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『
先
験
約
統
「
堂
』
（
象
①
欝
勉
謬
終
Φ
昌
伽
の
簿
箪
①
》
℃
℃
Φ
塊
N
Φ
b
賦
。
嵩
）
が
『
先
験
的
．
藁
縄
諭
レ
及
び
ド
、
先
験
論
難
學
」
の
『
最
高
鮎
』
で
あ
る

塵
は
、
カ
ン
ト
が
自
ら
躰
，
口
明
す
る
臨
く
弔
、
あ
る
。
窃
お
ω
誤
讐
沓
）
然
し
そ
の
先
験
的
、
続
発
が
一
袖
珍
粥
な
る
煮
味
で
最
高
軸
で
あ
る
か

に
嘗
て
は
議
爾
が
絶
え
な
い
。
掌
る
確
論
職
験
的
、
認
誠
に
書
遍
安
當
性
の
先
験
翼
翼
的
蘇
礎
を
輿
へ
る
規
範
意
識
と
し
て
そ
れ
に
最
高
黙

な
る
所
以
を
見
出
し
、
業
他
の
者
は
．
、
表
繁
が
六
識
に
v
自
我
に
嫁
す
る
ほ
事
に
、
（
回
・
轟
然
轟
冨
器
・
旗
色
鴛
剛
く
巽
¢
』
冴
。
冨
富
励
嵐
Φ
巴
・

総
記
霧
」
白
。
．
α
）
即
ち
表
象
の
綜
脅
的
銃
一
を
可
能
に
す
る
先
験
．
製
靴
畳
の
喫
驚
的
圭
膿
性
に
そ
の
最
高
鮎
な
る
研
以
を
見
幽
す
。
面
饗
の

差
異
は
粥
潜
の
至
難
上
の
立
場
の
蕩
に
撃
つ
く
か
ら
、
蓮
に
そ
の
優
劣
を
瞬
嬉
し
欝
な
い
で
あ
ら
う
。
然
し
乍
ら
若
し
先
験
的
統
登
の
意

味
が
前
期
に
つ
き
る
と
す
れ
ば
、
先
騎
平
繍
縄
論
が
最
も
心
撫
を
注
い
だ
と
思
は
れ
る
直
槻
と
概
念
の
綜
合
的
統
一
の
閣
題
が
最
早
不
要

に
な
る
と
云
ふ
墨
は
、
容
易
に
懸
激
出
認
る
事
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
繕
験
的
表
穣
の
普
瀬
黛
営
桂
の
み
が
簡
．
題
で
あ
る
な
ら
ば
、
概
念
に

依
る
繧
験
的
表
穣
の
形
式
的
規
範
づ
け
の
み
を
明
ら
か
と
す
れ
ば
充
分
で
あ
り
、
爾
者
の
綜
奮
的
闘
係
、
或
は
か
エ
る
綜
含
的
關
係
を
可

能
な
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
の
先
験
的
続
発
の
翼
灘
的
作
用
と
云
っ
た
諸
問
題
を
抽
費
し
得
る
か
ら
で
あ
る
Q
カ
ン
ト
に
從
へ
ぽ
、
経
験

と
は
表
象
の
概
念
に
礎
ふ
綜
台
的
、
統
一
に
墓
づ
き
、
璽
に
か
玉
る
綜
合
と
は
『
圭
雛
の
自
已
活
動
の
細
い
（
ご
ご
爲
O
）
に
基
づ
く
。
藩
し
然

る
と
す
れ
ば
、
濁
題
の
重
錨
は
寧
ろ
感
性
と
悟
性
の
綜
合
的
關
係
に
、
或
は
圭
灌
の
作
用
、
圏
身
に
求
め
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
先
験
．
的
統
畳

に
就
て
云
へ
ば
、
感
能
と
悟
性
の
綜
合
的
關
係
を
、
纈
．
ち
凡
ゆ
る
認
識
を
可
能
な
ら
し
め
る
そ
の
根
源
藁
、
作
鏑
性
に
旗
の
意
味
が
求
め
ら

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
Q

　
　
　
カ
ン
ト
の
撫
瞼
約
統
灘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
識

「
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哲
挙
欝
究
　
薙
四
胃
四
十
灘
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
臨

　
勿
論
我
汝
も
、
カ
ン
ト
の
先
験
的
統
発
が
極
め
で
悟
性
空
義
的
で
あ
っ
た
纂
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
そ
し
て
又
カ
ン
｝
め
か
エ

る
齋
野
趣
竣
に
蟹
し
て
は
そ
れ
相
慮
の
根
披
を
見
出
す
も
の
で
も
あ
る
。
然
し
そ
れ
以
上
に
、
我
汝
は
カ
ン
ト
の
先
験
撃
茎
畳
を
作
用
的

に
解
し
、
そ
こ
に
厨
謂
自
我
の
野
望
を
先
取
す
る
に
充
分
な
根
蝶
を
持
っ
て
る
る
。
こ
の
小
論
は
先
験
的
統
畳
の
意
味
を
そ
の
働
に
、
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
號
）

び
働
の
自
畳
に
見
出
さ
ん
と
す
る
試
み
で
あ
る
Q

　
（
註
）
　
M
鷹
々
口
内
愛
山
・
、
・
孔
る
如
く
、
演
鮮
瞥
∴
繭
激
弔
一
回
　
け
…
㌫
冗
藍
蝋
心
潤
蝋
’
黒
円
、
ゆ
酔
二
樗
眠
け
…
売
臨
」
へ
鴎
蝶
晶
財
髄
乳
離
冷
．
撫
用
び
る
。
硬
倫
し
こ
の
小
矯
…
で
は
、
醐
…
出
嘱
の
晶
沌
蝋
ハ
冷
｝
躍
牢

　
　
　
へ
瓶
る
無
・
同
の
差
躍
恥
と
考
へ
、
　
特
に
爾
、
押
の
甑
心
乱
を
し
方
か
つ
た
。
・
狢
贈
船
一
批
甥
以
外
か
ら
の
引
用
は
カ
ッ
シ
ラ
ー
版
一
、
♂
予
融
は
エ
ル
ト
マ
ソ
に
依

　
　
　
つ
た
。

（
1
）

　
カ
ン
ト
に
從
へ
ば
、
凡
ゆ
る
経
験
的
直
競
は
既
に
門
心
性
の
鶴
自
な
働
』
（
閥
。
笛
Φ
甑
。
昌
㊦
欝
H
H
・
署
鉾
b
◇
G
◎
Φ
）
た
る
直
槻
形
式
、
察
聞
・
時
聞

に
於
て
始
め
て
可
能
な
我
表
の
表
象
で
あ
る
。
勿
論
直
擬
形
式
、
時
察
が
我
汝
の
働
で
あ
る
と
・
云
っ
て
も
、
そ
の
働
と
は
箪
に
『
封
象
に

依
っ
て
感
鱗
さ
れ
る
仕
方
い
（
》
，
お
難
じ
6
ω
。
。
）
即
ち
受
動
的
感
性
の
形
式
た
る
に
す
ぎ
ず
、
今
猫
如
何
な
る
自
搬
的
綜
合
を
も
含
ん
で
み
な

い
Q
直
親
形
式
が
受
動
約
に
働
く
と
は
、
凱
ハ
へ
ら
れ
る
限
り
の
質
料
を
自
己
の
質
料
と
し
て
、
自
己
に
撃
て
経
験
的
直
親
、
乃
至
現
象
と

し
て
可
能
な
ら
し
め
な
が
ら
、
そ
の
質
、
料
と
直
接
的
に
台
一
し
て
自
己
自
身
を
｛
解
し
て
み
な
い
凄
で
あ
る
Q
印
．
ち
悲
傷
鵜
式
、
畔
室
は

質
料
と
直
接
的
に
合
一
し
、
そ
の
階
興
質
料
を
璽
肉
的
、
或
は
時
閥
的
表
象
と
し
て
、
我
々
の
表
醸
と
し
て
可
能
な
ら
し
め
る
が
、
同
時

に
そ
の
質
料
と
の
直
接
的
合
一
性
に
於
て
霞
己
自
身
の
働
に
填
て
も
、
即
自
已
に
於
て
可
能
と
な
っ
た
二
親
的
表
象
に
就
て
も
何
等
の
｛
万

識
を
絆
ひ
得
な
い
の
で
山
‘
o
る
。
も
と
よ
り
直
親
的
表
象
と
難
も
そ
れ
が
表
象
で
あ
る
限
り
、
既
に
我
汝
の
鶯
識
で
あ
る
。
が
然
し
経
験
的

蝦
腰
に
於
て
は
、
そ
の
彫
式
と
質
料
と
は
網
五
馬
立
的
に
、
頼
互
意
識
的
に
結
即
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、
形
式
が
質
料
に
波
し
、
蓮
に

無
料
が
形
式
に
渡
し
、
か
く
し
て
意
識
以
前
の
蔦
識
に
断
て
直
接
的
に
含
一
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
直
槻
形
式
、
時
期
が
先
天
的
、
受
動
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的
な
る
心
性
の
働
で
あ
る
と
は
、
凡
ゆ
る
所
奥
曲
線
を
自
己
に
齪
し
て
峯
聞
泊
、
時
間
的
表
面
と
し
て
可
能
な
ら
し
め
る
と
共
に
、
そ
の

質
料
に
波
し
て
自
己
自
身
を
意
識
し
な
い
直
接
的
無
自
畳
性
を
意
嘉
す
る
Q

　
経
験
的
直
訴
は
醜
に
直
観
形
式
に
於
て
可
能
と
な
っ
た
《
我
々
の
表
象
》
で
あ
る
。
然
し
直
属
形
式
が
受
動
的
で
あ
り
、
濠
我
的
で
あ

る
限
り
は
、
直
親
形
式
に
於
て
可
能
と
な
っ
た
《
我
々
の
表
象
》
に
就
て
は
未
だ
飼
等
の
自
覚
も
成
立
し
て
み
な
い
。
そ
れ
敏
に
経
験
的

直
概
は
既
に
《
我
凌
の
表
象
》
で
あ
り
つ
玉
、
か
エ
る
も
の
と
し
て
我
々
に
偏
闘
発
さ
れ
て
み
な
い
と
云
ひ
得
る
。
然
し
我
々
に
憲
識
さ
れ

な
い
《
我
々
の
表
象
》
と
は
そ
れ
自
身
無
意
味
で
あ
る
。
（
諺
μ
寄
諺
昌
罎
・
）
そ
れ
故
に
経
験
的
直
親
も
饒
に
《
我
六
の
表
象
》
で
あ
る
限

り
、
我
凌
に
意
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
か
エ
る
自
演
化
は
一
驚
如
栂
に
し
て
可
能
か
。

　
察
聞
は
外
的
、
斯
輿
表
象
の
論
式
で
あ
り
、
購
闇
は
内
約
疑
義
表
敷
の
形
式
で
あ
る
。
そ
の
限
り
察
開
も
降
霜
も
共
に
直
槻
前
面
と
し
て

並
量
的
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
病
間
も
亦
我
々
の
外
爵
感
濁
に
封
ず
る
受
動
的
難
式
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
可
能
と
な
る
塞
闇
的
表
象
肉

身
は
、
我
々
の
内
に
於
て
、
即
，
ち
我
汝
の
内
的
な
り
心
性
の
攣
糠
』
（
諺
8
）
と
し
て
成
立
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
の
限

り
、
内
官
の
形
式
た
る
蓋
開
に
從
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
雄
騰
弟
表
象
は
云
は
ば
我
流
の
内
の
外
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
從
っ
て
時
　
闇
は
内

官
の
形
式
た
る
と
共
に
、
内
官
の
形
式
た
る
事
に
於
て
凡
ゆ
る
表
象
の
闇
接
的
．
鋼
約
で
あ
る
。
（
諺
ω
軽
U
ゆ
頓
O
）
逆
に
云
へ
ぽ
、
直
概
形
式
、

時
察
に
於
て
可
能
と
な
っ
た
《
我
々
の
表
象
》
は
、
そ
れ
が
《
我
汝
の
表
象
》
に
他
な
ら
ぬ
故
に
、
更
に
時
間
に
於
て
、
瞬
聞
に
形
式
づ

け
ら
れ
て
始
め
て
《
我
汝
の
表
象
》
た
り
得
る
の
で
あ
る
Q
贋
で
こ
の
様
に
書
誌
が
凡
ゆ
る
表
象
を
縞
己
に
於
て
形
式
づ
け
る
表
象
の
聞

接
的
．
制
約
で
あ
る
と
は
、
　
時
閥
が
直
騨
…
彫
式
に
於
て
可
能
と
な
る
限
り
の
《
我
々
の
表
罫
》
を
自
己
の
多
様
と
し
て
『
総
括
』
（
｝
蹟
帆
隠

馨ご

ﾚ
高
）
し
て
み
る
審
な
な
冒
す
る
。
直
親
彫
式
に
於
、
て
可
態
と
な
る
贋
輿
表
離
は
、
そ
れ
が
『
感
濁
さ
れ
る
』
事
に
威
議
す
る
限
り
、
無

限
に
個
別
的
、
多
様
的
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
如
何
な
る
『
紛
括
…
』
も
我
粛
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
然
し
又
他
方
、
霜
割
…
形
式
が

受
動
的
で
は
あ
る
が
我
々
の
働
で
あ
り
、
穫
っ
て
そ
こ
に
成
立
す
る
経
験
的
表
象
自
身
ぱ
《
我
汝
の
表
象
》
と
し
て
内
官
に
嫁
す
る
以
上
、

内
官
の
形
式
た
る
瞬
闘
は
、
蝦
令
直
槻
等
式
に
興
へ
ら
れ
る
経
験
的
．
質
料
が
ど
の
振
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
駅
留
．
的
．
表
象
を
商
己

　
　
　
カ
ン
ト
の
先
腱
潮
回
難
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
気
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哲
黒
距
鎌
究
　
簡
帯
四
買
醤
か
蕉
擁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瓢
六

の
経
験
的
特
殊
化
と
す
る
・
翠
簿
∴
糟
括
∴
・
を
翼
へ
点
け
る
で
あ
ら
う
。
脚
ち
酔
聞
は
凡
ゆ
る
編
年
の
開
接
的
制
約
と
し
て
、
凡
ゆ
る
経
験
的

表
象
を
自
己
の
可
能
的
多
捺
と
し
て
彫
式
づ
け
る
故
に
、
そ
れ
自
学
と
し
！
し
は
・
不
來
不
可
能
で
あ
っ
た
経
験
的
表
象
の
『
穂
柄
部
を
可
能

な
ら
し
め
川
轡
る
の
で
あ
る
。

　
然
し
若
し
こ
の
録
に
直
競
彫
式
に
．
戴
立
す
る
凡
ゆ
る
表
象
が
酔
購
に
隷
括
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
経
験
的
直
醤
の
自
畳
化
は
、
先
験
的
に

は
瞬
闇
の
自
党
化
と
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
諏
。
な
ぜ
」
取
ら
砕
開
の
自
発
化
は
、
嗣
蒔
、
に
博
聞
が
自
己
の
多
罪
と
し
て
含
む
U
，
可
能
的
経
騎
．

的
直
輔
恐
（
掛
認
卜
」
疑
切
盛
O
）
の
臼
畳
焦
に
飽
、
歳
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
　
然
し
か
滑
る
醇
開
の
自
発
化
は
本
來
購
聞
自
身
の
關
知
し
な
い
事
で

あ
る
。
凡
ゆ
る
表
象
の
自
発
化
は
何
等
か
の
自
弁
的
、
綜
膏
的
作
用
を
前
提
す
る
。
然
し
早
喰
は
木
來
受
動
的
感
性
の
彫
式
た
る
に
す
ぎ

ず
、
如
何
な
る
海
風
愚
母
含
の
能
力
で
も
な
い
。
そ
の
限
り
に
於
て
時
間
は
自
己
の
働
に
就
て
も
、
翠
陰
已
の
含
む
可
能
的
多
様
に
就
て

も
如
飼
な
る
自
量
も
作
っ
て
み
な
い
。
．
威
程
時
…
閥
は
凡
ゆ
る
表
喰
の
闘
接
的
制
約
で
あ
り
、
翠
な
る
直
魏
形
式
で
は
な
い
。
然
し
そ
の
事

は
、
直
轄
韻
脚
と
し
て
の
案
聞
が
外
的
感
鱗
の
形
式
と
し
て
…
早
に
察
購
的
表
象
の
早
智
箔
を
與
へ
る
に
す
ぎ
ぬ
の
に
封
し
、
博
…
間
は
『
凡
ゆ

る
現
象
一
般
の
先
天
的
な
彫
式
的
嗣
約
h
へ
》
Q
◎
．
…
擁
じ
づ
冒
）
と
し
て
川
．
我
涛
の
凡
ゆ
る
表
穣
を
会
む
紳
括
』
（
諺
一
切
頓
∬
ご
σ
H
り
継
）
で
あ
る
と
云

ふ
に
止
、
り
、
決
し
て
昨
闘
が
肖
搬
・
胸
綜
台
の
能
力
を
持
つ
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
か
く
し
て
緯
…
闇
の
自
畳
化
は
畷
路
を
超
え
て
、
時
間
を

厳
識
す
る
如
き
何
等
か
の
自
軍
的
能
力
を
要
求
す
る
。
然
し
か
細
る
自
、
褒
的
能
力
は
、
猫
そ
れ
が
時
聞
の
自
発
化
に
關
は
る
限
り
、
軍
に

時
期
を
超
・
え
て
み
る
の
で
は
な
く
、
降
聞
に
　
即
し
、
臨
．
…
聞
に
誕
っ
て
購
、
聞
の
意
識
化
に
關
は
る
の
で
癒
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
即
ち
何
等
か
の

意
昧
で
感
性
的
自
選
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
斯
，
で
カ
ン
ト
に
穫
へ
ば
、
生
．
産
的
感
想
力
は
『
罷
る
勤
激
を
そ
の
鰻
塚
な
く
し
て
も
醗

槻
に
於
て
表
出
す
る
能
力
L
轟
然
じ
で
あ
る
。
即
ち
感
懐
的
に
し
て
間
時
に
婦
、
自
身
性
の
行
使
い
念
び
・
）
で
あ
る
Q
か
く
し
て
鱒
開
の
自

