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人
聞
の
馬
脚
の
關
心
審
は
、
五
二
を
知
る
こ
と
、
造
物
の
本
性
及
び
人
聞
の
本
性
を
知
る
こ
と
、
で
あ
る
。
も
し
注
意
が
こ
こ
か
ら
そ

れ
て
何
か
他
の
も
の
を
誤
写
に
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
な
る
と
、
　
ひ
と
は
通
常
不
快
を
卜
え
る
。
そ
れ
で
、
　
わ
れ
わ
れ
が
も
の
を

カ
　
　
つ
　
　
の
　
　
ロ
　
　
う
　
　
ぬ
　
　
り

如
何
な
る
仕
方
で
知
る
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
い
は
あ
ま
り
人
氣
が
な
い
。
認
識
論
は
、
そ
の
聞
題
を
微
紬
な
黙
ま
で
邉
激
す
る
と
な
る

と
、
専
門
的
な
認
識
論
考
を
も
不
快
に
す
る
。
勿
論
す
べ
て
の
よ
き
哲
訳
者
は
、
認
識
の
圭
言
容
簸
關
…
係
に
つ
い
て
の
こ
れ
ら
の
問
い
を

歪
然
遜
け
る
と
い
う
こ
と
は
で
急
な
い
こ
と
を
、
知
っ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
形
而
上
學
が
な
ん
ら
か
の
認
識
論
的
考
慮
な
し
に
は

完
全
な
も
の
に
な
ら
な
い
こ
と
を
、
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
柴
た
、
あ
ら
ゆ
る
哲
學
考
が
こ
の
こ
と
を
臨
に
は
遺
憾
に
思
う
の

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
彼
ら
が
圭
と
し
て
知
り
た
い
事
柄
は
、
存
在
と
非
存
在
と
の
織
界
に
つ
い
て
、
何
が
費
在
的
で
貫
賢
で
あ
る
か
と

い
ち
こ
と
ぽ
か
り
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
實
在
に
聾
す
る
知
識
を
転
落
し
て
認
識
論
的
研
究
に
從
察
す
る
こ
と
は
、
サ
ン
タ
ヤ
ー
ナ
の

い
わ
ゆ
る
「
知
的
貞
潔
」
を
毒
心
必
要
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
愉
快
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
同
檬
に
、
わ
れ
わ
れ
の
知
識
の
論
理
に
關
す
る
諸
聞
題
も
わ
れ
わ
れ
に
は
煩
い
も
の
で
あ
る
Q
大
詰
な
の
は
知
識
そ
の
も
の
で
あ
っ
て

表
現
様
式
の
論
灘
で
は
な
い
、
と
わ
れ
わ
れ
は
感
ず
る
。
形
式
論
理
學
は
特
に
わ
れ
わ
れ
の
反
感
を
起
さ
せ
る
、
と
い
う
の
は
そ
れ
に
よ
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瓢

れ
ば
、
概
念
と
命
題
と
の
諸
膿
系
が
形
式
的
に
は
翼
で
あ
り
正
當
で
あ
ゆ
な
が
ら
、
枇
界
に
あ
る
如
何
な
る
も
「
の
に
つ
い
て
も
眞
で
は
な

い
ζ
と
が
あ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
辮
誰
法
的
論
理
學
の
場
合
で
す
ら
、
時
に
は
い
え
る
の
で

あ
る
。
　
一
つ
以
上
の
相
競
う
辮
讃
法
的
楚
筆
が
各
汝
そ
れ
自
身
の
論
遷
に
よ
っ
て
翼
で
あ
る
と
い
う
場
含
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
な

る
と
翼
理
に
つ
い
て
の
奮
い
は
極
め
て
強
く
意
識
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
じ
め
な
誓
學
者
な
ら
ば
誰
で
も
、
論
理
の

問
題
が
避
け
ら
れ
な
い
問
題
で
あ
る
こ
と
鷺
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
心
得
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
の
理
由
は
比
較
的
よ
く
認
め
ら
れ
て

い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
理
慰
涛
づ
、
毒
配
，
ぎ
摺
る
、
「
論
唱
慰
σ
世
罪
ご
へ
ば
鱒
4
①
冴
Φ
、
o
枷
，
島
σ
8
¢
富
Φ
）
、
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
知
識
は
定
式
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
す
、
從
っ
て
定
式
化
の
諸
規
則
が
あ
り
、
こ
れ
を
破
れ
ば
知
識

が
不
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
概
念
的
定
式
化
の
論
理
が
閑
却
さ
れ
え
な
い
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
槻
念
論
が
貫
で
あ
る
か
も
し
れ
ぬ

と
い
う
可
能
性
に
あ
る
。
も
し
槻
念
論
が
眞
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
そ
の
他
が
か
つ
て
主
張
し
旋
よ
う
に
、
世
界
い
い
か
え
れ
ば
章
々
は
、
思

惟
の
函
数
す
な
わ
ち
構
成
物
で
あ
か
、
思
惟
の
論
理
が
貴
界
秩
序
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
形
而
上
學
は
論
理
皐
と
認
識
論

と
に
依
存
す
る
も
の
と
な
る
◎
從
っ
て
槻
念
論
が
眞
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
か
に
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
費
在
を
知
ら
ん
と
欲
す
る
者

は
、
認
識
論
的
及
び
論
灘
的
な
問
題
を
も
辛
抱
張
く
探
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
更
に
需
語
に
つ
い
て
の
問
題
が
あ
る
。
雷
語
の
差
別
が
も
の
の
考
え
方
從
っ
て
知
識
に
と
っ
て
、
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
こ
と

も
ま
元
あ
り
う
る
の
で
あ
る
Q
蕃
語
と
い
う
媒
質
が
意
味
に
様
汝
な
色
合
を
鼠
ハ
え
、
様
汝
な
事
様
を
心
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
む
か
し
か

ら
氣
付
か
れ
て
い
旋
こ
と
で
あ
る
。
　
ひ
と
つ
の
雷
語
の
丈
法
上
の
規
則
が
、
そ
の
言
語
に
澄
い
て
表
現
さ
れ
る
思
考
を
規
定
す
る
と
こ

ろ
の
論
理
的
規
鍵
を
如
何
に
考
え
る
か
を
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
、
左
右
し
う
る
の
で
あ
る
Q
從
っ
て
こ
の
よ
う
な
言
語
に
癒
す
る
問
題
は

認
識
論
や
論
理
の
問
題
と
同
様
に
、
煩
い
も
の
で
あ
る
忙
し
て
も
、
哲
學
的
探
究
に
と
っ
て
は
や
は
り
重
要
で
あ
る
Q
私
の
こ
の
講
演
の

目
的
は
、
こ
の
言
語
の
問
題
が
最
近
、
特
に
英
國
な
ら
び
に
米
國
に
お
い
て
、
哲
學
の
圭
愚
な
延
暦
と
な
つ
か
次
第
髪
論
ず
る
こ
と
で
あ

る
。
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最
初
こ
の
新
し
い
見
方
は
、
言
語
の
分
析
と
で
は
な
く
、
　
「
論
理
的
分
析
し
と
結
び
つ
い
て
い
た
◎
こ
の
場
合
「
論
理
的
」
と
は
ど
ち

ら
か
と
い
轟
ん
ば
櫨
描
就
的
…
な
血
息
瞼
浄
で
い
う
の
で
あ
る
。
新
た
．
し
な
断
齢
四
囲
窪
い
い
か
・
え
れ
ば
鄭
匹
號
的
孤
嗣
三
月
坐
は
、
ラ
ッ
セ
ル
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド

の
『
数
學
原
理
』
（
お
よ
そ
一
九
一
五
年
頃
）
に
お
い
て
頂
黙
に
達
し
た
が
、
こ
れ
が
新
た
な
形
式
論
理
學
の
核
心
と
な
り
、
古
典
的
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
論
理
學
を
、
細
…
部
に
お
い
て
修
正
し
な
が
ら
論
語
…
空
語
論
理
と
い
う
ひ
と
つ
の
特
殊
な
領
域
と
し
て
自
ら
の
う
ち
に
包
含

し
允
。
こ
の
新
た
な
空
売
さ
れ
た
論
説
學
は
い
わ
ゆ
る
關
係
の
論
理
の
搬
見
を
誇
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
圭
諮
レ
」
蓮
語
の
關
係
と
い
う
の
は

d
d
奪
關
係
の
う
ち
の
ひ
と
つ
、
に
指
導
な
い
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
關
係
論
理
學
は
父
系
化
さ
れ
形
式
化
さ
れ
て
、
以
前
の
形
而
上
學
的
諸
盤

系
に
封
ず
る
破
岩
鏡
批
評
の
た
め
に
用
い
ら
れ
な
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
雛
系
は
、
專
ら
生
語
i
伊
語
の
形
式
に
よ
る
思
考
に
よ
つ
て
左
右
，

せ
ら
れ
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
ン
ス
・
ス
ゼ
ノ
ザ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
は
こ
の
よ
う
訓
な
敦
嗣
心
心
剛
分
析
の
的
と
な
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
特
に
こ
こ
で
思
い
起
さ
れ
る
の
は
ラ
ッ
セ
ル
及
び
新
羅
在
論
者
の
議
論
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
却
に
お
、
れ
ば
、
：
例
烈
ぼ
ズ
．
劇
畜
生
，
ど
、
，

雪
ド
ゲ
翁
面
あ
覚
ゆ
ゑ
聖
徳
筆
闘
係
が
窒
欝
欝
に
塵
福
福
⑤
が
σ
謀
議
晦
輝
霊
訟
．
、
嚇
鶴
爆
瓢
瞬
照
影
燃
α
イ
迦
謙
暇
屑
凝

る
、
鐸
、
㌻
誠
づ
だ
謬
叙
に
ξ
叙
戯
劇
、
で
W
だ
σ
で
畦
豆
，
そ
う
い
う
誤
っ
た
考
え
の
た
め
に
、
三
物
の
讐
通
の
姿
と
そ
れ
ら
湧
物
を

表
現
す
る
普
逓
の
様
式
と
が
幻
想
に
過
ぎ
ぬ
と
か
、
或
い
は
少
く
と
も
不
十
金
で
あ
る
と
か
、
主
張
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ

る
。　

さ
て
ラ
ッ
セ
ル
は
、
奇
妙
な
形
而
上
學
を
産
み
出
し
た
古
い
狭
い
論
理
の
考
え
方
を
こ
の
よ
う
に
攻
撃
は
し
元
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
普
通
の
も
の
の
姿
を
辮
護
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
が
彼
の
第
一
の
關
心
事
な
の
で
は
な
か
っ
か
。
そ
れ
を
し
た
の
は
ラ
ッ
セ
ル
の
す
・

ぐ
前
に
餌
鷺
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
で
あ
っ
て
、
彼
は
根
本
経
験
論
を
と
り
、
人
類
の
臼
常
の
費
際
的
信
念
及
び
關
…
心
を
弱
め
る
よ

う
な
あ
ら
ゆ
る
哲
學
を
非
難
し
海
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
常
識
の
辮
護
の
た
め
に
鍛
え
出
し
た
楯
は
、
意
味
と
眞
理
に
つ
い
て
の
賢
際
圭
義
的

理
論
で
あ
る
。
未
來
の
経
験
に
な
ん
の
海
際
的
な
か
か
わ
り
も
持
た
な
い
よ
う
な
信
念
は
無
意
味
な
の
で
あ
り
（
こ
れ
は
チ
ャ
…
ル
ス
・

パ
；
ス
の
元
て
潅
基
準
で
も
あ
っ
た
）
、
翼
な
る
信
念
と
，
は
画
定
者
に
有
利
な
特
定
の
結
果
を
生
す
る
と
こ
ろ
の
繋
念
、
い
い
か
え
れ
ば
、

　
　
　
哲
學
と
言
語
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簾
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四

そ
の
信
念
に
基
い
て
行
爲
奢
が
少
く
と
も
特
定
の
妄
想
を
抱
費
　
か
つ
そ
れ
が
賢
現
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
、
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ

そ
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
（
ま
す
い
嘗
葉
で
）
信
念
の
「
現
金
償
．
格
し
（
o
効
ω
7
〈
巴
q
①
）
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
健
全
な
常
識

の
基
準
は
、
か
つ
て
ジ
ョ
ン
・
瓢
ッ
ク
が
形
切
上
學
の
「
、
屑
」
と
呼
ん
だ
も
の
い
．
乞
、
有
効
な
即
事
の
領
域
か
ら
除
去
す
る
で
あ
ろ
う
、
と

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
考
免
た
。
こ
の
實
際
主
義
の
展
阻
は
今
世
紀
の
最
初
の
十
年
に
お
い
て
頂
勲
に
達
し
た
。

　
同
じ
一
九
一
〇
年
代
に
、
も
う
ひ
と
り
の
哲
昼
食
が
、
常
識
の
辮
…
護
と
い
う
同
じ
目
的
を
は
る
か
に
地
昧
な
や
り
方
で
追
究
し
つ
つ
あ

っ
旋
。
そ
の
ひ
と
の
武
器
は
論
理
的
分
析
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
〇
三
年
に
褒
せ
ら
れ
た
ジ
ョ
ー
ジ
．
ム
ア
の
「
槻
念
論
論
駁
」

の
聾
が
世
界
の
人
六
、
少
く
と
も
英
語
を
話
す
骨
界
の
入
汝
、
の
耳
を
う
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
　
「
精
紳
」
が
そ
の
諸
範
疇

す
な
わ
ち
認
識
様
式
を
以
て
世
界
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
に
封
ず
る
極
め
て
念
入
り
な
破
避
雷
詮
攻
繋
の
時
期
が
開
か
れ

な
。
そ
し
て
こ
の
攻
撃
の
結
果
生
れ
距
も
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
賢
在
論
饗
マ
ー
ヴ
ィ
ソ
が
一
九
ご
一
年
に
用
い
た
晶
薪
葉
で
い
え
ば
「
認
識

論
か
ら
の
形
而
上
學
の
解
放
」
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
曹
通
の
言
葉
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
哲
學
考
た
ち
が
そ
の
仕
事
を
始
め
る
に
あ
た
っ

て
、
如
何
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
知
識
を
得
る
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
一
般
的
な
認
識
論
的
間
　
題
逝
豫
め
答
え
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
。
認
識
論
そ
の
も
の
は
、
雛
純
な
維
験
に
む
け
る
基
本
的
泰
餐
と
そ
れ
の
基
本
命
題
に
溢
け
る
表
現
と
に
基
礎
を
置
く
、

特
殊
科
學
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
ほ
か
な
ら
ぬ
、
と
主
張
せ
ら
れ
る
。
こ
の
最
初
の
時
期
に
驚
い
て
は
、
そ
う
い
う
基
本
的
経
験
と
表
現
と

の
所
興
は
「
感
知
與
件
」
と
普
逓
者
と
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
筈
通
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
ム
ア
自
身
、
は
じ
め
は
、
敵
る
種
の
知

畳
的
朕
滉
に
蔚
い
て
は
、
基
本
的
経
験
と
い
う
こ
の
特
権
的
な
位
置
を
「
物
灘
織
縞
亡
し
に
も
許
熟
し
た
け
れ
ど
も
。

　
経
験
に
お
い
て
何
が
基
本
的
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
勧
説
の
上
に
何
が
徳
域
せ
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
新
π

な
相
封
性
理
論
（
一
九
〇
五
年
に
驚
け
る
「
特
殊
」
理
論
及
び
一
九
一
五
年
に
冷
け
る
「
一
般
」
理
論
）
の
電
撃
を
も
受
け
て
、
翼
に
痛
切

に
意
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
量
畢
が
そ
の
「
直
槻
挫
」
（
》
昌
ω
o
ン
暁
鶏
律
ぼ
富
津
経
◎
轟
ま
で
意
，
味
あ
、
駆
ど
認
め
だ
ど
、
q
磐
α

ぎ
き
ミ
ご
ち
き
ユ
へ
ま
ぎ
　
　

痔
聞
察
闇
㊧
構
念
賦
、
相
勲
爵
斑
論
に
照
ら
し
て
無
意
味
な
も
の
、
或
い
は
少
く
と
も
非
科
學
的
な
も
の
と
み
ら
れ
は
じ
め
た
。
こ
の
理
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論
の
怨
書
に
よ
っ
て
物
理
層
考
が
認
め
ざ
る
を
え
憂
く
な
つ
な
こ
と
は
、
有
意
味
な
科
學
的
思
砦
ノ
に
封
ず
る
操
作
的
な
上
件
と
い
う
も
の

が
あ
砂
、
そ
れ
に
照
し
て
考
え
る
と
、
物
理
學
に
お
け
る
そ
れ
ま
で
の
聖
母
の
多
く
の
部
分
は
實
は
「
認
識
虫
下
映
」
（
O
O
ね
罠
潔
く
Φ
ω
①
昌
6
α
Φ
）

を
持
た
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
こ
の
「
認
識
的
意
味
」
と
い
う
言
葉
が
科
學
的
．
意
味
を
指
す
新
π
な
名
稻
と
し
て
用
い
ら
れ

始
め
る
）
。
　
難
風
禰
偉
大
な
玉
手
轡
た
鱒
ち
（
エ
デ
ィ
ン
ト
ン
、
ジ
ー
ン
ズ
、
コ
ム
プ
ト
ン
そ
の
他
）
の
す
べ
て
が
彼
ら
の
科
二
折
墨
黒
剛
に
お
い

て
こ
の
こ
と
を
承
認
し
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
科
學
者
た
ち
が
科
學
に
つ
い
て
語
る
と
こ
ろ
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
し
な

い
よ
う
に
警
告
し
た
の
は
、
ア
イ
ン
シ
議
タ
イ
ン
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
科
學
と
そ
の
凶
事
と
に
つ
い
て
彼
ら
の
蓮
べ
る
と
こ
ろ
左
信
ず

る
な
、
と
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
い
っ
た
。
む
し
ろ
彼
ら
が
科
學
考
と
し
て
仕
事
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
凝
卒
せ
よ
、
そ
う
す
れ
ば
操
作

的
に
定
義
さ
れ
駒
澤
さ
れ
て
い
な
い
障
る
種
の
概
念
が
如
何
に
錘
意
昧
で
あ
る
か
、
或
い
は
少
く
と
も
無
用
で
あ
る
か
、
を
知
る
で
あ
ろ

う
、
こ
れ
ら
物
理
學
者
の
科
磁
諏
4
1
と
し
て
の
本
能
が
夕
蝉
の
研
究
に
お
い
て
彼
ら
の
科
學
哲
學
の
誤
り
か
ら
破
ら
を
救
っ
て
い
る
の
だ
、

と
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
い
う
。

　
一
九
…
…
○
年
・
代
に
な
る
と
量
予
示
學
の
新
し
い
擁
立
（
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
の
不
確
定
性
原
灘
等
）
に
よ
り
、
有
意
味
な
理
論
構
成
の
規

財
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
聞
い
が
夏
に
痛
切
に
意
識
さ
れ
る
Q
こ
の
二
〇
年
代
が
論
理
費
讃
王
義
の
出
戸
の
購
期
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
認

識
的
に
有
意
味
な
理
論
の
論
理
を
定
式
化
す
る
こ
と
に
淡
騙
し
た
。
認
識
的
意
味
享
宴
奈
に
表
現
で
き
る
言
葉
は
、
形
式
化
さ
れ
ね
ば
な

、
ら
ぬ
、
從
っ
て
日
…
富
一
一
一
一
n
語
の
含
む
不
純
物
を
除
去
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
實
謹
圭
義
者
た
ち
は
信
じ
、
ラ
ッ
セ
ル
も
亦
彼
ら
と
こ
の
信
念

を
共
に
し
た
．
。
論
灘
的
に
完
金
な
言
語
は
日
常
生
活
の
普
通
の
言
語
と
は
は
る
か
に
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
語
い
て
注
目

す
べ
き
業
績
は
、
認
識
的
に
有
意
昧
な
論
史
的
構
域
の
文
章
論
（
ω
旨
欝
麟
）
と
意
義
論
（
器
B
碧
腎
の
）
の
、
ル
ド
ル
フ
・
カ
ル
ナ
ッ
プ

