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こ
＼
に
認
蹄
出
さ
れ
た
の
は
昨
年
十
一
月
二
十
五
臼
か
ら
十
二
月
三
日
ま
で
京
都
大
學
文
學
部
に
於
て
　
∪
冨
ω
Φ
誉
。
。
鼠
昌
毒
心
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①
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⑦
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①
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凶
磯
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ρ
隠
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ロ
畠
Φ
機
℃
げ
鵠
。
ω
o
℃
ず
凶
⑦
営
国
露
3
娼
騨
）
■
の
題
で
な
さ
れ
た
ク
ナ
ウ
ス
博
士
の
集
中
講
義
の
一
部
分
で
あ
る
。

こ
の
部
分
の
前
に
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
論
理
實
讃
主
義
と
が
論
ぜ
ら
れ
、
ま
た
こ
の
部
分
に
聰
い
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
包
指
図
の
概
念
に
結
び
つ
け
て
博
士
宮

身
の
思
想
の
～
端
が
述
べ
ら
れ
た
。
露
出
に
當
っ
て
は
、
辻
村
公
一
助
教
授
に
御
世
話
に
な
り
、
整
理
に
は
交
墨
士
石
田
慶
和
、
川
崎
幸
夫
爾
君
が
當
ら

れ
た
。
（
編
輯
岩
）
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私
は
こ
れ
ま
で
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
實
窯
出
義
と
に
つ
い
て
蓮
べ
て
來
た
が
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
申
に
は
自
由
が
な
く
、
言
論
圭
義
の
申

に
は
内
容
が
な
い
。
自
由
が
な
け
れ
ば
忍
業
は
敦
説
と
な
り
、
内
容
が
な
け
れ
ぽ
形
式
講
義
と
な
る
。
そ
れ
で
は
今
日
こ
の
函
者
を
含
ん

で
み
る
如
き
哲
學
、
師
ち
そ
こ
で
は
、
思
惟
自
身
が
最
高
の
裁
決
権
を
持
っ
て
お
り
、
而
も
思
惟
が
そ
の
獲
言
に
お
い
て
敢
て
、
人
間
の

存
在
全
膿
に
方
向
付
け
を
與
へ
得
る
や
う
な
存
在
に
か
か
は
る
聖
柄
を
、
語
り
出
さ
う
と
し
て
る
る
哲
學
が
あ
る
で
あ
ら
う
か
。

　
　
　
鍛
存
折
筒
學
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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誓
贔
研
究
　
錦
餌
百
閥
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
勿
論
今
日
で
も
過
去
の
大
き
な
哲
聖
者
達
の
傅
統
を
糠
承
し
つ
エ
あ
る
と
こ
ろ
の
幾
つ
か
の
學
派
が
あ
る
。
そ
の
中
の
工
三
を
告
げ
る

に
止
め
る
な
ら
ば
、
例
へ
ば
カ
ン
ト
學
派
と
か
ヘ
ー
ゲ
ル
學
派
等
が
霜
げ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
郎
ち
新
カ
ン
ト
圭
義
的
な
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ

ス
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
、
ラ
イ
ヒ
等
が
厩
す
る
マ
ー
ル
ブ
ル
グ
學
派
と
か
、
或
は
イ
タ
リ
ヤ
に
於
け
る
ク
獄
ー
チ
ェ
、
ジ
ェ
ソ
テ
ィ
ー
レ
等

の
學
派
と
か
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ポ
リ
ッ
ト
の
學
派
に
見
ら
れ
る
如
き
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
思
想
家
達
が
あ
り
、
或
は
父
オ
ッ
ク

ス
フ
ォ
ー
ド
の
ロ
ス
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
エ
ル
ン
ス
ト
・
ホ
フ
マ
ン
の
如
く
プ
ラ
ト
ン
弊
害
や
ア
リ
ス
ト
テ
ン
ス
哲
學
の
古
典
圭
義
的

な
信
奉
者
達
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
か
坐
る
傅
統
的
哲
學
の
中
最
も
重
要
な
も
の
は
｝
マ
ス
主
義
で
あ
る
Q
カ
ト
リ
ッ
ク
教
會
の
組
織

と
そ
し
て
又
あ
る
程
度
迄
は
教
會
の
風
上
的
學
問
に
關
す
る
面
に
支
へ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ト
マ
ス
圭
義
は
そ
の
追
随
者
の
数
と
か

そ
の
蛮
行
す
る
難
誌
と
か
そ
の
設
立
せ
る
研
究
機
關
の
数
等
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
現
代
に
於
け
惹
最
も
張
力
な
る
哲
學
的
運
動
に
数
へ
ら

れ
る
。
ト
マ
ス
圭
義
は
誇
高
き
傳
統
と
微
細
な
黙
に
至
る
迄
完
発
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
髄
系
構
域
を
下
り
所
と
す
る
こ
と
が
国
恩
、
そ
の

儒
奉
者
達
は
現
代
に
於
け
る
諸
汝
の
世
界
槻
的
な
流
行
の
動
揺
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
の
で
あ
る
Q

　
し
か
し
こ
の
様
な
傳
統
的
な
諸
學
淑
は
ま
さ
し
く
そ
の
故
に
す
べ
て
親
代
の
典
型
的
な
暫
學
で
は
な
い
。

　
た
と
へ
「
久
遠
の
蔓
立
（
や
ぼ
ご
ω
o
噂
三
簿
匂
。
話
昌
艮
ω
）
」
と
い
ふ
こ
と
を
假
定
す
る
と
し
て
も
、
　
こ
の
唯
一
の
永
遠
な
る
哲
學
が
そ
れ

に
も
掬
ら
ず
そ
れ
が
生
れ
た
時
代
の
現
在
に
適
合
し
た
面
貌
を
ど
こ
迄
も
持
っ
て
る
る
と
い
ふ
こ
と
は
争
へ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
相
封
圭

義
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
く
、
下
女
の
呉
膿
性
と
い
ふ
こ
と
に
癒
ぎ
な
い
。
嘉
穂
は
具
禮
的
な
思
惟
で
あ
ら
う
と
欲
す
る
が
故
に
、
そ
れ
は

そ
の
時
代
と
か
時
代
の
考
へ
方
と
か
問
題
と
か
い
ふ
具
膿
的
な
形
相
を
帯
び
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
上
に
摯
げ
た
如
き
歴
炭

的
な
諸
學
派
と
い
ふ
も
の
は
、
経
紀
の
時
代
を
代
表
し
て
は
み
な
い
の
で
あ
る
。
我
汝
の
時
代
の
具
膿
的
精
融
は
そ
れ
ら
の
學
派
の
中
に

ぱ
現
は
れ
て
は
み
な
い
Q
そ
れ
故
に
又
こ
れ
ら
の
學
派
は
何
等
の
新
し
い
思
想
運
動
を
惹
き
起
す
こ
と
も
な
か
っ
た
し
又
惹
き
起
す
こ
と

も
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
一
つ
の
哲
學
が
翼
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
そ
れ
が
新
し
い
と
い
ふ
こ
と
に
依
存
し
な
い
。
哲
學
は
流
行
物
で
は

な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
猴
哲
學
は
常
に
誰
か
に
よ
っ
て
誰
か
の
爲
に
考
へ
ら
れ
る
。
一
人
の
思
想
家
は
常
に
あ
る
一
定
の
他
者
の
こ
と
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を
考
へ
、
そ
の
人
の
爲
に
彼
は
考
へ
そ
の
入
か
ら
の
画
意
や
批
判
を
期
待
し
て
み
る
。
そ
れ
故
一
つ
の
哲
學
の
外
的
な
成
功
は
又
常
に
或

程
度
迄
そ
の
直
面
の
翼
理
を
讃
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
そ
れ
は
流
行
（
］
≦
O
留
）
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
い
1
流
行
と
い
ふ
こ
と

の
中
に
も
又
あ
る
翼
理
が
か
く
れ
て
み
る
に
し
て
も
。
（
流
行
と
は
我
々
の
現
代
生
活
の
激
し
い
テ
ン
ポ
の
　
つ
の
表
現
に
す
ぎ
な
い
。
）

以
前
な
ら
ぽ
数
世
紀
に
も
亘
っ
て
徐
々
に
進
行
し
た
諸
々
の
墾
化
は
、
今
日
で
は
二
三
年
の
中
に
起
る
の
で
あ
る
。
我
汝
の
時
代
は
面
高

的
な
纂
柄
に
総
て
も
典
型
約
な
爆
褒
の
時
代
で
あ
る
。
爆
褒
と
は
激
し
い
テ
ン
ポ
を
以
て
流
れ
去
る
あ
る
愚
程
、
而
も
手
衡
を
打
立
て
得

る
に
足
る
時
を
持
た
ぬ
渦
程
で
あ
る
。

　
二
面
は
か
う
し
た
呉
膿
的
性
格
の
爲
に
常
に
毒
気
血
痕
動
と
か
學
派
と
い
ふ
形
を
と
る
Q
一
つ
の
福
徳
的
蓮
動
は
根
底
に
存
す
る
一
つ

の
直
槻
若
し
く
は
一
つ
の
根
本
経
験
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
形
づ
く
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
直
弟
と
か
根
本
経
験
と
か
は
そ
の
都
度
そ
の

時
代
の
特
徴
を
示
し
て
み
る
や
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
あ
る
程
度
迄
時
代
が
示
す
そ
の
都
度
の
存
在
絹
で
あ
る
。
こ
う
し
た
諸
汝
の
哲
學

蓮
動
と
い
ふ
常
に
新
し
い
衝
撃
が
な
け
れ
ば
野
送
は
停
滞
し
て
し
ま
ひ
反
覆
の
中
に
慌
し
く
眠
り
込
ん
で
し
ま
ふ
で
あ
ら
う
Q
ス
コ
ラ
的

性
格
と
い
ふ
も
の
は
こ
の
檬
な
哲
學
的
思
惟
を
脅
か
し
て
み
る
運
命
な
の
で
あ
る
。

　
傳
統
的
な
哲
學
的
思
惟
は
現
代
に
よ
っ
て
鋳
幾
さ
れ
た
の
で
も
な
い
と
共
に
又
他
方
に
於
て
如
何
な
る
新
し
い
纏
綿
を
鋳
造
す
る
力
を

も
呼
び
起
さ
な
い
。
確
か
に
｝
マ
ス
圭
義
に
心
を
ひ
か
れ
る
人
達
ぱ
何
時
に
な
っ
て
も
絶
え
ぬ
で
あ
ろ
う
Q
し
か
し
こ
れ
ら
の
入
λ
は
あ

る
程
度
迄
彼
等
の
時
代
の
外
部
に
、
つ
ま
り
雷
は
ぽ
教
学
の
庇
護
の
下
に
暮
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
輿
と
關
労
し
て
こ
の
様

な
傳
統
的
な
哲
學
の
中
で
は
、
過
去
の
典
型
に
背
い
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
義
務
の
爲
に
自
ら
思
推
す
る
と
い
ふ
自
由
が
制
限
さ
れ
て
る
る

の
で
あ
る
。
確
か
に
人
世
的
自
由
の
器
質
は
何
時
に
な
っ
て
も
憂
ら
な
い
も
の
で
あ
る
Q
し
か
し
そ
れ
は
歴
輿
の
中
に
慌
て
様
汝
に
そ
れ

自
身
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
人
聞
的
自
由
は
そ
の
都
度
自
己
自
身
を
解
慰
す
る
自
己
自
身
の
自
由
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
Q

私
は
他
人
の
自
由
に
從
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
、
唯
，
私
自
身
に
從
ひ
得
る
だ
け
で
あ
る
。
私
が
自
分
の
自
由
を
他
人
の
自
由
と
同
じ
も
の

と
認
め
る
と
い
ふ
こ
と
ば
多
分
あ
り
得
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
存
在
に
謝
し
て
自
分
自
身
が
自
由
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
で
の
自
由
は
、
か

　
　
　
實
、
存
哲
墨
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ



338

　
　
　
哲
學
研
究
　
第
四
百
曝
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

工
る
關
係
を
蚕
膿
的
に
自
分
自
身
の
爲
に
超
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
へ
私
が
他
の
人
の
翰
墨
的
思
惟
を
尊
敬
し
寛
容
す
る
と
し
て
も
、
私

ぱ
私
自
身
の
墨
銀
に
よ
っ
て
の
み
哲
男
望
で
あ
り
得
る
。
思
惟
に
於
て
自
分
自
身
の
上
に
立
つ
と
い
ふ
自
由
の
意
識
に
基
い
て
の
み
、
新

し
い
衝
撃
へ
の
力
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
Q
そ
れ
故
総
て
の
大
き
な
哲
學
は
そ
れ
自
身
を
～
筒
の
新
し
い
端
初
（
2
Φ
口
鋤
コ
陥
£
Ω
昌
9
q
）
と
し
て

理
解
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
藥
は
渦
去
を
噺
罪
す
る
こ
と
を
意
味
し
得
る
も
の
で
も
な
く
又
意
味
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ

の
纂
に
よ
っ
て
言
は
れ
て
る
る
こ
と
は
、
自
分
自
身
だ
け
で
全
く
最
初
か
ら
且
根
本
か
ら
始
め
る
と
い
ふ
意
識
即
ち
自
己
確
善
性
と
い
ふ

こ
と
の
み
が
、
自
己
自
身
に
封
ず
る
信
頼
を
與
へ
る
と
同
時
に
又
、
自
分
自
身
の
思
惟
に
回
し
て
自
分
自
身
の
中
か
ら
出
て
他
人
の
方
へ

ふ
り
向
く
審
が
で
き
る
と
い
ふ
こ
と
を
可
能
に
す
る
爲
の
群
羊
で
も
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
自
分
自
身
の
足
で
立
つ
者
だ
け
が
と

ら
わ
れ
ず
に
他
人
と
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

二

　
上
に
遠
べ
た
如
き
諸
々
の
罰
限
と
要
求
と
を
以
て
我
々
の
め
ざ
す
所
の
哲
學
は
言
ふ
迄
も
な
く
實
存
暫
學
で
あ
る
。
實
聖
哲
學
は
、
そ

れ
が
早
寒
に
と
っ
て
み
る
嫌
汝
の
栢
異
な
る
形
態
に
於
て
自
由
の
哲
學
で
あ
り
、
自
分
で
思
惟
す
る
と
い
ふ
哲
學
で
あ
り
、
而
も
諸
職
の

具
灘
的
な
内
容
に
向
け
ら
れ
た
暫
學
で
あ
る
。
そ
し
て
實
存
哲
學
は
強
度
に
現
代
入
に
鵬
す
る
…
つ
の
哲
學
で
あ
り
、
そ
の
爲
既
に
棲
語

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
み
る
。

　
賢
斜
方
學
は
賢
存
の
哲
學
と
い
ふ
標
題
に
閥
し
て
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
遡
り
、
自
由
と
い
ふ
そ
の
テ
ー
マ
に
題
し
て
は
シ
ェ
リ
ン
グ

に
遡
り
、
誠
賢
さ
を
徹
底
す
る
と
い
ふ
雍
の
激
烈
さ
と
パ
㌔
ス
に
關
し
て
は
ニ
ー
チ
ェ
に
遡
り
、
そ
れ
が
駆
使
す
る
方
法
の
技
術
的
手
練

に
關
し
て
は
現
代
の
現
象
學
に
遡
る
。
そ
れ
は
廣
般
な
且
つ
伊
野
な
源
泉
か
ら
由
甘
し
て
る
る
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
無
神
論
に

ま
で
、
槻
念
論
か
ら
寳
誰
圭
義
に
ま
で
、
絶
封
的
＝
曲
論
か
ら
馬
韓
手
離
に
ま
で
、
希
望
か
ら
絶
望
に
ま
で
達
し
て
み
る
。

　
し
か
し
帳
紙
の
か
う
し
た
廣
さ
と
そ
の
上
に
立
て
ら
れ
得
る
種
み
な
る
膿
系
椿
成
に
も
拘
ら
ず
、
費
存
置
學
は
極
め
て
明
確
に
規
定
さ
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れ
た
一
定
の
特
徴
を
備
へ
て
る
る
。
何
故
な
ら
そ
の
思
惟
が
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
無
神
論
に
ま
で
達
す
る
と
は
言
へ
そ
の
思
惟
は
決
し
て
非

宗
敏
的
で
は
な
い
。
そ
の
思
惟
は
そ
れ
が
爲
す
肯
定
と
否
定
と
に
於
て
辛
く
度
外
れ
た
宗
教
的
壮
心
を
示
し
て
み
る
。
そ
れ
は
宗
教
的
諸

問
題
に
封
し
て
決
し
て
中
立
的
で
も
な
い
し
無
關
心
で
も
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
の
無
榊
論
は
宗
教
的
な
無
紳
論
で
あ
っ
て
、
科
學
的
な
無
紳

論
で
も
な
け
れ
ば
不
可
知
論
的
な
無
神
論
で
も
な
い
。
榊
に
封
ず
る
彼
の
忙
し
み
は
さ
か
さ
ま
の
符
號
を
持
つ
た
愛
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
と
同
檬
に
サ
ル
ト
ル
は
も
は
や
神
を
信
じ
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
代
り
に
彼
は
曾
て
そ
こ
に
紳
が
立
っ
て
る
た
と
こ
ろ
の
今
は
室
虚
な

場
灰
を
信
ず
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
的
な
言
ひ
方
を
す
れ
ぽ
、
寳
存
的
無
紳
論
は
紳
僧
仰
の
或
る
鋏
如
様
相
（
Φ
凶
昌
　
α
①
節
N
一
⑦
潮
け
Φ
『
　
竃
O
α
償
ω
）

で
あ
る
と
言
わ
れ
得
よ
う
。
そ
し
て
又
實
存
哲
學
が
ヅ
！
、
れ
ら
に
よ
っ
て
貴
存
哲
玉
本
來
の
志
向
を
正
し
く
解
輝
す
る
こ
と
が
で
き
る
や
う

に
な
る
と
こ
ろ
の
諸
々
の
思
准
様
式
や
概
念
を
獲
嚇
せ
し
め
た
と
い
ふ
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
費
存
哲
學
は
本
質
的
な
部