畳
化
は
斯
謂
生
産
的
構
想
力
の
働
な
要
求
す
る
Q

　
［
、
心
性
の
記
聞
な
働
P
と
云
は
れ
る
直
槻
形
式
が
、
及
び
そ
こ
に
．
成
立
す
る
悶
心
性
の
橘
擬
』
と
し
て
の
直
兜
的
表
象
が
、
我
々
『
心

性
一
に
封
し
て
蹴
識
以
前
で
あ
7
？
．
」
は
矛
盾
で
あ
る
。
確
に
か
㌧
る
矛
盾
は
、
読
響
形
式
の
受
動
蜷
と
直
接
性
の
蔓
返
し
の
事
構
で
あ
り
、
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認
識
の
初
搬
的
役
階
の
闇
黒
、
℃
あ
ザ
4
3
。
げ
れ
ど
も
か
＼
る
、
牢
盾
は
牌
。
心
性
ロ
自
身
に
依
っ
て
胞
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
將
に
か
X

る
矛
盾
の
難
平
に
目
、
人
心
的
な
心
の
一
根
∵
写
能
力
レ
（
掛
お
・
じ
た
る
構
想
力
が
そ
の
作
用
根
塵
を
捻
つ
の
で
あ
る
。
　
カ
ン
ト
の
所
謂
圃
、
構

葱
力
は
知
畳
の
必
然
的
成
分
で
あ
る
い
（
》
露
O
》
籠
ご
・
）
と
は
か
転
呼
4
9
事
情
を
物
語
る
。
謄
で
構
惣
力
は
光
き
に
感
性
的
自
盛
性
と
云
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
ち

れ
た
Q
構
惣
力
が
正
し
く
感
性
的
．
な
る
自
搬
性
で
あ
る
故
に
こ
そ
、
時
聞
の
、
及
び
畔
開
に
総
括
さ
れ
た
可
能
的
多
．
探
の
自
発
化
が
可
能

で
あ
る
。
然
し
か
く
織
…
惣
力
が
感
性
的
自
認
性
で
あ
る
と
は
、
そ
れ
が
そ
の
働
に
於
て
悟
盤
的
自
警
性
か
ら
齪
別
さ
る
べ
き
何
か
を
含
ん

で
み
る
凄
な
窟
堕
し
な
け
れ
ば
な
ら
し
．
娠
い
。
な
ぜ
な
ら
カ
ン
ト
に
於
て
は
、
自
鞭
的
な
も
の
は
直
ち
に
悟
性
的
で
あ
り
、
感
性
的
な
も
の

は
い
つ
も
受
動
的
で
あ
っ
て
、
惑
挫
的
自
警
性
と
は
そ
れ
自
身
矛
盾
で
あ
る
と
云
ふ
雰
難
が
欝
然
起
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
…
構
想
力
の
作

罵
が
感
性
的
自
褒
性
で
あ
る
と
は
、
一
灘
翼
．
髄
的
に
は
如
何
な
る
作
昂
を
煮
揺
す
る
の
か
。

　
購
想
力
が
時
聞
を
鷺
識
す
る
爲
に
は
、
即
・
ち
鑓
起
の
意
識
を
燃
出
す
る
爲
に
は
、
無
限
に
可
延
長
な
線
分
を
次
粛
と
引
い
て
ゆ
く
働
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
線
を
声
調
的
に
引
く
と
い
ふ
作
用
を
透
し
て
始
め
て
時
間
が
慮
識
さ
れ
得
る
。
そ
れ
故
に
こ
N
で
の
縫
…
想
力
の

作
用
は
、
そ
の
働
の
内
容
に
茂
て
、
㌶
へ
ば
q
彫
像
的
綜
合
．
口
（
ω
鴫
9
躍
Φ
自
・
冨
自
o
O
Φ
9
0
鞠
9
自
δ
）
（
じ
ご
繍
同
）
で
あ
り
、
そ
の
形
式
に
就
て
云
へ
ぽ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
救
）

『
緯
…
起
的
綜
合
』
（
じ
ご
囹
毅
語
呂
ご
・
）
で
あ
る
と
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
所
で
蒔
聞
の
煮
識
化
に
關
は
る
構
惣
力
の
作
用
が
、
箪
に
こ
の
糠
な

線
を
引
く
と
云
ふ
働
の
目
、
糠
劇
的
反
覆
山
（
》
膿
卜
。
1
一
ゆ
。
。
O
O
）
、
或
は
『
綿
…
起
算
穰
績
「
い
（
》
ま
。
。
U
じ
ご
悼
8
）
に
す
ぎ
ぬ
事
に
正
し
く
そ
の
働
の

感
性
的
な
る
断
以
が
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
屑
一
の
作
絹
が
次
六
と
繰
り
返
さ
れ
、
延
長
さ
れ
る
と
紫
ふ
丈
で
は
帰
絶
え
ず
一
様
な
』

（
》
む
吋
疑
じ
q
㈹
G
。
ご
作
用
の
反
凝
緩
で
ふ
の
り
、
荒
き
の
作
翅
と
ム
ー
の
作
劇
を
瓢
湖
・
す
べ
き
純
も
の
・
も
存
在
せ
ず
、
　
作
臨
州
粕
媒
闇
…
に
は
如
何
な
る

關
孫
も
戒
資
し
て
み
な
い
か
ら
で
あ
．
る
。
帥
ち
作
絹
自
身
は
乗
限
定
で
あ
る
に
す
ぎ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
三
雲
の
櫃
起
的
反
覆
と
は
箪
に
一

様
な
作
用
が
無
際
限
に
無
く
と
云
ふ
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て
完
結
的
、
或
ぱ
盗
謁
的
統
～
と
糞
つ
た
落
窪
を
持
ち
得
な
い
。
湖
周
が
金
津
的
統

一
を
持
ち
得
る
爲
に
は
、
軍
に
作
用
が
次
々
と
繰
り
返
さ
れ
る
と
云
ふ
に
と
ど
童
ら
ず
、
今
の
作
絹
と
先
’
き
の
作
用
と
を
相
五
に
匿
解
し

つ
エ
、
作
絹
の
魯
鳶
に
嚇
”
凡
ゆ
る
歓
縫
な
漉
薮
的
濫
隈
（
乱
』
へ
》
輪
ご
桂
楼
づ
鱒
胃
筋
）
し
て
ゆ
く
掻
な
“
．
…
つ
の
蚕
駿
“
驚
目
零
）
、
即
ち
一
つ
の
規

　
　
　
カ
ン
｝
の
発
験
約
統
畳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鵬
七
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哲
學
欝
究
　
第
糾
實
四
十
樵
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
，
・
　
　
　
　
瓢
八

則
が
そ
の
根
梼
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
量
る
作
用
規
則
が
糖
…
起
的
な
各
々
の
作
摺
を
自
己
に
於
て
『
再
認
臨
（
話
ざ
ひ
Q
巳
Φ
お
コ
）
し
、

『
包
括
』
（
び
Φ
ひ
q
笛
詫
Φ
ご
）
し
て
始
め
て
客
…
概
的
な
『
作
用
の
統
一
』
（
象
Φ
矧
ぎ
プ
Φ
詳
鳥
富
ω
Φ
厭
類
節
謬
銭
¢
δ
騎
）
（
⇔
ご
磁
。
。
）
を
可
能
な
ら
し
め
る

の
で
あ
る
。
帥
ち
作
身
の
縷
起
的
反
覆
は
そ
れ
ら
の
作
用
を
綜
べ
て
一
な
ら
し
む
る
作
用
規
周
を
根
紙
と
し
て
、
始
め
て
作
用
の
蓮
績

的
、
盃
…
貯
蓄
、
關
係
を
持
ち
得
る
の
で
あ
り
、
藩
し
か
エ
る
作
用
規
則
が
存
せ
ぬ
な
ら
ば
、
箪
に
圭
凱
的
、
感
性
的
た
る
に
止
ま
る
の
で
あ

る
。
か
く
し
て
線
を
引
く
と
云
ふ
働
に
於
て
無
腰
を
表
出
す
る
一
、
彫
像
的
綜
ム
呂
は
、
成
程
時
聞
の
自
畳
化
に
關
は
る
限
り
軍
な
る
直
観

形
式
の
受
動
的
作
用
を
超
え
た
自
礫
的
、
限
定
的
作
用
で
あ
る
が
、
猜
そ
の
作
並
自
身
が
今
猫
如
何
な
る
作
用
規
澗
を
も
持
た
ぬ
盲
目
的

作
用
で
あ
る
限
り
感
挫
的
、
未
限
定
的
た
る
に
す
ぎ
ぬ
。
カ
ン
ト
に
從
っ
て
云
へ
ば
、
　
［
構
想
力
の
綜
合
は
本
來
先
天
的
に
行
使
さ
れ
る

が
、
そ
れ
は
多
様
を
、
多
糠
が
直
親
（
即
ち
二
野
f
い
馳
膏
附
識
）
に
現
れ
る
ま
鼠
に
結
了
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
い
つ
も
感
性
凶
』
（
》
這
潟
）

な
の
で
あ
る
。
段
ち
そ
こ
で
は
表
象
綜
合
の
限
定
的
必
然
性
が
輿
へ
ら
れ
て
る
な
い
Q
カ
ン
ト
が
か
x
る
表
象
の
時
聞
に
云
ふ
糠
起
的
附

場
性
を
『
知
畳
々
臨
』
と
呼
び
、
『
作
用
の
銃
ζ
に
成
立
す
る
審
観
的
な
い
経
騰
制
断
』
か
ら
獲
黒
し
た
所
以
で
あ
る
。
（
津
。
帯
び
q
o
糞
①
言
”

資
。
。
）

　
（
註
）
　
カ
ン
ト
の
『
形
像
的
綜
含
』
（
第
∴
蔽
で
は
ピ
．
形
式
的
直
醗
レ
と
呼
ば
れ
る
）
と
は
、
｛
匿
ち
に
國
式
を
意
味
し
得
ず
、
黙
劇
戚
通
り
形
像
の
成
立
を

　
　
　
意
地
す
る
。
か
〉
る
形
豫
が
点
式
と
な
り
得
る
爲
に
は
、
形
獄
を
臼
巳
の
表
出
と
し
て
自
己
を
具
難
化
せ
ん
と
す
る
悟
牲
概
念
が
働
か
ね
ば
な
ら

　
　
　
ぬ
。
然
し
胴
単
な
る
安
穏
的
紡
膵
套
に
於
て
は
、
今
W
襯
か
ン
る
悟
桂
椛
・
芯
は
閻
題
に
六
っ
て
る
な
い
。
（
く
α
q
碧
ゆ
掃
①
ド
》
質
ヨ
・
）

　
時
空
の
自
臨
覚
化
に
於
け
る
表
象
の
闘
、
形
鉄
的
綜
台
』
に
於
て
は
、
縫
想
力
の
作
燭
自
身
は
盲
目
的
で
あ
り
、
無
自
撰
的
で
あ
る
。
も
と

よ
り
そ
れ
が
醗
に
自
搬
的
作
為
で
あ
る
限
り
、
そ
の
作
用
に
就
て
何
等
か
の
意
識
が
成
立
し
て
み
る
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
そ
の
作
用
自

身
が
軍
に
難
起
的
で
あ
り
、
未
限
定
的
で
あ
る
限
艇
は
、
そ
の
煮
識
の
各
汝
は
『
そ
れ
自
身
と
し
て
は
ば
ら
ば
ら
で
あ
り
、
聖
濃
の
嗣
一

性
へ
の
關
係
な
く
し
て
あ
る
い
（
b
む
δ
ω
）
に
す
ぎ
な
い
。
齪
ち
作
用
が
あ
る
だ
け
脳
髄
の
意
識
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
『
意
識
の
統
一
』
は

『
作
用
の
統
一
』
を
糟
…
い
て
他
に
な
く
（
じ
d
罷
Q
。
）
ピ
．
作
用
の
貌
一
』
は
ソ
て
の
作
掘
を
綜
べ
て
一
な
ら
し
め
る
規
則
を
前
提
す
る
。
椛
…
想
力
の



作
用
は
既
に
煮
凝
の
自
捜
絵
作
絹
」
で
あ
る
が
、
そ
の
無
観
耀
性
に
於
て
麗
膿
の
自
厨
性
の
意
識
は
成
立
し
得
な
い
。
か
く
し
て
作
田
規
則

が
、
郎
ち
営
、
純
粋
悟
性
概
ん
、
芯
」
が
『
構
想
力
の
鏡
能
を
知
挫
化
す
べ
く
附
加
』
（
》
這
、
ご
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
樵
…
潜
力
の
獄
、
形
像
的
綜
ム
ε

は
範
疇
の
叩
悟
性
綜
合
］
（
ω
鴇
雛
け
げ
Φ
ω
一
ω
　
一
轟
け
O
一
一
Φ
O
紳
爆
苦
塩
酬
ω
）
（
切
H
課
）
に
依
っ
て
媒
介
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
か
縛
る
閃
悟
性
綜
含
』
と

は
一
膿
如
何
な
る
綜
合
で
あ
ら
う
か
。

（
狂
）

75，；）

　
［
悟
性
綜
合
』
の
根
源
的
根
盤
は
［
．
純
粋
統
畳
鵠
（
密
①
話
ぽ
①
》
賢
℃
霞
N
①
や
鉱
O
謬
）
で
あ
る
Q
　
鄭
ち
悟
性
綜
合
は
凡
ゆ
る
思
惟
を
産
毘

す
る
純
粋
統
畳
の
働
に
於
て
可
能
で
あ
る
。
木
來
純
粋
統
畳
は
一
般
的
に
は
、
純
粋
な
自
己
意
識
、
即
ち
絶
え
ず
流
動
し
、
鎚
慣
す
る

『
内
感
乃
至
経
験
的
統
畳
h
（
二
丁
O
N
）
と
呼
ば
れ
る
経
験
的
自
己
意
識
か
ら
は
嚴
密
に
遜
別
さ
れ
、
乱
立
せ
ら
れ
た
純
粋
な
自
已
意
識
で
あ

る
。
『
立
ち
止
る
自
我
』
へ
》
器
。
。
）
の
意
識
で
あ
り
、
『
汎
逓
的
自
画
同
一
性
口
（
誤
目
①
）
の
意
識
で
あ
る
Q
然
し
乍
ら
純
粋
統
梵
が
本
属
こ

の
様
に
自
同
性
の
意
識
で
あ
る
と
し
て
も
猫
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
爲
に
は
、
働
に
満
て
、
働
に
即
し
て
成
立
す
る
様
な
自
同
性
の
意
識
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
自
我
が
腐
己
を
自
己
と
し
て
、
そ
の
汎
遍
的
自
顕
性
を
煮
識
す
る
と
は
、
竹
群
『
静
析
的
』
（
じ
こ
お
。
。
』
で
あ
る
。

然
し
乍
ら
カ
ン
ト
が
霊
罪
す
る
如
く
凡
ゆ
る
分
析
的
意
識
の
疎
薄
に
は
綜
合
の
作
用
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
・
ち
時
統
畳
の
分
析
的
統

一
は
黒
馬
か
の
綜
合
的
統
一
の
煎
提
の
下
に
於
て
の
み
可
能
』
（
し
春
雪
Q
。
）
隷
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
純
粋
統
覚
は
輩
に
『
立
ち
止
る
自
我
』

と
し
て
で
は
な
く
、
自
ら
根
源
的
．
な
胴
囲
獲
性
の
作
用
5
（
切
雛
O
）
と
し
て
、
部
ち
『
我
れ
思
ふ
n
の
表
題
す
ら
産
了
す
る
根
源
的
思
惟

作
爾
と
し
て
自
ら
働
き
つ
N
（
く
α
q
轡
ゆ
回
圏
）
そ
こ
に
自
己
の
汎
面
的
自
詞
性
な
億
識
す
る
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
純

紳
統
髭
は
、
若
し
そ
れ
が
挾
叢
に
解
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
凡
ゆ
る
思
惟
を
産
片
す
る
目
悟
性
自
身
顔
⇔
。
圃
・
。
・
。
》
毒
・
）
に
他
な
ら
ぬ
。
帥
ち

純
聯
統
畳
は
自
ら
悟
性
と
し
て
思
掛
し
つ
瓦
、
そ
の
自
己
の
思
惟
に
自
己
の
根
源
的
．
｝
齎
性
を
書
き
加
へ
て
凡
ゆ
る
愚
権
を
統
べ
て
一
な

ら
し
め
、
こ
の
愚
惟
の
綜
合
的
統
一
に
自
己
の
汎
逓
的
自
瞬
性
な
自
己
に
麗
し
て
も
、
他
に
冒
し
て
も
立
讃
す
る
探
な
統
一
で
あ
る
。
カ

　
　
　
カ
ン
ト
の
先
回
湖
周
畳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噛
　
　
一
…
九
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誓
學
黛
究
　
錦
醗
百
四
十
黒
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕪
○

ソ
ト
的
に
云
へ
ぱ
、
統
発
が
自
ら
働
と
し
て
思
惟
す
る
そ
の
噺
．
作
用
の
麟
濫
が
等
時
に
意
識
の
統
一
し
（
し
羅
欝
。
。
）
な
の
で
あ
る
◎
か
く
し

て
純
粋
統
発
は
自
ら
働
で
あ
り
、
働
で
あ
る
察
に
於
て
肖
已
の
自
嗣
性
を
明
ら
か
に
す
る
様
な
思
惟
の
根
源
曲
、
根
鑑
、
で
あ
る
◎
純
紳
統
畳

が
思
惟
作
用
、
即
ち
悟
性
笹
蟹
の
罰
則
的
根
葉
で
あ
る
と
は
、
以
上
の
糠
な
事
情
に
悲
つ
く
Q
即
ち
悟
性
綜
合
は
純
粋
統
畳
の
恩
惟
、
し
、

綜
合
し
、
貌
一
す
る
と
云
ふ
そ
の
自
立
的
．
運
動
性
に
．
域
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
所
で
純
粋
統
憂
が
自
ら
悟
性
と
し
て
思
推
し
つ
エ
、
同
時
に
そ
れ
ら
の
思
惟
を
泌
じ
て
一
で
あ
り
、
悪
惟
の
烈
烈
的
統
一
を
可
能
な
ら

