
る
紳
は
数
學
者
で
あ
り
、
彼
の
遭
つ
海

、
世
界
は
数
盤
面
盤
谷
で
あ
る
。
束
の
紳
話
（
イ
ン
ド
）
に
よ
れ
ば
、
紳
は
シ
ヴ
ァ
で
あ
り
、
シ
ヴ
ァ
は
永
遠
の
光
の
う
ち
に
踊
っ
て
い

る
。
彼
の
踊
り
の
リ
ズ
ム
が
世
界
を
創
燈
す
る
。
聯
話
が
翼
費
で
あ
る
と
い
い
う
る
見
方
に
立
っ
て
一
続
話
も
亦
そ
れ
自
身
の
力
張
い

言
語
を
も
つ
…
、
私
は
こ
れ
ら
二
つ
の
紳
話
が
い
す
れ
も
眞
で
あ
る
と
い
い
た
い
。
こ
れ
ら
…
…
つ
の
神
話
が
相
倹
っ
て
干
物
の
本
性
を

表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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ケ
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穴
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〔
饗
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〕
敬
将
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附
記
　
本
篇
は
本
年
八
月
三
豊
、
十
巳
京
都
ア
メ
リ
カ
研
寵
夏
期
セ
ミ
ナ
ー
に
お
け
る
二
隅
の
｝
般
講
義
の
原
稿
で
あ
る
。
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T｝i｛E　OUTLINES　OF　THE　MAIN
　　　　ARTICLES　IN　T］1｛IS　ISSUE

The　Oitl／ineらヂsucノ…an　ai’lic／e　as吻どαノ・S　in　1タIPf’e躍‘醜0ノ躍f“〃ノttier（1／ごみど5

〃Z噌α2～〃eis　lO∂♂8ゴ78／Z　♂際～V！ltei’W～！〃　！lie　1ast　insttxlzノ！84！　0／af／te　‘V’tie／e

Modes．of　Pereeption　alld　Expression

be／　Virgil　C．　Aldrich

　　In　the　great　tradition　of　philosophy，　the　notion　e£　varieus　medes　e£

perception　kas　been　widely　recognized．　But　iR　Spinoza’s　metaphysics　it

takes　a　form　thatis　illuminating　for　She　theme　of　these　lectures．　Spinoza

spoke　o£　two　attributes　of　substance，　under　each　of　which　substance　is

adequately　conceived．　This　concept　ls　bere　replaced　by　the　humbler　one

that　a　thing　can　be　perceived　in　either　ot　two　special　ways，　each　adequate

to　its　nature．　One　of　these　modes　of　perception　may　be　ca11ed　obser－

vation．　Things　as　the　data　of　this　way　o£　looking　at　them　are　spatio一

亡empOra1夏y　determ圭ユユate　and　Serve　as　evidenCe　fOr　正i亡era正　Or　SCientif至C

statements　or　theories　about　them．　This　presents　the　“’ 垂?ｙｓｉｃａｌ　”　aspect

oi　things・　But　there　is　another　specia！　mode　efi　perceptien　here　ca11ed

圭1：ロag圭native　in　which　things難a▽e国王ユe　aspec亡Of　imageS．　This組Ode　is

as　elefnental　and　independent　as　that　called　observation．　Both　these

special　ways　oi　lool〈ing　at　things　have　a　common　base　in　slrr｝ple　per－

cePt三〇n，　in　which　things　appear　wi亡h◎u亡亡he　def鋤ite　character圭st圭cs亡hey

have　as　the　special　data　ef　the　two　special　modes．

　　Wittgenstein’s　theory　of　aspects　（near　the　end　of　his　P／tiloso2）hical　hzvesCi一

，cfatiotis）　is　suggestive　for　this　theory　of　perception．

　　Corresponding　to　the　modes　of　perceptien－the　two　speciai　and　the　one

non－special　or　elemental　one－are　three　modes　o£　expression，　in　lang”age．

The　famlliar，　non－special　language　of　intimate　conversation　expresses

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



what　we　experience　or　perceive　in　the　relaxed　mode　of　elemental　awa－

reness・一perception　si・mplieiteJ’．　The　logic　of　this　language　is　not　as　strict

as　the　logic　controlling　the　two　special　modes　of　expression．．　One　o£

these　is　the　1anguage　of　litera！　expression　and　meaning，　which　is　scienti£ic

when　it　becomes　systematic．　This　is　tbe　language　expressing　obser－

vational　experience，　and　its　IQgic　is　inductive　and　deductive，　strictly

conceived　as　the　logic　oti　7？fm－contradiction　and　scientitic　discovery．

　　The　other　special　mode　ofi　express1on　serves　perception　1n　the　imag－

inative　mode．　When　developed　this　becomes　the　language　o£　poetry，

religion　and　even　a　part　of　the　language　ofi　metaphyslcs．　This　expression

is　essentially　rhythmical　and　paradoxical，　therefore　very　different　from

the　literal　expression　based　en　observation．　lt　1s　a　sort　of　dance　in　words．

　　The　main　phi1osophical　point　here　is　that　the　nature　eE　things，　in　the

imaginative　mode　of　perception，　demands　and　conf1rms　this　sort　o£　ex－

pression，　without　the　“　stibjectivity　”　so　often　attributed　to　the　language

of　imagination　and　to　its　base　in　1maginative　percept1en．

　　The　language　ofi　philosophy　is　post－specia｝，　as　the　popular　languqge　is

pre－special．　in　the　ph11osopher’s　view　ana　expression，　the　variety　ot

the　special　mocles　of　perception　and　expression　ls　recognized　together

withぬeir　meetin塞place　in　the　basic　perception　of　the　relax：ed　mode　of

awareness．
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