に
よ
る
形
式
化
で
あ
っ
だ
。
　
「
糧
界
の
論
理
的
構
成
」
（
ざ
α
q
δ
o
げ
Φ
婦
》
環
h
σ
鋤
鉱
α
①
村
閤
O
響
）
が
か
く
し
て
明
確
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
純
粋
科
主
な
ら
び
に
憾
用
隠
亡
の
論
戦
、
い
い
か
え
れ
ば
認
識
的
意
味
附
興
の
論
難
、
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
’
。
そ
し
て

感
情
や
目
的
そ
の
他
に
つ
い
て
の
心
灘
學
的
命
題
す
ら
も
、
ほ
ど
な
く
、
「
臓
接
に
槻
察
で
き
る
蓮
語
」
、
す
な
わ
ち
、
物
理
的
封
象
の
諸

　
　
　
哲
學
と
”
　
㎡
語
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
践
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哲
壌
丁
研
究
　
　
第
㎎
門
百
ほ
竃
十
八
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

性
質
を
含
む
物
理
的
命
題
と
形
式
的
な
聯
關
を
持
つ
も
の
と
し
て
解
牒
さ
れ
は
じ
め
る
。
こ
の
方
法
論
上
の
規
約
は
ノ
イ
ラ
i
駆
に
よ
っ

て
「
耐
物
理
開
学
主
義
」
と
呼
ば
れ
、
つ
い
で
は
じ
め
現
象
弧
調
者
で
あ
っ
た
カ
ル
ナ
ッ
プ
に
よ
っ
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
理
論
の
精
工
識
的
意
映
州
網
曳
｝

化
し
保
存
す
る
離
一
の
方
法
と
し
て
採
周
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
賢
讃
心
誤
的
な
意
味
劇
論
の
基
調
は
シ
ュ
リ
ッ
ク
に
よ
つ
て
蓮
べ
ら

れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ひ
と
つ
、
◎
表
現
め
．
意
味
は
そ
れ
を
詩
調
す
だ
慈
ピ
慷
か
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
業
繋
」
は
そ
の
基

礎
と
し
て
、
基
本
的
な
物
理
的
謝
象
ま
た
は
性
質
の
、
槻
察
を
必
要
と
し
、
か
つ
そ
れ
ら
謝
絶
乃
至
性
質
董
指
す
基
本
的
「
名
僻
し
は
表

示
的
に
（
O
ω
け
Φ
ご
ω
凶
く
Φ
蔓
）
の
み
定
義
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
認
識
的
な
意
味
附
輿
に
蜘
え
ら
れ
た
こ
の
制
限
に
よ
っ
て
、
言
語
の
い
わ
ゆ
る
非
認
識
的
機
能
の
す
べ
て
は
、
論
理
の
世
…
界
を
　
…
分
す

る
し
き
り
の
暗
い
側
に
、
分
析
さ
れ
ぬ
ま
ま
で
ご
一
．
κ
ご
た
に
積
み
璽
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
論
理
語
聾
生
義
蔚
藷
．
κ
ち
（
例
え
ば
カ
ル

ナ
ッ
プ
や
エ
イ
ヤ
ー
）
は
、
傳
統
的
認
識
論
の
多
く
の
部
分
及
び
倫
理
的
な
ら
び
に
形
而
上
學
的
表
現
の
す
べ
て
を
、
非
認
識
的
意
味
－

i
時
に
は
「
惰
動
的
」
（
①
ヨ
O
鑑
く
O
）
意
味
と
呼
ば
れ
る
一
と
い
う
こ
の
曖
昧
な
概
念
の
下
に
苞
括
…
し
た
。
例
免
ば
フ
ィ
ヒ
テ
の
よ
う
に

「
客
層
…
的
世
界
は
自
我
の
定
立
し
た
も
の
（
い
わ
ゆ
る
障
碍
》
ロ
舞
O
ω
の
）
で
あ
る
し
と
い
い
、
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
「
世
界
は
絶
三

好
精
紳
の
顯
現
或
い
は
・
賢
蜆
の
系
列
で
あ
る
」
と
い
い
、
或
い
は
ま
な
軍
純
に
、
「
盗
む
こ
と
は
悪
い
」
と
い
う
時
、
そ
こ
に
い
い
表
わ

さ
れ
て
い
る
も
の
は
非
認
識
的
（
構
動
的
）
意
味
で
あ
っ
て
、
理
論
的
に
有
意
義
な
ま
張
と
し
て
論
じ
う
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
論
難
㊧
∵
、
n
葉
で
置
き
換
え
て
、
實
讃
王
義
考
は
、
上
の
よ
う
な
文
章
が
命
題
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
眞
で
も
儒
で
も

な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ミ
　

　
倫
理
學
の
領
域
に
お
い
て
構
動
論
が
精
し
く
展
開
さ
れ
力
あ
る
も
の
と
な
つ
π
の
は
、
主
と
し
て
ヂ
ゼ
ピ
，
那
ズ
・
ス
チ
ヴ
ン
ソ
ン
の
仕
事

に
よ
つ
て
で
あ
り
、
彼
は
心
手
鏡
的
側
面
で
は
リ
チ
ャ
ー
ズ
と
オ
グ
デ
ン
の
影
響
を
受
け
、
論
理
に
窪
い
て
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
G
・
冠
・

ム
ア
に
敏
え
ら
れ
一
．
ん
。
　
一
九
三
〇
年
代
に
書
か
れ
か
彼
の
諸
軒
丈
及
び
一
九
四
四
年
煎
飯
の
破
の
著
作
『
倫
理
學
と
賞
誉
』
は
、
倫
理
の

問
題
に
注
す
る
こ
の
よ
う
な
費
葛
生
義
的
思
考
の
頂
黙
を
．
漏
し
た
。
そ
れ
は
こ
の
立
場
の
張
み
を
明
か
に
す
る
と
共
に
、
ま
た
そ
の
照
準
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元
に
提
患
さ
れ
解
決
を
追
ら
れ
る
に
至
つ
距
他
の
問
題
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
そ
の
立
場
の
弱
輩
を
も
明
示
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
程

な
く
そ
う
い
う
聞
題
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
ス
チ
ヴ
ン
ソ
ン
の
倫
理
學
的
分
析
の
垂
垂
と
そ
れ
の
心
理
學
的
基
礎
と
は
、
イ
マ
ヌ
エ
ル
・

カ
ン
ト
の
命
令
論
…
（
一
重
b
①
鎚
窪
く
富
ヨ
）
と
は
違
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
議
論
の
形
式
は
ヵ
ン
｝
の
そ
れ
と
驚
く
べ
き
一
致
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
先
験
主
義
者
と
自
然
圭
義
者
と
の
い
す
れ
に
も
張
い
印
象
を
與
え
た
。
そ
れ
は
自
然
圭
義
者
に
安
心
を
興
え
、
先
験
主

義
者
に
不
安
を
起
さ
せ
た
（
カ
ン
ト
も
亦
倫
理
的
表
現
が
非
認
識
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
原
理
に
お
い
て
「
悟
性
」
の
本
葬
の

封
象
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
既
に
主
張
し
て
い
だ
わ
け
で
あ
る
）
o

　
非
認
識
的
意
味
の
概
念
は
心
々
の
種
を
包
辮
し
て
贈
り
、
構
動
的
意
味
は
そ
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
。
　
一
九
三
〇
年
代
の
縛
り
及
び
四

〇
年
代
の
初
め
に
か
け
て
、
私
は
「
絡
樋
脇
」
（
覧
9
0
鴨
琶
）
意
味
と
い
う
も
の
左
非
認
識
的
意
味
の
一
種
と
し
て
瞠
卑
し
強
調
し
、
認

識
的
意
味
を
語
ろ
う
と
欲
す
る
す
べ
て
の
ひ
と
に
よ
っ
て
甥
り
捨
て
ら
る
べ
き
も
の
だ
と
考
え
た
Q
例
、
丸
ば
エ
ユ
…
ト
ン
物
理
學
に
含
ま

れ
て
い
て
新
し
い
相
勤
性
物
理
學
な
ら
び
に
八
駅
子
物
理
學
に
お
い
て
「
紅
葉
さ
れ
し
な
も
の
は
、
ま
さ
に
「
斜
脚
酌
思
考
」
（
℃
ぎ
窪
裡
？

鋳
ぎ
犀
貯
ひ
q
）
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
嚴
格
な
意
味
で
の
科
學
に
と
っ
て
有
釜
で
あ
っ
π
、
と
私
は
論
じ
た
。
な
鉛
ま
海
デ
カ
ル
ト
や
ロ
ッ

ク
の
傅
統
的
な
認
識
論
も
そ
れ
の
主
張
の
含
む
絡
謎
的
な
非
認
識
的
な
意
味
に
よ
っ
て
誤
り
に
陥
っ
た
、
と
批
評
せ
ら
れ
た
。

　
認
識
と
そ
の
科
蛮
的
表
現
檬
式
に
つ
い
て
．
の
こ
の
狭
い
嚴
格
な
考
え
方
は
、
巌
格
な
論
理
的
分
析
と
し
て
の
哲
學
に
封
ず
る
不
信
を
件

い
、
か
っ
そ
う
い
う
不
信
を
積
極
的
に
産
み
饗
す
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
の
不
儒
は
穏
か
な
形
と
械
麗
な
形
と
の
い
す
れ
を
も
示
し
把
。
穏

か
な
反
封
は
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
の
器
具
論
を
楯
に
と
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
デ
ュ
…
，
4
の
器
具
論
の
う
ち
に
も
亦
認
識
的
意
味
に
つ
い
て

の
一
種
の
操
作
的
基
準
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
非
認
識
的
な
表
現
機
能
と
は
あ
ま
り
鋭
ぐ
分
お
れ
て
お
ら
す
、
そ
う
い
う
機
能
に
封
し
て

よ
り
多
く
の
同
輩
を
示
し
て
い
ψ
．
κ
の
で
あ
る
。
雰
認
識
的
意
昧
に
謝
す
る
こ
の
寛
大
な
扱
い
方
は
同
じ
時
期
（
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代

に
か
け
て
）
に
お
い
て
薦
張
さ
れ
撫
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
薯
コ
駄
味
賂
糊
し
（
ω
o
ヨ
δ
鍮
o
o
擁
讐
8
姥
。
陥
ω
骨
δ
窪
＄
鉱
。
謬
）
に
齎
い
て
添