分
に
於
て
解
繹
學
的
自
己
解
繹
的
（
冨
壁
旨
窪
2
萬
ω
9
あ
Φ
箭
ω
什
日
暮
⑦
ε
お
鉱
Φ
お
盆
）
で
あ
る
か
ら
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
デ
ア
リ
ベ
ム
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
ジ
テ
イ
ピ
ベ
ム
み

　
實
存
哲
學
が
は
た
ら
く
場
所
は
槻
念
論
（
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
カ
ン
ト
）
と
賓
誰
圭
義
（
エ
；
チ
ェ
）
と
の
間
で
あ
る
。
ヤ
ス

パ
ー
ス
に
と
っ
て
は
カ
ン
ト
こ
そ
「
哲
學
者
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
ま
さ
し
く
密
粒
主
義
者
的
無
筆
圭
義
者
と
名
付
け
ら
れ

得
よ
う
。
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
は
人
間
と
は
人
闇
が
作
っ
た
厨
の
も
の
で
あ
る
。
存
在
と
認
識
と
作
爲
と
は
一
つ
に
な
る
Q
し
か
し
な
が

ら
槻
念
論
的
に
せ
よ
費
誰
主
義
的
に
せ
よ
寳
存
駒
な
哲
學
的
思
惟
は
常
に
具
膿
的
な
る
も
の
に
さ
し
向
け
ら
れ
て
み
る
。
軍
な
る
諸
汝
の

理
念
の
吹
け
ば
飛
ぶ
様
な
、
自
分
自
身
の
費
存
に
保
謁
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
室
虚
さ
程
賢
存
的
思
惟
が
恐
れ
る
も
の
は
な
い
Q
而
も
又
實

存
的
な
誓
紙
的
思
惟
は
、
與
へ
ら
れ
た
も
の
を
與
へ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
そ
の
ま
ま
賢
讃
的
な
も
の
と
し
て
僖
ず
る
程
開
板
で
は
な
い
。

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
以
來
反
省
と
い
ふ
こ
と
が
決
定
的
役
調
を
演
じ
て
み
る
。
一
般
に
こ
蕊
に
著
て
始
め
て
主
膿
的
な
屈
折
し
た
愚
惟
（
U
鋤
ω

ω
¢
ぴ
冨
算
署
肖
⑦
自
Φ
簿
δ
欝
Φ
O
①
壷
皿
9
）
が
優
越
な
る
意
味
に
於
て
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
以
來
哲
學
は
一
般
に
そ
の
軍

馬
さ
を
矢
つ
た
の
で
あ
る
。
諸
々
の
物
を
そ
れ
が
現
象
す
る
が
ま
》
に
そ
れ
だ
け
の
も
の
と
し
て
受
取
る
と
い
ふ
素
朴
さ
は
、
二
ー
チ
エ

以
來
一
般
に
も
は
や
取
返
し
が
出
來
ぬ
程
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
5
5
・
う
に
見
え
る
。
直
接
性
を
狩
疑
の
眼
を
以
て
見
る
薯
、
金
て
の
も
の

　
　
　
賃
存
哲
學
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
五

櫛
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六

の
迷
妄
を
破
ら
う
と
す
る
構
熱
i
彼
が
あ
の
や
う
に
輝
か
し
く
記
述
し
、
徐
人
な
ら
ぬ
自
分
自
身
に
つ
い
て
學
び
得
た
楚
楚
（
ユ
Φ
騰

の
〇
三
無
Φ
切
嵩
。
瞠
）
、
つ
ま
り
他
人
に
つ
い
て
常
に
隠
さ
れ
た
意
國
を
甘
得
す
る
と
い
ふ
斜
鼻
、
か
鼠
る
こ
と
の
総
て
は
ニ
ー
チ
ェ
以
來
暫
學

の
申
に
於
け
る
好
ま
し
い
流
儀
に
鏡
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
無
け
れ
ば
人
は
無
智
な
る
素
朴
さ
（
O
陣
Φ
　
信
づ
≦
一
ω
の
Φ
5
幽
Φ
　
り
山
鼠
轟
く
一
点
餌
け
）

と
い
ふ
嫌
疑
を
蒙
る
Q
知
る
と
い
ふ
審
は
凡
そ
衆
を
ぬ
い
て
知
る
と
い
ふ
事
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
來
我
凌
は
言
わ
ば
二
重
の
地

盤
の
上
に
生
き
て
み
て
、
我
々
は
い
ろ
ん
な
人
爲
的
な
手
段
に
よ
っ
て
の
み
垂
直
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
麗
質
的
思
惟
は
、
同
時
に
さ
う
し
て
屡
々
同
一
人
の
中
に
於
て
ち
が
っ
た
調
子
を
と
る
、
即
ち
ニ
ー
チ
ェ
の
権
力
意
志
の
詮
に
於
け
る

が
如
く
に
一
元
論
的
で
あ
り
、
又
サ
ル
ト
ル
の
「
存
在
と
虚
無
」
に
於
け
る
が
如
く
絶
封
事
確
信
に
満
ち
て
み
る
こ
と
も
あ
り
、
か
と
思

へ
ぽ
叉
他
方
総
て
の
存
在
す
る
こ
と
を
出
迎
さ
れ
て
あ
る
こ
と
だ
と
聴
く
と
こ
ろ
の
二
！
チ
ェ
の
詮
や
、
或
は
叉
多
少
異
っ
た
形
に
継
て

で
は
あ
る
が
解
輝
と
言
ふ
こ
と
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
論
に
見
ら
れ
る
如
く
、
最
も
極
端
な
相
早
食
義
に
も
た
じ
ろ
が
な
い
や
う

に
見
え
る
。
資
存
的
思
惟
の
…
膏
調
、
語
り
方
、
一
般
的
な
態
度
な
ど
は
、
同
じ
や
う
な
動
揺
、
即
ち
無
制
約
的
に
圭
照
す
る
パ
ト
ス
と
、
誰

も
そ
れ
を
知
り
得
な
い
と
い
ふ
諦
念
に
満
た
さ
れ
た
告
白
と
の
間
の
動
揺
を
示
し
て
み
る
。
し
か
し
乍
ら
叉
か
う
し
た
見
か
け
上
の
頼
り

な
さ
の
中
に
も
或
る
一
つ
の
根
本
的
な
態
度
、
論
事
的
・
侮
心
的
（
b
O
一
Φ
B
一
ω
O
び
－
9
Ω
冒
賢
Φ
一
一
凶
O
触
①
目
α
）
な
態
度
が
表
明
さ
れ
て
み
る
。
賢
存
哲

學
の
始
組
達
は
、
総
て
度
外
れ
た
程
度
に
於
て
論
争
的
で
、
そ
れ
は
畑
違
ひ
じ
み
た
興
奮
に
至
る
程
で
あ
っ
た
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
藪

會
に
封
ず
る
攻
盤
の
中
で
自
分
自
身
を
喰
ひ
饗
し
た
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
彼
が
イ
エ
ナ
の
教
授
を
志
望
し
た
時
、
彼
の
攻
撃
的
な
非
寛
容
な

性
格
の
廉
で
ゲ
ー
テ
か
ら
忌
避
さ
れ
た
Q
或
は
又
そ
の
敵
燈
心
達
に
封
ず
る
絶
叫
的
な
輕
蔑
の
身
振
り
無
し
に
は
ニ
ー
チ
ェ
と
い
ふ
男
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
ら
　
ふ
　
な

我
女
は
考
へ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
こ
れ
ら
の
三
入
は
総
て
あ
か
ら
さ
ま
な
辮
舌
家
憲
な
も
の
、
極
度
に
迄
大
言
人
語
的
な
も
の
（
一
日

司
〆
霞
。
ヨ
O
擁
。
ω
鴇
Φ
α
瓢
Φ
ユ
ω
o
げ
Φ
0
9
）
を
持
っ
て
る
る
Q
　
ニ
ー
チ
ェ
は
彼
の
「
ツ
ア
ラ
ッ
ス
ト
う
し
を
聖
書
に
並
び
立
て
、
そ
れ
以
外
の
も

の
と
の
比
較
を
許
さ
な
か
っ
た
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
彼
の
時
代
に
於
け
る
如
何
な
る
人
を
も
自
分
と
同
格
と
看
徹
す
な
ど
と
い
ふ
纂
は

考
へ
も
し
な
か
っ
た
と
言
明
し
て
み
る
。
彼
等
は
総
て
抜
群
の
著
作
家
で
あ
っ
た
し
、
輝
か
し
い
ス
タ
イ
ル
で
書
い
た
。
彼
等
は
語
る
が

V

私
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如
く
書
い
た
の
で
、
考
へ
る
如
く
に
は
書
か
な
か
っ
た
。
彼
等
は
常
に
眼
前
に
大
き
な
護
者
暦
を
も
ち
、
そ
の
讃
者
に
向
っ
て
訴
へ
、
　
一

種
の
睨
文
を
唱
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
詮
得
し
よ
う
と
欲
し
た
Q
彼
等
は
歴
輿
的
に
思
惟
し
、
彼
等
の
現
代
の
中
に
あ
っ
て
彼
等
の
時
代
と

の
眞
正
面
か
ら
の
封
立
の
中
に
立
ち
、
そ
し
て
彼
等
は
天
性
の
時
代
批
覇
蔚
と
し
て
自
分
を
理
解
し
て
み
た
。
彼
等
の
著
作
は
そ
の
哲
學

的
な
贋
維
と
並
ん
で
同
時
に
歴
史
的
な
時
代
の
記
録
で
も
あ
る
Q

　
二
十
世
紀
の
費
熊
野
學
は
（
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
・
ニ
ー
チ
ェ
に
比
し
て
）
そ
れ
程
鋭
く
は
な
い
調
子
と
彼
等
よ
り
一
暦
脚
物
的
な

（
卯
鋤
O
ゲ
一
一
〇
び
O
吋
）
議
論
と
を
以
て
で
は
あ
る
が
、
論
雫
的
で
あ
る
と
い
ふ
黙
に
於
て
は
遜
色
は
な
か
っ
た
。
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
存
在
と

時
闇
」
、
も
っ
と
稔
か
で
は
あ
る
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
哲
學
」
が
さ
う
だ
し
、
更
に
叉
サ
ル
ト
ル
の
初
期
の
著
作
に
至
っ
て
は
、
は
っ
き

り
と
意
識
し
て
彼
等
の
時
代
の
哲
學
に
愉
し
て
闘
事
的
な
態
度
を
示
し
て
み
る
Q
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
行
っ
た
マ
ン
の
、
ま
た
非
本
意
性
の

分
析
の
中
に
、
大
衆
化
と
紳
経
症
的
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
時
代
の
示
す
諸
汝
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
相
貌
が
槻
取
さ
れ
る
Q
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
彼
の

「
現
代
の
精
紳
思
懸
位
」
と
い
ふ
著
作
の
中
で
は
全
く
あ
か
ら
さ
ま
に
時
代
め
批
評
家
に
な
る
。
彼
の
傅
心
的
思
惟
の
背
後
に
は
屡
汝
批

制
覇
と
警
皆
者
が
か
く
れ
て
み
る
。
そ
し
て
費
に
多
く
の
黙
に
於
て
費
存
哲
學
の
極
端
を
表
は
し
て
み
る
フ
ラ
ン
ス
實
存
圭
義
に
於
て

は
、
か
罹
る
闘
宰
的
態
度
は
シ
訊
ー
ル
ソ
ァ
リ
ズ
ム
の
影
響
の
下
に
酸
鋳
金
く
の
挑
載
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
1
他
人
の
頭
を
殿
る
こ
と

に
よ
っ
て
他
人
を
眞
理
に
導
い
て
ゆ
か
う
と
欲
す
る
の
で
あ
る
Q
こ
の
方
法
は
こ
の
轟
轟
の
宗
敦
的
な
基
盤
を
指
示
す
る
。
そ
こ
で
は
魂

の
韓
同
と
い
ふ
筆
癖
的
思
想
（
プ
ラ
ト
ン
）
、
カ
ン
ト
の
言
ふ
「
思
考
法
の
革
命
」
な
ど
が
、
信
仰
へ
の
畳
醒
と
い
ふ
キ
リ
ス
ト
教
的
思
想

と
結
び
つ
い
て
み
る
の
で
あ
る
。
（
輝
倫
の
方
法
は
こ
れ
と
あ
る
類
似
性
を
も
つ
て
み
る
。
）
と
こ
ろ
で
・
賢
存
哲
學
が
闘
璽
の
封
象
を
失
っ

て
く
る
、
即
ち
轟
々
塘
大
し
て
ゆ
く
そ
れ
の
影
響
に
よ
っ
て
、
エ
ク
セ
ン
｝
リ
ッ
ク
な
最
初
の
境
位
か
ら
現
代
の
哲
學
的
思
惟
の
申
心
に

入
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
と
、
賢
存
哲
學
は
そ
の
風
早
を
喪
失
す
る
と
い
ふ
肉
継
し
き
票
が
起
る
。
何
故
な
ら
闘
孚
は
魚
灯
暫
學
の
バ
ッ

ク
ボ
ー
ン
で
あ
る
か
ら
。
み
ん
な
が
結
局
實
存
的
に
思
惟
す
る
と
な
る
と
椿
事
は
そ
の
意
味
を
失
っ
た
こ
と
に
な
る
Q
そ
れ
と
共
に
賢
存

暫
學
は
全
く
湛
っ
て
き
た
境
位
の
上
に
立
つ
た
。
か
ヶ
し
た
磁
化
は
明
確
な
一
つ
の
切
断
線
に
よ
っ
て
彼
等
の
著
作
の
中
に
明
ら
か
に
認

　
　
　
實
存
哲
鳳
Ψ
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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八

め
ら
れ
る
・
態
度
の
攣
化
と
共
に
内
容
も
墾
化
す
る
。
そ
れ
は
面
白
い
こ
と
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
於
け
る
所
謂
縛
同
（
こ
国
Φ
ぽ
Φ
二
ひ

る
が
へ
り
）
、
又
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
於
け
る
早
算
か
ら
理
性
と
包
括
者
と
へ
の
強
調
の
蒋
位
と
い
ふ
こ
と
、
更
に
又
サ
ル
ト
ル
に
於
て
釜
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ン
か
じ
ジ
マ
ン

壌
大
し
て
く
る
政
治
的
關
與
と
い
ふ
こ
と
と
合
致
し
て
み
る
Q
我
々
は
後
で
も
う
一
度
こ
の
築
に
立
返
る
こ
と
に
し
よ
う
Q

三

　
紅
霞
猛
風
は
屡
々
絶
望
の
哲
學
と
名
附
け
ら
れ
る
。
し
か
し
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
；
ル
の
墓
石
の
上
に
は
、
彼
自
身
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
次
の

や
う
な
碑
銘
が
刻
ま
れ
て
み
る
。

　
今
し
ば
し
の
時
あ
ら
ぽ
、

　
戦
勝
た
ん
Q

　
な
べ
て
の
箏
ひ
は

　
一
墨
に
流
れ
去
ら
ん
。

　
そ
の
時
わ
れ
は
休
ら
ぎ
に
入
り
、

　
薔
薇
の
室
に
坐
し
、

　
千
度
萬
度
と
な
く

　
我
が
イ
エ
ス
と
語
ら
ん
Q

　
更
に
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
ば
望
み
に
溶
す
る
彼
の
読
を
彼
自
身
の
著
作
に
お
け
る
最
も
重
要
な
も
の
と
見
倣
し
て
み
る
Q
し
か
も

彼
に
あ
っ
て
も
ま
た
自
殺
の
可
能
性
が
す
べ
て
の
菊
醤
な
る
形
而
上
學
の
出
蛮
黙
で
あ
る
。
カ
ミ
ュ
に
し
た
が
へ
ば
、
人
間
は
山
に
石
を

蓮
び
上
げ
て
は
直
ち
に
そ
の
石
が
神
に
よ
っ
て
樗
び
蹴
落
さ
れ
る
の
を
見
る
だ
け
だ
と
言
は
れ
る
シ
シ
ュ
フ
ォ
ス
の
そ
れ
と
同
じ
境
位
の

中
に
あ
る
。
唯
一
の
希
望
は
如
釘
な
る
希
整
を
も
持
た
ぬ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

脚

》
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し
か
し
か
う
し
た
怠
納
な
態
度
の
う
ち
に
も
共
通
な
も
の
が
、
そ
こ
で
は
情
熱
的
な
思
惟
が
問
題
に
な
る
と
い
ふ
共
遇
の
も
の
が
あ

る
。
既
「
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
破
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
う
ち
に
其
現
さ
れ
て
み
る
の
を
見
た
や
う
な
悟
性
の
冷
や
か
な
局
外
者
的
な
思
推
に

訳
し
て
、
熱
構
的
賢
存
的
な
思
惟
を
封
毒
せ
し
め
た
Q
ニ
ー
チ
ェ
は
「
鐡
槌
を
も
つ
て
哲
學
す
る
こ
と
」
と
い
ふ
言
葉
を
三
つ
た
。
そ
れ

か
ら
現
代
に
お
け
る
實
存
漁
期
の
直
系
化
の
う
ち
に
お
い
て
も
、
例
へ
ば
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
が
如
く
、
思
惟
は
最
初
か
ら
、
し
か

も
根
本
に
お
い
て
氣
分
的
に
規
定
さ
れ
た
思
惟
と
し
て
、
即
ち
氣
分
的
厭
態
に
よ
っ
て
調
節
せ
ら
れ
た
思
惟
と
し
て
理
解
さ
れ
て
み
る
。

思
惟
は
人
間
の
思
惟
で
あ
り
、
冷
や
か
な
ラ
プ
ラ
ス
の
デ
ー
モ
ン
の
思
惟
で
は
な
い
Q
そ
れ
は
心
胸
で
あ
る
と
と
も
に
頭
騒
で
あ
り
、
そ