し
め
る
と
は
、
翼
禮
的
に
云
へ
ぽ
、
そ
れ
が
思
惟
規
剣
、
翻
ち
蘭
純
粋
悟
性
記
念
」
と
し
て
働
く
審
を
堂
遷
す
る
。
カ
ン
ト
に
從
へ
ば
純

粋
悟
性
概
念
は
続
畳
の
綜
合
的
続
一
性
の
《
》
詳
Φ
切
》
（
¢
ご
繕
く
瓢
H
・
ω
・
ト
⇒
G
q
O
）
で
あ
る
Q
帥
ち
統
畳
の
綜
合
的
統
一
性
が
夫
六
の
思
惟
に

即
し
て
自
己
を
差
別
化
し
、
．
特
殊
化
し
た
も
の
が
純
粋
悟
性
慨
念
で
あ
る
Q
弾
発
の
綜
合
的
麟
一
性
は
、
そ
れ
が
本
來
思
惟
に
於
け
る
綜

含
的
統
一
性
で
あ
る
限
り
、
凡
ゆ
る
思
惟
に
規
酬
を
輿
へ
る
べ
く
自
己
の
統
一
性
を
特
殊
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
勿
諭
か
く
云
っ
て
も

統
畳
が
本
営
根
源
的
な
統
一
性
で
あ
る
限
り
、
熱
発
は
か
x
る
特
殊
化
に
慌
て
猫
自
己
を
特
殊
化
し
霊
さ
ぬ
一
面
、
師
ち
か
エ
る
差
別
化

を
超
え
て
矯
已
の
統
一
性
を
保
つ
絹
爾
を
持
つ
で
あ
ら
う
。
純
量
統
・
畳
の
就
一
挫
は
範
嚇
の
統
｝
性
の
摂
擦
と
し
て
、
あ
く
ま
で
そ
れ
を

超
え
た
も
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
こ
の
様
に
統
覚
の
統
｝
性
が
範
輪
の
統
｝
挫
を
超
え
て
み
る
と
云
っ
て
も
、
貌
畳
の
統
一
挫
が
請
範
疇

へ
と
差
別
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
正
し
く
同
じ
根
蝶
に
依
っ
て
、
帥
ち
読
「
覚
が
作
桐
に
於
け
る
綜
含
的
統
…
挫
で
あ
る
と
云
ふ
寓

に
依
っ
て
、
鞭
襯
統
畳
は
＊
來
作
絹
規
細
た
る
べ
き
議
範
鴫
な
箪
に
超
え
て
み
る
察
は
出
來
な
い
。
働
の
舳
就
一
は
働
の
規
則
を
輩
に
超
え
て

み
る
事
は
出
愚
な
い
。
否
寧
ろ
働
の
規
則
、
帥
ち
範
疇
は
統
発
の
続
一
性
の
飼
約
で
あ
り
、
前
出
4
4
の
貌
一
を
製
し
て
後
幅
4
1
の
統
一
匪
が
明

白
に
な
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
銃
畳
の
就
一
性
が
範
嚇
の
統
一
性
を
超
え
て
み
る
と
云
ふ
の
は
、
統
畳
の
統
一
性
が
い
婿
範

疇
の
云
は
ば
そ
れ
に
迫
り
、
そ
れ
に
合
一
せ
ん
と
し
て
、
却
っ
て
そ
の
根
源
性
を
明
自
な
ら
し
め
る
様
な
鋭
範
的
統
一
性
で
あ
る
と
云
ふ

事
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
印
ち
統
発
の
続
一
性
は
範
疇
の
就
一
性
の
根
擦
と
し
て
そ
の
規
範
で
あ
る
が
、
同
時
に
か
エ
る
統
畳
の

根
源
的
規
範
性
は
範
鰭
に
於
け
る
綜
訟
訴
統
一
を
通
し
て
、
か
く
し
て
統
畳
護
身
が
ド
、
二
軸
の
名
の
下
に
」
（
じ
¢
峯
仙
）
働
く
寮
に
依
っ
て
始
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め
て
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
端
的
に
云
へ
ば
、
貌
発
は
溶
ら
範
疇
と
し
て
働
く
、
範
疇
の
規
範
で
あ
る
。
所
で
悟
性
癖
直
は
純
粋
統

畳
に
於
て
可
能
で
あ
っ
た
り
今
や
純
粋
統
畳
が
範
疇
と
し
て
働
く
綜
合
的
統
一
挫
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
悟
性
綜
含
は
範
疇
に
於
て
．
司
能
な

思
惟
の
綜
含
的
統
一
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
純
粋
統
雄
は
自
ら
悟
性
と
し
て
思
惟
し
、
斑
に
自
己
の
貌
一
性
を
差
別
化
し
て
諸
範
疇
と
し
つ
鼠
、
か
エ
る
範
疇
に
従
っ
て
思
惟
の
綜

合
的
貌
　
、
即
ち
溶
性
綜
含
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
奥
に
又
、
か
エ
る
行
爲
の
貌
一
が
郎
．
ち
意
議
の
貌
～
に
他
な
ら
ず
、

か
く
し
て
純
粋
償
還
は
悟
性
綜
膏
に
予
て
幽
己
の
汎
遜
的
同
一
盤
を
．
明
ら
か
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
Q
所
で
こ
の
様
な
筆
管
統
畳
の

思
惟
し
、
綜
合
し
、
、
再
び
自
己
の
本
釜
的
自
同
性
に
復
聾
す
る
蓮
動
を
、
等
角
は
そ
の
自
立
的
躍
動
性
と
名
づ
け
て
も
許
さ
れ
る
で
あ
ら

う
。
悟
性
的
自
書
性
を
端
的
に
感
縫
的
自
尊
性
か
ら
庭
齎
す
る
も
の
は
、
純
粋
就
発
の
か
過
る
自
立
的
蓮
動
性
で
あ
る
Q
醜
蓮
の
如
く
、

構
想
力
の
形
像
的
綜
合
は
麟
に
、
燈
彼
的
作
用
で
あ
る
が
、
然
も
そ
の
作
言
法
身
に
就
て
の
如
何
蹴
る
自
登
も
威
冒
し
て
み
な
い
。
之
に
封

し
統
轄
に
黙
然
す
る
悟
性
作
型
は
本
來
、
隅
獣
的
、
反
省
繭
で
あ
る
。
自
ら
恩
欲
し
、
か
く
怨
推
す
る
事
に
側
て
自
己
の
素
通
的
自
岡
性
を

臼
配
す
る
如
き
自
立
的
運
動
器
で
あ
る
Q
カ
ン
ト
が
悟
性
の
考
察
に
於
て
、
恰
も
悟
盤
が
感
性
に
激
し
よ
り
優
位
な
構
利
を
持
つ
か
の
如

く
語
る
の
は
、
純
糧
続
書
の
か
鼠
る
自
立
的
蓮
動
性
の
表
現
に
他
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
（
護
r
切
窯
G
。
・
し
弓
二
四
諺
鵠
影
・
》
邸
蜘
患

　
然
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
悟
性
は
臥
感
性
に
封
し
如
何
な
る
優
越
を
も
誇
一
2
碍
な
い
。
カ
ン
ト
が
注
意
深
く
繰
ウ
返
す
広
く
、
か
N
る
思

惟
の
悪
霊
性
は
感
性
的
多
様
の
不
要
を
｛
鳳
瞭
し
得
ず
、
叉
そ
れ
の
み
を
以
っ
て
は
如
何
な
騨
4
9
認
識
も
．
成
立
し
碍
な
い
。
蝦
令
凡
ゆ
る
黒
煙

は
思
推
の
か
エ
る
自
立
性
を
要
求
し
、
又
そ
の
容
霊
的
愛
嚇
怒
は
純
粋
就
発
を
規
範
意
議
と
し
て
要
求
す
る
と
し
て
も
、
若
し
思
惟
の
吟

興
的
素
材
た
る
べ
き
直
親
的
多
様
が
輿
へ
ら
れ
ぬ
な
ら
ば
、
そ
の
思
惟
は
如
何
な
る
内
容
も
持
た
ず
、
最
早
如
何
な
る
認
識
も
成
立
し
得

な
い
の
で
あ
る
。
人
開
悟
挫
は
絶
え
ず
喉
鼓
八
戯
蛉
』
で
あ
る
。
帥
ち
若
し
感
性
的
多
様
が
糞
焼
に
先
立
っ
て
、
然
も
思
惟
の
外
に
、
即
ち

感
性
を
通
じ
て
輿
へ
ら
れ
ぬ
な
ら
ば
、
そ
の
思
惟
は
最
早
室
し
い
賢
哲
で
あ
る
。
純
粋
悟
性
概
念
に
接
て
云
へ
ば
、
本
來
鱒
．
て
れ
が
純
牌
竪

蔀
の
綜
合
的
統
一
機
の
《
》
訴
①
昌
》
と
し
て
患
惟
規
則
で
あ
る
と
し
て
も
、
　
思
惟
さ
る
べ
き
何
も
の
も
な
く
し
て
は
準
な
る
財
、
思
惟
形

　
　
　
カ
ン
ト
の
黛
験
的
儲
鱗
畳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
識
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鴛
墨
欝
露
　
第
瞬
血
糊
十
黒
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
篇
、
二

式
』
、
抽
象
的
煎
試
逓
に
す
ぎ
な
い
。
　
か
く
し
て
悟
性
的
自
毅
挫
が
自
立
的
で
あ
る
と
云
ふ
の
は
、
　
…
早
に
臨
悪
性
及
び
そ
の
向
発
化
に
働
く
感

性
約
自
搬
性
と
し
て
の
構
惣
力
と
作
絹
方
法
な
異
に
す
る
と
云
ふ
に
止
り
、
そ
の
優
越
性
を
意
早
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
人
聞
悟
性
は
人
闇
感
性
に
媒
介
さ
れ
て
始
め
て
《
器
籔
》
に
可
能
で
あ
る
。
　
カ
ン
ト
に
從
っ
て
云
へ
ば
『
幕
無
の
感
性
的
な
経
験
的

直
観
の
み
が
、
始
め
て
概
念
に
意
味
と
億
達
を
輿
へ
得
る
』
（
じ
謬
潅
G
。
）
の
で
あ
る
。
從
來
、
我
六
ぱ
こ
の
様
に
木
來
感
性
的
多
様
な
し
に
は

抽
象
的
た
る
に
す
ぎ
な
い
悟
性
綜
合
を
、
軍
に
そ
れ
丈
で
、
部
ち
感
性
的
多
窪
の
媒
介
な
し
に
考
寮
し
て
寒
た
。
然
し
か
x
る
嘉
は
今
や

抽
象
的
で
あ
る
。
．
鯛
へ
ば
先
き
に
我
λ
は
純
髄
質
畳
の
綜
含
約
統
一
盤
の
夫
々
の
思
惟
に
即
し
て
の
差
別
化
が
範
疇
で
あ
る
と
語
っ
た
σ

然
し
こ
の
「
夫
汝
の
思
惟
」
と
云
ふ
停
．
D
葉
は
、
所
謂
職
．
彫
晦
上
鮎
的
演
継
娘
（
⇔
こ
お
O
）
が
彫
式
論
理
の
劇
芸
表
か
ら
の
類
推
に
於
て
毅
見
し

た
思
惟
の
鵜
縄
能
と
云
ふ
審
を
超
え
て
、
思
惟
内
容
を
前
提
と
し
て
初
め
て
充
．
分
な
意
義
を
持
ち
得
る
で
あ
ら
う
。
即
ち
統
発
か
ら
範
疇

へ
の
差
別
化
は
醗
に
何
等
か
の
意
味
で
感
性
的
多
糠
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
Q
カ
ン
ト
の
云
ふ
如
く
『
範
疇
の
可
能
性
、
そ
れ
の
み

な
ら
ず
必
然
性
は
、
感
性
全
般
、
そ
れ
と
共
に
凡
ゆ
る
可
能
的
覗
象
が
根
源
的
統
畳
に
封
し
て
持
つ
關
係
に
基
づ
い
て
み
る
』
（
品
目
鵠
）
の

で
あ
り
、
從
っ
て
『
統
畳
の
統
一
の
構
気
力
の
素
面
へ
の
關
係
』
（
誤
雛
ゆ
）
に
慕
つ
く
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
感
性
的
多
様
、
更
に
そ
の
穂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ね

括
に
關
は
る
構
想
力
の
贈
、
像
的
綜
合
に
媒
介
さ
れ
な
い
諸
範
疇
の
導
出
は
、
箪
に
抽
象
的
た
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
今
や
純
粋
統
燈

の
綜
合
的
統
一
性
は
、
及
び
そ
れ
に
域
立
す
る
悟
性
綜
合
は
、
必
然
的
に
隣
聞
の
自
権
化
に
働
く
纏
想
力
の
彫
像
的
．
綜
含
と
相
關
吊
し
な

け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
Q
か
x
る
二
つ
の
綜
合
の
相
、
五
關
係
が
次
の
我
凌
の
心
事
で
あ
る
◎

（
譲
）
カ
ン
ト
に
於
て
根
源
鶏
覧
か
ら
感
性
、
粛
は
踵
想
力
の
影
像
的
諒
合
（
時
習
ご
ぜ
登
臨
と
』
謡
範
瞬
の
飛
出
は
、
既
に
細
田
批
判
さ
れ
た
如

　
く
、
必
ず
し
も
明
白
に
丹
は
れ
た
と
は
云
ひ
難
い
。
カ
ン
ト
に
隔
て
は
醗
謂
ド
．
形
二
王
撃
的
野
親
秤
』
（
じ
ご
H
駈
り
）
の
．
不
に
観
牲
の
諸
網
能
、
騨
ち
範
嚇

　
　
は
抽
象
的
に
饗
誓
、
ご
脳
た
。
然
し
猛
カ
ン
ト
に
於
て
も
箪
殴
る
形
両
血
肥
約
演
緯
の
ぶ
で
は
範
晴
を
定
義
す
る
宰
す
ら
．
不
可
熊
で
あ
る
と
云
ふ
自
犯

　
　
は
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
（
》
周
回
樋
）
『
臨
尤
聯
『
的
納
敵
軍
臨
測
』
は
成
程
軍
た
る
示
唆
に
止
ま
っ
た
に
せ
よ
、
・
て
の
ニ
ゴ
篤
桝
慮
に
品
品
て
範
晴
が
統
髭
の
成
心
性
へ

　
　
の
覇
係
ル
．
媒
介
と
し
て
導
出
さ
れ
る
べ
善
・
瀞
ご
ザ
丁
王
覆
し
、
（
〈
職
一
．
跨
H
同
断
》
一
一
り
．
諺
榊
笛
膳
6
》
8
罫
。
刈
。
剛
W
D
O
の
）
　
白
山
購
の
隠
隠
霊
的
胸
餓
群
の
満
滋
戦
二
．
爪
し
た
。

　
何
故
か
ン
る
範
嚇
の
開
学
的
野
鐸
炉
カ
ン
ト
に
於
て
引
際
に
は
途
誓
・
・
れ
な
か
っ
た
か
の
蝿
山
は
鍾
に
…
恋
、
・
れ
る
で
あ
ら
う
。
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（
雌
）

　
我
々
は
既
に
上
記
の
考
察
に
於
て
共
に
心
性
の
働
で
あ
る
こ
作
用
を
知
っ
た
。
一
つ
は
構
想
力
の
時
聞
に
於
け
る
形
撤
的
綜
覧
で
あ

り
、
他
は
純
粋
統
畳
の
範
疇
に
於
け
る
悟
性
綜
台
で
あ
る
。
構
想
力
は
昧
、
聞
に
於
て
可
姥
な
我
汝
の
表
象
を
軽
爆
の
表
象
と
し
て
自
身
す

る
働
で
あ
る
Q
然
し
そ
の
作
用
が
時
貸
に
即
し
て
糠
趨
的
で
あ
る
限
り
は
、
へ
脚
継
》
の
意
識
演
身
は
戯
糊
し
て
み
な
い
。
そ
れ
は
恰
も

演
劇
に
於
て
演
ぜ
ら
れ
る
べ
き
テ
ー
叩
、
を
持
た
ぬ
盗
詞
に
等
し
い
。
如
何
に
確
答
が
懸
腕
と
諮
ら
れ
る
と
も
．
そ
の
蜜
詞
の
一
鞭
一
餉
を

限
定
す
る
『
、
窒
題
に
於
け
る
貌
｝
』
ハ
劇
建
．
榊
）
を
輝
く
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
冠
詞
ぱ
鰍
．
如
何
な
る
金
轡
を
も
形
倒
せ
ず
』
へ
》
囹
8
）
最
早
無
意

味
で
あ
る
の
と
同
憂
で
あ
る
。
か
～
、
し
て
壁
詞
に
歪
馬
身
続
一
を
與
へ
る
べ
く
、
テ
ー
マ
的
統
一
が
附
瀕
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て

か
x
る
統
一
こ
そ
、
木
蔭
自
同
的
な
純
紳
統
登
で
あ
り
、
そ
の
特
殊
化
し
て
の
純
粋
悟
性
擬
念
で
あ
る
。
然
し
又
他
方
、
そ
の
純
粋
統
慨

も
感
性
的
多
程
な
く
し
て
は
鶯
、
峯
虚
慣
な
論
理
的
窒
藷
の
意
識
に
す
ぎ
ず
、
災
に
純
粋
統
畳
か
ら
諸
範
疇
の
演
繹
は
感
性
的
多
様
を
諮
平

し
て
み
る
の
で
あ
っ
た
Q
か
く
し
て
構
想
力
の
形
像
的
．
綜
合
は
『
知
性
化
』
（
》
誌
、
白
露
簿
窪
切
謡
）
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と
共
に
、
墨
黒
の
悟

性
綜
舎
も
『
感
性
化
』
（
》
c
隠
｝
艮
し
d
録
｝
・
⇒
含
二
尊
ゆ
謡
ゆ
）
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
帥
ち
爾
者
は
互
に
癖
馬
面
し
、
更
に
高
次
の
綜
合
へ
と
綜

合
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。

　
所
で
カ
ン
ト
は
か
当
る
爾
者
の
漁
五
媒
介
に
生
じ
た
一
つ
の
新
し
き
綜
合
を
霞
，
構
想
力
の
先
験
．
線
綜
合
』
へ
岳
①
霞
陰
δ
質
。
ゆ
N
Φ
昌
創
①
旨
魯
巴
①