さ
れ
て
い
る
。
モ
リ
ス
は
意
昧
の
つ
文
章
論
的
じ
次
元
及
び
「
意
暴
論
的
」
次
元
と
罷
別
し
て
な
泌
「
用
暴
論
的
」
（
噂
厭
9
己
ゆ
窺
導
帥
口
。
）
次
元

　
　
　
哲
學
と
言
語
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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哲
學
研
究
　
嬉
醐
百
三
十
八
號
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

，
を
捌
泌
め
、
論
獅
㍑
貰
諭
圭
重
工
に
よ
っ
て
閑
嫡
了
ご
れ
て
い
た
こ
の
熱
帯
間
総
粥
的
∵
訳
一
山
を
よ
り
正
當
に
三
つ
な
。
モ
リ
ス
は
そ
の
曲
者
『
記
號
・
膏
獅

語
・
行
動
』
（
一
九
四
六
年
）
に
蔚
い
て
、
翼
理
の
多
面
的
理
論
を
定
、
式
化
し
よ
う
と
試
み
た
。
　
こ
の
理
論
は
評
贋
的
及
び
命
令
的
表
現

に
縛
し
て
す
ら
も
、
そ
れ
ら
表
現
の
二
面
を
語
る
こ
と
を
許
そ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
歪
禮
と
し
て
み
れ
ば
、
モ

リ
ス
の
意
味
論
は
ス
チ
ヴ
ソ
ソ
ン
の
そ
れ
と
同
檬
、
行
動
圭
義
的
心
理
學
に
は
じ
め
か
ら
あ
ま
り
頼
り
す
ぎ
た
た
め
に
不
完
全
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
勿
論
、
理
論
と
し
て
の
…
礎
能
圭
義
に
誤
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
意
味
の
理
論
と
い
う
も
の
に
は
、
痴
る
基
礎
的
部

門
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
他
の
部
門
の
嘉
賛
蘇
蜜
蓮
萱
楡
讃
す
る
墓
準
を
輿
え
、
そ
れ
自
身
は
票
賢
に
關
す
る
如
何
な
る
特
殊
な
理
論
の
翼

理
性
に
も
依
存
し
な
い
、
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
要
求
を
、
私
は
「
匡
正
的
纂
費
か
ら
の
串
螢
と
い
う
現
数
學
的
要

求
」
と
呼
び
た
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
要
求
を
モ
リ
ス
の
論
、
は
み
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
要
求
を
み
た
す
と
い
う
こ
と

は
還
に
劇
毒
的
研
究
方
法
の
み
が
な
す
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
科
學
鮒
探
究
の
基
礎
に
あ
る
條
件
な
の
で
あ
り
、
科
學
的

晃
方
と
取
扱
い
と
は
、
こ
の
條
件
を
み
た
す
多
く
の
見
方
の
う
ち
の
た
だ
ひ
と
つ
に
通
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
詩
的
見
方
及
び
宗
敏

仙剛

麻
G
カ
は
、
科
思
ず
的
見
詣
力
と
ム
出
く
一
同
婚
に
、
客
取
…
性
と
十
全
性
へ
の
基
本
的
嶋
砥
面
寓
求
穣
叫
伍
椿
｝
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
艶
御
心
れ
㌍
擁
0
者
は
、

或
い
は
よ
き
科
學
考
で
あ
り
う
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
決
し
て
よ
き
哲
學
潜
と
は
い
わ
れ
な
い
。

　
こ
の
現
象
學
的
要
請
に
毒
し
て
一
種
の
形
而
上
學
的
承
認
左
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ラ
ー
が
そ
の
蒙
…
徴
的
形
式
の
哲
學
に
お
い
て
與

え
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
カ
ッ
シ
ラ
ー
は
含
衆
寡
に
佳
み
、
イ
エ
イ
ル
大
童
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
恩
に
添
い
て
講
義
し
た
の
で
あ
り
、
か
つ

破
も
亦
他
の
需
語
哲
學
者
と
」
同
檬
に
表
現
様
式
に
義
旗
る
義
心
を
寄
せ
た
の
で
あ
っ
な
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
名
を
畢
げ
な
い
わ
け

に
は
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
不
幸
に
し
て
カ
ッ
シ
ラ
ー
は
英
米
の
哲
玉
垣
た
ち
に
よ
っ
て
は
一
般
に
閑
却
さ
れ
か
。
勿
論
破
ら
は

カ
ッ
シ
ラ
ー
に
つ
い
て
知
っ
て
癒
り
彼
の
書
物
を
額
み
は
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、

カ
ッ
シ
ラ
ー
は
ク
ロ
ー
チ
ェ
や
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
や
ブ
ラ
ッ
ド
レ
ー
や
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
同
じ
く
過
去
の
人
な
の
で
あ
っ
か
。
た
だ
こ
れ
ら

の
び
と
よ
り
も
カ
ッ
シ
ラ
ー
が
現
代
的
な
ナ
が
た
を
示
し
た
理
由
は
、
新
物
還
學
と
人
類
學
と
に
…
晒
し
て
カ
ッ
シ
ラ
ー
が
興
味
を
持
つ
カ
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と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
借
物
雨
漏
や
入
類
學
を
破
が
解
讃
す
る
場
合
の
新
カ
ン
ト
派
的
な
や
り
方
は
も
は
や
賭
．
代
荒
れ
の
も

の
で
あ
っ
た
。
　
「
現
代
哲
學
者
叢
書
し
の
う
ち
の
一
巻
が
カ
ッ
シ
ラ
…
に
あ
て
ら
れ
な
灘
由
は
、
誇
そ
ら
く
そ
の
叢
書
の
編
考
で
あ
る
ウ

ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
言
の
シ
ル
プ
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
カ
ッ
シ
ラ
ー
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
忠
實
な
弟
子
、
シ

ユ
ザ
ン
ヌ
・
ラ
ン
ガ
ー
も
亦
ド
イ
ツ
人
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
ド
イ
ツ
人
は
カ
ッ
シ
ラ
；
を
理
解
し
た
し
、
彼
も
亦
そ
う
い
う
理
解
左
下
然

の
こ
と
と
し
て
期
特
し
か
。
つ
ま
り
カ
ッ
シ
ラ
ー
は
大
陸
風
の
や
り
方
で
物
を
理
解
し
ま
π
異
、
論
に
答
え
る
習
慣
を
持
．
つ
て
い
た
の
で
あ

る
Q
こ
の
時
分
三
年
間
合
衆
國
に
い
た
G
・
琵
・
ム
ァ
が
カ
ッ
シ
ラ
ー
に
駕
し
て
専
門
的
で
は
な
い
が
誘
い
し
か
も
細
か
い
問
い
を
磯

し
、
カ
ッ
シ
ラ
ー
が
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
時
の
當
惑
し
た
眼
差
を
、
私
は
今
も
な
器
忘
れ
な
い
。
そ
し
て
登
髄
と
し
て
い
え

ば
、
カ
ッ
シ
一
7
一
が
軋
坂
も
活
動
簡
剛
訟
ア
メ
リ
カ
折
日
瓢
学
者
に
よ
っ
て
受
け
宏
廠
…
待
R
も
｛
小
こ
の
よ
う
あ
な
も
の
で
藷
の
つ
た
の
で
議
の
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
、
寧
，
、
ポ
，
、
、
、
5
：
、
　
　
　
　
声
、
6
　
、
、
　
ド
　
帖
，
r
．
、
㍉
売
、
、
．
、
「
　
一
戸
、
，
ア
、
、
、
r
』
ウ
弩
爵
～
U
幾
ρ
、
し
・
．
愈
誹
母
一
艶
㌧
孕
一
・
ー
ザ
μ
㌧
r
ご
冗
㍗
臣
．
」
惚
・
毛
診
寿
1
6
．
・
シ
・
．
軽
窪
≦
一
『
－
『
μ
、
9
．
、
議
　
　
毫
一
…
一

　
し
か
し
な
が
ら
、
ヵ
ッ
シ
ラ
ー
の
關
心
し
究
問
題
は
経
験
と
表
競
と
の
様
式
に
接
す
る
根
↑
本
的
な
聞
題
で
あ
っ
た
。
破
が
力
殆
ド
の
鯵
門

島
轟
響
粟
裡
誇
霧
碧
軽
纒
箏
コ
擢
露
量
の
些
事
諾
羅
讐
謹
構
導
舞
え
る
と
簿

耀
，
麟
ヤ
，
論
難
典
的
と
．
護
．
ぺ
、
零
で
あ
瞬
勾
？
こ
れ
は
、
入
墨
韻
脚
の
紳
謡
的
宗
敷
的
な
ら
び
に
藝
術
的
意
識
を
科
學
的
意
識
と
同
格
に
正
し

く
取
扱
酔
う
と
す
‘
る
び
と
つ
の
蓮
、
か
だ
し
形
而
上
學
的
な
道
、
で
あ
る
。
著
書
の
あ
る
部
分
で
は
カ
ッ
シ
ラ
…
は
、
こ
れ
ら
象
…
徴
形
式

の
…
進
化
論
的
な
見
方
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
そ
の
鶴
丸
、
進
化
論
的
に
は
最
後
に
現
わ
れ
る
而
数
魚
雷
物
理
學
の
頚
…
微
形
式

を
特
構
的
な
位
置
に
置
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
の
批
玉
殿
學
の
根
抵
に
潜
む
形
二
上
學
的
客
観
的
算
置
論
を
カ
ッ
シ
ラ
ー

が
暗
々
裏
に
と
っ
て
い
た
こ
と
と
同
様
、
一
般
に
中
正
的
銀
貿
か
ら
出
讃
す
る
と
い
う
現
象
墨
的
要
求
を
守
る
彼
の
立
派
な
態
度
に
反
す

る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
わ
れ
わ
れ
は
、
論
理
實
讃
論
が
認
識
的
意
味
と
表
現
と
に
加
え
た
整
い
制
限
に
封
ず
る
穏
か
詮
反
射
或
い
は
そ
れ
の
附
随
現
象
に