こ
に
お
い
て
問
題
に
な
る
の
は
常
に
人
聞
の
蓮
南
脇
禮
で
あ
り
、
宗
教
的
な
救
濟
の
問
と
い
ふ
基
盤
が
到
る
麗
に
輝
き
出
て
み
る
Q

　
か
う
し
た
一
般
的
な
諸
特
徴
は
理
代
に
お
け
る
賢
存
糎
學
の
す
べ
て
の
枝
葉
に
も
温
口
脇
嵌
ま
る
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
の
費
存
哲
學
の
枝
葉
が

内
部
に
お
い
て
如
何
に
甚
し
く
相
互
の
掃
立
に
よ
っ
て
引
裂
か
れ
て
み
よ
う
と
も
、
こ
の
一
般
曲
な
特
徴
が
そ
れ
ら
に
外
か
ら
見
ら
れ
た

場
合
の
二
期
を
與
へ
て
る
る
の
で
あ
る
Q
票
實
大
き
な
思
想
家
た
ち
は
い
ず
れ
も
彼
ら
自
身
の
道
を
歩
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
思
想

的
褒
農
の
取
立
性
と
か
、
彼
ら
の
修
め
た
學
問
的
な
素
養
の
西
園
と
い
ふ
鮎
に
も
拘
ら
ず
、
彼
ら
の
聞
に
相
違
よ
り
も
む
し
ろ
共
通
な
も

の
が
見
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
賓
存
寄
學
の
様
汝
な
枝
葉
は
た
し
か
に
お
五
に
全
く
無
　
翻
意
に
生
じ
た
も
の
で

あ
る
Q
紳
學
的
な
流
派
は
今
徴
紀
の
初
め
に
お
け
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
…
ル
の
再
毒
見
と
聯
閥
し
、
発
く
堀
越
内
部
の
起
動
機
か
ら
バ
ル
塾
や

ブ
ル
ソ
ナ
ー
や
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
と
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
の
新
カ
ン
ト

派
か
ら
出
た
人
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
ス
コ
ラ
的
教
養
の
背
景
を
持
っ
て
る
た
Q
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
ー
り
ベ
ラ
ル
派
の

家
庭
に
育
て
ら
れ
、
自
然
科
心
的
一
留
學
的
な
教
育
を
受
け
、
最
初
は
軍
に
寒
入
と
し
て
暫
學
に
關
っ
て
み
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
サ
ル

ト
ル
は
フ
ラ
ン
ス
の
大
都
會
の
イ
ン
テ
リ
で
あ
り
、
カ
ミ
ュ
も
ま
た
同
様
で
あ
る
Q
彼
ら
は
す
べ
て
實
際
上
お
互
ひ
に
無
關
係
に
ヨ
ー
皿

ツ
パ
の
相
異
つ
た
場
所
で
、
相
異
つ
た
位
置
か
ら
彼
ら
の
出
蛮
黙
を
見
付
け
た
の
で
あ
る
Q
例
へ
ば
か
プ
η
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
が
キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
に
類
似
し
た
彼
の
思
想
を
磯
命
せ
し
め
た
の
は
、
彼
が
デ
ン
マ
ー
ク
の
思
想
家
の
著
作
を
未
だ
全
く
知
ら
な
い
時
期
に
で
あ
っ

　
　
　
蜜
存
哲
學
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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哲
難
研
究
　
第
圏
百
四
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

た
。
費
存
哲
學
は
そ
の
他
の
哲
學
的
傾
向
と
は
異
っ
て
本
譜
の
意
味
で
の
學
派
と
い
ふ
も
の
を
形
嬉
し
な
か
っ
た
。
學
派
と
い
ふ
概
念
は

こ
の
哲
學
の
う
ち
で
は
師
匠
と
弟
子
と
い
ふ
關
係
が
拒
否
さ
れ
る
が
故
に
、
實
存
哲
學
に
よ
っ
て
は
多
く
の
場
合
心
証
さ
一
れ
る
。
賢
三
哲

學
は
ト
マ
ス
通
達
や
マ
ル
ク
ス
圭
義
や
底
面
語
義
や
そ
の
他
と
は
異
な
り
、
如
何
な
る
協
同
の
墓
誌
を
も
巡
行
し
な
か
っ
た
。
特
別
な
學

會
と
か
討
論
會
な
ど
と
い
ふ
も
の
も
な
か
っ
た
Q
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
大
概
の
著
作
家
た
ち
は
お
互
ひ
に
一
度
も
顔
を
馳
せ
た
こ
と
が
な

い
位
で
あ
る
。
か
う
し
た
す
べ
て
の
外
面
的
な
手
段
が
油
け
て
る
る
に
も
拘
ら
ず
、
實
魚
油
學
が
今
日
に
見
ら
れ
る
が
如
き
ひ
と
つ
の
大

き
な
細
動
に
ま
で
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
の
哲
學
の
う
ち
に
通
常
の
面
々
よ
り
も
一
読
深
い
、
一
宿
眞
創
な
哲
學
的

な
事
柄
が
問
題
に
な
っ
て
み
る
こ
と
を
推
測
せ
し
め
る
。

　
こ
れ
ら
の
思
想
家
は
す
べ
て
そ
の
哲
學
的
な
道
具
立
て
を
現
蒙
學
か
ら
取
っ
て
來
た
Q
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
永
ら
く
フ
ッ
サ
；
ル
と
一
緒

に
研
究
し
て
み
た
し
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
．
マ
ル
セ
ル
、
サ
ル
ト
ル
、
メ
ル
ロ
ー
・
ポ
ン
テ
ィ
は
全
く
明
ら
さ
ま
に
意
識
し
て
現
象
學
の
術
語

を
使
用
し
て
お
り
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
彼
の
初
期
の
精
聯
病
學
上
の
諸
研
究
が
立
派
な
現
象
面
的
分
析
を
示
し
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
で
フ
ッ

サ
ー
ル
か
ら
膿
め
ら
れ
、
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
と
雷
っ
て
み
る
Q
彼
ら
は
す
べ
て
志
向
性
と
い
ふ
根
本
思
想
を
承
け
鞭
ぎ
、
そ
れ
と
と
も

に
現
賢
へ
、
そ
の
暫
時
の
言
葉
で
言
へ
ば
「
蕪
態
そ
の
も
の
へ
（
ご
N
償
　
伽
①
”
　
ω
勉
O
げ
⑦
昌
、
矯
）
」
向
っ
て
行
く
と
い
ふ
態
度
を
受
け
取
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
か
う
し
た
現
象
學
と
の
聯
合
は
企
く
偶
然
的
な
瑛
柄
で
あ
り
、
そ
の
及
ぼ
し
た
結
果
に
お
い
て
費
際
に
は
致
命
的
な
慕

柄
で
あ
っ
た
と
私
に
は
思
は
れ
る
。
當
時
、
つ
ま
り
一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
二
〇
年
の
聞
に
お
い
て
は
、
現
象
學
は
支
配
的
な
ア
カ
デ
ミ

ッ
ク
な
哲
學
で
あ
り
、
誰
し
も
そ
れ
を
通
り
抜
け
て
行
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
象
學
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
ま

さ
し
く
細
辛
哲
學
と
は
正
反
封
の
も
の
で
あ
る
Q
現
象
學
の
う
ち
で
は
、
正
し
く
現
賢
存
在
（
国
M
（
一
⑳
酔
Φ
口
N
）
と
い
ふ
こ
と
が
括
孤
の
外
に

閉
め
出
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
り
、
現
象
學
は
本
質
の
哲
學
で
あ
り
、
相
存
（
ω
o
ω
①
ぎ
）
を
槻
、
柏
存
を
記
述
し
、
そ
の
際
こ
と
さ
ら
に

リ
ダ
ヘ
ザ
イ
ン

現
存
（
一
）
帰
詣
臼
陰
－
器
ぎ
）
を
無
脱
す
る
哲
學
で
あ
る
。
現
象
學
に
封
し
て
費
存
哲
學
は
い
は
ぽ
辮
誰
法
言
反
灘
と
見
徹
さ
れ
得
よ
う
Q
何
故

な
ら
恵
存
哲
學
の
内
で
は
本
質
は
暫
く
度
外
縄
さ
れ
、
輩
な
る
現
認
存
在
が
考
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
費
存
哲
學
は
i
多
分
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そ
れ
の
最
近
の
位
相
は
別
と
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
だ
ら
う
け
れ
ど
も
一
志
向
性
を
超
え
て
は
み
ず
、
し
た
が
っ
て
志
向
す
る
主
事
と
志
向

さ
れ
る
客
観
と
い
ふ
か
の
分
立
を
常
に
引
摺
り
歩
い
て
み
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
費
存
轍
鮒
と
現
象
學
と
の
こ
の
結
合
は
マ
ル
ク
ス
的
就

清
麗
義
と
當
時
の
自
然
科
學
的
唯
物
論
と
の
結
合
に
似
た
鮎
が
あ
「
る
や
う
に
私
に
は
纏
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
羅
臼
は
就
會
的
一
倫
理
的
i

革
命
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
唯
物
論
と
拙
劣
な
仕
方
で
折
合
っ
て
み
る
の
に
繋
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
は
彼
の
抱
く

も
ろ
も
ろ
の
耐
・
曾
的
な
意
國
を
正
當
化
し
、
肥
壷
を
與
へ
ん
が
た
め
に
か
の
唯
物
論
的
弓
學
の
科
學
的
承
認
を
利
用
し
た
の
で
あ
り
、
そ

れ
以
來
髄
會
圭
義
に
は
就
愈
主
義
を
心
身
不
随
に
陥
れ
る
や
う
な
仕
方
で
唯
物
論
と
い
ふ
鉛
の
錘
が
ぶ
ら
下
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

と
同
じ
や
う
に
疎
外
的
な
作
用
を
現
象
學
は
道
上
哲
學
の
根
本
の
雨
量
に
及
ぼ
し
て
み
る
と
私
に
は
思
は
れ
る
。

　
そ
れ
に
反
し
て
實
存
亡
學
考
の
す
べ
て
に
と
っ
て
の
或
る
共
通
の
存
在
論
面
出
応
仁
を
見
娼
す
と
い
ふ
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
た
や
す
い
こ

と
で
は
な
い
Q
個
人
駒
に
言
へ
ぽ
彼
ら
の
哲
學
的
思
索
の
売
玉
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
法
る
根
本
経
験
・
が
そ
こ
に
あ
っ
た
や
う
に
思
は
れ

る
・
そ
し
て
そ
の
経
験
が
思
惟
の
経
験
で
あ
る
よ
り
は
存
在
の
経
験
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
、
騨
ち
純
粋
な
思
惟
が
そ
れ
自
身
で
な
す
経

験
で
は
な
く
、
人
声
の
存
在
金
膿
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
が
恐
ら
く
決
定
的
な
凄
柄
で
あ
ら
う
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
あ
っ
て
は
根
本
経
験
は

存
在
の
損
は
れ
易
さ
（
じ
d
『
儲
。
げ
茜
貯
Φ
諜
）
の
経
験
で
あ
っ
た
ら
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
あ
っ
て
は
死
に
直
面
し
て
の
人
間
の
有
限
性
と
い

ふ
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
　
サ
ル
ト
ル
に
あ
っ
て
は
嘔
吐
（
欝
四
日
ω
①
O
）
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
Q
し
か
し
一
等
如
何
に
し

て
、
か
う
し
た
膿
漏
的
な
起
原
が
ひ
と
つ
の
共
通
な
存
在
論
的
基
礎
に
導
い
て
行
っ
た
か
と
い
ふ
こ
と
は
さ
う
騒
騒
に
は
わ
か
ら
な
い
Q

そ
れ
ぽ
か
り
で
は
な
く
、
こ
の
共
通
な
基
礎
と
い
ふ
も
の
が
非
常
に
厘
々
外
な
ら
ぬ
こ
れ
ら
の
海
藻
た
ち
自
身
に
よ
っ
て
論
難
さ
れ
て
も

み
る
の
で
あ
る
Q
元
來
サ
ル
ト
ル
を
除
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
思
想
家
た
ち
の
う
ち
誰
も
明
ら
さ
ま
に
且
つ
無
制
際
的
に
費
急
雨
義
蔚
と
名

乗
っ
て
み
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
さ
う
い
ふ
窮
情
に
慮
じ
て
局
外
者
の
側
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま
に
相
封
立
す
る
定
義
が
下
さ
れ
て
み
る
の

で
あ
る
・
し
か
し
さ
う
し
た
察
柄
の
す
べ
て
に
も
拘
ら
ず
、
本
質
に
封
ず
る
現
賢
存
在
の
優
先
性
と
い
ふ
テ
ー
ゼ
を
彼
ら
の
す
べ
て
が
そ

こ
か
ら
田
猴
し
た
基
底
と
見
徹
す
こ
と
は
お
そ
ら
く
正
し
い
こ
と
で
あ
ら
う
。
本
質
存
在
と
し
て
の
存
在
よ
り
も
現
下
存
在
と
し
て
の
存

　
　
　
曾
ハ
瀞
庸
…
灘
Ψ
に
つ
い
て
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
｝
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哲
雛
研
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策
隅
百
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十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜
二

在
が
優
先
し
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
、
第
二
は
存
在
の
問
を
人
聞
の
存
在
へ
の
問
の
も
と
で
取
扱
ふ
と
い
ふ
こ
と
、
人
間
一
そ
れ
は
人
聞
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
ロ
ザ
イ
ン
　
　
エ
ク
ジ
ベ
テ
ン
ツ
　
　
プ
ウ
ル
　
み
ワ

い
ふ
名
前
で
は
呼
ば
れ
ず
、
そ
れ
を
表
は
す
の
に
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
概
念
即
ち
現
存
在
、
實
存
、
二
三
存
在
が
使
は
れ
て
る
る
の
で

あ
る
が
一
さ
う
い
ふ
人
聞
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
に
從
へ
ば
そ
こ
か
ら
存
在
へ
の
す
べ
て
の
問
が
磯
源
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
へ
再
び
す
べ

て
の
聞
が
跳
ね
韓
っ
て
行
く
と
こ
ろ
の
場
所
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
以
下
に
お
い
て
私
は
蜜
存
哲
學
の
も
ろ
も
ろ
の
思
想
を
膿
系
的
に
展
．
開
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
況
や
或
る
ひ
と
り

の
思
想
家
に
味
方
し
て
實
存
立
學
の
思
想
を
逃
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
Q
そ
れ
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
私

は
諸
君
が
こ
れ
ら
の
思
想
を
既
に
知
っ
て
ゐ
ら
れ
る
と
假
心
し
て
二
三
の
私
に
は
匝
要
と
思
は
れ
る
問
を
手
に
取
り
、
若
干
の
批
判
的
反

論
を
試
み
た
い
と
思
ふ
。
そ
の
際
私
の
批
判
が
、
賢
存
縮
瞳
的
思
惟
を
原
則
的
に
は
私
が
肯
定
し
て
み
る
こ
と
に
抵
抄
す
る
も
の
で
な
い

の
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
批
判
と
は
問
を
も
う
一
度
徹
底
的
に
考
へ
抜
く
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

問
を
も
う
一
度
考
へ
抜
く
と
い
ふ
こ
と
は
お
そ
ら
く
等
し
い
答
に
導
く
か
も
知
れ
な
い
Q
し
か
し
等
し
い
答
と
い
へ
ど
も
そ
れ
が
自
分
自

身
で
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
ま
た
別
の
答
で
あ
る
。
差
當
っ
て
私
は
私
の
考
察
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
；
だ
け
に
限
る
こ
と
に
し
よ
う
◎

四

　
賢
存
哲
學
は
本
質
に
封
ず
る
寮
費
存
在
の
優
先
性
と
い
ふ
こ
と
か
ら
出
戸
す
る
。
そ
れ
が
な
す
も
ろ
も
ろ
の
陳
蓮
は
存
在
の
陳
蓮
た
ら

ん
と
す
る
。
そ
れ
故
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
存
在
と
存
在
す
る
も
の
と
の
聞
の
存
在
論
的
差
別
と
い
ふ
こ
と
を
端
初
に
置
く
。
存
在
す
る
も
の

と
は
、
多
少
自
由
な
言
ひ
方
を
す
れ
ば
、
曲
る
限
定
も
し
く
は
性
質
の
う
ち
に
あ
る
存
在
な
の
で
あ
る
・
存
在
と
存
在
す
る
も
の
と
の
聞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
か
シ
ベ
テ
ン
チ
ア
　
ス
ツ
ヒ
ン
チ
ア

の
存
在
論
的
匿
別
は
、
そ
れ
故
ス
コ
ラ
哲
學
か
ら
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
み
る
存
在
と
本
質
と
の
間
の
蓬
別
に
關
肥
す
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
存
在
に
つ
い
て
或
る
こ
と
を
言
は
う
と
す
れ
ば
本
質
的
な
陳
蓮
が
な
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
Q
そ
の
こ
と
は
言
語
も
し
く
は
陳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
イ
ン

述
の
本
質
の
う
ち
に
存
す
る
。
忽
然
實
存
的
な
思
雛
と
い
ふ
も
の
は
そ
れ
故
如
何
に
し
て
も
可
能
で
は
な
い
。
思
惟
が
金
く
重
心
的
で
あ
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る
な
ら
ば
そ
れ
は
生
れ
つ
つ
あ
る
状
態
に
お
い
て
（
冒
ω
欝
言
鵠
簿
ω
o
Φ
謬
象
）
で
し
か
あ
り
え
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
生
れ
つ
つ
あ
る
状

態
に
お
い
て
は
思
惟
は
褒
習
さ
れ
え
な
い
し
、
褒
言
さ
れ
る
な
ら
も
ぱ
や
そ
れ
は
生
れ
つ
つ
あ
る
状
態
に
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
次
の
二

つ
の
具
膿
的
な
問
題
に
つ
い
て
示
さ
れ
る
Q

　
先
づ
第
一
に
、
所
謂
賢
存
的
小
論
の
間
題
に
つ
い
て
。
ー
サ
ル
｝
ル
の
小
説
の
圭
入
公
た
ち
は
い
は
ば
賢
愚
的
な
思
想
家
で
あ
る
。