ω
団
謬
夢
Φ
ω
冨
自
⑦
厭
図
貯
瓢
冠
直
農
ω
算
簿
津
）
と
名
づ
け
た
。
墜
ち
『
構
想
力
の
彫
像
的
綜
合
は
、
慨
し
そ
れ
が
畳
畳
の
根
源
的
統
一
へ
の
み
、

即
ち
範
聴
に
於
て
考
へ
ら
れ
た
か
の
先
験
的
統
一
へ
の
み
關
堕
す
る
な
ら
ば
、
輩
な
る
悟
性
綜
合
か
ら
颪
恕
す
る
爲
に
構
想
力
の
先
験
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ご

綜
合
と
呼
ぶ
出
（
弓
ご
H
黛
）
と
カ
ン
墾
は
云
ふ
。
そ
れ
故
に
構
想
力
の
先
験
的
綜
合
と
は
、
策
に
盲
同
着
で
あ
っ
た
時
闘
に
於
け
る
形
予
約
綜

合
　
　
そ
れ
も
亦
構
想
力
の
報
．
先
験
的
、
作
用
』
（
諺
一
〇
⑯
）
に
基
づ
く
の
で
あ
る
が
　
　
か
ら
自
発
的
な
る
故
に
囁
別
さ
れ
る
と
共
に
、
他
方

蜀
形
像
的
と
し
て
軍
な
る
悟
性
に
依
る
凡
ゆ
る
構
想
力
な
し
の
悟
性
結
締
か
ら
（
も
）
（
論
表
附
加
）
匠
別
論
（
じ
遠
回
総
）
し
得
る
如
き
高
次
の

　
　
　
カ
ン
ト
の
先
畝
綴
的
昴
繍
礎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
灘
三
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哲
學
欝
究
　
嬢
猟
買
購
十
五
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黛
醗

綜
合
で
あ
る
。
軍
に
無
繰
言
な
彫
像
的
綜
含
を
も
、
又
輩
に
抽
象
的
な
悟
性
風
選
セ
も
超
え
た
高
次
の
綜
含
、
或
は
空
聞
に
即
す
る
作
絹

と
概
念
に
從
ふ
作
用
と
の
綜
合
と
し
て
．
、
、
感
官
を
そ
の
形
式
に
從
っ
て
、
統
畳
の
続
一
に
適
辞
す
る
様
限
定
す
る
p
雲
｛
W
一
頭
）
綜
合
で
あ

る
。

　
（
詑
）
献
酬
の
講
萌
を
嚢
々
は
輩
一
事
、
ち
も
求
め
得
る
。
り
、
∴
汽
“
純
琵
醇
悠
力
∴
歓
つ
で
．
直
電
髪
ど
塾
、
耗
伴
読
畳
の
必
然
霊
竺
の
嗣
約
（
財
讐
じ

　
　
　
と
．
ぺ
、
結
春
τ
．
煮
る
雲
、
も
る
。
忌
熱
と
繕
雀
の
雨
端
は
二
の
誤
想
力
の
売
擁
的
㌶
能
を
媒
介
－
．
」
し
て
、
廓
然
的
二
連
脱
し
鷺
∵
甚
は
な
ら
ぬ
。
』

　
　
　
（
誇
搭
亡

　
所
で
か
鼠
る
構
想
力
の
先
験
的
綜
合
と
は
、
其
、
膿
紛
に
云
へ
ぽ
、
カ
ン
ト
の
研
謂
［
、
純
粋
悟
性
概
念
の
圖
式
機
能
』
で
あ
り
、
そ
の
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　
　

産
と
し
そ
の
q
先
験
的
圃
式
』
で
あ
る
。
∴
悟
來
η
圃
式
］
と
は
一
般
に
箪
な
る
構
想
力
に
依
る
経
験
像
で
は
な
く
、
か
鼠
る
像
を
擬
し
て

概
念
の
瀬
野
化
が
可
能
と
な
る
時
そ
の
像
が
岡
式
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
從
っ
て
云
へ
ぽ
一
．
決
し
て
佃
別
的
直
槻
で
は
な
く
、
感
性
の
限
定

に
於
け
る
統
一
の
み
を
鴛
難
し
』
へ
〉
戸
お
疑
ゆ
湿
り
）
、
そ
れ
故
に
暇
、
像
自
身
以
上
の
も
の
」
郎
ち
早
る
概
念
を
感
性
化
せ
ん
と
す
る
q
方
法

の
表
象
』
（
3
）
を
伸
な
っ
た
像
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
圏
式
は
本
來
概
念
で
も
直
観
で
も
な
く
、
国
者
の
綜
含
的
統
一
に
成
立
す
る
。
純

輝
悟
性
概
念
の
圃
式
も
亦
か
エ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
翠
な
る
悟
性
繋
駕
で
も
形
像
的
綜
合
で
も
な
く
、
　
一
、
凡
ゆ
る
表
象
に
窪
し

て
、
そ
の
形
式
（
嬉
嬉
）
の
制
約
に
從
っ
て
内
官
一
般
を
限
定
す
る
謹
∵
憾
惣
力
の
作
用
が
、
同
時
に
一
．
先
天
的
概
念
に
於
け
る
統
畳
の
統

一
に
適
合
し
て
相
惚
写
す
る
』
（
器
官
．
欝
鼎
ご
箒
お
一
）
の
で
あ
り
、
　
そ
れ
故
に
三
者
の
綜
台
的
統
一
に
成
立
す
る
。
そ
れ
は
感
性
の
側
か
ら
云

へ
ぽ
、
思
推
規
周
に
媒
介
さ
れ
、
自
認
化
し
た
構
葱
力
の
雨
雪
必
定
、
訴
謂
』
先
一
尉
報
時
聞
限
定
い
へ
》
雛
G
。
1
一
じ
ご
嵩
圃
）
で
あ
り
、
道
に
悟

性
の
側
か
ら
云
へ
ば
、
感
性
に
：
拘
束
し
さ
れ
つ
鼠
『
．
轡
（
現
』
（
》
一
・
期
睡
㏄
誘
刈
）
し
た
慨
念
、
翻
『
ち
押
回
化
さ
れ
た
磯
鴫
で
あ
る
。

　
（
註
）
晒
愁
援
禰
送
疑
る
懸
吟
想
力
の
先
鹸
的
綜
ム
昌
と
は
、
山
塞
売
絵
輪
瞳
犬
…
．
激
叫
．
あ
り
、
，
巨
式
，
面
に
寮
ゼ
へ
諸
瞬
式
と
は
二
男
続
発
の
示
す
讃
概

　
　
　
念
に
癒
じ
て
帯
、
想
－
刀
の
売
験
的
綜
合
が
々
、
ノ
糠
牝
し
た
も
の
に
飽
磐
ら
ぬ
。

　
純
粋
統
畳
の
示
す
諸
概
念
は
、
箪
に
そ
れ
丈
で
は
思
惟
の
論
斑
的
形
式
た
る
黒
糖
的
普
逓
で
あ
る
。
所
が
今
や
か
庵
る
抽
象
的
書
遍
は
、
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感
性
的
な
る
も
の
に
媒
介
さ
れ
て
、
そ
れ
に
鴇
拘
東
一
さ
れ
つ
エ
、
講
濁
乱
と
し
て
「
．
費
現
一
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
『
費
環
』
す
る
と

は
一
蓋
何
を
意
味
す
る
の
か
。
同
．
賢
島
旧
す
る
と
云
ふ
の
は
還
に
可
能
な
も
の
が
拘
束
山
．
c
れ
、
鋼
限
さ
れ
る
と
云
ふ
に
今
一
5
ず
、
か
く
拘

東
さ
れ
る
審
に
依
っ
て
可
能
な
も
の
が
競
轡
ハ
に
な
る
と
云
ふ
凄
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
拘
束
さ
れ
、
制
限
さ
れ
つ
鼠
、
同
時
に
次
元
の

深
ま
り
を
意
味
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
擬
念
が
算
式
と
し
て
『
費
現
」
す
る
と
は
、
そ
れ
が
箪
な
る
可
能
の
域
を
超
え
て
現
認

的
に
な
る
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
若
し
ヘ
ー
ゲ
ル
的
表
現
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
軍
な
る
抽
象
的
普
懸
を
超
え
て
其
、
罷
的
普
遜
に
な
る
と
云

ふ
纂
で
あ
る
。
闘
式
の
意
昧
は
正
し
く
こ
瓢
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト
が
範
疇
は
洋
式
と
し
て
初
め
て
現
象
へ
の
適
湘
を
得
る
と
語

る
の
も
、
（
》
卜
。
験
）
圏
式
の
か
鼠
る
具
．
灘
的
鰹
懸
性
に
黎
つ
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
泉
し
て
、
カ
ン
ト
は
圃
式
を
か
瓦
る
其

禮
的
普
懸
と
し
て
費
際
に
展
開
し
て
み
た
で
あ
ら
う
か
◎
寧
ろ
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
か
鼠
る
其
，
盤
酌
選
点
の
悶
題
は
闇
題
以
前
だ
つ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
然
し
こ
の
隠
題
を
朋
ら
か
に
す
る
爲
に
は
、
先
ず
一
膿
カ
ン
ト
は
構
…
想
力
の
形
像
的
綜
合
に
統
畳
の
悟
性
綜
合
を

如
何
に
關
輸
せ
し
め
て
構
想
力
の
先
験
的
綜
合
を
成
立
せ
し
め
た
の
か
、
即
ち
構
想
力
の
先
験
晒
綜
舎
は
、
感
性
と
悟
性
の
如
何
な
る
關

係
に
威
立
し
た
か
を
考
察
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
然
し
こ
の
…
鶴
題
を
持
っ
て
カ
ン
ト
に
遜
る
蒔
、
我
汝
が
カ
ン
ト
か
ら
得
る
答
は
極
め
て
抽
象
的
で
あ
る
◎
端
的
に
云
へ
ぽ
、
カ
ン
ト
は
こ

の
新
し
き
綜
合
の
可
能
性
を
悟
性
綜
合
の
形
像
鶴
綜
合
に
封
ず
る
輪
講
に
於
て
解
決
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
從
へ
は
『
こ
の
綜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ミ
　

合
的
統
一
と
ほ
根
源
的
慧
識
に
於
け
る
写
照
麟
直
槻
一
般
の
多
様
の
、
範
疇
に
從
ふ
綜
合
的
統
一
が
、
た
だ
我
粛
の
感
性
的
響
町
へ
適
用

さ
れ
た
に
他
な
ら
ぬ
』
（
じ
響
一
①
こ
の
で
あ
り
、
『
悟
性
の
内
官
へ
の
最
初
の
適
粥
、
雲
じ
弓
中
野
に
基
づ
く
の
で
あ
る
Q
即
ち
穂
想
力
の
先
験

的
綜
合
は
悟
性
綜
台
の
形
鹸
独
言
台
へ
の
照
黒
鼠
匹
、
逆
に
云
へ
ば
、
　
後
蔚
の
繭
碧
へ
の
珊
包
撫
』
（
聾
｛
・
＜
H
・
む
り
・
ω
一
W
）
に
叢
一
つ
い
て
成
立

す
る
と
考
へ
ら
れ
て
る
る
の
て
あ
る
。
然
し
周
知
の
勲
く
、
鰯
適
用
r
　
乃
義
『
包
雛
』
關
係
と
は
論
理
的
普
遍
が
論
理
的
特
殊
を
自
己
の

《
種
》
と
し
て
限
定
し
得
る
時
に
の
み
可
能
な
寡
黙
で
あ
ウ
、
そ
れ
故
に
画
…
嚢
が
五
種
的
で
あ
る
愚
な
前
提
－
．
し
す
る
。
從
っ
て
感
性
と
悟

性
の
關
係
を
、
前
蔚
の
砂
潜
へ
の
『
包
癬
レ
、
或
は
後
潔
の
前
者
へ
の
萄
、
適
馬
』
と
見
る
事
は
、
感
性
を
混
戴
し
た
悟
性
的
表
象
と
見
る

　
　
　
カ
ン
ト
の
先
験
、
離
統
磁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
贈
…
黒
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蛍
墨
研
究
留
四
三
輯
＋
胤
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
ハ

購
に
の
み
、
逆
に
云
へ
ば
、
悟
性
は
寒
蘭
に
於
て
絶
謝
的
で
あ
る
と
考
へ
る
時
に
の
み
可
能
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
様
な
前
提
は
禮
ち
に
批

制
電
義
に
矛
盾
す
る
。
カ
ン
ト
に
重
て
は
感
性
と
悟
性
は
二
型
を
異
に
す
る
二
認
識
海
泉
で
あ
る
。
翼
に
叉
感
性
も
悟
性
も
輩
に
そ
れ
丈

で
は
抽
象
的
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
爾
者
の
相
互
媒
介
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
◎
そ
の
臨
か
鼠
る
爾
者
の
繭
互
媒
介
に
貧
現
し
た
構
…

想
力
の
先
験
的
綜
含
と
は
、
最
早
箪
な
る
感
性
で
も
悟
盤
で
も
な
く
、
か
割
る
縮
五
に
造
立
的
な
南
者
を
自
己
の
作
用
の
二
契
機
と
し
て

止
揚
す
る
如
き
高
次
の
具
膿
的
綜
合
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
過
ち
身
熱
力
の
先
験
的
綜
合
の
示
す
統
一
は
、
箪
な
る
純
粋
統
畳
の
統
一

と
は
次
元
を
異
に
す
る
、
よ
り
其
櫃
的
な
統
一
で
な
け
れ
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
も
掬
ら
ず
、
カ
ン
ト
は
恰
も
函
砦
の
統
一
が
同
一
の
統
一

で
あ
る
か
の
如
く
、
或
は
純
粋
畑
地
が
自
已
を
傷
つ
け
る
寓
な
く
、
　
一
方
的
に
感
性
を
限
定
し
得
る
か
の
如
く
語
る
の
で
あ
る
。
勿
論
こ

の
様
な
事
は
カ
ン
ト
の
不
徹
底
で
あ
る
。
然
し
果
し
て
一
章
カ
ン
ト
の
か
凝
る
不
撤
底
は
何
に
原
因
す
る
の
か
。

　
詫
（
－
）
　
こ
ン
で
カ
ン
ト
の
云
ふ
『
所
輿
的
（
獣
一
観
一
等
』
と
は
『
賊
心
六
二
て
あ
っ
て
蜘
琳
智
的
f
．
さ
へ
た
い
な
ら
ば
、
我
々
0
山
臥
疑
に
…
以
て
層
よ
う
と
居
る

　
　
　
　
ま
い
と
』
ハ
じ
づ
H
駆
Q
◎
）
悟
幾
綜
く
目
に
六
宮
な
『
作
川
の
軸
職
一
解
淵
な
管
鞍
と
り
出
し
て
考
察
す
べ
く
撹
”
入
さ
れ
た
擢
定
駒
長
象
で
あ
り
、
直
ち
に
入
糊

　
　
　
　
的
、
戊
心
骨
．
的
宣
掘
で
は
爵
・
い
。
憂
っ
て
悟
性
副
司
へ
噴
は
、
ー
カ
ン
ト
は
揺
曜
糠
晒
魚
羅
点
“
壷
¢
『
蟹
仙
川
「
、
る
範
時
に
調
て
、
戴
h
親
7
澱
の
溜
ノ
嶽
に
押
し
て
考
へ

　
　
　
　
ら
れ
る
で
あ
ら
う
撮
宏
張
合
』
魯
嵩
じ
と
定
器
∴
・
－
一
驚
八
“
就
に
直
競
｝
毅
の
多
線
に
闘
製
し
で
．
み
る
と
し
て
も
、
更
に
我
々
の
感
牲
的
多

　
　
　
鶴
燃
へ
の
聞
…
條
齎
し
に
は
依
然
と
し
で
．
鷲
儒
門
容
解
．
あ
る
。

　
　
（
2
）
　
例
へ
ば
晦
．
濁
●
O
β
冠
ぼ
雛
ω
M
回
）
9
⑳
ω
O
げ
O
ヨ
簿
臨
ω
同
歯
ω
醤
9
℃
埠
O
一
帥
旨
山
腎
諸
．
鳥
．
吋
●
＜
．
（
践
鋤
⇒
学
ω
け
賃
α
圃
①
謬
剛
W
島
”
一
り
．
ω
陰
ω
恥
鼻
．
龍
・
）
力
榊
爽
》
昭
紬
曽
・
れ

　
　
　
　
た
し
。

　
周
知
の
如
く
、
カ
ン
｝
は
そ
の
分
析
論
を
、
郎
ち
感
性
と
悟
性
の
綜
合
的
統
一
の
問
題
を
直
ち
に
物
理
學
、
就
中
ニ
ェ
ー
ト
ン
物
理
學

の
基
礎
づ
け
の
問
題
と
蔚
灯
し
た
。
然
し
乍
ら
な
ぜ
カ
ン
ト
が
感
憧
と
悟
性
の
外
孫
を
、
焚
に
現
象
界
に
働
く
認
識
窒
膿
の
必
然
的
作
用

の
展
開
を
二
一
1
｝
2
1
物
理
學
の
基
礎
づ
け
の
問
題
と
看
微
し
た
か
は
、
今
日
甑
に
そ
れ
が
古
典
化
し
、
或
は
物
理
學
以
外
の
諸
腰
を
も

確
費
な
経
験
、
約
認
識
と
見
る
事
に
暫
熟
せ
る
我
々
に
は
不
思
議
な
事
で
あ
る
。
然
し
事
貧
に
於
て
カ
ン
ト
時
代
は
確
費
な
知
的
経
験
、
と
し

て
敷
學
と
物
理
學
を
持
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
例
へ
ば
歴
璽
學
は
カ
ン
ト
自
ら
語
る
如
く
、
聖
心
一
人
の
ケ
プ
レ
ル
も
ニ
ュ
；
ト
ン
も
持
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た
ず
、
カ
ン
ト
自
身
『
如
何
に
』
（
≦
δ
）
歴
典
學
は
可
能
な
り
や
と
問
ひ
得
た
の
で
は
な
く
、
可
能
な
り
や
否
や
（
○
σ
）
に
就
て
尋
ね
得