つ
い
て
蓮
べ
距
。
し
か
し
そ
れ
に
勤
す
る
極
端
な
反
封
が
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
實
存
圭
義
な
の
で
あ
り
、
こ
の
昏
夢
空
義
の
キ
ェ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
的
、
形
態
は
米
國
英
囲
に
驚
い
て
も
復
活
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
卑
湿
主
嚢
の
復
活
は
米
英
で
は
哲
雄
的
憩
導
渚
の
聞
で
著
し
く
現

　
　
　
　
哲
學
と
跡
．
群
蒲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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膏
學
軒
究
　
第
四
汀
號
十
八
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

れ
帝
．
κ
が
、
し
か
し
専
門
的
哲
婦
鷺
の
あ
る
入
々
を
も
と
ら
え
た
の
で
あ
っ
ψ
．
κ
。
し
か
し
概
し
て
い
え
ば
、
科
學
的
合
理
論
乃
至
如
飼
な
る

種
類
の
合
理
論
に
も
反
撃
す
る
賢
覧
窒
義
の
態
度
は
、
中
班
的
算
盤
か
ら
の
串
褒
と
い
う
現
象
學
的
原
灘
を
捨
て
撫
穴
め
に
歪
ん
だ
も
の

に
な
っ
て
い
る
。
費
存
主
義
者
即
ち
は
合
理
的
秩
序
と
い
う
も
の
を
考
え
海
だ
け
で
も
吐
氣
を
催
す
と
い
う
の
で
あ
り
（
サ
ル
ト
ル
の
嘔

吐
）
、
か
く
て
逆
詮
や
矛
盾
…
に
耽
溺
す
る
無
統
制
な
極
端
な
甲
張
に
陥
る
の
で
あ
る
。
　
彼
ら
の
辮
讃
法
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
い
わ
ゆ
る
」
合

理
論
に
由
來
す
る
に
絢
ら
す
、
彼
ら
の
合
雷
雲
は
、
非
合
理
駒
な
る
も
の
こ
そ
環
實
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
結

局
そ
れ
は
一
種
の
不
毛
な
感
惰
論
に
露
吊
す
る
◎
費
存
霊
義
者
た
ち
の
考
え
で
は
、
こ
れ
が
自
然
圭
義
的
な
か
つ
葬
想
像
的
な
合
理
論
に

か
わ
る
唯
一
の
哲
學
的
可
能
性
で
あ
っ
た
Q

　
い
よ
い
よ
私
は
、
古
い
問
題
に
封
ず
る
新
た
な
見
方
を
完
発
に
費
現
す
る
と
ま
で
は
い
か
な
い
に
し
て
も
少
く
と
も
暗
示
す
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
ひ
ふ
ろ
の
哲
學
的
蓮
動
に
つ
い
て
蓮
べ
よ
う
と
思
う
。
そ
の
身
動
と
い
う
の
は
、
人
開
精
淋
の
非
科
學
的
要
求
と
魚
影
的
要
求

と
を
い
す
れ
も
満
足
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
費
存
圭
義
ほ
ど
に
非
合
理
的
で
は
な
い
道
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
私
の
友
に
し
て

今
通
課
を
し
て
貰
っ
て
い
る
野
田
敏
授
が
こ
う
い
う
考
え
に
賛
威
し
て
く
れ
て
い
る
の
粒
多
と
す
る
。
彼
の
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
も
し
こ

の
新
し
い
可
能
性
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
潅
な
ら
ば
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
流
の
賢
息
圭
義
者
に
な
っ
た
哲
學
考
の
数
は
す
っ
と
少
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
Q
ζ
の
見
方
は
「
中
正
的
証
實
か
、
疹
出
　
毅
す
る
と
い
う
現
象
出
身
原
理
」
を
、
と
う
い
う
派
手
な
名
前
を
用
い

す
に
で
は
あ
る
が
、
進
ん
で
う
け
い
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
意
味
深
い
の
で
あ
る
。
こ
の
血
紅
運
動
は
生
れ
て
か
ら
も
は
や
二
〇
年
以

上
に
な
る
が
、
垂
準
考
仲
闇
以
外
で
は
ま
だ
あ
ま
り
よ
く
知
ら
れ
て
お
ら
す
、
か
つ
哲
學
者
た
ち
自
身
に
よ
っ
て
も
多
く
誤
解
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
蓬
動
に
關
す
る
一
般
の
叢
一
的
な
意
見
で
は
、
そ
れ
は
論
理
費
誰
論
の
最
後
の
足
掻
き
で
あ
る
と
か
最
後
の
頽
慶
歌
登
で
あ
る

と
か
い
わ
れ
て
い
る
Q
そ
れ
の
曹
通
の
名
前
は
「
謎
語
の
三
春
」
で
あ
り
、
現
在
英
國
に
お
い
て
、
特
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
お
い
て

有
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ひ
と
び
と
も
薄
汝
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
ひ
と
び
と
は
、
そ
の
運
動
が
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
力
を
得
つ
つ

あ
る
と
か
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ア
の
遜
る
國
汝
で
根
を
張
っ
た
’
と
か
聞
く
と
、
よ
い
顔
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
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し
　
　
　
リ
　
　
ロ
サ
　
　
　
し
　
　
　
ら
　
　
　
も
　
　
　
つ
　
　
　
セ
　
　
　
も
　
　
　
り
　
　
　
い
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
し

　
こ
う
い
う
不
信
と
無
知
と
に
は
二
つ
の
理
由
が
あ
る
り
ひ
と
つ
は
、
こ
の
新
し
い
龍
脳
が
「
哲
學
は
教
論
で
は
な
く
て
活
鋤
で
あ
る
」

と
宣
賞
し
、
從
っ
て
二
面
に
つ
い
て
の
何
か
新
し
い
輝
か
し
い
理
論
を
産
み
期
し
て
い
な
い
と
い
う
黙
に
あ
る
。
普
通
の
ひ
と
び
と
で
も

哲
倉
皇
と
い
う
も
の
か
ら
何
か
そ
う
い
う
矯
憂
ま
し
い
纂
柄
を
期
待
す
る
よ
う
に
慣
ら
さ
れ
て
燈
り
、
も
し
そ
れ
が
で
き
な
い
な
ら
ば
三

哲
攣
者
で
は
な
い
と
考
え
勝
ち
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
う
い
う
ひ
と
び
と
は
、
誓
學
が
一
種
の
活
動
で
あ
る
と
い
う
考
免
が
そ
れ
自

“
身
＋
q
い
凸
も
の
で
あ
る
こ
と
を
亡
為
れ
て
い
る
の
で
議
の
る
Q
　
例
え
げ
憶
フ
ラ
ト
ン
や
・
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
考
え
（
「
哲
駈
閉
す
る
こ
と
は
活
か
す
こ
と

で
あ
為
」
（
℃
げ
出
O
o
o
O
℃
げ
冨
目
①
昌
凶
o
o
け
く
貯
八
津
。
冨
触
Φ
謬
）
を
強
調
し
π
の
で
あ
る
し
、
　
ま
距
こ
の
考
免
は
向
暑
に
と
っ
て
も
、
　
特
に
そ
の
灘

宗
に
癒
い
て
、
無
縁
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
誤
解
に
封
ず
る
も
う
ひ
と
つ
の
灘
麟
は
、
こ
の
章
動
の
措
導
潔
で
あ
る
ル
ド
ヴ
ィ
ヒ
・
ヴ
ィ
ッ
、
・
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
が
始
め
は
「
ウ
ィ
…

ン
墨
藷
幽
」
、
從
っ
て
瓢
繭
魏
蜜
誰
憲
義
、
　
と
結
…
ぴ
つ
い
て
い
ら
ん
・
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
口
気
期
の
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
論
…
塊
賢
答
圭

義
に
…
心
す
る
親
し
い
關
係
は
『
論
壇
哲
畢
論
磁
に
確
か
に
瑚
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
串
で
も
既
に
新
た
な
よ
り
良
選
も
の
の
兆
が
見

え
る
の
で
あ
る
。
　
一
九
三
〇
．
年
代
に
は
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
需
語
の
論
理
に
つ
い
て
の
極
め
て
細
か
い
研
究
に
よ
っ
て
、
ケ
ン

ブ
リ
ッ
ジ
大
回
に
癒
け
る
彼
の
同
僚
把
ち
（
そ
れ
に
は
G
・
猛
．
ム
ア
も
含
ま
れ
る
）
髪
魅
惑
し
幻
惑
し
つ
つ
あ
っ
疲
。
ζ
れ
が
も
は
や

論
理
蟹
玉
圭
義
の
婦
警
で
は
あ
り
え
す
、
の
み
な
ら
す
演
繹
的
な
ら
び
に
縣
納
的
な
論
理
學
の
…
横
張
で
も
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

腹
ち
に
明
か
に
な
つ
撫
の
で
あ
る
。
費
際
そ
れ
に
僻
す
る
適
切
な
一
般
的
な
名
稻
は
未
だ
で
壷
て
い
な
い
Q
誌
そ
ら
く
そ
の
晶
群
は
、
そ

れ
が
何
物
か
に
つ
い
て
の
一
般
理
論
と
い
う
風
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
．
何
か
煮
る
ひ
と
つ
の
蓑
曲
譜
式
を
模
範
と
し
て
立
て
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
例
え
ば
「
認
識
的
」
と
か
「
情
動
的
」
と
か
い
う
な
ん
ら
か
の
一
般
的
な
意
味
伽
羅
を
提
重
し
な
い
爲
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ

れ
こ
そ
嘗
葉
の
機
能
の
多
芸
性
に
勤
す
る
す
ぐ
れ
て
公
挙
で
敏
感
な
態
度
な
の
で
あ
る
。
幾
層
彗
蘇
畦
誘
鶯
ぞ
鱒
懇
」
熱
慣
職

　
こ
う
い
う
研
究
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
如
何
な
る
カ
を
持
つ
か
は
、
こ
の
煙
動
が
環
在
「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
哲
観
し
と
呼
ば
れ
る

　
…
　
、
哲
墨
と
盤
魔
順
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
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哲
難
研
兜
　
第
臨
百
滋
十
八
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蝋
鴻

も
の
に
ま
で
威
長
し
海
繊
程
に
よ
く
選
れ
て
い
る
。
そ
の
経
緯
詑
語
る
と
な
μ
ぱ
長
い
細
か
い
話
に
な
る
が
、
そ
れ
は
モ
ー
リ
ス
・
ワ
イ