彼
ら
の
行
爲
や
思
惑
は
資
存
的
と
し
て
、
撃
ち
当
芸
的
自
由
か
ら
出
て
配
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
て
み
る
Q
か
く
の
如

き
も
の
と
し
て
そ
れ
ら
の
行
爲
や
斜
眼
は
恩
金
に
恣
意
的
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
そ
れ
ら
自
身
か
ら
の
み
論
明
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
Q
つ
ま
り
そ
れ
ら
の
行
爲
や
決
断
は
す
べ
て
の
他
入
に
と
っ
て
は
背
理
な
も
の
、
あ
ら
ゆ
る
期
待
に
反
し
た
も
の
、
比
類
な
く
且

つ
そ
れ
と
認
め
ら
る
べ
き
動
機
な
き
も
の
と
し
て
現
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
Q
そ
れ
ら
は
如
何
な
る
典
型
に
も
從
は
な
い
Q
し
か
し
な
が
ら
こ

の
こ
と
は
叙
事
的
表
現
と
い
ふ
こ
と
の
本
質
に
金
面
的
に
矛
盾
す
る
こ
と
で
あ
る
Q
著
考
は
常
に
思
者
の
た
め
に
書
く
。
著
者
は
か
く
し

て
彼
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
み
る
意
識
の
方
に
向
っ
て
み
る
Q
か
か
る
理
解
は
常
に
檬
々
な
聯
想
と
か
類
比
と
か
干
行
と
か
典
型
と
か
習

慣
そ
の
他
に
よ
っ
て
生
ず
る
。
起
る
と
こ
ろ
の
こ
と
は
、
す
べ
て
讃
者
に
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
の
可
能
陶
な
も
の
の
枠
内
に

常
に
留
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
Q
可
能
的
な
も
の
の
か
う
い
ふ
枠
は
尋
者
の
豫
期
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
み
る
Q
私
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
う
る

人
物
を
私
が
理
解
す
る
の
は
私
が
そ
の
人
物
の
も
ろ
も
ろ
の
可
能
性
を
豫
期
し
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。
豫
期
の
枠
外
を
逸
脆
し
た
も
の
は

不
可
解
な
ま
ま
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
の
小
論
の
費
存
的
黒
人
公
は
そ
れ
故
護
者
に
と
っ
て
定
義
上
は
不
可
解
な
ま
ま
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
何
故
な
ら
ば
圭
人
公
は
護
者
と
如
何
な
る
黙
に
お
い
て
も
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
。
か
く
し
て
こ
の
や
う
な
圭
入
公
に
封
ず

る
学
者
の
關
係
は
理
解
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
賢
存
駒
小
説
1
さ
う

い
ふ
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
と
同
じ
段
階
に
立
つ
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
う
Q
そ
こ
に
現
れ
て
繋
る
人
物

達
は
我
々
に
聾
す
る
が
故
に
我
女
に
理
解
さ
れ
る
が
如
き
荒
塗
の
｝
部
で
は
な
く
、
完
金
に
不
可
解
な
る
も
の
と
し
て
窓
際
の
外
部
に
立

っ
て
る
る
。
本
來
か
ら
雪
へ
ば
、
費
存
的
小
業
と
い
ふ
も
の
は
相
互
に
廻
瀾
係
な
も
ろ
も
ろ
の
纂
賢
や
も
ろ
も
ろ
の
動
…
機
の
な
い
思
索
の

　
　
　
智
ハ
存
讐
難
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
三
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哲
墨
硯
究
　
二
四
．
鴇
照
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
騰

記
臆
に
存
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
か
く
し
て
思
者
を
し
て
欝
欝
の
作
っ
た
鵜
作
物
に
信
を
濫
か
し
め
ん
が
た
め
の
動
機
附
け

に
費
し
て
作
家
が
振
ふ
と
こ
ろ
の
技
術
の
欝
欝
と
い
ふ
も
の
は
實
存
的
小
鷺
に
お
い
て
は
無
意
味
な
も
の
で
あ
る
。
費
際
本
管
か
ら
雷
っ

て
さ
う
い
ふ
小
詮
の
う
ち
に
は
如
何
な
る
心
理
學
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
Q
勿
論
サ
ル
｝
ル
や
カ
ミ
ュ
の
小
読
は
か
う
し
た

極
端
に
ま
で
は
行
っ
て
み
な
い
。
し
か
し
そ
の
故
に
ま
た
破
ら
の
小
説
は
嚴
轡
な
意
味
に
お
い
て
は
も
は
や
費
存
的
で
は
な
い
の
で
あ

る
。　

鉄
工
に
存
在
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
す
べ
て
存
在
か
ら
取
ら
れ
て
來
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
存
在
か
ら
人
が
取
っ
て
凝
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
は
彼
が
悔
め
そ
の
う
ち
に
差
し
入
れ
て
置
い
た
も
の
だ
け
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ぽ
存
在
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
は
箏
曲
で

あ
る
か
ら
Q
本
來
存
在
に
つ
い
て
言
は
れ
う
る
こ
と
は
存
在
は
存
在
す
る
と
い
ふ
こ
と
だ
け
で
あ
る
Q
人
聞
は
決
し
て
純
粋
な
存
在
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
セ
ン
ツ

箏
を
始
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
人
闇
は
墨
筆
を
も
つ
た
存
在
者
で
あ
り
、
傳
統
は
本
質
で
あ
る
か
ら
。
こ
の
こ
と
は
欧
の
こ

と
を
意
味
す
る
。
即
ち
、
純
粋
な
費
存
は
自
然
的
な
出
警
急
で
は
な
く
、
慮
る
限
定
さ
れ
た
、
意
欲
さ
れ
た
嘗
試
黙
、
或
ひ
は
人
が
一
定

の
審
情
に
よ
っ
て
一
言
っ
て
み
れ
ば
、
い
は
ば
自
分
と
一
緒
に
輿
へ
ら
れ
て
る
る
す
べ
て
の
も
の
を
投
げ
棄
て
よ
う
と
欲
す
る
と
こ
ろ

の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
ふ
還
元
漁
程
に
よ
っ
て
i
一
そ
の
内
に
籠
れ
込
ま
れ
た
と
こ
ろ
の
平
磯
黙
で
あ
る
Q
そ
こ
に
は
既
に
現
存
す
る
も
の

に
反
抗
す
る
所
謂
反
抗
的
轡
型
（
ロ
o
B
ヨ
①
融
く
。
謬
①
ー
カ
ミ
ュ
）
が
み
る
。
賢
存
は
還
元
過
程
の
一
産
物
で
あ
り
、
　
こ
の
還
元
癒
程
に

お
い
て
見
出
さ
れ
る
も
の
は
究
極
的
な
存
在
で
は
な
く
て
依
然
と
し
て
蓋
置
の
一
結
果
で
あ
る
に
漁
ぎ
な
い
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
全
く
の
最
初
か
ら
纂
を
始
め
得
る
と
信
じ
て
み
た
。
し
か
し
囚
は
れ
な
い
眼
を
も
つ
も
の
に
と
っ
て
は
、
彼
の
思
素

に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
も
ろ
も
ろ
の
賢
存
的
成
果
が
如
何
に
制
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
明
か
に
認
め
ら
れ
る
。
例
へ
ば

彼
が
現
存
在
、
つ
ま
り
人
開
の
基
礎
的
に
し
て
普
遍
的
な
存
在
性
質
と
見
暫
し
て
る
る
と
こ
ろ
の
も
ろ
も
ろ
の
美
景
疇
、
そ
れ
ら
は
既
に

諮
る
特
定
の
現
存
在
に
の
み
當
罎
ま
る
費
等
号
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
に
を
る
諸
君
、
つ
ま
り
か
う
し
た
傳
統
の
影
響
下
に
を
ら
れ
な
い
諸

君
に
と
っ
て
は
こ
の
こ
と
は
審
易
に
感
じ
ら
れ
る
に
相
違
な
い
。
特
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
葉
桜
疇
の
う
ち
に
は
公
然
の
こ
と
な
が
ら
極
め
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て
多
く
の
ギ
リ
シ
ャ
精
神
や
キ
リ
ス
ト
教
が
含
ま
れ
て
み
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
ふ
も
ろ
も
ろ
の
賢
空
写
が
ブ
ル
｝
マ
ソ
の
紳
學
に
使

は
れ
う
る
の
は
全
く
こ
の
や
う
な
鑑
識
に
基
い
て
い
る
。
ブ
ル
ト
マ
ソ
は
新
約
聖
書
の
多
く
の
陳
蓮
の
客
学
的
性
格
が
歴
紫
黒
的
研
究
に

よ
っ
て
疑
は
し
い
も
の
に
な
っ
た
の
に
鑑
み
、
新
約
聖
書
を
そ
の
純
緯
に
宗
藪
的
な
賢
質
に
向
っ
て
還
元
す
る
こ
と
を
試
み
た
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
は
破
は
新
約
聖
書
を
時
代
的
に
制
約
さ
れ
た
す
べ
て
の
も
の
の
見
方
や
淋
話
か
ら
解
放
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
手
蔓
き
が
「
非
淋
話
化
（
国
字
日
団
畠
。
囹
。
ひ
亀
四
ω
柚
。
凄
農
）
」
と
言
は
れ
て
る
る
。
そ
の
際
勿
論
重
要
な
問
題
は
何
が
榊
話

的
な
附
加
物
で
あ
り
、
何
が
人
聞
に
と
っ
て
時
代
を
離
れ
た
眞
正
の
宗
教
的
鉱
質
で
あ
る
か
を
制
別
す
る
た
め
の
規
準
を
鳶
職
す
と
い
ふ

こ
と
で
あ
っ
た
。
ブ
ル
ト
マ
ソ
は
人
家
の
膚
発
存
在
（
周
飴
学
臨
。
寧
ω
Φ
貯
）
に
お
い
て
、
入
替
と
し
て
の
人
閤
に
關
は
る
票
柄
を
蝿
正
な
も

の
と
規
定
し
、
新
約
聖
書
の
も
つ
費
存
的
な
三
論
、
つ
ま
り
人
間
と
し
て
の
人
間
に
關
は
る
實
質
を
帥
話
か
ら
分
離
す
る
た
め
に
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の
費
存
疇
が
ひ
と
つ
の
手
段
と
な
り
う
る
と
い
ふ
こ
と
を
見
出
し
て
驚
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ブ
ル
ト
マ
ソ
の
意
圏
と
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の
實
存
疇
と
の
こ
の
驚
く
べ
き
一
致
の
根
披
は
私
に
は
可
成
り
簡
輩
な
こ
と
の
や
う
に
思
は
れ
る
。
即
ち
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
費
存

疇
が
ブ
ル
ト
マ
ソ
の
い
ふ
や
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
理
解
に
極
め
て
よ
く
適
合
す
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
焦
思
疇
が
も
と
も
と
キ

リ
ス
ト
教
的
現
存
在
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
慕
態
は
臆
病
な
正
統
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
が
ブ
ル

ト
マ
ソ
を
非
難
し
て
言
ふ
や
う
な
も
の
で
は
な
い
。
邸
ち
何
が
置
土
に
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
り
、
侮
が
さ
う
で
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
に
つ

い
て
の
決
定
を
ブ
ル
ト
マ
ソ
は
誓
學
の
手
中
に
ま
か
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ぽ
ブ
ル
｝
マ
ン
が
利
用

し
た
哲
學
は
キ
リ
ス
ト
藪
の
意
業
な
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
故
も
と
も
と
ブ
ル
ト
マ
ソ
に
あ
っ
て
は
キ
リ
ス
ト
教
は
キ
リ
ス
ト
教
を
も
つ

て
解
繹
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
上
志
し
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
私
は
ブ
ル
ト
マ
ソ
の
非
寸
話
化
に
反
愉
し
た
り
、
も
し
く
は
賛
成
し
た
り
し
て
何
事
か
を

言
ば
ん
と
す
る
の
で
は
な
く
、
私
は
た
だ
全
く
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
ブ
ル
ト
マ
ソ
と
の
一
ケ
年
い
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
實
官
疇
が
決
し
て
純
粋

に
賢
存
論
的
規
定
で
は
な
く
本
質
論
的
規
定
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
管
ハ
存
額
雄
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
五
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一
六

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
彼
の
哲
學
の
中
で
金
く
特
殊
な
言
語
を
語
る
。
こ
の
聞
き
な
、
れ
ぬ
警
語
が
、
彼
の
哲
學
の
理
解
を
妨
げ
る
圭
要
な
困

難
の
一
つ
で
あ
る
。
彼
は
哲
學
の
中
で
こ
れ
迄
知
ら
れ
て
み
な
か
っ
た
や
う
な
諸
々
の
雷
葉
を
使
ひ
、
而
も
そ
れ
ら
諸
々
の
言
葉
を
鷺
流

に
使
用
す
る
。
し
か
し
そ
の
際
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
み
る
こ
と
は
、
あ
る
新
し
い
術
語
の
膿
系
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
一
つ
の
術

語
の
膿
系
は
他
の
髄
系
に
懸
課
さ
れ
得
る
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
語
は
殆
ど
醗
諜
さ
れ
得
な
い
。
何
故
な
ら
ぽ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は

軍
に
あ
る
新
し
い
一
暦
便
利
な
術
語
膿
系
を
使
ふ
だ
け
で
は
な
く
、
彼
は
こ
の
術
語
盤
系
の
中
で
思
惟
す
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
術

語
の
膿
系
を
し
て
そ
れ
自
身
で
思
惟
ぜ
し
め
る
の
で
あ
り
、
換
魅
す
れ
ば
彼
は
こ
の
術
語
の
聖
上
の
中
で
考
へ
ら
れ
て
る
る
纂
柄
に
製
し

て
こ
の
膿
系
に
從
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
彼
は
言
語
か
ら
猫
立
な
あ
る
論
理
を
用
ひ
て
そ
の
論
理
を
書
語
に
適
用
す
る
と
い
ふ
の
で
は

な
く
、
彼
は
こ
の
雷
語
の
中
で
こ
の
雷
語
の
論
理
を
思
惟
す
る
の
で
あ
る
。
然
も
我
汝
が
ζ
の
言
語
を
穿
摩
す
る
な
ら
ば
そ
れ
が
專
門
の

概
念
で
は
な
く
て
日
常
の
言
語
に
寓
す
る
言
葉
で
あ
り
、
然
も
抽
象
語
で
も
な
け
れ
ぽ
一
般
概
念
で
も
な
く
、
出
來
得
る
限
り
具
膿
的
な

概
念
、
而
も
交
章
の
中
で
使
は
れ
て
る
る
形
で
の
具
膿
的
な
概
念
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
分
る
。

　
例
へ
ぽ
、
：
：
の
爲
（
鱈
b
P
－
d
く
一
一
一
Φ
旨
）
、
手
も
と
に
（
N
瓜
鵠
餌
昌
窪
9
）
、
世
の
中
に
あ
る
蕃
（
貯
も
①
学
雪
色
曾
ω
Φ
冒
）
、
投
げ
ら
れ
て
あ
る

（
ひ
q
①
ミ
O
鑑
Φ
5
）
、
エ
ン
ト
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ン
さ
れ
る
（
①
馨
罰
O
篤
①
旨
）
、
そ
こ
に
在
る
存
在
（
U
9
の
Φ
ぎ
）
等
々
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉

は
非
常
に
形
象
的
で
あ
り
、
記
蓮
蘭
（
一
∪
①
ω
O
げ
畦
Φ
一
び
①
緑
門
）
に
直
槻
を
指
し
示
し
て
居
り
、
多
く
の
場
合
時
間
的
察
間
的
意
味
を
も
つ
た
前

置
詞
や
副
詞
一
例
へ
ば
貯
M
億
ヨ
”
①
ロ
∬
創
斜
く
。
び
§
℃
1
と
結
び
つ
い
た
名
詞
や
動
詞
で
あ
る
。
そ
れ
故
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
學
は

そ
れ
が
使
ふ
所
の
抽
象
的
な
雷
語
の
爲
に
難
解
で
あ
る
と
い
ふ
非
難
が
彼
に
爲
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
非
難
は
根
本
的
に
間
違
っ
て
み
る
。

　
そ
れ
と
は
反
封
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
彼
の
使
ふ
言
語
が
最
高
度
に
具
膿
的
で
あ
り
、
そ
の
他
の
大
多
数
の
鬼
斗
者
達
の
喬
語
よ
り
も
は

る
か
に
呉
膿
的
で
あ
る
と
言
ひ
得
る
耳
利
を
も
つ
の
で
あ
る
。
し
か
し
か
う
し
た
聖
節
性
は
譲
者
に
は
聞
き
な
れ
な
い
。
讃
齎
は
ア
リ
ス
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ト
テ
レ
ス
や
ト
野
、
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
以
來
華
墨
さ
れ
て
來
た
古
典
的
な
抽
象
的
な
術
語
艘
系
を
期
待
し
て
み
る
。
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
使
ふ

言
語
－
我
々
は
そ
れ
を
い
つ
も
話
し
て
み
る
と
は
弐
へ
一
こ
の
様
な
言
語
そ
れ
自
身
に
於
て
思
惟
す
る
審
に
は
讃
者
は
慣
れ
て
み
な

い
の
で
あ
る
。
我
々
は
思
惟
に
於
て
は
あ
る
抽
象
的
な
論
理
に
住
み
慣
れ
て
み
る
Q
し
か
し
そ
れ
に
反
し
て
ハ
・
弓
デ
ッ
ガ
ー
は
言
葉
の
意

味
に
從
っ
て
考
へ
る
の
で
あ
る
Q

　
か
く
し
て
こ
の
様
な
爺
．
内
語
は
其
膿
的
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
こ
の
様
な
言
語
の
も
っ
て
み
る
論
理
が
我
々
に
と
っ
て
み
の
り
多
き
も

の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
ふ
黙
に
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
言
語
の
論
理
を
言
語
の
中
で
思
惟
す
る
Q
か
く
し
て
彼
は
こ
の
言
語
に
毒
し