た
に
す
ぎ
な
い
。
　
（
し
ウ
島
減
く
・
ω
・
観
い
。
）
そ
れ
故
に
カ
ン
ト
が
認
識
の
基
礎
づ
け
の
問
題
を
特
に
物
理
的
経
験
の
基
礎
づ
け
と
解
し
て
み
た

と
し
て
も
、
直
ち
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
集
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。

　
然
し
こ
の
霧
の
結
果
は
我
々
に
と
っ
て
電
大
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
若
し
分
析
論
が
、
庭
竃
そ
れ
自
身
で
は
抽
象
的
で
あ
り
、
無
記
的
で

あ
る
物
理
的
自
然
の
基
礎
づ
け
を
至
誠
し
て
み
た
と
す
れ
ば
、
自
然
を
初
め
て
自
然
と
し
て
限
定
し
、
コ
つ
の
自
然
』
と
し
て
統
一
づ

け
つ
x
無
心
化
す
る
悟
性
概
念
が
、
箪
に
受
動
的
な
る
感
性
よ
り
一
厨
張
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
審
は
、
寧
ろ
當
然
の
結
果
だ
か
ら

で
あ
る
。
蓋
し
自
然
は
そ
れ
自
膿
と
し
て
は
、
如
何
な
る
統
一
も
、
如
何
な
る
意
陳
も
持
た
ず
、
認
識
細
思
の
外
に
無
記
的
に
横
た
は
る
。

か
護
る
本
來
無
記
的
な
る
も
の
が
『
一
つ
の
自
然
』
と
し
て
、
統
一
を
持
ち
、
從
っ
て
我
々
に
意
味
を
持
ち
得
る
の
は
、
悟
性
が
そ
れ
に

統
二
を
『
投
げ
入
れ
』
、
（
じ
⇔
×
H
＜
）
そ
れ
を
一
力
的
に
限
定
す
る
時
に
限
り
可
能
で
あ
る
◎
自
然
は
範
疇
の
限
定
的
普
遍
に
一
方
的
に
從

齢
す
る
限
り
に
於
て
の
み
自
然
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
悟
性
も
、
猫
そ
れ
が
人
間
悟
性
と
し
て
絶
え
ず
比
量
的
で
あ
る
限
り
は
、
常
に
感
性

的
多
様
に
媒
介
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
そ
の
受
動
的
感
性
の
關
は
る
現
象
が
物
理
朗
自
然
の
現
象
に
す
ぎ
ぬ
以
上
、
悟
性
は
絶
え
ず
感

性
的
多
様
の
拘
束
を
抽
象
し
て
差
支
へ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
物
理
的
自
然
の
現
象
は
絶
え
ず
い
、
一
様
』
（
膨
α
・
く
・
ω
・
搭
O
）
で
あ
り
、
且
つ

そ
の
感
性
的
多
様
も
常
に
『
同
賛
駒
』
（
く
α
身
ド
ゆ
9
＜
・
り
り
・
鱒
蜜
）
で
あ
っ
て
、
悟
性
に
正
し
充
分
な
拘
束
性
を
持
ち
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

同
様
の
事
情
は
、
感
性
的
多
様
の
自
　
覚
化
に
關
は
る
構
想
力
の
形
像
的
綜
含
に
就
て
も
量
ひ
得
る
Q
本
來
構
想
力
が
時
間
の
自
訴
化
に
關
…

は
る
以
上
、
そ
の
構
想
力
は
純
粋
な
『
生
産
的
構
想
力
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
そ
の
時
聞
に
含
ま
れ
た
可
能
的
多
様
が
物
理
的
自

然
の
現
象
に
す
ぎ
な
い
以
上
、
構
想
力
の
《
生
産
性
》
は
殆
ど
獲
揮
さ
れ
得
な
い
Q
生
産
的
構
想
力
と
は
箪
に
そ
の
純
粋
性
ば
か
り
で
は

な
く
、
同
時
に
何
等
か
の
春
蘭
で
猫
創
酌
生
産
性
を
意
嬉
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
物
理
的
自
然
に
開
し
て
は
、
か
N
る
猫
創
性
は
無

機
昧
で
あ
る
。
か
く
し
て
悟
性
は
物
理
的
自
然
に
戯
す
る
限
り
口
創
始
者
』
（
し
ご
這
ご
で
あ
り
、
絶
群
的
構
力
者
で
あ
る
。
成
程
、
悟
性

は
常
に
感
性
的
多
糠
に
媒
介
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
だ
が
同
製
に
悟
性
は
そ
の
媒
介
に
際
し
て
、
感
性
の
拘
束
性
を
無
親
し
得
る
の
で
あ

　
　
　
カ
ン
ト
の
先
験
的
緬
畳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕪
七



76tt

　
　
　
鱒
學
醗
究
　
嬢
蹴
胃
隅
十
戴
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
薫
儲

る
Q
カ
ン
ト
が
確
惣
力
の
先
験
約
綜
含
に
於
て
、
感
性
と
悟
性
の
碧
雲
、
媒
奪
を
求
め
つ
瓢
、
同
時
に
そ
れ
が
恰
も
悟
性
の
優
位
に
於
て
威

立
す
る
か
の
如
く
語
る
の
は
、
以
上
の
檬
な
事
嬉
に
依
る
の
で
・
㎡
の
る
。

　
悟
性
概
念
は
感
性
的
多
欝
の
媒
介
な
く
し
て
ぽ
翠
な
る
抽
象
的
讐
逓
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
構
想
力
の
先
験
的
綜
含
に
於
て
、
感
性
は

『
悟
性
を
潜
時
に
拘
束
し
つ
嵐
、
費
現
せ
し
め
る
。
幅
＼
》
一
・
顎
弓
田
欝
司
）
帥
ち
悟
性
概
念
は
先
駁
的
書
式
と
し
て
、
　
云
は
ば
其
醗
帥
、
許
逓
と

し
て
《
煙
Φ
巴
》
に
可
能
で
あ
る
り
こ
の
愚
な
漣
開
は
、
暇
へ
p
カ
ン
ト
が
構
想
力
の
先
験
的
綜
合
の
成
立
に
如
何
な
る
悟
性
藁
葺
、
を
示
さ
う

と
も
、
カ
ン
ト
が
先
験
的
奏
上
と
し
て
揺
挫
概
念
が
職
、
萱
現
出
す
る
と
語
る
限
り
、
事
費
と
し
て
域
近
し
て
る
る
。
け
れ
ど
も
同
時
に
、

そ
の
構
尽
力
の
先
験
的
綜
合
に
出
て
悟
性
が
感
性
の
拘
束
性
を
無
勢
し
得
る
以
上
、
カ
ン
ト
は
続
…
想
力
の
先
験
的
綜
含
の
不
可
映
性
を
注

意
す
れ
ば
充
努
で
あ
り
、
更
に
｛
渉
．
進
め
て
、
そ
れ
を
其
昏
乱
普
湿
と
し
て
規
定
し
、
展
古
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
か
く
し
て
カ
ン
ト
に

於
て
は
、
其
驚
的
甘
煮
の
聞
題
は
凄
費
、
と
し
て
威
立
し
て
み
る
に
拘
ら
ず
、
猫
問
題
と
し
て
鴛
識
さ
れ
、
展
㎜
脚
さ
れ
ず
に
止
ま
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

る
。
そ
れ
故
に
我
汝
は
カ
ン
ト
の
先
験
的
圖
式
を
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
窒
張
を
翼
似
て
『
盃
巻
の
貫
髄
』
と
云
ひ
得
る
が
、
然
も
そ
の
眞

髄
な
る
所
以
が
カ
ン
ト
自
身
に
依
っ
て
充
分
」
に
自
畳
さ
れ
て
る
な
か
っ
た
と
紬
論
し
得
る
で
あ
ら
う
。

　
（
註
）
　
踏
Φ
筏
⑦
臓
ぴ
q
①
び
囲
”
昌
吋
嘗
欝
α
良
瀞
。
。
℃
門
〇
三
Φ
ヨ
鳥
｛
窺
罐
Φ
欝
唱
7
鴫
q
a
鐸
●
Q
り
’
一
〇
μ

（
押
）

　
カ
ン
ト
は
感
性
と
悟
性
の
糊
粘
的
…
闘
係
の
開
題
を
物
理
的
自
然
の
軽
爆
づ
け
の
問
題
と
看
燃
す
凄
に
依
っ
て
、
自
己
の
提
出
し
た
豊
か

な
問
題
を
未
限
定
の
ま
鼠
思
し
た
り
か
憤
る
悶
題
の
申
、
最
も
．
蹴
要
な
も
の
は
純
輝
輝
畳
と
先
験
的
統
畳
の
匪
別
の
問
題
で
あ
る
。
我
々

は
こ
の
悶
題
を
手
掛
り
と
し
て
、
カ
ン
ト
の
先
験
．
的
統
畳
の
性
格
を
考
へ
て
み
た
い
。

　
既
蓮
の
如
く
、
構
脳
力
の
先
験
的
綜
合
は
本
來
感
性
と
悟
性
の
綜
合
的
統
一
に
成
立
し
、
そ
れ
故
に
爾
考
を
自
已
の
二
契
機
と
し
て
止

揚
す
る
様
な
高
，
弐
の
其
心
的
綜
含
で
あ
る
。
艶
、
こ
に
於
て
感
性
と
悟
性
は
額
五
に
媒
介
し
つ
N
、
費
難
ず
る
。
感
性
と
悟
性
が
相
等
に
媒
．
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介
し
、
導
爆
す
る
と
ぱ
、
物
と
物
と
の
如
く
軍
に
外
約
に
搾
れ
台
ふ
事
で
は
な
い
。
悟
性
も
感
性
も
共
に
『
心
性
』
の
作
用
で
あ
り
、
叉

そ
の
所
産
と
し
て
の
憲
識
で
あ
る
。
從
っ
て
困
鷺
は
相
、
互
内
在
的
に
働
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
悟
性
が
感
性
の
内
で
働
く
と
は
、
そ

の
規
則
と
し
て
、
或
は
感
性
的
意
識
の
そ
れ
に
含
致
す
べ
き
規
範
と
し
て
働
く
憲
で
あ
り
、
逆
に
感
性
が
悟
性
の
内
で
働
く
と
は
、
そ
の

多
鎌
と
し
て
、
蔀
ち
規
範
意
識
の
表
出
と
し
て
働
，
＼
伊
丹
、
あ
る
。
か
く
と
、
感
性
も
悟
性
も
今
や
高
次
の
綜
獣
的
銃
一
、
鑓
想
力
の
先
験

的
綜
含
の
こ
契
礎
で
あ
り
、
直
心
は
そ
の
綜
へ
鴛
の
内
容
で
あ
り
、
緒
念
ほ
そ
の
綜
ム
ロ
の
規
期
で
あ
る
。
逆
に
云
へ
ば
、
鑓
…
想
力
の
先
験
的

綜
合
に
於
て
直
観
の
概
念
に
從
ふ
綜
合
的
統
一
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
所
で
か
く
感
性
と
悟
性
を
霞
己
の
二
契
機
と
す
る
総
想
力
の
先
麗
麗
綜
含
を
、
感
性
の
簡
か
ら
感
盤
の
霞
畳
化
に
働
く
も
の
が
縫
想
力

の
彫
鍛
的
綜
合
に
他
な
ら
ぬ
故
に
、
正
し
く
構
想
力
の
先
験
飽
綜
合
と
呼
詑
函
な
ら
ば
、
そ
の
隔
じ
綜
合
を
悟
性
の
測
か
ら
は
先
験
的
統
畳

の
綜
合
と
呼
び
得
る
筈
で
あ
る
。
帥
ち
先
験
的
統
発
の
早
漏
的
統
…
は
構
与
力
の
先
報
的
綜
含
そ
れ
戦
身
で
あ
り
、
講
者
の
雑
異
は
同
じ

一
つ
の
綜
合
を
悟
性
の
鮒
か
ら
み
る
か
、
或
は
感
性
の
鯛
か
ら
み
る
か
の
墓
異
に
す
ぎ
な
い
と
云
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
所
で
落
し
こ
の
様

に
先
験
的
鵜
縄
の
綜
含
が
構
想
力
の
先
験
敵
．
綜
合
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
先
験
的
統
畳
は
箪
な
る
悟
性
綜
舎
に
働
く
純
粋
統
畳
を
超
え
た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
カ
ン
ト
に
於
て
先
験
．
的
統
雄
と
純
粋
統
畳
に
就
て
、
何
等
明
白
な
仁
王
的
酸
別
は
な
さ
れ
て
る
な
い
。
然
し

カ
ン
ト
に
於
て
も
、
先
験
的
統
畳
が
凡
ゆ
る
維
験
的
認
識
の
最
高
の
先
験
的
根
無
で
あ
り
、
経
験
的
認
識
が
喧
槻
と
概
念
の
綜
合
的
統
一

に
威
題
す
る
と
す
れ
ば
、
先
験
融
、
統
畳
と
は
凡
ゆ
る
直
槻
を
融
括
す
る
無
熱
と
純
粋
而
立
の
示
す
諸
概
念
の
綜
合
的
關
係
を
可
能
な
ら
し

め
る
先
験
的
構
惣
力
そ
れ
自
身
で
あ
り
、
或
は
㎝
構
想
力
の
先
験
的
綜
合
の
名
の
下
に
い
（
b
ご
嵩
ω
）
働
く
の
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
ね
ぽ
な

ら
ぬ
。
即
ち
先
験
的
統
畳
は
軍
な
る
悟
性
と
し
て
の
純
粋
統
畳
の
如
き
も
の
で
は
な
・
＼
そ
れ
を
遡
え
て
、
そ
れ
を
自
己
の
｛
契
機
と
す

る
如
き
よ
り
根
源
的
な
認
識
睾
盤
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
感
性
も
悟
性
も
『
心
性
い
の
作
稽
で
語
》
つ
た
。
先
験
，
約
統
畳
は
正
し
く
か
エ
る

感
性
と
悟
性
と
を
自
已
の
作
用
の
こ
契
機
と
す
る
事
に
於
て
、
　
か
の
［
心
性
』
そ
れ
自
身
で
あ
る
。
或
は
又
カ
ン
ト
が
感
性
と
悟
性
の

『
我
燕
に
は
知
ら
れ
ざ
る
、
共
通
の
根
一
（
〉
現
難
む
ご
む
⇒
O
）
に
就
て
語
る
畦
の
そ
の
摂
一
構
惣
力
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
勝
ち
先
験
的

　
　
　
カ
ン
ト
の
俺
験
的
縞
灘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
猟
九
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哲
墨
欝
究
　
第
膜
胃
鰻
十
楓
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閥
○

統
　
覚
は
一
方
受
動
的
感
性
と
し
て
、
他
方
自
襲
的
悟
性
と
し
て
働
き
、
然
も
こ
の
感
性
と
悟
性
の
綜
合
的
關
係
を
霞
已
に
於
て
可
能
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
註
）

し
め
つ
Σ
、
自
己
の
根
源
性
を
明
白
に
す
る
の
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
勿
論
か
エ
る
蓮
聡
は
カ
ン
ト
に
於
て
充
分
考
へ
ら
れ

て
る
た
と
は
云
ひ
難
い
。
カ
ン
ト
は
感
性
の
悟
性
へ
の
拘
束
性
を
融
塾
す
る
事
に
於
て
、
同
時
に
先
験
的
統
畳
の
具
髄
性
を
充
分
明
白
に

し
得
ず
、
恰
も
そ
れ
が
直
ち
に
純
粋
統
畳
で
あ
る
か
の
如
く
語
る
の
で
あ
る
。

（
註
）
　
か
く
し
て
感
性
の
根
語
に
は
既
に
先
験
的
統
畳
が
働
い
て
み
る
の
で
あ
る
。
即
ち
輩
に
受
動
的
な
る
巨
益
も
、
先
離
的
統
覧
が
幾
ら
感
性
と
し
て

　
　
直
槻
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
直
隠
と
は
フ
イ
シ
ヤ
ー
の
云
ふ
如
く
《
＜
Φ
同
謬
潮
影
坤
9
ロ
ω
O
『
ρ
¢
鐸
昌
登
q
》
で
あ
る
。
　
（
国
・
周
δ
O
び
O
罫
○
①
ω
O
窯
O
騨
け
⑦
畠
●

　
　
P
勺
び
篇
O
ω
・
ゆ
鋳
H
＜
．
丙
9
欝
幹
H
．
ω
●
ω
①
刈
・
く
σ
q
ド
ψ
Q
◎
Q
◎
刈
矯
．
）
然
し
受
動
的
直
掘
に
調
て
は
そ
の
質
料
と
の
直
接
的
合
一
性
に
於
て
、
作
用
主
髄

　
　
に
就
て
も
、
そ
こ
で
可
能
と
た
っ
た
我
々
の
表
象
に
就
て
も
姐
何
な
る
白
諾
覚
も
存
在
し
な
い
。
勿
講
こ
の
事
は
矛
盾
で
あ
る
が
、
先
瞼
約
統
畳
が
受

　
　
動
的
感
蛭
と
し
て
鋤
く
限
り
克
服
し
得
ぬ
矛
盾
で
あ
る
。
そ
れ
故
先
瞼
酌
統
畳
は
、
自
己
の
矛
盾
を
克
服
す
べ
く
肖
嚢
的
作
摺
と
し
て
働
か
ね
ば
な

　
　
ら
ぬ
。
然
し
こ
の
綜
膏
作
用
は
本
立
無
肖
畳
畜
力
も
の
の
贈
呈
化
に
鋤
く
故
に
、
白
ら
も
直
接
的
な
も
の
に
没
入
し
、
か
く
し
て
未
だ
感
牲
的
た
る

　
　
に
す
ぼ
な
い
。
（
〈
σ
q
囲
●
じ
ご
陣
0
圃
　
》
口
置
。
）
即
ち
そ
こ
で
は
既
に
主
鰭
｝
の
自
署
的
吊
瀞
合
作
田
川
は
存
在
あ
，
る
が
、
か
ン
る
作
用
の
作
用
い
屍
…
期
は
成
立
し
て
ゐ

　
　
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
が
輝
き
に
鯛
構
起
的
綜
合
と
名
づ
け
た
も
の
に
他
癒
ら
な
い
。
（
カ
ン
ト
は
こ
の
鰍
一
手
…
的
紬
騨
含
を
二
段
の
綜
合
、
『
直
辮
剛
に
於
け