ツ
の
論
文
「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
哲
學
」
（
霧
徽
O
ω
O
℃
窪
＄
一
癖
①
鼠
Φ
≦
・
一
九
五
三
年
四
月
號
）
の
う
ち
に
あ
ら
ま
し
蓮
べ
ら
れ
て
い
る
。

フ
ル
ー
が
編
纂
、
し
癒
二
巻
の
論
丈
集
『
論
理
と
晶
薪
語
』
（
～
九
五
一
・
五
三
年
）
は
新
築
な
呂
…
商
語
哲
論
者
た
ち
に
よ
っ
て
な
さ
れ
つ
つ
あ

る
仕
事
の
立
派
な
見
本
を
示
し
て
く
れ
る
。
こ
れ
か
ら
私
は
、
偶
六
の
名
煎
や
細
か
い
黙
に
か
ち
い
ら
す
に
、
そ
れ
が
如
何
な
る
も
の
で

あ
る
か
を
共
膿
的
に
示
そ
う
と
思
う
Q

　
新
講
な
言
讃
哲
學
蔚
の
考
え
で
は
、
「
哲
學
」
が
…
華
語
の
使
用
を
あ
ら
わ
に
す
る
活
動
で
あ
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
す
、
雷
語
そ
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ぐ
ミ
　
ま
な
ま
ハ
ミ
で
う
ま
ぽ
ぎ
な
ぼ
し
ミ
た
へ
も
ま
モ
に
　
　
ぐ
ぎ
さ
き
ち
げ
ミ
き
　
ぷ
ぼ
ま
ご
カ
セ
ま
に
ぎ
ぐ
と
こ
べ
き
な
み
　
　
　
　
さ
　
び
　
ヘ
ミ
ヘ
セ
ヲ
　
き
ヒ
き
む
ち
き
ち
ヒ
ら
セ
ヒ
ち
　
へ
ら
セ
セ
リ
ま
ら
ら
セ
し
ド
セ
　
む
　
ド
ら
ミ
セ
ヒ
じ
く
セ
ヨ
も

Q
が
多
鳶
，
の
「
穂
繊
耐
↓
溝
動
賊
ぶ
虹
駕
轟
禽
臨
譲
．
驚
幽
。
ぎ
駒
。
陰
）
の
集
合
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
雪
語
を
ば
雷
語
盤
系
の
外
に
あ
る

旗
蘇
ら
が
の
存
．
在
饗
を
意
味
と
し
℃
指
じ
ボ
す
と
こ
ぢ
の
，
語
（
要
素
）
q
靴
墨
る
と
す
る
考
え
を
捨
て
て
Y
言
語
を
ば
特
に
人
、
．

㎡
鰹
的
ど
、
い
航
獄
べ
ぎ
諸
濡
動
を
ぽ
じ
醐
で
呼
撫
に
す
る
と
こ
ろ
0
媒
蜘
と
考
え
る
σ
臨
終
る
。
わ
れ
わ
れ
の
知
る
働
き
が
言
語
に
よ
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぢ

費
現
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
愛
す
る
こ
と
も
憎
む
こ
と
も
、
諦
塾
も
絶
筆
も
、
君
語
を
通
じ
て
賢
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
從
っ

て
人
閥
の
活
動
と
し
て
の
知
識
や
感
構
は
様
ダ
な
謙
轟
の
も
の
で
あ
り
、
或
い
は
諮
る
こ
と
の
可
能
性
で
あ
る
。
知
る
こ
と
、
感
ず

る
こ
と
は
言
藷
的
活
動
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
嘗
語
と
そ
の
壁
掛
な
語
法
と
の
カ
な
し
に
は
費
現
さ
れ
ぬ
富
柄
な
の
で
あ

る
。
私
が
人
聞
と
し
て
の
あ
な
た
’
と
悲
し
み
を
共
に
し
た
り
、
ま
た
…
単
に
挨
拶
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
自
身
、
言
語
的
「
行
爲
」
（
麟
Ω
o
駆
O
戦

山
O
ぎ
凶
）
な
の
だ
か
ら
で
あ
る
Q
ま
た
約
束
を
す
る
と
い
う
こ
と
も
同
様
で
あ
り
、
誰
か
に
ひ
と
つ
の
義
務
乃
至
は
責
任
を
麟
す
る
こ
と
、

．
ま
た
「
人
闇
は
自
罪
な
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
、
こ
魅
ら
は
コ
餐
蔑
的
使
用
し
（
b
Φ
隷
。
暁
ヨ
馨
。
蔓
器
Φ
）
に
お
け
る
需
語
に
よ
っ
て

可
能
と
な
る
と
こ
ろ
の
行
爲
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
ろ
表
現
の
意
味
を
、
物
の
指
示
さ
れ
ま
た
記
越
さ
れ
た
性
質
の
う
ち
に
求
め
る
こ
と

は
全
く
誤
り
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
そ
の
よ
う
な
表
現
の
費
践
的
使
用
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
◎
わ
れ
わ
れ
が
何
か
眞
な
る
陳
蓮
に
お
い

て
罷
蓮
す
る
と
い
う
場
合
で
す
ら
、
そ
の
表
現
の
意
味
は
な
ん
ら
か
の
謝
験
ま
究
は
勤
蒙
の
性
質
、
つ
竈
り
具
賂
的
な
も
の
ま
夜
は
抽
象

的
、
な
も
の
、
な
の
で
は
な
い
◇
眞
で
あ
れ
僑
で
あ
れ
陳
蓮
を
た
す
海
め
の
翻
の
使
用
が
そ
の
紅
蓮
の
意
味
な
の
で
あ
る
。



　
　
　
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
広
覧
．
賠
償
と
い
う
も
の
が
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
ク
イ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
生
活
形
式
」
（
臨
O
触
ヨ
O
団
無
Φ
）
と
な
る
の

　
　
で
あ
り
、
こ
れ
に
異
か
る
㊧
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
昌
、
．
口
気
の
表
現
発
現
賢
に
驚
い
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ぴ
と
つ
の

　
　
言
語
を
用
い
う
る
と
い
う
こ
と
と
そ
の
蒼
語
の
箪
に
字
引
と
文
法
と
に
よ
る
理
解
（
こ
れ
は
全
く
生
命
を
談
い
た
も
の
で
あ
る
）
と
の
匿

　
　
別
は
何
び
と
に
も
聡
か
で
あ
る
Q
後
岩
の
み
を
持
つ
こ
と
は
眞
に
「
意
味
を
知
る
」
こ
と
で
は
な
い
。
意
味
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
た
だ

　
　
現
賢
の
使
用
に
驚
い
て
の
み
賢
現
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
G
表
現
と
博
蓬
の
完
歪
な
言
語
的
活
動
が
賢
現
さ
れ
完
域
さ
れ
る
に
至
っ
て
始
め

　
　
て
雷
甑
明
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
す
べ
て
が
明
か
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
始
め
て
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
ィ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
語
の
生
命
」

　
　
（
撮
臨
Φ
o
h
嘗
①
≦
O
a
o
り
）
が
悟
ら
れ
お
。
す
な
わ
ち
藷
は
「
生
命
を
精
び
」
（
o
O
B
Φ
8
鳳
Φ
）
、
こ
の
生
命
こ
そ
語
の
意
味
な
の
で
あ
る
G

　
　
こ
う
い
う
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
表
現
の
意
味
を
知
「
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
表
珊
が
最
も
有
用
で
あ
る
よ
う
な
状
撹
を
鏡
く
意

　
　
識
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
そ
9
冨
語
の
碧
得
で
あ
り
、
そ
の
「
輩
括
形
式
し
に
從
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ー
二
季
ー
睾
…
聖
、
ミ
鼻
寧
乱
軋
　
輩
呪
海
一
．
窒
即
這
　
　
　

、
a
，
、
恥
い
一
、
年
露

　
　
　
言
語
の
こ
の
「
形
式
」
が
言
口
畑
の
論
理
で
あ
る
・
ひ
と
つ
の
言
語
の
論
理
は
モ
れ
の
文
法
と
は
異
る
。
（
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

　
　
は
時
と
し
て
「
論
理
」
と
「
文
法
」
と
を
阿
嚢
に
用
い
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
「
文
法
し
と
は
常
に
論
理
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
）
ひ

　
　
と
つ
の
備
四
聖
の
文
法
的
樵
…
幾
は
時
と
し
て
そ
れ
の
論
理
と
見
埋
ま
ら
れ
る
。
特
に
蝿
論
を
構
威
す
る
こ
と
悲
専
門
に
し
て
い
る
ひ
と
び
と

　
　
に
よ
っ
て
誤
ま
ら
れ
る
Q

　
　
　
例
え
ば
「
私
は
疲
れ
て
い
る
」
と
い
う
文
章
は
、
「
隆
夫
．
は
疲
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
と
同
じ
文
法
的
．
形
式
を
持
ち
、
そ
の
ゆ
．
κ
め
に
ひ

　
　
と
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
文
章
の
夫
汝
の
圭
諮
が
同
じ
種
類
の
使
用
す
な
わ
ち
論
理
を
持
つ
と
考
え
勝
ち
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
隆
夫
」

　
　
は
明
か
に
何
物
か
を
命
名
し
て
い
る
故
に
「
私
」
も
又
何
物
か
を
命
，
無
し
指
示
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
一
し
か
も
「
私
」
の

　
　
場
合
は
同
じ
諮
が
い
つ
も
用
い
ら
れ
る
が
故
に
な
ん
ら
か
の
普
逓
者
、
い
い
か
え
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
語
い
て
同
一
な
る
も
の
、
を

　
　
指
示
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
一
と
考
え
ら
れ
る
◎
こ
の
よ
う
に
し
て
不
可
親
の
費
．
在
と
し
て
の
「
自
己
し
ま
た
は
「
自
我
」

　
　
に
つ
い
て
の
単
位
的
探
究
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
「
私
」
と
い
う
言
詞
の
論
超
す
な
わ
も
使
用
を
、
よ
り
ょ
く
見
る
な
ら
ば

螂　
　
　
　
　
　
哲
學
と
言
語
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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・
哲
墨
研
究
　
第
隅
百
箋
十
八
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
隅