て
如
何
な
る
距
離
を
も
と
ら
な
い
◎
そ
の
爲
彼
の
行
ふ
諸
々
の
分
析
は
屡
々
、
何
箏
か
を
解
明
す
る
と
こ
ろ
に
至
ら
な
い
で
、
我
々
が
い

つ
で
も
既
に
知
っ
て
み
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
指
し
示
す
だ
け
に
絡
っ
て
し
ま
ふ
Q
彼
の
思
想
の
、
人
を
唖
然
と
せ
し
め
る
様
な
黙
は
屡
々

次
の
黙
に
存
す
る
Q
即
ち
我
汝
が
そ
の
事
を
い
つ
で
も
潔
し
た
り
思
惟
し
た
り
或
は
我
々
自
身
が
そ
れ
で
あ
っ
た
り
す
る
爲
に
我
々
が
と

っ
く
の
昔
に
翫
に
承
知
し
て
み
る
筈
の
纂
で
あ
り
乍
ら
、
然
し
そ
の
凄
柄
に
封
し
て
抽
象
的
な
距
離
を
と
っ
て
み
る
た
め
に
そ
れ
を
見
て

は
居
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
我
々
に
記
罪
す
る
と
い
ふ
黙
に
存
す
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
様
な
、
常
に
既
に
知
ら
れ
．
て
る
る
早
舟
を
學
示

す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
眼
り
一
あ
る
意
味
で
は
哲
學
の
本
質
は
我
た
自
身
の
知
若
し
く
は
無
知
を
指
し
示
す
と
い
ふ
黙
に
存
す
る
の

で
あ
る
が
一
こ
の
方
法
は
輝
か
し
い
も
の
で
あ
る
。

　
言
語
旧
型
だ
思
惟
さ
れ
て
る
な
い
思
想
を
豊
か
に
保
有
し
て
み
る
も
の
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
方
法
は
諸
々
の
言
葉
を
不
面
的
に
机
上

に
並
べ
立
て
そ
れ
ら
を
結
合
符
號
で
唯
，
輩
に
結
賛
す
る
と
い
ふ
麗
な
や
り
方
の
爲
に
、
全
く
の
月
並
な
些
纂
に
す
べ
り
落
ち
る
と
い
ふ

危
瞼
を
持
っ
て
る
る
。
こ
の
様
な
不
毛
な
分
析
の
例
は
幾
ダ
ー
ス
か
畢
げ
ら
れ
よ
う
Q

　
第
二
の
問
題
は
、
言
語
を
思
惟
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
と
し
て
使
用
す
る
臨
が
危
瞼
な
事
で
は
な
い
か
と
い
ふ
察
で
あ
る
i
特
に
現
代
に
於

け
る
言
語
分
析
に
噂
す
る
諸
研
究
に
臨
み
て
。
と
も
あ
れ
現
出
の
墨
堤
の
中
に
は
如
何
に
多
く
の
非
論
理
が
暴
れ
て
み
る
か
と
い
ふ
察
を

我
々
は
知
っ
て
み
る
。
さ
う
で
あ
る
な
ら
ば
言
語
の
形
威
に
導
い
た
所
の
総
て
の
制
約
と
偶
然
が
、
こ
の
言
語
を
オ
ル
ガ
ノ
ン
と
し
て
用

　
　
　
貴
寡
哲
墨
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
七
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一
八

ひ
る
所
の
思
惟
の
中
に
再
び
現
わ
れ
來
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
特
に
嘗
語
は
一
つ
の
歴
史
的
な
客
…
膿
で
あ
り
、
無
激
に
多
く
の
諸
々
の
饗

因
と
一
績
に
か
ら
み
合
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
様
な
帝
統
を
以
て
灌
た
さ
れ
た
言
語
を
使
用
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
存

在
の
純
粋
な
る
根
底
に
突
き
進
ま
ん
と
す
る
洞
戸
の
婚
嫁
に
葺
く
背
馳
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
特
に
オ
グ
デ
ン
や
リ
チ
ャ
ー
ズ
と
そ
の
學
派

や
又
カ
ル
ナ
ツ
プ
に
よ
っ
て
爲
さ
れ
た
論
理
射
的
－
一
1
文
章
論
的
癌
研
究
の
示
す
所
に
よ
れ
ば
、
現
實
に
語
ら
れ
て
み
る
言
語
は
決
し
て

第
一
次
的
に
認
識
を
さ
う
し
て
專
ら
認
識
を
目
指
し
て
形
域
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
審
美
的
な
情
緒
的
な
諸
動
機
に
よ
っ
て
も
限
定
さ

れ
て
る
る
が
故
に
、
さ
う
い
ふ
言
語
は
現
實
の
置
費
の
像
を
與
へ
る
に
は
漸
く
不
適
當
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
檬
な
複
婚
な
雷
語
を
悉
く

認
識
の
目
的
に
使
用
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
言
語
の
も
つ
審
美
的
情
緒
的
な
諸
成
分
を
誤
解
す
る
か
、
若
し
く
は
そ
れ
ら
の
諸
成
分
の
底

に
認
識
上
の
意
義
を
無
理
に
置
き
入
れ
る
こ
と
に
導
か
ざ
る
を
得
な
い
。
何
れ
に
し
て
も
カ
ル
ナ
ッ
プ
と
そ
の
追
随
渚
達
は
現
下
に
語
ら

れ
て
み
る
言
語
を
金
く
放
棄
し
、
そ
の
代
り
に
認
識
上
の
諸
目
的
に
一
顧
よ
く
萢
合
し
て
み
る
が
故
に
、
一
壷
完
全
な
言
語
を
、
つ
ま
り

所
謂
人
爲
的
な
言
語
を
構
成
す
る
所
ま
で
進
ん
で
み
る
の
で
あ
る
。

　
現
住
の
言
語
に
至
面
的
に
從
ふ
と
い
ふ
こ
と
即
ち
言
葉
と
概
念
と
を
分
離
し
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
結
局
こ
の
書
葉
を
離
れ
て
は
何
も

思
惟
し
得
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
導
か
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
先
に
我
汝
が
語
っ
た
如
く
さ
う
な
れ
ば
こ
の
様
な
思
惟
は
抄
く
戸
立
さ
れ
得
な

い
も
の
と
な
り
、
か
く
し
て
言
語
を
離
れ
て
は
金
く
理
解
出
來
な
い
も
の
と
な
る
で
あ
ら
う
。
何
故
な
ら
ば
懸
鐸
可
能
な
も
の
は
概
念
に

外
な
ら
ず
言
葉
で
は
な
い
か
ら
Q
實
際
ド
，
↓
ッ
語
を
マ
ス
タ
ー
し
て
み
な
い
者
に
と
っ
て
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
に
追
随
し
て
ゆ
く
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
。
例
へ
ぽ
U
9
ω
Φ
冒
と
い
ふ
言
葉
か
ら
し
て
す
で
に
イ
ギ
リ
ス
人
や
フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
は
1
彼
等
の
言
語
は

ド
，
↓
ッ
人
の
そ
れ
に
似
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
一
そ
の
語
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
云
ふ
様
な
解
虚
血
り
に
は
麗
解
さ
れ
得
な

い
の
で
あ
る
Q
U
簿
ω
Φ
ぎ
と
い
ふ
語
を
表
わ
す
の
に
彼
等
は
唯
，
　
Φ
嵐
馨
9
0
ρ
σ
①
貯
9
q
L
詫
Φ
等
と
言
ひ
得
る
だ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
ら
の
吉
葉
の
中
に
は
U
鋤
ω
Φ
冒
と
い
ふ
君
葉
が
云
は
ん
と
し
て
み
る
事
柄
は
何
も
含
ま
れ
て
み
な
い
。
し
か
し
我
々
が
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
學
か
ら
言
葉
と
言
葉
の
論
理
と
を
取
り
除
く
な
ら
ぽ
、
一
睡
ど
れ
だ
け
の
も
の
が
残
る
で
あ
ら
う
か
と
い
ふ
こ
と
が
問

’
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題
に
な
る
。
元
來
思
惟
と
は
言
語
の
個
別
性
か
ら
猫
撫
な
も
の
で
は
な
い
の
か
。
確
か
に
ギ
リ
シ
ャ
人
達
も
亦
彼
等
の
書
語
に
意
い
て
思

惟
し
た
し
、
倉
敷
も
亦
皆
さ
う
し
て
る
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ぽ
…
冒
語
は
あ
る
程
度
迄
論
理
的
に
構
築
さ
れ
て
る
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
ギ
リ
シ
ャ
人
達
は
言
語
を
オ
ル
ガ
ノ
ン
に
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
若
し
彼
等
が
言
語
を
思
推
の
オ
ル
ガ
ノ
ソ
に
し
た
の
で
あ
っ

た
な
ら
、
今
日
我
々
が
猫
ギ
リ
シ
ャ
約
思
惟
の
睨
縛
の
中
に
か
く
も
索
く
縛
さ
れ
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ら
う
。
何
故

な
ら
ぽ
我
々
は
今
回
も
は
や
殆
ど
ギ
リ
シ
ャ
語
の
知
識
を
も
た
ず
、
そ
の
全
て
の
背
景
と
全
て
の
主
音
と
を
も
っ
た
日
常
的
i
具
膿
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ

ギ
リ
シ
や
語
を
金
然
知
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
か
く
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
ギ
リ
シ
ャ
語
の
ア
レ
テ
イ
ア
（
ミ
“
曾
§
）
に
基
い
て
翼
理

を
非
陰
外
心
と
解
出
す
る
の
は
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
彼
等
の
思
惟
の
中
で
ア
ラ
ン
タ
ノ
ー

（黙

g
ミ
欝
ヤ
e
）
と
云
ふ
言
葉
の
論
理
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
の
で
は
な
い
と
い
ふ
審
は
確
か
で
あ
る
。
恐
ら
く
彼
等
は
ア
レ
テ
イ
ア
と
い

ふ
言
葉
を
語
る
時
、
鉄
如
的
な
も
の
を
、
隠
蔽
さ
れ
て
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
聞
き
と
っ
て
み
た
で
あ
ら
う
。
し
か
し
彼
等
は
翼
理
を
か
く

の
如
き
非
懸
蔽
態
と
し
て
は
解
善
し
な
い
で
、
言
語
か
ら
猫
立
な
あ
る
論
理
に
從
つ
た
か
、
も
し
く
は
総
構
か
ら
王
立
な
こ
の
論
理
を
一

般
に
初
め
て
展
閉
す
る
こ
と
を
試
み
る
か
し
た
の
で
あ
る
。
若
し
嚴
籍
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
指
定
す
る
檬
な
役
割
の
中
で
考
へ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
す
る
な
ら
ば
、
ア
レ
テ
イ
ア
ロ
非
際
蔽
態
と
い
ふ
窪
は
全
く
ギ
リ
シ
ャ
語
に
基
い
て
の
み
考
へ
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と
い
ふ
事
に
な
り
、

「
貫
理
」
（
ぐ
弔
麟
Ω
ぴ
彗
7
Φ
一
戸
）
と
い
ふ
ド
イ
ツ
語
か
ら
は
翼
灘
は
又
そ
れ
と
は
金
く
騎
な
仕
方
で
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
だ
ら
う
。

　
か
く
し
て
私
に
と
っ
て
正
し
い
態
度
と
思
は
れ
る
の
は
言
語
の
申
に
保
存
さ
れ
て
み
る
所
の
諸
汝
の
論
理
的
實
質
を
評
慣
す
る
と
共

に
、
醐
も
そ
の
際
常
に
母
語
を
離
れ
た
論
理
に
基
い
て
思
惟
す
る
と
い
ふ
禦
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
嘗
語
そ
れ
自
身
は
論
理
的
に
純
粋
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
Q

　
以
上
蓮
べ
ら
れ
た
事
に
結
び
つ
い
て
更
に
我
々
を
し
て
危
惧
の
念
を
抱
か
し
め
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
言
語
と
論
理
と
の
闇
係
に
關

す
る
の
み
な
ら
ず
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
學
の
實
存
的
書
意
に
關
し
て
み
る
。
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
存
在
と
購
．
闇
」
の
中
で
、
彼
自
身

「
日
常
性
」
と
か
「
マ
ン
」
と
か
「
マ
ン
へ
の
頽
落
」
と
か
「
難
質
し
に
關
す
る
思
想
を
展
開
し
た
Q
そ
し
て
こ
N
か
ら
見
て
彼
の
費
存

　
　
　
鱒
ハ
η
サ
轡
晶
塁
に
ク
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
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○

的
悪
心
審
は
、
か
く
の
如
き
人
聞
の
貫
正
な
ら
ざ
る
在
り
方
の
危
険
を
明
確
に
す
る
と
共
に
、
か
x
る
准
り
方
に
写
し
て
眞
正
な
る
在
り

方
を
立
て
る
と
い
ふ
企
て
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
得
る
。
所
で
こ
N
で
問
題
に
な
る
寮
は
、
臼
常
性
に
厨
す
る
誤
聞
的
な
言
語
は
、
そ
の

上
に
於
て
翼
正
な
在
り
方
と
頽
落
的
な
在
り
方
と
が
隈
別
さ
れ
得
る
と
こ
ろ
の
適
當
な
地
盤
で
あ
る
か
否
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
様
な
濫
獲
黙
そ
れ
自
身
が
、
か
く
の
如
き
塵
別
そ
れ
自
身
が
輩
に
一
つ
の
解
繹
に
す
ぎ
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
、
而
も
使
は
れ
た
言

葉
の
意
味
の
中
で
の
箪
な
る
解
繹
に
す
ぎ
ぬ
と
い
ふ
纂
を
暗
示
し
て
は
み
な
い
で
あ
ら
う
か
。
】
つ
の
例
を
示
さ
う
。
牽
引
は
ド
イ
ツ
語

で
「
U
器
①
冒
」
と
言
ふ
ー
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
彼
の
分
析
を
こ
の
言
葉
に
基
い
て
行
っ
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
正
し
く
こ
の
纂
に
よ
っ

て
彼
は
日
常
的
な
話
し
方
へ
の
頽
落
に
陥
り
そ
の
犠
牲
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
一
我
汝
は
U
9
ω
Φ
冒
と
言
ひ
そ
の

言
葉
に
よ
っ
て
そ
こ
に
あ
る
存
在
、
若
し
く
は
そ
れ
の
U
国
で
あ
る
存
在
を
意
味
す
る
Q
そ
れ
は
「
つ
の
田
常
的
な
、
多
分
表
面
的
で
す

ら
あ
る
と
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
り
、
決
し
て
特
に
深
い
哲
學
的
な
思
想
と
い
ふ
も
の
で
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
人
は
そ
の
審
を
そ
れ
と
は
別
の

様
に
考
ヘ
フ
ラ
ン
ス
人
は
災
に
別
な
様
に
考
へ
る
。
こ
の
審
の
う
ち
に
、
私
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
學
と
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
哲
學
の

巾
に
於
て
、
例
へ
ば
論
理
實
誰
圭
義
の
中
に
於
い
て
、
コ
モ
ン
セ
ン
ス
が
演
じ
て
み
る
役
馬
と
の
い
か
が
わ
し
い
不
行
を
認
め
る
。

　
先
に
我
々
が
語
っ
た
如
く
費
澄
圭
義
は
結
局
常
識
の
哲
學
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
費
誰
圭
義
が
爲
す
諸
々
の
内
容
的
陳
蓮
、
つ
ま
り
賢

誰
義
義
が
形
而
上
學
を
も
つ
て
み
る
と
す
れ
ぽ
そ
の
形
而
上
學
は
、
當
識
か
ら
取
っ
て
來
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
。
下
墨
に
ハ
イ
デ
ッ

ガ
…
の
哲
學
の
諸
汝
の
決
定
的
な
思
想
は
日
常
の
言
語
の
分
析
か
ら
取
っ
て
來
ら
れ
て
る
る
。

　
最
後
に
私
は
も
う
一
つ
別
の
準
行
的
な
黙
に
貯
及
し
た
い
Q
そ
れ
は
論
理
實
誰
圭
義
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
學
と
の
中
に
於
て
、
も
と

よ
り
多
少
異
っ
た
…
槻
鮪
の
中
に
於
て
で
あ
る
と
は
言
へ
、
言
語
に
與
へ
ら
れ
る
重
要
性
で
あ
る
。
爾
者
は
全
く
相
異
つ
た
道
を
経
て
等
し

い
結
果
に
到
達
し
て
み
る
。
総
て
の
哲
學
的
問
題
は
言
語
の
分
析
の
問
題
で
あ
る
と
カ
ル
ナ
ッ
プ
は
言
膀
し
、
私
の
言
葉
の
限
界
は
私
の

世
界
の
限
界
を
意
味
す
る
と
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
は
言
ひ
、
言
語
は
存
在
の
住
家
で
あ
る
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
言
ふ
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
於
て
爲
さ
れ
て
る
る
如
き
磁
界
に
つ
い
て
の
骨
頂
的
－
賢
存
論
油
締
繹
は
彼
の
哲
學
の
中
に
於
け
る
其
、
灘
的
な
臼
常

卿
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聲
語
の
役
割
と
聯
闘
…
し
て
み
る
。
彼
が
謬
る
存
在
す
る
も
の
に
向
っ
て
立
て
る
問
は
、
　
「
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
」
と
か
「
そ
れ
は
如
何
に

あ
る
か
し
と
い
ふ
問
で
は
な
く
、
「
そ
れ
は
何
の
役
に
立
つ
か
」
「
そ
れ
は
何
の
爲
に
あ
る
か
」
と
い
ふ
問
で
あ
る
。
そ
れ
故
院
に
と
っ
て

は
一
つ
の
物
は
先
づ
第
一
に
直
前
に
在
る
も
の
で
は
な
い
、
帥
ち
人
が
槻
察
し
つ
x
自
分
の
周
圃
を
見
廻
し
な
が
ら
眼
の
鑓
に
見
寓
す
所

の
煙
る
物
で
は
な
い
Q
さ
う
で
は
な
く
し
て
手
も
と
に
あ
る
も
の
、
即
ち
私
が
手
で
以
て
何
か
あ
る
こ
と
の
爲
に
使
ひ
得
る
と
こ
ろ
の
留