　
　
る
罷
知
の
綜
台
岬
と
『
鑓
想
に
於
け
る
再
生
の
綜
合
』
と
し
て
説
話
す
る
。
）
け
れ
ど
も
、
我
々
が
悟
性
綜
合
に
闘
し
て
示
し
た
如
く
貞
嚢
豊
は
本
來

　
　
汽
立
牲
を
意
味
す
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
鋤
の
規
則
を
持
た
ぬ
自
認
罪
作
拐
と
は
矛
盾
で
あ
る
。
か
く
し
て
本
來
そ
れ
自
身
で
は
我
れ
悪
ふ
の
根

　
　
源
的
思
惟
と
し
て
絋
田
口
一
団
畳
で
あ
る
先
瞼
納
四
四
畳
は
、
　
一
方
櫨
濫
感
力
の
形
像
的
瑞
杯
ム
ロ
に
加
規
則
一
回
漏
奥
へ
る
べ
く
自
己
の
甜
松
源
的
統
一
を
諸
箭
脚
鴫
へ
と
多

　
　
搬
化
し
つ
》
、
他
方
構
想
力
の
糠
起
的
な
各
々
の
働
を
そ
の
混
蜀
に
於
て
『
包
括
』
し
欄
．
再
認
恥
し
て
表
募
の
概
念
に
縫
ふ
諒
含
的
統
丁
偲
可
能
な
ら

　
　
し
め
る
の
で
あ
る
、
臨
燭
ち
憂
晴
は
㎝
山
が
解
．
楠
職
灘
の
統
一
の
溝
想
⊥
刀
の
価
騨
舎
へ
の
翻
係
』
（
諺
目
榊
㊤
）
に
北
口
づ
き
つ
〉
、
他
方
鑓
想
力
の
犠
騨
合
か
、
統
畳
の

　
　
統
　
一
へ
と
『
齊
す
鵠
（
ゆ
μ
滋
O
）
の
4
、
あ
る
。
か
・
、
し
て
先
議
旧
識
統
髭
陣
“
敢
闘
瞬
に
於
け
る
表
偽
か
の
綜
A
N
的
統
一
に
於
て
臼
己
臼
身
の
報
P
　
鯉
口
∴
土
難
性
ψ
乞

　
　
顯
現
し
つ
》
自
ら
に
復
録
す
る
。
カ
ン
ト
の
醒
謂
戯
話
、
再
坐
、
再
認
の
三
段
の
綜
脅
は
、
自
ら
感
挫
と
し
て
、
鑓
想
力
と
し
て
、
油
田
と
し
て
働

　
　
く
先
験
的
統
…
覚
の
肖
畳
の
深
ま
り
ゆ
く
姿
と
し
て
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
純
粋
懸
盤
は
直
ち
に
先
黒
影
統
畳
で
は
な
く
、
　
そ
の
云
は
ば
グ
賄
熔
厭

　
　
ω
搾
ゴ
》
た
姿
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
茶
し
カ
ン
ト
に
從
っ
て
充
分
朋
白
で
な
か
っ
た
先
瞼
的
統
覧
の
展
…
蹄
を
、
　
識
量
箪
に
、
∬
つ

　
　
カ
ン
ト
に
卸
し
て
考
へ
わ
ば
凡
そ
以
ト
｛
の
様
な
膨
〃
と
な
る
で
あ
ら
う
。

先
験
的
統
督
は
自
ら
感
性
と
し
て
、
悟
性
と
し
て
、
呉
灘
的
に
は
先
験
的
圓
式
機
能
と
し
て
働
き
つ
墨
、
一
つ
の
自
然
を
産
融
す
る
。
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（
蝕
）

然
し
か
x
る
客
槻
の
精
子
は
一
－
…
カ
ン
ト
に
於
て
客
擬
と
は
麗
な
る
客
糎
性
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
し
て
も
…
同
時
に
か
く
客
親
を
自
己

に
封
立
す
る
も
の
と
し
て
限
定
す
る
蜜
禮
の
側
に
於
け
る
自
畳
の
威
立
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
Q
既
に
純
粋
統
豊
に
就
き
、
悟
性
綜

合
を
可
能
な
ら
し
め
る
そ
の
作
用
の
統
一
が
意
識
の
統
一
で
あ
る
事
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
然
し
乍
ら
そ
の
時
に
威
儀
す
る
自
誓
は
、
平

温
統
銑
が
端
黒
感
性
の
媒
介
を
得
ず
、
思
惟
さ
る
べ
き
も
の
か
ら
抽
象
さ
れ
て
る
る
限
り
ぱ
、
翠
に
思
惟
作
用
に
於
け
る
論
理
駒
歪
語
の

意
識
に
す
ぎ
ず
、
表
象
内
欝
的
に
は
躍
、
全
表
象
中
、
最
も
貧
し
い
表
象
．
一
（
し
d
さ
G
。
）
で
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
之
に
封
し
多
様
の
綜
合

的
続
一
に
相
精
し
成
立
す
る
『
先
験
的
孤
憤
匝
は
、
最
早
か
エ
る
無
内
容
な
抽
象
的
自
発
で
は
あ
り
得
な
い
。
こ
鼠
に
於
け
る
先
験
的
自

筆
は
自
ら
感
性
と
し
て
、
悟
性
と
し
て
働
き
、
そ
の
綜
含
駒
統
一
に
於
て
『
一
つ
の
自
然
』
を
導
管
し
つ
工
自
ら
に
復
虚
し
た
白
搾
で
あ

る
。
か
く
し
て
そ
れ
は
か
鼠
る
一
つ
の
自
然
の
成
立
を
自
己
の
自
畳
の
内
容
と
し
て
自
己
の
根
源
黒
田
属
性
を
自
齢
す
る
様
な
奥
膿
的
自

　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
　
　
も
　
　
　
　
も
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
も
　
　
も

灘
で
あ
る
。
謡
扇
の
所
産
を
自
已
の
所
産
と
し
て
自
彊
し
、
孝
孫
の
働
を
自
己
の
働
と
し
て
自
話
す
る
如
き
『
叡
智
』
（
ゆ
振
。
。
）
で
あ
る
。

　
（
註
）
　
先
瞼
的
諸
圖
式
の
成
立
、
及
び
そ
の
興
臨
の
形
へ
の
展
開
と
し
て
の
源
踊
の
成
立
は
、
そ
の
圖
式
の
戒
立
に
關
し
て
悟
性
概
念
を
費
現
す
べ
く
媒

　
　
　
介
し
た
感
碑
的
多
様
が
未
だ
直
ち
に
羅
験
膝
直
擢
の
多
様
で
は
な
く
、
そ
の
総
括
と
し
て
の
時
節
で
あ
る
か
ら
、
直
ち
に
概
念
に
從
ふ
羅
瞼
的
多
搬

　
　
　
の
器
皿
的
統
「
、
即
ち
諸
費
掘
の
成
立
を
意
味
し
得
な
い
。
諸
客
槻
が
モ
の
経
瞼
豹
礁
P
殊
化
と
し
て
成
立
す
る
様
な
客
湘
二
般
の
胃
能
性
の
鋼
約
の

　
　
　
成
立
を
慧
味
す
る
に
す
ぼ
ぬ
。

　
　
　
　
所
で
カ
ン
ト
に
於
て
か
ン
る
客
親
「
般
か
ら
伽
何
に
特
殊
化
す
れ
ば
主
客
掘
が
成
立
し
得
る
か
の
演
緯
は
意
識
的
に
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
白
然
法

　
　
　
鮒
に
就
て
云
へ
ば
、
自
然
法
則
が
原
則
の
総
出
化
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
源
則
を
如
何
に
特
応
化
す
れ
ば
自
然
法
則
と
な
り
得
る
か
は
、
カ
ン
ト

　
　
　
に
於
て
は
組
て
維
澱
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
（
＜
ぴ
q
　
切
δ
朝
）
カ
ン
ト
に
歴
て
範
酵
の
具
慌
化
は
先
劇
的
豊
楽
に
縛
り
、
か
》
る
純
粋
達
の
域
を

　
　
　
超
・
凡
て
｛
歩
も
進
ま
な
い
。
カ
ン
ト
は
其
鳥
の
欝
幾
必
を
例
外
と
ヤ
、
・
て
（
鰐
”
眠
な
ら
こ
》
で
は
蔵
竹
殊
導
線
が
宿
一
ち
に
煎
琶
謹
的
悶
、
筑
下
り
得
る
か
ら
f

　
　
　
ゆ
刈
お
飛
）
一
般
に
哲
學
的
吟
遊
に
ロ
、
溝
威
出
・
．
振
愉
し
た
。
薯
遍
的
な
も
の
か
ら
の
特
殊
的
な
も
O
の
謙
遜
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
八
開
的
理

　
　
　
挫
の
限
身
内
を
岬
彪
え
た
『
越
梗
』
と
鷲
、
へ
ら
れ
た
の
て
あ
む
、
薄
ハ
々
は
こ
ン
に
7
イ
ヒ
テ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
一
浴
既
鑑
義
嘉
事
ガ
ポ
に
…
ゴ
す
る
カ
ン
ト
の
北
叶
ム
肖

　
　
　
理
主
義
ψ
瓢
見
慨
ず
の
で
あ
る
。
然
し
今
こ
ン
で
、
か
ン
る
カ
ン
ト
の
非
合
斑
主
義
的
糖
心
皮
を
顧
慮
し
な
い
と
し
て
も
、
何
故
に
カ
ン
卦
が
原
…
則
か
ら

　
　
　
自
殊
…
法
則
へ
の
勝
蕨
～
化
の
凱
巡
を
示
さ
な
か
っ
た
か
の
理
由
は
、
カ
ン
ト
が
現
象
を
直
ち
に
一
物
三
盛
自
㎞
然
の
現
象
と
考
へ
で
．
岬
4
9
た
事
を
晶
恕
起
す
れ
ば
山
允

カ
ン
ト
の
先
焔
撫
鶴
叩
統
膵
焔

陽
一
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ち
　
　
　
　
　
あ
　
　
ち

　
瞬
で
先
験
獣
．
統
畳
が
ゐ
蚤
ご
の
働
な
為
管
鍼
の
働
・
．
r
し
て
該
畳
＋
る
と
伸
幽
、
悟
性
の
働
に
就
て
は
勿
論
、
感
性
の
作
用
を
も
漆
己
の
作
用
に

他
な
ら
ぬ
と
自
濡
す
る
嘉
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
感
性
は
醜
に
心
挫
の
作
用
で
あ
り
つ
玉
軍
に
受
動
的
、
で
あ
り
、
叉
假
令
構

想
力
が
時
聞
の
客
畳
化
に
働
く
と
し
て
も
、
そ
の
自
搬
挫
は
感
性
的
直
接
性
に
浸
し
て
翠
に
官
画
的
で
あ
り
、
か
く
し
て
人
間
感
性
に
撃

て
は
論
罪
璽
髄
に
就
て
の
如
何
な
る
自
認
も
存
在
し
な
い
。
勿
論
我
々
哲
學
す
る
者
に
と
っ
て
、
感
性
が
醜
に
『
心
性
』
の
、
即
ち
根
源

的
自
我
の
働
で
あ
る
事
は
明
白
で
あ
り
、
叉
か
く
考
へ
ら
れ
る
事
に
裁
て
感
性
は
充
分
な
根
擦
な
獲
得
す
る
Q
け
れ
ど
も
か
N
る
認
識
は

感
性
膚
身
の
訳
知
し
な
い
事
で
あ
る
。
そ
し
て
叉
感
性
自
身
の
こ
の
無
自
発
性
に
慈
性
と
悟
性
と
が
共
に
先
験
的
統
発
の
二
契
機
で
あ
り

つ
x
、
恰
も
爾
蛮
が
無
縁
で
あ
る
か
の
如
く
互
に
他
に
鋤
す
る
優
越
を
争
っ
た
の
で
も
あ
る
。
然
し
今
や
容
概
の
艶
立
と
相
即
し
て
肖
己

の
働
の
自
畳
に
漏
し
た
先
験
的
統
…
覚
は
、
我
た
嘗
心
す
る
奢
と
同
じ
く
感
性
が
自
己
自
身
の
働
で
あ
る
と
云
ふ
明
瞭
な
自
一
流
に
達
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
師
ち
哲
學
営
営
釧
懸
性
と
合
一
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト
も
亦
肖
発
と
は
『
、
闘
ら
へ
復
撮
し
た
槻
黒
地
（
簿
鼠

ω凶

B
ぽ
ω
巴
σ
珍
ぴ
q
①
貯
Φ
げ
含
。
◎
・
ζ
⇔
①
o
σ
拶
。
算
Φ
昌
）
で
あ
り
、
比
量
的
（
鳥
一
ω
瞠
¢
璽
ω
蒔
く
）
で
は
な
・
＼
し
て
直
会
齢
（
葺
窪
搾
貯
）
で
あ
る
』
（
℃
o
、
豪
N
…
図
四
簿
．
ω

＜
o
罵
δ
撃
昌
P
Φ
ロ
隣
び
鍵
蝕
①
羅
Φ
3
冨
ジ
、
ω
凶
ぎ
斡
降
ξ
咽
．
同
総
．
謄
の
．
。
Q
曾
と
云
ふ
。
か
く
し
て
先
験
灼
自
畳
は
働
の
自
発
た
る
富
に
曾
て
批
舗
理
性

と
合
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
Q
然
し
乍
ら
難
し
て
カ
ン
ト
に
於
て
、
先
験
駒
漸
畳
は
こ
の
捺
な
働
の
自
畳
と
し
て
、
或
は
批
判
理
性
と
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

一
す
る
具
膿
約
自
警
と
し
て
充
分
に
展
望
さ
れ
て
る
た
で
あ
ら
う
か
。
我
庚
が
醜
に
明
白
に
し
た
如
く
、
カ
ン
ト
に
得
て
経
験
は
直
ち
に

物
理
的
自
然
の
認
識
を
意
暁
，
し
、
更
に
か
玉
る
自
然
は
∴
負
來
そ
れ
自
身
で
は
統
一
以
赫
で
あ
り
、
悟
性
規
則
に
一
方
的
に
從
厨
す
る
畔
始

め
て
自
然
で
あ
る
。
從
っ
て
か
転
る
自
然
の
演
澤
は
悟
性
概
念
の
誓
遍
愛
常
性
の
み
が
明
ら
か
と
な
れ
ば
充
分
で
あ
り
、
か
く
蟻
然
を
成

立
せ
し
め
る
毒
に
依
っ
て
自
己
を
顯
現
す
る
其
盤
的
自
畳
の
問
題
か
ら
は
抽
象
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
を
逆
に
漬
へ
ぽ
、
自
然
の
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成
立
に
働
く
自
我
ぱ
、
　
一
方
約
．
に
、
愁
然
に
命
令
し
つ
鼠
坤
っ
て
自
然
に
筆
入
し
、
最
早
再
び
肖
己
自
身
に
立
ち
・
三
っ
て
書
写
を
尋
ね
る
審

な
き
自
我
で
あ
る
事
を
意
喋
す
る
。
カ
ン
ト
湘
豪
畳
の
湿
式
憧
は
否
ま
れ
得
な
い
り
で
あ
る
。

（
詫
）
　
カ
、
ン
ト
魏
円
塔
の
野
塩
A
性
は
、
そ
・
顧
と
帽
塾
な
・
∵
㌶
・
偏
し
♂
．
、
の
署
邑
睾
約
艶
艶
、
樫
∵
靴
と
の
胃
的
耽
凱
蘇
ひ
一
明
識
に
し
得
力
、
か
っ
た
。
と
は
．
竃
ヘ
カ
ン
ト
に
於

　
　
て
ぜ
り
既
に
誓
営
㍗
的
批
狸
戯
一
蹴
の
閻
題
か
考
．
へ
ら
れ
て
る
た
と
N
心
は
「
孔
る
。
カ
ン
ト
目
身
鳳
瞑
る
’
鄭
く
、
賑
帆
府
ρ
か
償
．
砿
底
れ
月
心
ふ
一
の
表
鮪
か
、
卸
ち
純
柞
粧
押

　
　
醒
覚
に
就
き
河
」
㍗
か
を
恩
椎
せ
～
ル
・
、
」
十
る
轟
．
、
馬
脚
は
」
醜
に
一
つ
の
常
．
瘡
m
壌
諦
へ
》
ω
．
塔
聾
曽
ご
灘
O
高
）
鳶
毘
す
に
短
賢
ら
ぬ
Q
か
駈
る
帆
肖
壌
は
誓
摂
・
的
批

　
　
堀
理
．
幾
が
自
己
の
甑
眼
に
鞭
て
、
純
檸
結
言
を
純
檸
統
態
馬
と
し
て
『
直
媒
～
拾
い
に
定
立
・
ず
る
”
．
妹
、
－
に
は
超
・
凡
難
い
で
あ
ら
う
。
か
く
し
て
紳
職
躊
に
就

　
　
て
も
、
或
は
裁
爆
｝
形
式
に
霜
朝
て
も
カ
ン
ト
が
彫
、
瞬
ト
照
ダ
的
淑
飼
野
と
客
一
づ
け
る
も
の
の
烈
脚
新
据
レ
は
、
か
峯
る
…
鳳
判
、
鴬
溢
の
謳
紅
穫
淵
的
爾
｝
立
が
臨
｝
に
働
い
て

　
　
ゐ
響
け
れ
ば
か
ら
ぬ
。
縄
ハ
、
ば
カ
ン
汽
か
演
鐸
藩
に
於
て
、
何
故
に
範
瞬
の
こ
の
飯
と
掻
に
飯
っ
て
の
ぶ
嵩
就
の
統
一
が
姥
堂
で
あ
る
か
の
根
豫

　
　
は
、
珂
故
に
臨
空
が
唯
一
の
直
観
形
式
で
あ
る
か
の
鞘
騨
と
同
搬
に
輿
付
、
得
ぬ
と
㌶
り
、
窃
H
．
蚤
議
岬
●
彰
箒
α
．
＜
H
．
ψ
謬
）
或
・
は
就
臓
諭
文
に
於