そ
の
語
が
、
何
物
か
を
指
し
示
し
ま
距
は
そ
れ
に
融
雪
さ
せ
る
と
い
う
風
に
、
指
示
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
か
に

　
　
　
　
　
　

な
る
Q
　
「
私
」

　
次
の
二
つ
の
燕
子
も
同
上
な
例
で
あ
る
。
　
「
こ
の
さ
く
ら
ん
ぼ
う
は
赤
い
」
及
び
「
「
乙
の
色
は
赤
い
」
Q
　
こ
ζ
に
も
三
文
法
的
な
類
似

が
あ
み
。
そ
こ
で
、
さ
ぐ
ら
ん
ぽ
う
が
何
物
か
を
指
し
示
す
よ
う
に
、
も
う
一
方
の
文
章
の
主
恩
で
あ
る
「
重
し
も
何
物
か
を
指
し
示
す

と
考
え
勝
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
「
赤
い
」
は
さ
く
ら
ん
ぼ
う
の
性
質
を
述
べ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
も
う
ひ
と
つ
の
鉛
直
に
蔽
い
て
も
、
赤

を
そ
の
心
計
乃
護
は
偶
示
と
し
て
持
つ
と
こ
ろ
の
「
色
」
と
呼
ば
れ
る
一
種
の
抽
象
的
存
在
す
な
わ
ち
普
立
者
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と

考
え
ら
れ
る
。
か
く
て
、
イ
デ
ア
す
な
わ
ち
普
遍
者
に
つ
い
て
の
プ
ラ
｝
ソ
的
理
論
が
座
み
禺
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
「
色
」
は
「
さ
く
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ち
　
ド
も

ん
ぼ
う
」
の
よ
う
な
精
嚢
と
は
違
っ
た
論
麗
い
い
か
え
れ
ば
使
用
を
持
っ
て
い
み
の
で
あ
る
。
傳
統
曲
な
論
理
的
万
里
論
は
勿
論
名
顕
論

も
　
　
も
　
　
も

も
ま
距
、
こ
の
よ
う
な
考
察
に
照
ら
す
と
、
正
し
い
根
上
駐
持
驚
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
例
を
も
う
ひ
と
つ
だ
け
加
え
よ
う
。
　
「
菊
の
花
が
そ
こ
に
あ
る
」
（
》
o
げ
蔓
鴇
導
び
Φ
韓
億
ヨ
溢
。
〈
o
属
瞥
び
Φ
吸
Φ
・
）
「
そ
こ
に
は
何
も
な
、
い
」

（
り
嗣
O
ひ
ぼ
一
昌
餅
q
　
一
ω
　
O
〈
O
触
　
け
7
0
碧
O
．
）
Q
理
論
的
想
像
力
に
富
ん
だ
ひ
と
は
、
こ
れ
ら
文
章
の
露
語
は
い
す
れ
も
何
物
か
を
指
示
す
る
と
考
え
勝

ち
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
な
る
と
「
何
も
な
い
」
（
口
O
夢
ぽ
鵬
）
と
い
う
言
葉
の
折
示
す
る
も
の
は
見
・
允
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
◎

す
な
わ
ち
、
緑
肥
ん
な
い
何
物
か
で
訪
る
と
こ
ろ
の
無
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
非
存
在
、
否
定
、
無
、
の
形
而
上
學
が

産
み
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
何
も
な
い
し
（
欝
O
矧
げ
一
〇
聯
亀
）
と
い
う
語
が
論
理
的
に
は
「
菊
」
と
い
う
よ
う
な
語
と
同
じ
機
能
を
持
π
ぬ
と
い

つ
こ
と
に
氣
付
き
え
な
か
つ
距
た
め
で
あ
る
。
立
者
の
使
用
は
賢
は
蓮
つ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
純
緯
存
在
の
形
術
上
學
も
純
糠
非
存
在

の
形
而
上
學
も
、
ま
な
こ
れ
ら
一
ろ
の
辮
誰
法
的
な
結
合
も
、
経
験
ま
た
は
維
験
の
悪
露
の
論
理
の
産
み
患
す
と
こ
ろ
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
奇
妙
な
言
語
の
遊
戯
の
産
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
》
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
文
法
的
で
な
い
一
て
の
他
の
臨
騰
捌
を
見
冊
…
談
つ
満
瓦
贈
鞠
巣
　
生
れ
解
る
も
の
は
、
ヴ
ィ
ツ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の

い
わ
ゆ
る
「
…
綱
紀
の
雄
、
縛
」
（
贈
呈
コ
m
o
｛
冨
謬
西
爲
鋤
臓
。
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
哲
墨
の
雁
史
に
語
い
て
古
典
的
と
な
る
に
相
違
な
い
と
思
わ
れ
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る
概
念
で
あ
る
。
雷
語
は
そ
れ
が
普
通
に
使
わ
れ
る
使
用
の
聯
關
と
の
噛
み
あ
わ
せ
か
ら
は
す
れ
る
と
番
鳥
し
は
じ
め
る
。
そ
う
な
る
と

言
語
は
無
用
に
な
る
、
す
な
わ
ち
無
意
味
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
が
上
に
み
だ
の
は
そ
う
い
う
言
語
が
察
善
し
よ
う
と
す
る
場
合
な
の
で
あ

り
、
そ
う
し
て
生
れ
る
理
論
は
そ
の
理
論
の
主
題
そ
の
も
の
が
疑
わ
し
い
よ
う
な
、
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
理
論
が
例
に
つ
い
て
の
理
論

で
あ
る
か
も
わ
か
ら
ぬ
よ
う
な
、
何
の
結
論
も
産
ま
ぬ
奇
妙
な
理
論
で
あ
る
。
言
語
的
表
現
の
こ
の
よ
う
な
遊
戯
す
な
わ
ち
室
縛
は
、
言

語
的
表
現
の
使
用
と
い
う
こ
と
の
反
封
で
あ
る
。
例
え
ば
、
私
の
親
し
い
友
蓬
が
門
訴
の
あ
と
で
献
上
に
倒
れ
て
い
て
私
を
見
上
げ
口
か

ら
血
を
卜
し
て
岬
い
て
い
る
時
、
私
が
こ
う
い
つ
元
と
す
る
、
「
語
そ
ら
く
彼
は
苦
痛
左
感
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
私
は
確
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
で
　
　
も
　
　
カ
　
　
つ

そ
う
だ
と
は
知
ら
な
い
、
何
故
な
ら
ば
私
の
知
り
う
る
の
は
私
自
身
の
感
畳
の
み
で
あ
る
か
ら
」
と
。
こ
れ
は
言
語
の
本
當
の
使
用
を
誤

ま
っ
た
ひ
ど
い
例
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
語
の
使
用
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
言
語
の
無
意
味
な
誤
嚥
、
言
語
の
償
い
そ
こ
な
い
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ツ

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
が
い
ち
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
そ
の
よ
う
な
口
を
き
く
な
ら
ば
、
言
葉
は
「
本
玉
の
意
味
」
を
持
ち
え
な
い
の

で
あ
る
Q

　
　
　
　
セ
し
モ
ヒ
　
ぎ
こ
く
　
く
　
　
き
エ
　
ま
　
り
　
ヨ
　
き
ン
　
ひ
ヌ
ぽ
も
こ
し
ら
　
ド
ま
ぽ
ボ
で
　
　
き
に
エ
セ
ま
げ
セ
で
ラ
セ
　
む
な
む
ぎ
き

、
霊
議
σ
「
使
番
」
と
「
妖
滉
と
の
有
効
な
帰
結
」
と
い
う
こ
の
基
本
的
な
考
頷
ガ
。
ぱ
、
機
蘭
や
機
械
と
の
類
比
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
い

る
。
震
い
ヴ
ィ
ッ
㍗
ゲ
ン
シ
訊
タ
イ
ン
は
工
學
の
蒲
生
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
晩
年
の
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
そ
の
著
『
哲
學

的
研
究
』
に
撒
い
て
、
功
利
圭
義
乃
至
は
科
學
圭
義
を
脆
却
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
明
か
な
の
で
あ
る
。
言
語
は
様
々
な
仕
方
に
闘
い

て
「
働
く
」
の
で
あ
り
、
黒
蓋
を
離
れ
た
科
學
的
な
見
方
と
結
合
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
封
象
を
命
名
し
記
蓮
す
る
言
語
使
用
は
、
そ
の

言
語
の
ひ
と
つ
の
働
き
方
に
過
ぎ
な
い
。
言
語
は
極
め
て
表
現
的
な
ま
た
表
示
的
な
ま
潅
賢
践
的
な
そ
の
蝋
様
汝
の
使
用
を
持
ち
、
こ
れ

ら
は
喬
語
の
日
常
の
使
用
な
ら
び
に
特
殊
な
筆
写
的
な
使
用
そ
の
他
に
海
い
て
顯
著
で
あ
る
。
言
語
す
な
わ
ち
表
現
檬
式
の
多
露
な
機
能

に
關
す
る
こ
の
公
畢
な
扱
い
方
は
、
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
の
追
随
者
た
ち
、
す
な
わ
ち
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
哲
演
者
π
ち
、
に

お
い
て
は
更
に
明
瞭
と
な
る
。
そ
の
繁
る
者
の
明
言
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
事
物
の
本
性
も
経
験
も
、
言
語
の
こ
れ
ら
の
使
用
の
ど
れ

か
ひ
と
つ
左
特
に
選
ば
せ
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
使
崩
の
す
。
へ
て
を
要
求
す
る
の
で
あ
り
、
乃
至
は
少
く
と
も
包
容

　
　
　
哲
學
と
欝
蒲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
五
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哲
墨
研
嘘
第
四
再
三
＋
八
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

す
’
”
0
の
で
あ
w
の
Q
例
・
幻
ば
ハ
ム
。
フ
シ
ャ
ー
は
、
非
晶
想
像
的
科
曙
芋
的
記
流
一
的
骨
ー
ー
黒
闇
使
田
川
鱒
か
唯
一
の
「
客
柵
槻
鹸
旧
に
眞
ふ
球
w
O
」
使
用
’
で
あ
岬
の
と