る
物
で
あ
る
。
か
く
し
て
諸
々
の
も
の
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
道
士
と
い
ふ
盤
格
を
も
つ
て
み
る
。
こ
の
や
う
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
は
、
〉
、
の
中
に
於
て
諸
々
の
も
の
が
私
に
と
っ
て
あ
る
意
味
を
も
つ
て
居
り
、
一
定
の
意
圖
の
爲
に
使
わ
れ
得
た
り
使
わ
れ
得
な
か
っ

た
り
す
る
灰
の
、
環
境
鞭
界
に
封
ず
る
日
常
的
－
具
灘
的
態
度
か
ら
出
立
す
る
。
　
そ
れ
で
ハ
，
擁
デ
ッ
ガ
ー
は
彼
が
關
心
（
ω
o
置
Φ
）
と
名

づ
け
る
と
こ
ろ
の
も
の
か
ら
轟
賑
す
る
。
現
存
在
の
存
在
は
關
心
で
あ
り
、
關
心
と
は
自
分
自
身
の
爲
に
且
又
自
分
と
一
緒
に
存
在
し
て

み
る
も
の
の
爲
に
心
を
配
る
と
い
ふ
態
度
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
私
が
諸
汝
の
も
の
を
そ
れ
ら
の
も
の
に
卒
す
る
私
の
使
用
可
能

性
を
計
算
に
入
れ
る
こ
と
な
く
そ
れ
ら
の
も
の
が
そ
れ
ら
自
身
に
重
て
あ
る
昂
り
に
観
察
す
る
と
い
ふ
距
離
を
と
っ
た
反
省
的
な
態
度
か

ら
出
　
立
す
る
の
で
は
な
い
。
か
う
し
た
槻
察
的
な
距
離
を
と
っ
た
態
度
と
い
ふ
も
の
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
あ
る
全
く
唾
棄
さ

る
べ
き
蛮
柄
で
さ
へ
あ
る
。
か
N
る
態
度
を
彼
は
「
ぼ
や
っ
と
眺
め
る
」
（
ひ
q
節
融
窪
）
と
い
ふ
落
葉
で
呼
ん
で
み
る
。
そ
れ
故
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
の
漬
ふ
僅
界
は
本
麻
は
「
世
界
し
（
≦
Φ
犀
）
で
は
な
く
、
環
境
救
界
（
q
B
ミ
Φ
冨
）
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
私
の
廻
り
の
激
界
、

私
と
私
の
諸
々
の
欲
求
に
属
し
て
み
る
と
こ
ろ
の
世
界
で
あ
り
、
私
の
諸
々
の
意
圏
を
達
成
す
る
爲
の
道
呉
と
し
て
の
世
界
で
あ
る
。
そ

れ
故
こ
の
様
な
世
界
は
ど
こ
迄
行
っ
て
も
遠
近
法
的
な
世
界
で
あ
り
、
私
の
諸
々
の
意
圖
が
攣
る
な
ら
ば
さ
う
い
ふ
椴
界
も
攣
る
の
で
あ

る
。
か
エ
る
遠
近
法
的
な
松
界
は
私
の
立
場
に
依
存
し
て
み
る
。
そ
れ
は
氣
分
的
に
規
定
さ
れ
た
世
界
で
あ
り
、
私
の
氣
分
の
音
調
を
も

つ
て
み
る
。

　
し
か
し
環
境
磁
界
に
封
ず
る
こ
の
檬
な
關
心
的
な
態
度
に
盧
面
し
て
我
々
は
次
の
如
く
問
ふ
。
帥
．
ち
關
心
は
果
し
て
費
際
に
現
存
在
の

基
礎
的
な
存
在
の
仕
方
で
あ
ら
う
か
一
然
も
自
分
自
身
に
封
ず
る
閥
心
と
い
ふ
も
の
が
。
更
に
そ
の
關
心
は
現
存
在
の
唯
一
の
存
在
の

　
　
　
賀
存
哲
學
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳳
一
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剛
結

仕
方
で
あ
ら
う
か
。
さ
う
い
ふ
在
り
方
を
高
く
越
え
る
と
い
ふ
箏
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
或
は
叉
さ
う
い
ふ
關
心
的
な
在
り
方
を
度
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

視
す
る
と
い
ふ
在
り
方
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
惟
の
心
界
（
ミ
唱
ミ
ハ
ミ
ミ
n
S
ハ
）
、
パ
ル
メ
ユ
デ
ス
の
ヌ
ー
ス
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
紳
、
こ
れ
等
は
關
心
と
い
ふ
相
を
示
さ
な
い
。
ゲ
ー
テ
の
大
き
な
妄
想
的
な
眼
、
こ
の
オ
リ
ン
ピ
ア
的
超
俗
、
或
は
又
科

學
が
も
っ
て
み
る
冷
い
微
視
的
な
ま
な
ざ
し
、
そ
れ
ら
は
ま
さ
し
く
人
間
的
覗
力
が
そ
の
現
存
在
と
い
ふ
立
場
を
越
え
て
高
ま
っ
た
と
こ

ろ
の
形
態
で
あ
る
。
更
に
「
戯
れ
」
（
ω
讐
露
）
と
い
ふ
こ
と
も
亦
現
存
在
の
一
つ
の
在
り
方
で
あ
り
、
そ
の
中
に
重
て
は
優
越
し
た
無
關

心
、
漬
は
ば
あ
る
仕
方
で
世
界
の
外
に
立
つ
と
い
ふ
こ
と
が
現
れ
て
み
る
。
璽
に
又
我
λ
は
総
て
の
遠
近
法
的
糧
界
に
愛
し
て
世
界
そ
の

も
の
つ
ま
り
我
々
総
て
の
も
の
が
～
致
し
て
思
考
し
て
み
る
唯
　
の
客
槻
的
価
界
を
求
め
る
。
資
際
こ
エ
に
於
て
は
錦
卵
論
と
か
槻
念
論

と
か
穿
聞
題
で
は
な
く
、
又
そ
こ
に
は
猫
在
論
に
陥
る
と
い
ふ
懸
念
も
あ
り
得
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
於
て
間
は
れ
て
る
る
の
は
種
下

　
も
　
　
も

の
意
味
で
あ
る
。
我
六
は
線
て
一
致
し
て
こ
の
僅
界
の
意
味
を
思
考
し
て
み
る
の
で
あ
り
、
我
々
の
そ
の
都
度
自
分
の
も
の
た
る
配
慮
さ

れ
關
心
さ
れ
た
環
境
世
界
の
申
に
在
っ
て
、
我
々
は
こ
の
唯
一
の
同
一
的
に
思
考
さ
れ
た
世
界
を
求
め
て
み
る
。
遭
際
我
々
は
此
世
界
そ

れ
自
身
に
つ
い
て
語
る
。
そ
の
灘
界
そ
の
も
の
の
中
に
於
て
我
々
は
共
同
し
て
我
女
自
身
を
方
向
づ
け
、
而
も
一
定
の
成
果
を
お
さ
め
て

み
る
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
こ
の
唯
二
の
公
界
は
遠
近
法
的
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
私
が
あ
る
と
こ
ろ
の
私
を
と
り
ま
く
世
界
で
は
な
く
、

世
界
自
欄
で
あ
り
、
世
界
霞
禮
に
暫
し
て
私
は
隈
界
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
如
何
な
る
意
昧
で
の
限
界
か
と
云
へ
ぽ
、
私
は
観
察
す
る
眼
、

一
切
を
見
な
が
ら
自
分
自
身
だ
け
を
見
な
い
槻
慨
す
る
眼
な
の
で
あ
る
。
こ
の
世
界
は
そ
の
中
に
於
て
私
が
關
心
す
る
の
で
は
な
く
て
認

識
す
る
所
の
世
界
で
あ
り
、
そ
の
世
界
の
中
に
あ
る
諸
々
の
物
は
道
共
で
は
な
く
し
て
客
膿
で
あ
る
。
私
が
云
は
ば
一
箇
の
無
限
遠
黙
と

し
て
私
を
世
界
に
關
ら
し
め
る
こ
と
に
於
て
、
世
界
は
総
て
の
個
別
的
な
諸
世
界
の
共
通
な
る
交
叉
黙
と
な
る
。
か
x
る
世
界
は
そ
れ
に

つ
い
て
の
曾
て
の
維
験
に
纂
い
て
、
同
一
的
と
し
て
確
か
め
ら
れ
る
所
の
も
の
で
あ
る
。
吾
々
が
「
灰
墨
」
し
て
み
る
「
つ
の
糠
界
が
あ

る
。
吾
々
は
世
界
を
持
つ
。
吾
々
が
所
有
す
る
所
の
も
の
は
吾
々
自
身
で
は
な
い
。
世
界
内
存
在
と
し
て
の
灘
界
の
悪
相
（
］
≦
o
山
型
）
は

ハ
　
ベ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
イ
ン

駈
有
で
は
な
く
て
、
存
在
で
あ
る
。

榊
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こ
れ
に
封
ず
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
答
は
お
そ
ら
く
次
の
や
う
な
も
の
で
あ
ら
う
。
帥
ち
だ
だ
そ
こ
に
あ
る
も
の
（
創
9
。
ω
＜
o
昏
器
儀
。
口
Φ
）

は
手
も
と
に
志
4
3
る
も
の
に
謝
し
て
ひ
と
つ
の
訣
如
的
な
様
相
（
①
ぎ
鳥
Φ
智
圃
①
馨
霧
鼠
。
砦
ω
）
に
湯
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
抽
象
化
す
る
態
度

は
關
心
的
態
度
の
ひ
と
つ
の
隠
避
態
で
あ
り
、
没
遠
近
法
的
な
も
の
は
ひ
と
つ
の
訣
性
物
で
あ
り
、
か
く
し
て
客
雲
影
世
界
は
具
膿
的
世

界
か
ら
蹴
る
も
の
を
減
じ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
や
う
な
論
議
の
仕
方
・
・
て
れ
自
身
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
推
の
一
部
分
を
な
し
て

み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
男
憎
膿
を
聞
題
に
し
ょ
う
と
す
る
す
べ
て
の
討
論
の
内
で
は
、
い
か
が
は
し
い
論
じ
方
で
あ

る
。
更
に
ま
た
こ
の
や
う
な
議
論
の
仕
方
は
ジ
ェ
ス
ヰ
ッ
事
の
使
ふ
論
理
と
類
似
し
た
危
賦
性
を
も
つ
て
を
り
、
實
際
上
は
精
神
分
析
家

た
ち
が
適
用
し
て
み
る
や
り
方
と
同
じ
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
鉄
性
相
に
基
く
立
論
（
翁
。
品
億
ヨ
Φ
馨
暮
…
o
Φ
属
鷲
貯
恥
陣
貯
。
）
と
名
附
け
た

い
。
人
が
あ
る
｝
つ
の
葉
張
を
か
か
げ
る
と
す
る
。
敵
封
潜
は
そ
の
鴬
張
を
受
容
れ
る
か
受
容
れ
な
い
か
で
あ
る
。
も
し
敵
愚
者
が
そ
の

圭
張
を
受
容
れ
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
。
も
し
敵
思
者
が
そ
の
蟹
玉
を
拒
否
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
、
彼
が
正
し
く
拒
否
す
る

と
い
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
主
張
内
容
に
囚
は
れ
て
を
り
、
そ
の
主
張
内
容
に
給
し
て
或
る
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
も
つ
て
を
り
、
問
題
を

充
分
深
く
理
解
し
て
を
ら
ず
、
彼
の
否
認
自
身
が
な
ほ
肯
定
の
】
形
式
に
す
ぎ
な
い
の
に
氣
が
つ
か
な
い
こ
と
を
示
し
て
み
る
。

　
帥
ち
敵
拙
者
の
思
想
は
聖
歌
的
に
し
て
翼
費
な
患
想
の
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
嘗
葉
で
言
へ
ば
根
源
的
な
も
の
の
訣
里
雪
に
過
ぎ
な
い
と

い
ふ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
こ
の
や
う
な
論
理
は
も
は
や
翼
と
儒
と
の
聞
で
思
惟
す
る
の
で
は
な
く
、
根
源
的
と
訣
如
的
と
い
ふ
こ
と
の

聞
で
思
推
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
際
欲
如
的
な
も
の
は
根
源
的
な
も
の
の
否
定
で
は
な
く
、
軍
に
娘
源
的
な
も
の
の
鉄
性
相
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
我
々
は
根
源
性
（
』
冨
q
議
勺
慈
ご
ゆ
q
観
。
ず
搾
O
凶
幹
）
と
い
ふ
問
題
に
到
達
す
る
Q
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
彼
の
解
繹
が
通
常
の
思

惟
よ
り
　
暦
根
源
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
要
求
し
て
み
る
Q
賢
存
的
な
も
の
は
客
観
性
よ
り
　
暦
根
源
的
で
あ
る
Q
私
が
彼
に
こ
の
や

う
な
考
へ
を
蓮
べ
た
時
、
さ
う
い
ふ
こ
と
を
彼
が
私
に
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
私
に
は
彼
の
思
惟
の
特
徴
を
極
め
て
よ
く
示

し
て
み
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
彼
は
彼
の
な
す
解
鐸
が
反
封
考
の
そ
れ
よ
り
一
層
眞
費
で
あ
る
と
か
、
　
一
時
實
り
多
い
も
の
で
あ
る
と

　
　
　
實
存
哲
穆
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
心



358

　
　
　
哲
雛
糾
兜
　
纂
四
…
爵
四
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黒
隅

か
、
一
暦
良
い
も
の
で
あ
る
と
か
、
…
暦
右
谷
な
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
に
答
号
す
る
の
で
は
な
く
、
一
男
摂
源
的
で
あ
る
と
答
署
す

る
の
で
あ
る
Q
か
く
し
て
議
論
の
重
み
の
全
r
膿
は
根
源
性
の
意
味
へ
の
間
に
全
面
的
に
移
し
置
か
似
ば
な
ら
な
く
な
る
。
根
源
性
と
は
何

を
意
味
す
る
か
。
そ
れ
は
如
何
な
る
と
こ
ろ
で
意
味
を
も
つ
の
か
。

　
と
こ
ろ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
；
自
身
が
根
源
性
の
意
味
へ
の
か
う
い
ふ
問
ひ
を
立
て
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
根
源

性
と
い
ふ
こ
と
は
甚
だ
多
く
語
ら
れ
、
論
理
が
根
源
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
る
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
根

源
的
な
も
の
が
果
し
て
論
理
的
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
か
否
か
と
い
ふ
こ
と
は
問
は
れ
て
る
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
残
念
な
が
ら
私
は
こ
の
間
の
一
夢
精
麿
な
研
究
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
は
た
だ
私
の
研
究
の
結
果
獲
ら
れ
た
二

三
の
成
果
を
簡
箪
に
指
示
す
る
に
留
め
よ
う
と
思
ふ
。

山ノ、

　
根
源
性
は
一
つ
の
限
定
さ
れ
た
ダ
，
↓
ナ
ミ
ッ
ク
な
風
戸
的
な
思
惟
に
お
い
て
の
み
使
は
れ
う
る
と
こ
ろ
の
判
別
規
準
（
一
（
噌
一
個
①
噌
一
離
懲
P
）

で
あ
．
る
Q
何
故
な
ら
ば
そ
れ
は
さ
う
い
ふ
思
椎
の
内
部
に
お
い
て
の
み
意
味
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
例
へ
ば
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
の
哲
學
の
内
に
お
い
て
は
意
味
あ
る
規
準
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
哲
即
金
膿
を
そ
の
他
の
諸
哲
學
と
比
較
す
る
場
合
に
は
そ
れ
は
通
用

し
な
い
Q
一
鰹
何
故
に
世
界
に
つ
い
て
の
一
つ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
1
道
学
的
な
解
樺
が
数
學
的
な
抽
象
化
的
な
解
櫛
よ
り
一
居
根
源

的
で
あ
る
べ
き
な
の
で
あ
ら
う
か
。
根
源
的
と
い
ふ
こ
と
は
一
つ
の
實
存
的
範
疇
で
あ
っ
て
決
し
て
論
理
的
規
準
で
は
な
い
Q
「
根
源
的
」

（
舞
ω
實
¢
謬
ぴ
q
潔
。
げ
）
と
い
ふ
こ
と
は
「
眞
正
な
」
（
Φ
o
冨
）
と
か
「
本
丁
的
」
（
①
諮
Φ
翼
嵩
9
）
と
か
「
貫
創
な
」
（
Φ
議
除
）
と
い
ふ
こ
と
と

一
膿
を
な
し
て
み
る
。
根
源
性
と
し
て
の
眞
理
は
客
槻
性
と
し
て
の
眞
理
と
は
別
の
騰
る
も
の
を
言
は
ん
と
し
て
を
り
、
お
そ
ら
く
ま
た

そ
の
正
反
封
の
こ
と
を
も
意
味
し
て
み
る
。
そ
れ
は
客
観
的
な
眞
理
に
擁
し
て
實
存
的
．
眞
理
で
あ
る
。

　
し
か
し
「
根
源
性
」
が
隠
然
の
規
準
と
な
り
、
論
理
が
一
暦
根
源
的
な
聞
の
渦
の
内
に
解
膿
さ
れ
る
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
｝
膿
如
何
に
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し
ゅ
っ
た
い

し
て
出
來
し
え
た
の
で
あ
ら
う
か
（
「
形
而
上
學
と
は
何
か
」
）
。

　
哲
學
に
お
い
て
近
頃
に
な
っ
て
始
め
て
根
源
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
披
所
と
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
歴
皮
的
．
か
研
究

に
よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
る
Q
そ
れ
故
我
六
は
我
々
の
問
に
封
ず
る
一
つ
の
歴
庚
的
な
箸
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
Q

　
「
根
源
的
」
と
は
ひ
と
つ
の
實
存
的
i
時
聞
的
な
範
疇
で
あ
る
。
翼
理
が
無
時
聞
的
存
在
の
地
準
の
内
で
思
惟
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は