　
　
で
．
、
直
路
形
式
が
，
、
我
々
心
性
の
濁
自
叛
馳
か
ら
の
摘
象
論
（
羅
“
門
門
．
ω
篇
嶺
）
で
あ
る
と
蓮
、
〔
、
る
の
は
、
心
佳
の
先
天
的
形
式
の
案
烹
が
批
凋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥

　
　
理
．
捗
偉
に
依
る
山
獣
畳
縁
摩
留
立
に
基
く
費
姥
の
上
ス
想
穿
℃
あ
る
と
構
轡
は
れ
る
。
勿
一
隅
か
ン
る
申
筆
遣
導
流
鴫
立
は
｛
串
来
畢
寝
藁
（
告
発
に
晦
胴
る
べ
き
で
は
な
・
曳
、
竃
《
に

　
　
そ
れ
を
翅
え
て
論
理
．
的
填
驚
的
に
定
礎
瀞
・
・
起
れ
ば
容
臥
ら
搬
。
眠
蓮
の
如
く
カ
ン
ト
の
範
福
の
形
建
窯
阿
仁
演
澤
は
、
範
購
を
形
式
講
埋
墨
の
判
麟
表

　
　
か
ら
の
艸
聞
落
に
於
て
舟
猛
見
せ
ん
と
す
る
が
、
…
準
な
る
抽
急
恭
的
ハ
櫨
結
に
豊
．
ま
り
一
桐
μ
へ
p
そ
．
0
2
綴
紙
に
は
批
判
韻
∵
灘
に
焦
豫
る
直
畳
凶
…
心
鵡
立
が
働
い
て
ゐ

　
　
た
と
し
て
も
i
・
溝
雛
的
定
礎
と
云
ふ
意
味
七
蛤
ひ
得
な
い
。
　
一
、
嚢
に
カ
ン
ト
は
心
輪
の
瓢
認
識
濠
凝
ゆ
、
成
心
・
蕉
と
訊
…
鴬
の
臨
…
総
、
3
立
、
譜
状
は
爾
駈
膚

　
　
の
形
式
が
何
縣
眠
に
か
～
＼
あ
っ
て
鹸
の
も
の
で
ち
り
欝
な
か
っ
た
か
の
畑
松
↓
瓢
は
、
　
『
駒
填
騨
奴
々
は
鏑
輪
て
の
　
濤
．
費
ル
㎜
帆
弧
々
の
三
田
．
総
に
依
っ
て
の
ぶ
、
久
瀬
鴨

　
　
て
の
｛
龍
王
キ
呼
樋
々
の
霞
　
難
湛
h
弦
っ
て
の
瓶
特
賞
鋼
．
得
る
の
で
お
る
』
（
切
濤
9
　
圃
×
幽
　
ω
。
　
一
一
〇
◎
）
が
一
朝
に
、
人
踊
に
は
塑
糟
、
賦
不
可
嶋
寵
・
、
偏
・
王
晒
し
、
か
く
し
て

　
　
箪
な
る
嵐
畳
的
定
立
に
絡
つ
で
．
、
更
一
二
肇
∵
蓮
め
て
重
賞
的
に
之
を
竃
旧
し
よ
う
と
は
し
・
な
か
っ
た
。
こ
の
嶽
な
カ
ン
ト
の
零
風
は
物
爲
濫
と
感

　
　
糠
臨
の
㎜
凋
擢
嘩
、
非
蝋
は
磯
心
売
m
と
尻
旧
ゐ
…
の
烈
厭
と
㍉
で
．
の
に
齢
駆
上
刀
の
霜
囲
順
隔
、
．
灰
は
甑
晒
瀧
孤
の
胃
頻
旧
期
．
炉
ら
．
員
映
…
油
試
臨
帽
へ
の
岨
抄
櫓
嚇
化
、
髭
陶
戒
の
匿
単
．
否
悟
ぜ
の
問
糖
罵
に
4
り
頼
川

　
　
遜
ず
る
カ
ン
ト
哲
準
の
｝
淫
総
．
i
t
人
湖
職
甕
の
．
育
賑
爵
全
醐
適
せ
ん
と
す
る
非
徐
、
瓶
主
義
駒
鶏
密
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
心
甕
の
莞
天
的
彫
式
の
定

　
　
立
は
本
來
か
エ
る
贋
な
る
直
発
．
尚
億
立
に
絡
る
べ
き
で
は
霞
く
、
そ
恥
．
宏
．
底
ぼ
は
鋤
繕
と
し
で
．
、
心
挫
の
揃
聖
の
も
の
の
展
謝
に
於
て
論
理
的
、
鼓

　
　
彊
的
に
定
礎
さ
れ
ね
ば
殴
ら
ぬ
。
心
　
．
警
の
兜
天
的
彩
式
を
か
㌻
る
も
の
と
し
て
定
立
す
る
立
頭
藻
、
粍
は
、
．
賛
ら
感
性
と
し
て
、
桝
…
涯
と
し
て
働
き
つ

　
　
》
、
曝
冒
あ
綜
含
的
統
π
礁
・
∵
ず
る
．
篭
目
的
自
嶽
に
別
て
、
髭
ぬ
的
金
甲
・
．
ほ
率
寒
冒
の
肖
慨
に
池
な
ら
ぬ
故
に
、
先
瞼
的
自
覚
そ
の
も
の
と
脅

　
　
…
し
、
か
く
し
て
自
巳
に
依
る
・
好
天
的
り
形
式
の
（
組
立
，
が
鶏
幅
労
的
で
あ
っ
た
「
射
以
贈
蟹
蹴
爪
坤
的
に
示
し
楓
W
ね
響
価
な
ら
ぬ
。
入
蜀
が
人
…
圓
黙
ト
画
の
理
粍
を
軌
”

カ
ン
ト
の
俺
’
矯
蝋
麟
漏
就
驚

総
蹴
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哲
學
孫
究
　
山
勢
買
騰
十
胤
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
特
選

ち
得
ぬ
と
云
ふ
事
は
、
直
ち
に
心
骨
｛
の
先
天
的
形
式
が
か
ン
る
も
の
で
あ
っ
て
競
の
も
の
で
あ
り
得
な
い
瑛
の
根
撮
を
示
し
聯
〃
ぬ
と
云
ふ
霧
を
意
味

し
な
い
で
あ
ら
う
。
カ
ン
ト
に
績
く
ド
イ
ツ
鶴
念
識
、
就
甲
フ
ィ
ヒ
テ
の
努
力
は
將
に
か
〉
る
根
櫨
を
承
す
事
に
あ
っ
た
と
思
は
わ
る
。
　
（
〈
財
q
ド

国
一
〇
ぼ
け
①
ω
＜
『
Φ
増
昇
⑦
．
】
W
α
．
剛
噸
ω
．
胤
刈
o
o
津
・
）
か
／
、
L
｝
て
フ
ィ
ヒ
テ
け
い
、
カ
ン
ト
が
批
判
・
王
義
的
，
聖
明
性
と
ピ
ェ
テ
イ
ス
ト
的
乾
皮
に
亥
へ
・
b
れ
て
人
聞

熱
性
に
は
不
葱
知
と
し
て
痩
し
た
問
題
を
、
ロ
ゴ
ス
の
情
熱
に
煽
て
辮
決
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
哲
學
の
［
性
籍
は
冷
徹
な
弗
合
班
主
義

で
あ
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
哲
學
は
輯
執
…
的
な
合
理
・
賞
顛
裁
約
罷
ザ
ボ
で
あ
っ
た
と
云
ひ
得
☆
い
で
あ
ら
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
カ
ン
ト
に
於
て
は
そ
の
自
畳

の
形
式
性
の
歓
に
批
堀
理
雌
L
」
資
望
．
綴
晶
旧
事
羅
覚
の
旦
ハ
驚
動
、
内
的
濁
孫
は
…
明
所
n
に
へ
依
り
得
な
か
っ
た
の
で
山
の
る
。

　
然
し
乍
ら
猫
我
々
は
、
カ
ン
ト
の
自
発
が
多
様
の
綜
合
的
統
一
と
云
ふ
働
に
翻
し
て
成
立
す
る
客
畳
で
あ
る
限
ウ
は
、
そ
れ
が
既
に
ブ

イ
ヒ
テ
の
知
的
直
槻
を
先
取
し
て
み
る
と
考
へ
て
も
許
容
さ
れ
得
る
で
あ
ら
う
Q
周
知
の
如
く
、
ブ
イ
ヒ
テ
に
於
て
自
我
は
働
き
つ
x
自

己
を
自
粛
し
、
自
已
を
自
題
し
つ
鼠
働
く
も
の
で
あ
っ
た
。
脚
ち
ブ
イ
ヒ
テ
に
於
て
自
畳
は
純
粋
我
の
働
に
即
し
て
、
働
の
白
嬬
覚
と
し
て

の
知
的
直
槻
に
成
立
し
た
Q
働
を
離
れ
て
自
存
は
存
せ
ず
、
自
畳
を
離
2
／
て
働
は
存
し
な
か
っ
た
。
か
か
る
ブ
イ
ヒ
テ
の
自
発
に
撮
し
て

カ
ン
ト
の
自
認
も
亦
、
本
來
働
に
即
し
て
成
立
す
る
働
の
自
畳
で
あ
る
。
か
く
し
て
カ
ン
ト
の
自
髭
は
、
少
く
と
も
そ
の
形
式
的
構
雌
上

翫
に
ブ
イ
ヒ
テ
の
万
言
を
先
取
し
て
み
る
と
云
っ
て
も
許
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
勿
論
か
く
云
へ
ぽ
當
然
豫
想
さ
る
べ
き
二
三
の
心
礎
が
あ

ら
う
Q
そ
の
第
「
は
カ
ン
ト
に
隔
て
知
的
．
直
路
が
挺
否
さ
れ
た
傷
害
で
あ
り
、
そ
の
第
こ
は
カ
ン
ト
的
自
畳
の
認
識
論
的
た
る
に
…
封
ず
る

ブ
イ
ヒ
テ
の
そ
れ
の
形
而
上
盤
性
で
あ
る
。
知
的
直
蟹
に
就
て
云
へ
ば
、
カ
ン
ト
が
知
臨
直
書
を
拒
否
し
た
審
は
周
知
の
事
費
で
あ
る
。

然
し
カ
ン
ト
の
否
定
し
た
知
的
直
書
は
、
直
親
す
る
事
が
直
ち
に
認
識
す
る
蕃
で
あ
り
、
蘭
綜
含
と
云
ふ
特
殊
な
働
』
（
し
。
誌
り
）
を
要
ぜ
ぬ

直
槻
（
し
d
①
ρ
切
H
。
。
㊤
）
或
は
直
親
す
る
働
の
み
で
初
め
て
蛮
物
の
存
在
を
構
成
し
、
從
っ
て
落
物
を
物
自
膿
と
し
て
認
識
し
得
る
直
槻
（
b
ご
認
・

し⇔

ｨ
⑩
．
ゆ
置
窃
）
で
あ
り
、
帥
ち
人
開
以
上
の
超
感
性
臨
直
親
で
あ
っ
て
、
働
に
即
し
て
成
立
す
る
働
の
自
畳
と
済
ふ
意
味
の
知
的
直
雛
で

は
な
い
。
後
者
の
憲
映
の
知
的
薩
親
は
7
イ
ヒ
テ
が
明
白
に
し
た
如
く
、
カ
ン
ト
の
撞
質
し
た
知
的
熱
論
と
何
等
犠
難
し
な
い
ば
か
り

か
、
（
密
。
洋
Φ
ω
≦
Φ
鼻
①
し
導
興
囲
・
ω
・
、
㌶
ご
鴨
し
カ
ン
ト
に
煮
て
も
假
毎
断
片
納
に
せ
よ
既
に
考
へ
ら
れ
て
る
た
纂
を
我
順
は
確
認
し
得
る
の

で
あ
る
。
（
上
記
洩
ー
リ
ツ
か
ら
の
引
田
川
交
く
び
q
野
因
Φ
⇔
Φ
．
畷
●
⑩
頓
聾
H
G
η
b
Q
ピ
回
α
N
卜
⊇
）
次
に
第
二
の
疑
義
、
カ
ン
ト
酌
自
畳
の
認
識
論
性
と
フ
イ
ヒ



テ
の
そ
れ
の
形
而
上
皐
性
に
就
て
云
へ
ば
、
こ
の
疑
義
は
確
に
正
し
い
と
思
は
れ
る
。
カ
ン
ト
は
一
つ
の
自
然
を
書
下
す
る
自
我
の
働
に

就
て
の
み
自
畳
の
峨
立
を
語
る
の
で
あ
り
、
一
ノ
イ
ヒ
テ
の
如
く
純
潔
我
の
活
動
そ
れ
自
身
に
穿
て
三
舞
を
語
っ
た
の
で
は
な
い
。
然
も

猫
、
カ
ン
ト
の
自
登
は
あ
く
ま
で
働
に
相
師
『
す
る
自
髭
で
あ
る
Q
か
く
し
て
若
し
自
発
．
厩
立
の
彫
式
的
礁
…
燈
上
に
話
を
限
る
な
ら
ば
、
議

者
の
自
発
の
類
同
性
は
拒
絶
さ
れ
得
な
い
で
あ
ら
う
。
カ
ン
ト
の
自
発
は
形
式
賄
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
の
自
一
覚
が
形
式
的
で
あ
っ
た
の

は
、
カ
ン
ト
が
科
學
的
・
ヂ
親
の
洛
南
を
自
己
の
直
接
的
課
題
と
し
て
み
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
限
り
止
む
を
得
な
い
凄
で
あ
る
Q

か
く
し
て
肖
畳
が
具
驚
的
と
な
る
爲
に
は
カ
ン
ト
的
自
然
の
概
念
が
超
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
◎
フ
，
り
ヒ
テ
は
非
我
を
自
我
に
轡
ハ
在
性
を
有

し
つ
蕊
、
坤
っ
て
冥
慮
に
抵
抗
し
、
そ
れ
故
に
剛
毅
の
砲
服
す
べ
き
障
碍
と
し
て
定
立
す
る
亭
に
於
て
カ
ン
ト
の
彫
式
約
自
畳
を
其
心
的

密
畳
ヘ
ー
．
」
昂
揚
せ
し
め
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
非
我
が
カ
ン
ト
的
禽
然
を
趨
え
て
み
る
一
・
し
は
、
そ
れ
が
後
馬
の
軍
な
る
現
象
性
を
超
え
て
み
る

癖
で
あ
る
。
誕
に
か
謙
る
非
我
が
自
我
に
そ
の
賢
在
性
を
有
す
る
と
は
、
自
我
が
か
エ
る
雰
我
を
自
ら
に
簸
て
生
産
し
、
悪
名
高
き
カ
ン

ト
の
物
自
盤
を
抹
殺
す
る
審
に
他
な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト
に
於
て
現
象
は
あ
く
ま
で
湧
翼
灼
で
あ
り
、
ブ
イ
ヒ
テ
の
自
我
は
感
畳
を
生
産
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
我
々
は
形
式
的
な
カ
ン
ト
の
自
学
を
以
っ
て
直
ち
に
膨
而
上
諭
惣
な
ブ
イ
ヒ
テ
の
そ
れ
と
同
一
観
禺
來
な

い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
猫
カ
ン
ト
の
自
畳
が
先
験
的
統
発
の
働
に
帥
し
て
脚
立
す
る
自
認
で
あ
る
限
り
は
、
フ
写
ヒ
テ
の
知
的
直
槻
を
そ

の
形
式
的
構
造
上
既
に
売
取
す
る
と
云
ひ
得
る
の
で
あ
る
。

771

（
v
）

　
カ
ン
ト
的
自
畳
の
形
式
性
は
、
カ
ン
ト
自
身
に
依
っ
て
『
形
葡
上
面
の
形
而
上
幕
』
（
こ
6
9
H
×
・
ω
・
6
G
。
）
と
云
は
れ
、
本
來
理
性
の
圭

艦
的
な
に
、
自
己
認
識
㎞
禽
3
一
①
・
雀
O
）
を
隠
味
す
べ
き
先
玉
箒
辮
議
論
に
於
て
も
否
定
し
得
ぬ
悟
性
搬
義
と
し
て
現
れ
る
で
あ
ら
う
。
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　

々
は
次
に
カ
ン
ト
の
緋
言
論
、
就
中
そ
の
『
先
験
．
的
理
想
山
に
簡
箪
に
ふ
れ
つ
玉
、
こ
の
小
論
の
結
び
と
し
た
い
。

　
（
匹
）
カ
ン
ト
の
埋
野
中
、
特
に
売
絵
柄
蝋
想
t
取
上
げ
た
の
は
、
・
’
、
れ
が
凡
ゆ
る
猿
然
物
の
汎
越
的
隈
定
性
の
讐
．
心
と
云
は
劇
、
形
式
約
臼
然
の
汎
通

　
　
　
カ
ン
ト
の
・
先
席
繊
的
紳
臼
田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
蹴
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哲
郷
騨
璽
擢
蹴
鐸
隅
十
就
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
羅
六

　
　
　
的
隈
窺
謹
た
る
俺
簸
酌
統
唱
畳
と
蔵
，
焦
的
で
あ
ろ
鹸
叫
・
、
あ
窃
。

　
先
験
的
統
発
は
自
己
の
二
契
…
観
、
感
性
と
搭
性
の
綜
含
的
統
一
に
勝
て
一
つ
の
自
然
を
産
出
し
、
か
嵐
る
容
…
観
の
成
立
を
逓
し
て
自
己

の
働
の
自
説
に
達
す
る
の
で
あ
っ
た
Q
所
で
先
験
的
統
発
が
自
己
の
働
を
自
帰
す
る
と
は
、
感
性
の
作
禰
を
も
自
己
の
働
と
自
諭
す
る
事
に

他
な
ら
ず
、
正
し
く
そ
の
自
畳
に
於
て
先
験
的
統
畳
は
哲
沌
†
的
批
判
理
性
と
合
一
し
つ
玉
、
人
開
的
感
性
の
根
源
的
、
被
制
約
性
を
噂
己
自

身
の
開
、
特
殊
な
運
命
』
（
》
く
凝
）
と
自
畳
す
る
事
を
意
嘉
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
大
・
來
先
験
的
統
発
は
一
つ
の
自
然
の
岨
”
創
始
者
．
雲
ζ
尊
お
ご