か
、
他
の
表
現
様
式
が
翠
に
「
憲
概
的
に
し
有
痛
で
あ
る
と
か
考
え
る
こ
と
は
、
形
而
上
學
露
な
偏
見
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
。
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

い
う
科
學
圭
義
を
主
張
す
る
ひ
と
び
と
は
、
知
ら
す
識
ら
す
に
ま
宏
湖
の
種
類
の
言
語
⑪
察
縛
左
許
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
圭

張
は
無
意
味
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
何
の
眞
費
な
使
用
も
持
た
ぬ
の
で
あ
る
。
豆
煎
攣
が
多
く
の
考
・
処
深
い
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
驚
く

べ
嚢
自
由
を
感
ぜ
し
め
る
の
は
正
に
こ
の
黙
に
お
い
て
で
あ
る
。
世
界
の
本
性
に
つ
い
て
の
可
能
的
な
経
験
に
關
し
て
あ
れ
こ
れ
の
形
術

上
卿
的
偏
見
を
支
塾
す
る
人
爲
的
な
條
件
の
す
べ
て
が
解
除
さ
れ
、
人
聞
精
・
紳
は
再
び
自
由
に
呼
吸
し
多
様
な
仕
方
で
活
動
を
始
め
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
ド
リ
も
を
　
　
ナ
　
　
　
ぼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
　
も

と
を
許
さ
れ
る
。
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ジ
シ
ユ
ダ
イ
ソ
の
い
っ
た
よ
う
に
、
絶
封
的
な
必
然
性
（
雲
ω
け
）
と
は
言
語
の
養
沢
な
0
で
あ
獄
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ま
　
ら
き
き
ラ
　
セ
こ
げ
モ
じ
し
ま
　
ド
く
　
ら
を
く
キ
ヨ
　
く
き
キ
　
ま
サ
　
　
ミ
も
　
う
　
ひ
　
　
も
ま
　
　
ら
ず
し
　
　
　
し
セ
　
　
　
　
ぼ
ヒ
　
ミ
き
ヒ
ン
く
じ
ま
ま
　
り
き
し
　
き
セ
　
　
　
　
じ
　
ぼ
ご
じ
　
　
ニ
リ
セ
　
　
エ
　
　
　
　
　
リ
　
モ
ド
　
ら
し
き
　
ら
マ
　
ご
ぽ
　
セ

た
羨
ル
§
ジ
が
血
忌
雇
づ
．
惣
ど
ご
、
餐
覆
搬
れ
ぽ
、
例
え
ば
自
然
稗
學
に
と
っ
て
必
然
的
に
そ
ゲ
で
あ
る
と
冤
え
る
も
の
が
わ
れ
わ
れ
に

響
…
で
．
持
つ
強
，
制
ガ
、
ば
「
、
．
纏
瞼
に
め
み
山
激
し
て
い
為
の
で
ぽ
な
ぐ
、
低
毒
の
言
薇
に
由
歯
す
る
¢
町
の
献
の
．
で
、
義
毒
。
一
し
か
し
て
わ
れ
わ

れ
は
審
物
の
本
性
に
よ
っ
て
こ
の
科
雄
的
…
葺
諮
の
み
を
用
い
る
よ
う
に
珍
い
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

・
し
か
し
な
が
ら
、
な
お
何
物
か
が
挟
け
て
い
る
、
と
私
は
思
う
。
新
哲
學
は
更
に
一
段
の
勇
氣
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
纏
罰
麟
軌
擢
凹

き
σ
欝
嚢
珊
馨
ど
厨
ぎ
雲
集
距
鷲
分
　
箸
肇
沸
3
選
奮
・
ゴ
・
ク
う
・
ト
哲
學
業
ち
の
聞
に
は
需

上
潮
に
鮒
す
る
古
い
費
讃
圭
義
的
な
恐
怖
の
淺
屑
が
あ
る
Q
彼
ら
の
う
ち
の
漁
る
考
は
な
語
如
何
な
る
形
而
上
學
的
表
現
に
も
反
封
す
べ

し
と
考
え
て
い
る
。
け
れ
ど
も
彼
ら
の
薄
謝
は
全
彊
と
し
て
み
て
正
し
い
の
で
あ
っ
て
、
私
は
、
こ
の
正
し
い
目
標
の
故
に
彼
ら
は
哲
學

者
と
し
て
の
怯
儒
を
脆
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
信
じ
る
の
で
あ
る
Q
彼
ら
は
言
語
の
形
扁
上
學
的
使
用
を
承
認
す
る
に
蒐
る
で
あ
ろ
う
。
中

正
難
事
費
か
ら
一
出
具
す
る
と
い
う
現
象
墓
的
原
理
に
耀
し
て
彼
ら
が
、
不
し
た
見
掛
な
信
頼
の
態
度
は
、
い
よ
い
よ
意
識
的
か
つ
公
然
た
る

も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
誓
學
の
言
語
も
亦
、
少
く
と
も
哲
學
奢
の
悲
本
的
な
申
正
的
な
直
狸

を
表
現
す
る
記
蓮
的
形
．
而
上
學
と
し
て
有
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
彼
ら
も
結
局
は
悟
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
出
嚇
　
激
小
國
ケ
着
陣
ン
大
呂
〔
哲
學
〕
桝
叙
授
。
嘱
目
都
ア
メ
リ
カ
研
究
セ
ミ
ナ
…
主
琳
）
　
（
漂
　

野
田
久
夫
）

　
　
附
記
　
本
篇
は
本
年
十
［
月
十
二
臼
、
京
都
蛮
學
禽
公
開
講
演
魚
に
お
け
る
講
演
の
．
源
稿
で
あ
る
。



T｝｛｛E　OUTLINES　OF　THE　MAIN
　　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE
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1’hilosophy　apkd　Langi．｝cage　：

ゐシ　Vir頭1　C．　Aldrich

　　Philosophers　began　to　cencentrate　on　preblems　eE　the　logic　ofi　expre－

ssion，　or　the　meaning　oi　expressions，　towards　the　end　o£　the　last　century，

and　the　beginning　efi　thls．　William　James　argued　that　some　traditional

metaphys2cal　problems　can　be　dissolved　by　adopting　a　pragmatic　cri－

ter1on　ofi　the　meaning　of　concepts．　During　the　first　fkfiteen　years　of　our

century，　the　achievements　of　the　New　Realists　in　phi1osophy　and　of

E三nste至11圭捻phys圭cs　forced　a　stricter　c◎ns圭dera亡io鍍of　the　logic◎f蜘gua喜e．

The　Realists　presented　proofs　o£　tl＞e　falsity　of　idealism，　and　relativity

physics　used　strange　concepts　in　a　new　way　not　clear　to　intuition　yet

clearly　adequate．

　　This　opened　the　iield　of　philosophy　to　the　phiiosophy　of　language．

The　fiirst　theory　was　iogical　positlvi．m，　£orgnuiating　the　logic　of　sclence，

but　neglecting　the　non－scienei£ic　modes　of　expresg．ion．　This　neg1ect

resulted　naturaily　in　the‘‘emotivist”theory　oli　p◎et圭。，　religious，　e毛h圭ca工，

and　metaphysical　expresslons，　all　efi　them　non－scientific．　Stevenson　is

associated　with　emotivism　as　itfb’　main　propenent・

　　The　reaction　to　legical　positivism　and　emotivism　came　in　the　1930’s．

This　took　two　maih　£orms．　One　was　existentialism，　a　Eoym　of　irrationa－

1圭sm　which　rejected二王ユe　sc量e鍛t1f圭（｝and亡he　e磁◎自画ve　modes　of　express至◎n

as　less　adequate　than　a　paradoxical　dialectic．　The　other　part　o£　the

reaction　was　a　very　subt1e　sort　oS　philosophy　ofi　language　for　whicla　no

1



generally　satisfactory　name　can　be　found，　begun　by　Wittgenstein　in　the

same　period．　lt　avoids　both　extremes　o£　existentiaiist　irrationalism　and

that　of　scientism．　This　influence　ls　now　domlnating　the　scene　in　British

and　American　philosophy．　lt　shows　sympathy　for　and　understanding　of

the　various　uses　of　1anguahqe，　scientific，　ordinary，　poetic，　etc．，　without

ma・king　any　one　ofi　them　primary　at　the　expense　of　the　others．　ln　this

way　it　respects　what　1　call　the　phenomenological　principle　of　initia｝

neutrality．

　　But　2t　needs　to　be　developed　into　a　sort　ofi　descriptive　metaphysics，

to　become　philosophically　adequate．　This　stage　of　development　is

already　showing　some　signs　of　having　begun．

Causalitiy　of　litliereiice　（saiti，kv，am．va）　alld

　　　Causality　of　iEvol’tition　（pa｝’ipamf｝）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Gil｛ai　Matsuo

　　The　Sathl〈hya　doctrine　that　the　cause　is　continually　transforming　into

its　effect　is　known　as　2，arlzzdi・mct－va’da　（doctrine　of　evo1ution）．　lt　is　also

termed　9α6なの？ノα一tuda　（doctrine　of　the　Potentia聾y　pre－existe難ce　of　effect

in　its　cause）．　On　the　other　hand，　the　Vaigeepika　maint4ins　that　the

effect　is　not　pre－existent　in　its　cause．　This　view　o£　causatlon　is　called

a・sα～みの・～／α一節‘～（t（doctrine　o至non－existent　effect），　which　is　also　termed

aj’a？nbha－ua－da・　（doctrine　of　new　creation）．　ln　this　artlcle　the　present

writer　has　tried　to　mal〈e　clea1r　the　fundamental　view－point　of　the　doct－

rine　of　causatlon　by　a　comparative　study　of　these　two　types　of　dectrine．

　　In　the　first　place，　the　Vfiige＄ika　doctrine　of　ctb‘atlta］’ycL　does　not　mear｝

that　an　effect　can　exist　apart　from　its　cause，　though　these　two　catego－

ries　must　be　kept　separate　from　each　other．　The　effect　inheres　in　the

cause　in　suclt　a　way　that　cause　and　effect　are　neither　the　same　nor

separated．　，S’a・mava’凾＝@（inherence）　is　siuch　an　inseparable　or　intimate

relation　subsisting　between　cause　and　effect．　The　perception　o£　the
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