根
源
性
は
翼
理
の
規
準
に
は
な
り
え
な
い
Q
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
の
思
惟
は
、
常
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
常
に
あ
る
の
で
あ
ら
う
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
　
　
へ

に
關
心
し
て
み
た
の
で
あ
る
Q
そ
れ
故
に
ギ
リ
シ
ャ
語
の
書
ぺ
繕
と
い
ふ
こ
と
は
た
し
か
に
「
始
め
か
ら
」
（
〈
O
昌
跨
昌
σ
⑦
ぴ
q
一
旨
昌
）
と
い

ふ
こ
と
を
意
味
し
て
み
た
が
、
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
ま
た
「
常
に
」
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
し
て
み
た
Q
ア
ル
ケ
ー
は
た
し
か
に
端
初
で

あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
絡
末
で
も
あ
る
Q
何
故
な
ら
ば
時
聞
の
方
向
は
、
か
の
プ
ラ
｝
ン
の
こ
三
｝
ス
に
お
け
る
が
如
く
、
向
き
を
墾
へ

ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
三
蓋
に
害
す
る
ギ
リ
シ
ャ
の
循
環
醗
に
從
へ
ぽ
初
め
と
終
り
と
は
一
つ
に
嘉
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
人
に

と
っ
て
は
一
驚
先
な
る
も
の
と
し
て
の
根
源
は
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
一
族
眞
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
Q

更
に
ま
た
中
世
杢
器
を
通
じ
て
、
そ
し
て
ま
た
カ
ン
ト
に
到
る
ま
で
は
、
我
々
は
根
源
性
と
い
ふ
概
念
を
求
め
て
も
無
駄
で
あ
る
。
カ
ン

ト
に
お
い
て
は
「
感
性
か
ら
猫
露
な
悟
性
の
内
に
お
け
る
範
疇
の
根
源
」
と
か
、
認
識
の
根
源
的
な
胚
種
と
い
ふ
こ
と
が
語
ら
れ
て
み

る
Q
　
「
純
粋
統
畳
、
言
ひ
換
へ
れ
ば
根
源
的
な
統
畳
」
は
そ
の
他
の
如
何
な
る
も
の
か
ら
も
導
き
出
さ
れ
え
な
い
が
故
に
経
駒
的
統
畳
か

ら
分
離
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
根
源
的
と
は
も
ろ
も
ろ
の
寒
冬
や
経
験
を
離
れ
て
純
粋
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り

そ
れ
は
本
黒
煙
に
根
源
的
な
も
の
は
理
性
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
し
て
み
る
。
何
故
な
ら
ば
純
粋
理
性
こ
そ
根
源
的
撃
茎
性
の
唯
一

の
能
力
で
あ
る
か
ら
。
か
く
し
て
こ
こ
に
お
い
て
は
、
つ
ま
り
理
盤
と
根
源
と
が
同
一
で
あ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
、
根
源
的
な
も
の
は

論
理
的
な
も
の
に
反
響
し
て
猷
さ
れ
る
切
札
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
根
源
的
な
も
の
は
理
性
と
論
理
と
に
反
封
ず
る
と
と

も
に
、
そ
れ
ら
の
上
に
位
す
る
が
如
き
規
準
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
こ
で
は
根
源
的
な
る
も
の
は
未
だ
如
何
な
る
賢
存

的
i
時
聞
的
な
意
味
・
を
も
も
っ
て
“
4
9
な
い
。
何
故
な
ら
ば
理
性
が
絶
え
ず
新
た
に
現
象
し
て
來
る
も
と
は
理
性
の
叡
知
的
無
時
開
的
根
底

　
　
　
貿
嘉
哲
學
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
瓢



　
　
　
　
　
　
哲
學
研
虎
二
四
再
闘
＋
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

60
3
　
　
に
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
根
源
性
に
關
す
る
間
ひ
は
未
だ
術
ほ
時
聞
の
次
元
の
内
に
入
り
込
ん
で
來
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
根
源
を
「
も
ろ
も
ろ
の
思
惟
法
則
の
思
惟
法
則
」
と
名
附
け
た
と
こ
ろ
の
コ
ー
ヘ
ン
に
み
ら
れ
る
如
く
、
カ
ン
ト
金
山
の
追
求
に
お
い

　
　
て
根
源
の
聞
題
が
ま
す
ま
す
中
心
的
な
聞
ひ
に
な
っ
て
煮
た
と
は
い
へ
、
哲
學
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
來
通
有
の
理
論
的
態
度
に
縛
ら
れ

　
　
て
る
た
隈
り
は
、
そ
れ
は
ま
だ
根
源
性
の
實
存
的
意
味
と
い
ふ
こ
と
に
ま
で
は
到
達
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
糎
界
を
粛
正
せ
ん
と
す

　
　
る
要
求
に
よ
っ
て
生
じ
た
哲
學
の
意
味
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
縛
倒
に
し
て
始
め
て
、
つ
ま
り
行
爲
の
哲
學
（
マ
ル
ク
ス
、
ニ
ー
チ
ェ
）
に
し

　
　
て
始
め
て
理
論
的
な
も
の
と
親
想
的
理
性
に
封
ず
る
叛
逆
を
惹
き
起
し
た
の
で
あ
る
。
我
々
が
一
般
に
歴
史
論
義
と
し
て
特
色
づ
け
て
る

　
　
る
蓮
動
は
さ
う
い
ふ
や
う
に
し
て
出
て
來
た
の
で
あ
る
。
歴
史
葬
車
は
末
世
の
時
代
（
国
巳
N
9
け
）
の
思
惟
で
あ
り
、
そ
の
眼
差
し
は
後

　
　
に
向
ふ
Q
こ
の
や
う
な
末
世
の
時
代
と
し
て
そ
の
思
惟
は
傳
統
を
負
は
さ
れ
て
を
り
、
こ
の
匝
荷
の
も
と
で
苦
し
ん
で
み
る
。
こ
の
傳
統

　
　
言
ひ
換
へ
れ
ば
文
化
は
、
根
源
的
自
然
と
の
甲
立
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
。
　
「
交
化
は
人
聞
が
彼
の
裸
身
を
自
分
自
身
の
前
に
蔽
ひ
隠
す
と

　
　
こ
ろ
に
そ
の
本
質
を
も
つ
て
み
る
。
」
　
さ
う
し
て
こ
の
や
う
な
丈
長
に
封
ず
る
疲
勢
か
ら
根
源
的
な
も
の
と
し
て
の
自
然
へ
群
れ
と
い
ふ

　
　
叫
び
が
鳴
り
響
い
て
來
た
の
で
あ
り
、
さ
う
い
ふ
叫
び
は
十
八
世
紀
の
蓉
套
墨
守
的
（
三
ω
8
裸
圃
ω
㌶
ω
o
ぴ
）
な
フ
ラ
ン
ス
に
起
り
、
　
更
に
ま

　
　
た
十
九
世
紀
野
牛
の
ド
イ
ツ
に
起
つ
た
の
で
あ
る
。
　
か
く
し
て
「
根
源
性
」
と
は
経
末
に
お
い
て
始
め
て
立
ち
現
れ
て
迂
る
ひ
と
つ
の

　
　
要
求
で
あ
る
Q
そ
れ
を
も
っ
と
巌
蜜
に
言
は
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
デ
カ
ダ
ン
ス
の
～
表
現
で
あ
る
。
原
始
人
の
聞
や
く
。
謎
。
寄
煮
干
Φ
戦

　
　
の
許
で
は
根
源
性
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
決
し
て
言
は
れ
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
根
源
的
で
あ
ら
ん
と
欲
し
、
ま
た
あ
り
え
ん
が
た
め
に

　
　
は
人
は
根
源
性
の
反
封
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
あ
り
え
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
Q

　
　
　
然
ら
ば
一
曹
如
何
に
し
て
根
源
的
な
も
の
が
眞
な
る
も
の
と
な
り
え
た
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
の
こ
と
の
褒
端
は
眞
な
る
も
の
が
肥
り
出

　
　
さ
れ
た
も
の
（
鳥
曽
ω
　
］
学
制
口
o
O
げ
舜
。
開
Φ
昌
Φ
）
と
し
て
理
解
さ
れ
、
思
惟
が
産
塒
（
国
碧
く
。
目
算
置
ひ
q
Φ
o
）
と
し
て
理
解
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
の
う

　
　
ち
に
存
す
る
。
古
代
に
お
い
て
は
、
眞
な
る
も
の
は
造
り
出
さ
れ
な
い
も
の
一
永
遠
な
も
の
で
あ
り
、
思
惟
は
理
槻
（
沖
。
鳶
？
）
で

　
　
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
哲
學
潜
の
す
べ
て
に
通
ず
る
一
般
的
な
考
へ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
反
し
て
近
代
に
お
い
て
は
、
人
は
彼
自
身
が
生
み
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出
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
だ
け
を
知
り
う
る
と
い
ふ
テ
ー
ゼ
が
サ
ン
チ
ェ
ス
や
ヴ
ィ
コ
や
カ
ン
ト
以
來
一
般
的
と
な
っ
た
Q
カ
ソ
↑
に
從
へ

ば
、
知
識
の
超
越
論
的
可
能
性
は
我
々
が
知
識
の
諸
形
式
岬
て
れ
自
身
を
生
み
嵩
ず
と
い
ふ
こ
と
に
存
す
る
〇
　
一
画
根
源
約
と
い
ふ
こ
と
は

こ
こ
で
は
非
時
聞
的
な
理
性
の
根
底
の
内
に
一
解
深
く
根
心
づ
け
ら
れ
て
る
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
Q
か
く
し
て
眞
な
る
も
の
は
、
そ
れ

が
造
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
一
方
で
は
甲
皮
i
i
し
か
も
そ
れ
は
人
聞
理
性
の
歴
史
で
あ
り
、
人
面
遜
性
の
客
槻
的
顯
現
と

し
て
捉
へ
ら
れ
た
歴
史
で
あ
る
t
と
聯
面
せ
し
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
翼
な
る
も
の
は
墨
壷
性
の
源
泉
と
し
て
の
自
由
と
含

し
て
認
る
。
こ
こ
か
ら
は
も
は
や
ほ
ん
の
数
歩
に
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
な
し
た
如
き
事
柄
に
到
る
の
で
あ
る
Q
そ
の
こ
と
と
は
理
性
自

身
を
時
聞
的
に
理
解
し
、
存
在
を
発
意
の
地
亭
の
内
へ
突
き
落
す
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
Q
現
存
在
全
際
が
そ
の
最
も
深
い
本
質
に
お
い
て

時
間
的
と
し
て
理
解
さ
れ
る
時
、
そ
の
時
こ
そ
帳
源
性
が
現
存
在
を
測
る
尺
度
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
我
々
の
研

究
の
結
果
と
し
て
次
の
や
う
に
呂
当
減
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
帳
源
性
と
は
」
凝
る
一
定
の
歴
史
的
四
位
か
ら
の
み
理
解
さ
れ
う
る
こ
と
で
あ

り
、
つ
ま
り
時
代
性
の
意
識
、
一
層
適
確
に
言
へ
ぽ
末
世
の
時
代
と
い
ふ
時
代
性
の
意
識
か
ら
の
み
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
P
ぎ

　
か
く
し
て
冷
点
は
最
後
の
潤
ひ
に
握
る
。
そ
の
聞
ひ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
現
存
在
の
時
聞
盤
に
閥
し
、
そ
の
こ
と
と
結
び
つ
い

て
現
存
在
の
有
限
性
に
關
す
る
。
愛
に
述
べ
た
如
く
、
お
そ
ら
く
現
存
在
の
有
限
性
と
い
ふ
こ
と
の
経
験
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
根
本
経
験

で
あ
る
で
あ
ら
う
Q
い
つ
れ
に
し
て
も
隣
．
間
性
と
い
ふ
こ
と
が
「
存
在
と
著
聞
し
を
理
解
す
る
た
め
の
櫃
要
の
鮎
で
あ
る
Q

　
何
故
に
こ
の
こ
と
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
根
本
経
験
に
な
っ
た
か
と
い
ふ
こ
と
を
語
る
の
は
難
し
い
。
か
う
い
ふ
こ
と
で
は
な
く
、
も
っ

と
ほ
か
の
こ
と
が
根
本
経
験
に
な
る
こ
と
も
で
き
た
こ
と
で
あ
ら
う
・
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
少
し
ぽ
か
り
思
辮
（
ω
O
⑦
貯
巳
讐
δ
ご
）
を
め

ぐ
ら
す
こ
と
を
許
さ
れ
た
い
Q

　
有
限
性
の
経
験
は
無
の
経
験
を
一
緒
に
含
ん
で
み
る
。
し
か
し
無
の
経
験
は
忍
言
す
る
考
の
経
験
で
あ
る
。
創
造
す
る
者
は
彼
の
創
逡

を
可
能
に
し
、
正
當
化
せ
ん
が
た
め
に
無
の
経
験
．
を
必
要
と
す
る
Q
恰
も
藝
術
家
が
手
を
も
つ
て
察
虚
な
誤
聞
に
掴
み
入
る
如
く
、
創
輩

す
る
者
は
常
に
無
の
内
に
向
っ
て
創
生
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
自
由
の
た
め
に
無
を
必
要
と
す
る
Q
　
鳳
。
び
び
ぎ
鷲
≦
o
N
¢
8
び
書
画
ゲ

　
　
　
璽
存
哲
…
學
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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哲
祭
研
兜
　
第
二
胃
四
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

ヨ
摯
。
0
7
Φ
●
（
私
は
そ
れ
に
向
っ
て
私
を
細
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
）
」
。
か
く
し
て
私
は
無
三
世
で
あ
る
が
故
に
自
由
で
あ
り
う
る
の
で

あ
る
。
　
「
紳
が
あ
り
う
る
と
す
る
な
ら
ば
私
は
そ
れ
に
耐
へ
ら
れ
な
い
だ
ら
う
」
と
ニ
ー
チ
ェ
が
言
っ
た
…
と
い
ふ
の
は
二
…
チ
ェ
は

彼
の
自
由
が
劇
限
さ
れ
る
の
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
が
一
さ
う
言
っ
た
如
・
＼
こ
こ
に
お
い
て
も
無
は
自
費
が
立
て
る
ひ
と
つ
の
要
求

で
あ
り
え
よ
う
Q
自
由
が
あ
り
え
ん
が
た
め
に
は
無
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
Q

　
そ
れ
に
反
し
て
理
論
的
に
親
譲
す
る
者
の
経
験
は
そ
れ
と
は
全
く
別
の
経
験
で
あ
る
Q
槻
想
す
る
者
に
と
っ
て
は
世
界
は
休
ら
ぎ
の
内

に
あ
り
、
永
遠
で
あ
り
、
無
限
で
あ
る
Q
何
故
な
ら
ぽ
そ
の
場
合
に
は
入
は
限
界
を
見
る
こ
と
は
で
き
ぬ
か
ら
で
あ
る
Q
も
し
限
界
を
見

う
る
と
す
れ
ば
、
既
に
そ
の
限
界
の
彼
方
に
立
た
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ら
う
か
ら
。
行
軍
す
る
者
だ
け
が
劉
る
薩
に
お
い
て
限
界
に
穿
き

鴬
る
Q
褒
に
ま
た
理
論
的
態
度
は
同
趣
と
隔
る
種
の
親
し
さ
を
も
っ
て
み
る
Q
同
心
は
時
闇
を
抹
画
す
る
如
き
仕
方
で
あ
り
、
同
意
し
つ

つ
そ
れ
は
過
去
を
同
時
的
に
す
る
Q
そ
れ
に
反
し
て
行
騙
す
る
者
の
第
一
次
的
方
向
は
將
來
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
彼
の

行
爲
的
一
非
理
論
的
な
根
本
態
度
に
慮
じ
て
時
磁
性
の
三
つ
の
脆
自
態
の
う
ち
、
將
來
が
第
一
の
地
位
を
占
め
て
み
る
。

　
喜
態
か
く
の
如
し
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
由
と
い
ふ
こ
と
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
學
の
最
も
深
い
根
披
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
で

あ
ら
う
。
自
由
と
い
ふ
こ
と
の
た
め
に
現
存
在
が
有
限
的
に
、
從
っ
て
ま
た
幽
暗
的
に
理
解
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
る
Q
自
由
で
あ
り
5
る

の
は
有
限
的
な
存
在
考
だ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
結
局
自
田
と
い
ふ
こ
と
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
の
全
膿
が
理
解
さ
れ
う
る
で
あ
ら

う
。　

我
六
は
以
上
の
如
き
恩
緋
に
お
い
て
か
う
い
っ
た
結
果
に
到
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
の
言
っ
て
み
る
舷
門
、

帥
ち
自
由
が
根
櫨
の
根
披
（
鳥
Φ
憎
○
詠
唱
Ω
α
①
已
D
9
，
直
ロ
畠
Φ
ω
）
で
あ
る
（
或
ひ
は
サ
ル
ト
ル
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
自
由
が
存
在
よ
り
も
ま

だ
前
に
あ
る
）
と
い
ふ
こ
と
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
は
そ
れ
ほ
ど
間
違
っ
て
み
る
だ
ら
う
か
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
か
く
の
如
き
人
間
像
に
面
し
て
そ
れ
と
は
異
な
る
も
う
…
つ
の
人
頭
像
が
封
峙
せ
し
め
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
か
Q
そ

の
入
開
像
と
は
自
由
か
ら
出
　
帰
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
ま
た
同
時
に
被
鈎
束
性
か
ら
出
立
し
、
そ
の
故
に
有
限
性
の
み
な
ら
ず
無
限
性



　
　
を
も
、
隣
開
性
の
み
な
ら
ず
非
時
聞
性
を
も
知
っ
て
み
る
如
き
人
聞
像
で
あ
る
Q

　
　
　
行
喫
す
る
考
と
し
て
は
我
々
は
到
る
嘘
に
限
界
に
ぶ
つ
か
る
Q
し
か
し
我
々
は
同
時
に
ま
た
槻
刻
す
る
者
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し

　
　
て
我
々
の
眼
差
し
は
無
限
な
も
の
の
内
に
入
っ
て
行
く
。
槻
航
す
る
者
と
し
て
我
々
は
ま
た
箪
純
な
直
黒
の
内
に
お
い
て
時
間
の
外
に
立

　
　
　
つ
。
審
美
的
な
一
翻
心
を
離
れ
た
盤
験
（
盆
ω
餌
ω
匪
①
菖
ω
。
び
高
話
①
お
ω
ω
巴
。
。
。
Φ
国
二
①
σ
巳
ω
）
は
死
の
盤
験
と
釣
合
ふ
重
さ
を
持
っ
て
る

　
　
る
。
審
美
的
’
、
砥
髄
験
内
に
お
い
て
我
々
は
永
遠
性
を
鰹
甚
し
、
瓢
箪
は
永
遠
な
る
も
の
に
與
っ
て
み
る
こ
と
に
感
づ
く
。
私
は
次
の
や
う

　
　
に
言
ひ
た
い
。
人
聞
は
有
限
的
に
あ
る
、
何
故
な
ら
ば
彼
は
限
界
を
経
験
す
る
か
ら
。
し
か
し
．
人
間
は
ま
た
無
限
的
に
あ
る
、
何
故
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
カ

　
　
ば
そ
の
限
界
は
彼
の
限
界
で
あ
り
、
彼
は
彼
の
限
界
自
身
を
経
験
す
る
の
で
山
‘
o
る
か
ら
Q
人
闇
は
自
分
自
身
に
と
っ
て
限
界
で
あ
り
、
石

　
　
や
植
物
や
動
物
と
異
っ
て
何
か
別
の
或
る
も
の
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
て
る
る
の
で
は
な
い
。
人
間
こ
そ
石
や
植
物
や
動
物
の
限
界
な

　
　
の
で
あ
る
。
人
間
ぱ
華
分
自
身
に
と
っ
て
「
つ
の
限
界
で
あ
り
、
正
し
く
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
彼
の
限
界
を
超
え
、
そ
の
彼
方
に
立

　
　
つ
て
み
る
。
人
間
は
超
越
（
8
塊
£
こ
謬
ω
N
Φ
嵩
山
①
切
N
）
を
も
っ
て
を
り
、
そ
の
超
越
は
彼
の
彼
方
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
彼
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
言
ひ
換
へ
れ
球
、
彼
の
木
質
は
超
越
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
超
越
し
行
く
存
在
者
は
同
時
に
有
限
的
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
な
ら
ば

　
　
彼
の
内
で
は
煙
る
も
の
が
超
越
さ
れ
る
か
ら
Q
し
か
し
ま
た
超
越
し
行
く
存
在
者
は
無
限
的
に
あ
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
、
何
故
な
ら
ば
そ
れ

　
　
は
そ
の
限
界
を
趨
え
て
行
く
か
ら
。
人
聞
が
そ
れ
自
身
を
記
聞
的
一
有
限
的
と
し
て
経
験
，
し
・
）
る
た
め
に
は
、
彼
は
既
に
非
時
聞
選
一
無

　
　
限
的
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
か
く
し
て
我
々
は
賢
存
主
義
翁
盤
に
か
か
は
る
纂
柄
に
再
び
婦
っ
て
來
る
Q
存
在
か
ら
患
期
す
る
と
い
ふ
こ
と
、
本
質
的
な
る
も
の
を

　
　
拒
否
す
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ
の
こ
と
は
賢
存
慮
義
を
し
て
無
に
封
面
せ
し
め
る
。
何
故
な
ら
ば
存
在
に
つ
い
て
語
ら
れ
う
る
こ
と
は
、
存

　
　
在
は
存
在
し
、
無
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
で
は
な
い
か
ら
。
こ
の
こ
と
は
賢
存
圭
義
の
内
に
或
る
周
有
な
室
虚

　
　
を
避
き
入
れ
る
。
そ
れ
は
無
の
絶
え
ざ
る
現
箭
に
よ
っ
て
惹
き
起
さ
れ
る
室
虚
で
あ
る
Q
し
か
し
な
が
ら
費
存
圭
義
者
た
ち
は
こ
の
室
盧

　
　
を
も
ち
こ
た
へ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
極
重
講
義
が
始
ま
っ
た
頭
初
に
お
い
て
は
こ
の
室
虚
は
非
眞
正
性
に
繋
す
る
論
孚
と
自
分
自
身
の

鵬　
　
　
　
　
　
幅
賃
存
暫
墨
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
篇
九
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哲
學
研
究
　
嬉
四
百
四
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

眞
劔
さ
と
い
ふ
パ
ト
ス
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
て
み
た
。
し
か
し
賢
存
意
嚢
の
蔓
延
に
俘
っ
て
論
雫
は
意
味
を
失
ひ
、
パ
ト
ス
は
簿
っ
べ
ら

に
な
っ
た
。
眞
察
に
樹
す
る
嫌
悪
（
9
鑑
。
吋
く
碧
巳
）
、
つ
ま
り
墜
虚
な
も
の
に
面
し
て
の
恐
怖
一
そ
れ
は
西
洋
全
鰹
の
思
惟
と
感
情
と

の
全
膿
を
規
定
し
て
み
る
も
の
で
あ
る
が
一
は
か
く
し
て
古
る
新
し
い
内
容
を
衡
動
的
に
求
め
て
行
っ
た
。
か
く
し
て
審
訊
話
に
上
る

　
ケ
し
レ

「
縛
岡
（
開
①
冨
Φ
）
」
と
い
ふ
こ
と
が
出
て
來
た
の
で
あ
る
。
そ
の
成
立
と
い
ふ
鮎
．
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
縛
同
は
實
存
圭
義
哲
掛
者
た
ち
の

圭
著
の
完
結
と
合
致
し
て
起
っ
て
る
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
「
存
在
と
時
聞
し
の
後
に
、
ヤ
パ
ー
ス
に
お
い
て
は
彼
の
「
哲
學
」

の
後
に
、
サ
ル
ト
ル
に
あ
っ
て
は
「
存
在
と
虚
無
」
の
後
に
。
　
「
存
在
と
時
閥
」
以
後
に
お
い
て
は
存
在
は
突
如
と
し
て
内
容
を
幣
び
、

素
質
を
も
つ
た
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
も
は
や
存
在
目
あ
る
（
ω
①
一
潟
H
Φ
の
ω
⑦
）
で
は
な
く
な
り
、
存
在
巨
あ
る
も
の
（
ω
①
《
”
目
Φ
房
）
と

な
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
存
在
を
ω
①
《
口
と
書
い
て
以
來
、
存
在
は
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
存
在
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
行
適
し
、
働
き
、
思

惟
し
、
自
已
を
啓
示
し
、
歴
史
を
も
つ
Q
か
く
し
て
今
や
基
礎
的
な
方
向
が
も
は
や
現
存
在
か
ら
存
在
へ
行
く
の
で
は
な
く
、
存
在
か
ら

現
存
在
へ
行
く
と
い
ふ
鮎
に
官
爵
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
同
じ
や
う
に
サ
ル
ト
ル
は
一
切
の
拘
束
の
外
な
る
鋭
き
自
由
と
い
ふ
こ
と
を
持

ち
こ
た
へ
な
い
で
、
政
治
蓮
動
に
關
塾
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
革
命
家
的
な
性
格
は
彼
を
し
て
謎
會
圭
義
の
方
向
に
押
し
や
っ
た

の
で
あ
る
。
「
汚
れ
た
手
』
か
ら
「
ネ
ク
ラ
ー
ソ
フ
」
に
至
る
ま
で
の
彼
の
最
近
の
劇
は
彼
の
本
山
の
關
心
添
が
賢
慶
的
i
政
治
的
な
も

の
で
あ
る
こ
と
を
ま
す
ま
す
は
っ
き
り
と
示
し
て
み
る
。
夏
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
費
存
に
つ
い
て
の
破
の
概
念
を
ま
す
ま
す
糸
魚
化
し
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
事
賢
聖
が
今
日
賢
存
に
つ
い
て
語
っ
て
み
る
と
こ
ろ
で
み
る
と
費
存
は
た
だ
輩
に
魂
（
ω
Φ
①
一
Φ
）
と
い
ふ
こ
と
の
別
名

に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
と
岡
時
に
彼
は
ま
た
明
ら
さ
ま
に
ま
す
ま
す
賢
存
哲
學
か
ら
離
れ
て
行
き
、
包
括
蔚
に
關
す
る
彼
の
理
性
哲
學
を
展
開

し
た
の
で
あ
る
。
（
包
括
者
の
哲
學
に
つ
い
て
は
、
我
汝
は
次
の
博
戯
に
語
り
た
い
と
思
ふ
。
）
こ
の
や
う
な
展
開
と
時
を
同
じ
く
し
て
實

存
主
義
の
批
制
者
た
ち
も
真
青
主
義
に
關
す
る
卜
書
に
賞
し
て
彼
ら
の
態
度
を
攣
更
し
た
の
で
あ
る
Q
實
存
圭
義
は
一
つ
の
通
ら
ね
ぽ
な

ら
な
い
途
中
段
階
と
か
、
危
機
の
哲
學
と
し
て
見
倣
さ
れ
て
る
る
Q
或
ひ
は
ま
た
そ
れ
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
哲
學
と
か
、
か
か
る
も
の
と
し

て
一
つ
の
必
然
的
な
煉
獄
（
℃
霞
か
q
馨
o
H
貯
ヨ
）
と
し
て
見
徹
さ
れ
て
み
る
Q
實
存
内
義
去
た
ち
自
身
か
ら
し
て
ユ
ヒ
リ
ズ
ム
を
そ
の
や
う



に
見
て
み
る
と
思
は
れ
る
が
、
し
か
し
彼
ら
は
無
論
の
こ
と
な
が
ら
自
分
自
身
の
立
場
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
同
一
寵
し
は
し
な
い
。
例
へ
ぽ

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
次
の
や
う
に
欝
っ
て
み
る
。
　
「
ユ
ヒ
リ
ズ
ム
は
哲
學
と
同
じ
位
古
い
。
・
：
二
一
ヒ
リ
ズ
ム
は
そ
の
内
に
お
い
て
眞
理
の
黄

金
が
本
物
の
金
で
あ
る
か
否
か
が
試
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
王
水
で
あ
る
。
」

　
彼
ら
の
根
本
の
意
園
が
失
は
れ
て
し
ま
は
な
い
隈
り
こ
の
轄
図
は
肯
定
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
Q
こ
の
韓
岡
は
部
分
的
に
は
、
根
本
の
意

圃
を
毒
す
る
煩
ひ
に
充
ち
た
現
象
畢
の
遺
産
の
克
服
を
意
味
し
さ
へ
も
す
る
Q
現
象
學
は
た
し
か
に
事
象
そ
の
も
の
へ
、
存
在
へ
哲
學
的

思
考
を
診
れ
戻
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
現
象
學
の
内
で
は
灘
界
は
轟
び
圭
観
と
客
語
と
に
裂
か
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
に
と
っ
て
も
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
も
現
象
學
と
違
っ
た
新
し
い
も
の
は
圭
槻
と
客
槻
と
を
包
む
も
の
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
そ

の
も
の
を
彼
自
身
包
括
者
と
名
附
け
て
み
る
Q
そ
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
上
に
学
べ
ら
れ
た
如
き
彼
ら
の
思
想
の
縛
同
を

噺
絶
（
切
盛
。
ぴ
）
と
は
見
徹
さ
ず
に
彼
ら
の
も
と
も
と
の
思
惟
の
首
尾
一
貫
し
た
五
聖
と
見
倣
し
て
み
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
正
當
な
こ

と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
我
々
は
誓
學
に
お
い
て
は
統
…
か
ら
出
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
統
一
は
思
想
褒
展

の
絡
り
に
到
っ
て
始
め
て
達
威
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
。
癒
學
的
思
索
は
賢
際
到
達
さ
れ
た
絡
り
か
ら
振
り
返
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は

そ
こ
か
ら
全
膿
を
も
う
一
度
別
な
仕
方
で
見
ん
が
た
め
で
あ
る
。

　
實
存
圭
義
を
流
行
と
か
、
デ
カ
ダ
ン
ス
と
か
、
既
に
通
ぎ
去
り
、
凌
駕
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
見
倣
す
こ
と
は
聞
違
ひ
で
あ
ら
う
。

實
存
置
義
は
あ
ら
ゆ
る
語
群
に
も
拘
ら
ず
存
澄
し
て
を
り
、
そ
れ
と
同
程
度
の
権
利
を
も
つ
て
言
論
の
名
に
慰
す
る
そ
の
他
の
哲
學
は
今

臼
未
だ
術
ほ
一
つ
も
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN
　　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE
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サ　ら

Uber　die：E．xistenzphilosoPhie

von・　Gerhard　Knauss

　　Von　ei籍er　Philosophie　erwartell　w三r　nicht　nur　foガ斑ale　Richtigkeit，

sondern　auch　inhaltliche　Wahrheit；nicht　nur　ieste　Uberzeugungen，　son－

dern　auch　Freiheit　des　Denl｛en3。　Dem　Positivisrnus　mangeit　das　erstere，

dem　Marxismus　das　letz亡ere。　Nur　die　Existenzphilosophie　scheint　heute

diese簸Erwartungen　zu　entsprechen．　Denn　den　traditionellen　k：王ass…schen

Schulen（Platonismus，　Thomismus，　K：an亡ianismus　usw．）feh王t　wiederum

der　Bezug　zur　historischen　Wirklichkelt　der　Gegenwar七．

　　D1e　Existenzphilosophie　hat　mannigfaltige　UrsprUnge．　Schelling，　Kier－

kegaard，　Nietzsche　und　d　e　moderne　Phtinomenologie　sind　daran　beteiligt．

Darum　ldsst　sie　sich　nicht　durch　gemeinsame　Thesen　de’lnieren，　sondern

durch　dle　Unbedingtheit　d3r　jeweil：gen　Gesinnung，　die　wahrschein監ich　in

e主ner　besonderen　Seln＄er葦aぬrung　begr蓑ndet　ist．　Bel　Heidegger　mag　es

die　Erfahrung　der　Endlichkeit　des　Dase1鍛s　sein，　be圭Jaspers　die　Brit－

chigke圭t　des　SeinS。

　　In　einer　die　Grundlialtung　de1’He1degge　rschen　Phi圭osophie　noch　immer

bejahenden，　aber　doch　gegen　sein　k：onkretes　Denk：en　kritischen　Ause沁an－

dersetzu籍g　erlaube　ichエnir量oigende　Einwtinde：
　　　し

　　Die　Priorit註t　des　Existentiellen　vor　dem　Essentiellen　widerspricht　dem

mensch三ichen　D3nken，　das，　wenn　es　mltteilbar　sein　wili，　immer　Aussage

sein　muss　und　in　dieser　sich　auf　ein　aUgemeines　Wesen　bezieht．

　　D圭eBenutzung　der　Sprache　als　Vehikel　des　Denken3　bringt　d圭e　Philo一

1



sophie　in　Gefahr，　ihre　Mitteilbarkeit　zu　verlieren．　Sie　bliebe　an　die

Zufalligkeit　ihrer　Muttersprache　gebunden　und　walre　unitbersetzbar．

C”bersetzbar　sind　nlcht　Worte，　sondern　Begriffe．　Wie　im　Posit1vismus

ist　die　Philosophie　der　Sprache　an　die　Stelle　der　klassischen　Erkenntnis－

theorle　getreten．

　　Der　Weltbegriff　in　seiner　Bezogenheit　auf　ein　Dasein　vei’standen　als

in－der－Welt－sein．　entspricht　mehr　dem　Begriff　von　Umweit　im　biologi－

schen　Sinn　als　dem　Begriff’　einer　objektiven，　gemeinsarnen，　identischen

Welt　eines　Bewusstseins　tibeyhaupt．　Es　ist　eine　mit　dem　Dasein　durch

dessen　Wirken　und　Bewirken　verbundene，　nicht　dem　Bewusstsein　gege－

bene　Welt．　Sie　hat　endliche　1－lorizonte　und　ist　durch　das　Dasein　ge－

st圭mmt。

　　Das　Heideggersche　Denken　denkt　nicht　in　der　Alternative　walir－falsch，

sondern　urspr“ng12ch－verfallen．　Ursprilnglichl〈eit　aber　ist　eine　1〈atego－

rie，　die　vorlaufig　nur　in　d－eser　Philosophie　Geltung　hat　und　ist　selbst

aus　einey　historisch－endzeitlichen　Situation　heraus　zu　verstehen．　Es　ist

eiRe　e）．cistentielle　1〈ategorie，　die　nicht　in　einer　das　Existentielle　zur

Frage　stellenden　Diskussion　als　Kriterium　anwendbar　ist．

　　Aus　einer　solchen　K’”ritik　ergibt　sich　dRc　s　B“」clitrfnis　nach　einem　mehr

mittleren　A（lenschen－und－Daseinsbegriff，　in　dem　llndlichkeit　und　Unendli－

chkeit　vereinigt　sind．　Das＄　dem　Menschen　seine　Endlichkeit　gegeben

ist，　n］acht　ihn　schon　unendlich，　ntimlich　tlber　seinen　Grenzen・stehend．

　　1）ie　K－ehre　in　der　Entwicklung　des　Denkens，　die　sich　sowohl　bei　Hei－

degger　als　auch　bei　Jaspers　und　Sartre　nachxveisen　12dsst，　und　in　der

sich　vielleicht　eine　Wende　zur　Offcnheit’　und　eine　Los16sung　von　der

Endlichkeit　des　Daseins　volizieht，　ist　darum　zu　bejahen．　lnsbesondere

scheint　sich　eiarin　die　ExistenzphilosoPhie　von　den　Klammern　der　philno－

menoiogischen　Denkweise　zu　befreien，　die　dem　eigentlichen　Anliegen

der　Existenzphilosoplaie　nicht　entspricht　und　darum　immer　als　innere

Hemmung　gewirkt　hat．
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