で
あ
り
、
そ
の
限
り
「
・
、
無
制
約
的
』
へ
》
・
δ
一
）
な
『
叡
智
」
（
じ
σ
銭
。
。
）
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
そ
の
先
験
的
統
畳
は
、
今
や
感
性
が
自
已
自
身

の
働
で
あ
る
事
の
自
画
を
通
し
て
自
己
の
誇
る
無
漏
野
性
が
感
濁
さ
れ
、
磯
際
へ
ら
れ
る
限
り
の
無
白
餅
性
に
す
ぎ
ぬ
審
を
、
師
ち
［
．
多
採

に
与
し
て
は
麟
己
自
身
が
内
官
と
名
づ
け
る
鋼
心
的
劇
約
に
從
即
し
て
み
る
：
：
叡
燃
μ
．
ス
回
遼
紹
）
た
る
に
す
ぎ
ぬ
毒
を
霞
歯
し
な
け
れ

ぽ
な
ら
ぬ
。
自
己
の
無
制
約
性
が
自
然
的
、
世
界
を
形
成
す
る
自
己
の
働
に
慨
す
る
に
す
ぎ
ず
、
質
料
に
漉
し
て
は
自
己
が
封
象
存
在
に
依

存
し
て
み
る
事
を
、
即
ち
自
己
が
瞬
凱
ハ
的
質
料
を
前
提
す
る
限
り
の
ヨ
受
動
約
愈
愈
㌧
（
じ
聯
お
。
。
）
た
る
に
す
ぎ
ぬ
事
を
自
書
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。

　
本
來
自
然
的
世
界
に
於
て
は
知
何
な
る
偶
然
性
も
存
在
し
な
い
。
先
験
．
的
続
畳
が
．
、
可
能
的
、
金
髄
的
、
自
走
し
（
餌
μ
霞
）
と
し
て
、
可

能
的
に
は
汎
逓
的
必
然
性
を
礁
糾
し
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
そ
の
先
験
的
統
畳
が
所
興
的
．
質
料
の
償
在
盤
を
、
閣
己
の
外
に
前
提

す
る
限
り
の
叡
管
で
あ
る
事
の
肖
…
覚
は
、
帥
ち
嚥
不
足
に
満
ち
た
模
様
い
（
》
鵯
。
。
瞳
じ
弓
α
O
①
）
的
理
性
で
あ
る
事
の
自
、
畳
は
、
か
玉
る
自
然
的

世
界
の
砂
壌
的
必
然
挫
が
唱
、
凡
ゆ
る
自
然
物
の
汎
遜
的
偶
然
性
　
∵
邑
》
α
紹
盤
¢
締
O
）
に
他
な
ら
ぬ
と
云
ふ
豊
富
を
生
．
み
出
す
で
あ
ら
『
b
今

や
自
我
が
そ
れ
に
寓
し
て
無
制
約
性
を
誇
っ
た
可
能
的
経
験
の
概
念
は
織
縞
か
掻
く
偶
然
的
な
る
も
の
．
∵
》
謡
醗
獅
じ
導
刈
綾
）
　
　
現
象
的
な

る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
か
く
し
て
先
験
的
統
発
は
か
く
自
訴
を
超
え
て
霞
邑
を
制
約
す
る
謡
講
的
制
約
を
、
部
ち
翁
己
を
隈
界
づ
け
る

い．

ﾀ
界
擬
念
隠
を
自
己
の
外
に
麟
、
理
念
」
と
し
て
定
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
麟
．
ち
先
導
的
続
発
は
界
磁
削
、
批
判
的
理
性
と
し
て
自
已

の
封
象
的
認
識
に
關
は
る
限
り
の
右
限
性
を
自
畳
し
、
か
玉
る
自
畳
に
得
て
一
方
自
己
の
封
蒙
的
認
識
の
能
力
た
る
『
純
粋
悟
性
を
維
験
．
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的．

g
用
に
限
界
づ
け
」
（
即
，
O
囲
㊦
・
轍
・
δ
）
つ
玉
、
他
方
か
エ
る
経
験
約
使
用
は
木
來
理
性
と
し
て
の
『
自
己
の
感
染
な
発
使
命
臨
驚
げ
・
）
を

ウ、

[
さ
ぬ
∴
（
凶
び
し
故
に
、
か
く
自
己
を
眼
界
づ
け
る
概
念
を
自
己
の
到
達
す
べ
き
寂
念
、
或
は
∵
．
課
題
冑
と
し
て
定
立
す
る
の
で
あ
る
り

木
鼠
人
黒
斑
性
は
無
制
約
者
へ
の
『
欲
求
聴
（
鵬
に
ご
を
抱
く
も
の
で
あ
る
Q
入
漁
特
性
は
宝
煙
弾
に
：
辮
謹
論
的
』
へ
》
G
。
お
難
C
づ
G
。
謡
）
で

あ
う
、
峨
素
質
と
し
て
の
形
而
上
學
』
鞠
躊
）
ほ
許
さ
れ
ね
ば
な
ら
3
3
Q
窪
窪
理
性
と
ム
題
し
、
悟
性
を
経
験
的
使
用
に
限
界
づ
け
る
先

験
鮪
．
自
覧
も
、
猫
そ
れ
が
人
臨
理
盤
で
あ
る
限
り
無
制
約
奢
へ
の
水
車
的
欲
求
を
抱
く
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
先
験
，
的
自
粛
は
握
翫
的

理
性
と
し
て
入
間
理
極
が
抱
く
無
制
約
奢
へ
の
か
Σ
る
図
心
に
裏
付
け
ら
れ
つ
x
、
自
己
を
超
え
て
自
已
を
鰯
窮
し
、
自
己
の
確
立
し
た

郭
通
的
必
然
性
を
段
通
齢
．
偶
然
性
た
ら
し
め
響
？
、
質
料
駒
制
約
覧
》
籍
α
賢
㏄
魯
ご
を
自
筆
の
求
め
る
斑
念
と
し
て
、
晦
己
の
合
致
す
べ
き

川、

謖
ｱ
的
理
想
口
と
し
て
定
立
す
る
の
で
あ
る
。
勘
ち
主
膿
的
骨
性
は
自
己
の
求
め
る
．
，
、
経
験
全
盤
の
集
合
灼
統
一
七
一
（
〉
㎝
。
。
悼
u
ゆ
0
お
）

が
、
木
賊
∴
．
凡
ゆ
る
察
物
の
q
憎
σ
娼
鳥
』
（
》
銀
c
c
謄
ご
箒
8
e
と
し
て
自
已
が
定
立
し
た
先
験
的
理
愁
に
自
己
が
合
致
し
得
た
時
に
の
み
『
完

成
す
る
．
ズ
》
①
賦
1
1
し
弓
①
お
）
と
自
発
す
る
事
に
於
て
、
か
鼠
る
先
験
的
理
想
を
自
己
の
課
題
と
し
て
自
己
に
課
す
る
の
で
あ
る
。

　
所
で
カ
ン
ト
は
周
知
の
如
く
、
か
義
る
蝿
懸
詞
更
に
車
田
一
般
）
に
醜
し
、
本
來
そ
れ
を
求
め
る
理
性
が
理
論
麗
性
と
し
て
受
動
的
で

あ
る
限
り
は
、
そ
れ
は
箪
に
考
へ
ら
れ
得
る
の
み
で
あ
9
、
或
は
そ
こ
へ
の
努
力
が
諜
せ
ら
れ
て
る
る
の
み
で
、
決
し
て
認
識
さ
る
べ
く

興
へ
ら
れ
得
ず
、
か
く
し
て
如
何
な
る
思
懸
弛
貧
在
性
な
も
持
ち
得
ざ
る
、
灘
ち
生
性
の
q
糟
糠
艶
原
理
レ
た
ら
ざ
る
窒
概
的
口
、
細
砂
的
原

理
一
に
す
ぎ
ぬ
と
案
張
す
る
。
更
に
カ
ン
ト
は
、
人
心
濫
性
は
か
x
る
・
零
來
自
己
の
主
掘
的
．
原
理
た
る
理
想
（
或
は
理
念
）
を
、
自
己
の

無
制
約
者
へ
の
必
然
的
歓
求
に
依
っ
て
輿
へ
ら
れ
得
、
認
識
さ
れ
得
る
と
錯
黙
す
る
．
肖
然
臨
．
傾
向
を
有
し
、
か
舐
る
聴
す
り
か
へ
』
は
た

だ
襲
性
の
絶
え
ざ
る
自
修
審
制
に
依
っ
て
の
み
防
ぎ
得
る
と
軽
信
す
る
。
我
汝
ほ
カ
ン
ト
の
か
誠
る
議
論
に
酷
し
、
そ
れ
が
無
…
批
判
的
な

褐
購
的
患
辮
難
性
に
向
げ
ら
れ
て
る
る
娘
ウ
は
発
両
的
二
同
意
し
な
　
げ
れ
ば
な
ら
識
◇
然
し
乍
ら
船
方
、
細
し
理
念
定
立
の
窒
鰹
が
批
判

理
性
と
合
一
し
た
童
盤
的
、
《
憂
論
、
戴
性
て
あ
る
（
へ
ら
ば
、
か
エ
る
難
性
に
淫
し
て
も
集
し
て
詞
操
の
議
論
が
〃
蔦
さ
れ
得
る
で
あ
ら
う
か

と
反
問
す
る
事
も
．
司
能
で
あ
る
。
　
一
概
カ
ン
ト
が
こ
瓦
で
云
ふ
嚢
念
の
容
親
的
、
頭
字
性
と
は
何
を
意
期
す
る
の
か
。
そ
れ
は
恰
も
範
疇
の

　
　
　
カ
ン
ト
の
伽
駕
懸
〃
的
繍
貌
畳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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暫
墨
灘
究
　
第
照
胃
糊
十
混
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
八

《
Q
躍
肥
壷
　
一
億
塊
一
鞭
。
》
（
》
c
。
恥
1
1
⇔
コ
鵠
e
が
閥
は
れ
た
時
の
如
く
、
蝿
念
に
封
署
す
る
感
性
的
直
親
が
與
へ
ら
れ
得
、
か
く
し
て
そ
の
理
念
が
容

懸
章
、
質
在
的
に
費
環
し
得
る
と
云
ふ
意
唾
で
あ
ら
う
か
。
蓋
し
懸
念
に
就
て
云
は
れ
る
客
握
的
密
雲
性
は
、
範
購
に
就
て
云
は
れ
る
客

観
的
．
賢
在
性
か
ら
は
異
な
っ
た
意
眺
内
容
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト
自
ら
圭
嫁
す
る
如
く
、
櫃
令
理
念
は
朝
無
制
約
者
に
ま
で
鑛
張

さ
れ
た
範
疇
』
（
》
蕊
O
の
警
じ
箒
お
①
）
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
正
し
く
自
己
臨
身
無
期
約
者
た
る
寧
に
於
て
、
悟
性
認
識
を
限
鼻
づ
け
つ
工

灘
系
づ
け
ん
と
す
る
一
贋
高
次
の
、
そ
れ
故
に
範
疇
の
示
す
悟
性
十
一
と
は
一
．
油
然
別
種
雰
》
。
。
8
競
じ
箒
ω
謬
）
な
統
一
表
象
で
あ
る
。
理
念

は
本
質
悟
性
的
樹
象
認
識
を
超
え
、
か
く
し
て
感
性
的
痙
観
が
與
へ
ら
れ
得
る
か
否
か
の
問
題
を
超
え
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘

ら
ず
我
々
は
先
験
的
辮
讃
論
に
観
て
、
華
厳
の
客
難
納
賢
在
性
と
一
様
な
意
味
で
の
客
槻
的
資
在
性
の
概
念
が
理
念
に
就
て
も
語
ら
れ
、

か
く
し
て
理
念
に
は
本
源
感
性
駒
直
魏
が
輿
へ
ら
れ
ぬ
故
を
以
っ
て
直
ち
に
～
切
の
紅
炉
紬
資
在
性
が
理
念
に
担
否
さ
れ
て
る
る
の
を
見

田
す
の
で
あ
る
。
即
ち
カ
ン
ト
は
範
疇
の
そ
れ
と
は
颪
別
さ
れ
た
難
念
燭
肖
の
容
観
的
費
在
性
の
概
念
に
慨
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
◎

も
と
よ
り
封
数
的
認
識
と
襲
性
の
窒
禮
的
課
題
と
を
混
爵
し
、
現
象
と
物
自
弁
と
の
直
接
的
綜
合
を
無
批
馴
に
望
郷
す
る
猫
断
的
思
緋
理

性
に
凝
し
て
は
、
先
ず
消
趣
的
に
、
理
念
に
は
如
何
な
る
感
性
的
直
親
も
輿
へ
ら
れ
得
ず
、
か
く
し
て
範
疇
の
如
き
客
槻
的
費
在
性
は
決

し
て
許
さ
れ
得
ぬ
事
が
明
白
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
こ
の
事
を
聡
自
に
し
た
カ
ン
ト
の
議
論
は
、
不
滅
の
意
義
を
捲
ひ
得
る
で
あ

ら
う
。
然
し
同
時
に
か
N
る
浦
雄
的
議
論
を
超
え
て
、
理
念
に
は
黒
瀬
園
有
の
容
親
的
賢
在
性
の
概
念
が
確
立
両
こ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
急
き

に
先
駒
…
的
理
想
に
就
て
云
は
れ
た
如
く
、
理
念
は
理
性
が
自
己
の
封
象
的
認
識
に
關
は
る
限
り
の
有
限
性
の
自
畳
に
於
て
、
か
く
嵐
己
を
超

え
て
自
己
を
制
約
す
る
無
劇
薬
麹
な
る
も
の
を
肖
己
の
課
題
と
し
て
自
己
自
身
に
課
し
た
理
性
の
自
発
の
細
細
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
限

り
に
於
て
理
性
は
理
念
の
爲
に
は
自
己
以
外
の
他
の
釘
者
も
必
要
と
せ
ず
、
自
已
自
身
に
於
て
充
分
解
決
し
得
る
の
で
↓
‘
o
る
。
カ
ン
ト
も

云
ふ
如
く
、
『
理
性
概
念
に
緩
し
て
理
性
が
我
粛
に
提
出
す
る
課
題
は
・
：
・
総
じ
て
十
分
に
答
へ
ら
れ
得
ね
ぽ
な
ら
ぬ
』
（
準
。
一
①
・
奮
◎
三
一

じご

ﾞ
◎
騨
塗
じ
廿
謡
9
。
）
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
理
性
は
正
し
く
自
己
自
身
に
於
て
理
念
に
容
槻
的
實
在
性
を
輿
へ
る
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
脚

ち
若
し
理
念
を
定
立
す
る
理
性
が
自
凝
鮒
、
批
翻
正
理
挫
で
あ
る
な
ら
ば
、
理
念
は
正
し
く
こ
の
理
性
そ
の
も
の
に
、
そ
の
自
畳
の
表
出
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と
し
て
容
槻
的
，
賦
課
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。
否
災
に
運
念
は
か
ユ
ろ
自
畳
理
性
の
欝
．
戒
爵
原
難
　
　
成
程
最
堅
磐
豪
約
認
識
め
そ
れ
で
は

な
い
が
、
か
鼠
る
理
盤
の
『
自
己
認
識
し
と
し
て
の
窒
燈
的
、
自
発
的
形
而
上
皐
の
構
成
帥
．
原
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
周
知
の
如
く
、
カ
ン
ト
は
そ
の
先
験
的
辮
讃
論
に
於
て
菅
時
の
思
懸
的
、
擶
断
罪
彫
御
上
挙
を
排
し
、
自
製
鹸
、
康
、
外
的
形
而
ー
ー
阪
学
な
樹

立
せ
ん
と
し
た
。
（
義
酒
毒
臨
・
H
回
宕
讐
・
鴇
・
曽
切
・
）
カ
ン
ト
先
騎
舞
講
論
の
端
賄
、
な
治
．
張
は
、
月
偏
輪
稟
議
は
箪
な
る
覗
象
に
鵜
は
る
蝿
．
性

の
彼
属
託
晦
一
特
殊
面
に
す
ぎ
ず
、
難
性
の
太
字
浩
車
u
泌
乳
た
る
無
欲
約
者
は
疏
念
と
し
て
、
戴
性
の
∴
岳
、
、
陛
㌣
肖
夜
鳥
に
求
め
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
二
の
擁
な
決
姦
は
、
カ
ン
塾
誓
汎
∵
が
目
識
の
紫
苧
レ
旧
し
て
捻
ウ
多
ざ
を
約
束
す
る
。
そ
れ
に
も
拘

ら
。
ず
職
網
カ
ン
ト
は
、
聯
周
陣
団
的
旧
．
庸
鵡
姦
直
蝿
．
性
の
現
櫓
い
し
し
浮
誇
瞬
櫛
翫
し
G
の
無
…
批
箪
白
貯
潟
響
冨
に
隔
絶
・
ず
る
挺
劃
－
に
縛
尉
止
…
し
て
，
点
∵
．
晒
被
的
四
．
輝
…
橡
憾
の
…
渇
題
、
或

は
搬
契
約
形
而
上
學
の
内
容
等
な
積
枢
的
に
展
…
証
す
る
に
到
ウ
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
こ
の
事
は
、
　
一
つ
に
は
理
念
の
理
論
的
．
解

決
を
諦
念
し
て
直
ち
に
そ
れ
に
澱
賞
腱
的
媛
窟
性
h
を
輿
へ
、
新
し
き
彫
壁
上
準
な
、
，
、
賃
腿
款
欝
欝
約
教
説
い
（
切
篇
・
＜
譲
H
ω
・
緩
解
と
し

て
礁
立
せ
ん
と
し
た
カ
ン
ト
の
所
謂
流
勢
的
倫
灘
窒
義
に
基
づ
く
と
云
ひ
得
る
Q
然
し
今
、
話
を
我
肉
の
問
題
に
限
る
な
ら
ぽ
、
斑
念
定

立
に
闘
は
る
輝
．
性
。
か
先
験
的
自
畳
で
あ
り
、
先
験
的
自
畳
が
自
己
の
働
の
自
発
に
於
て
サ
て
の
封
蒙
酌
認
識
に
摂
す
る
限
り
の
有
限
性
を
自

畳
し
つ
蕊
、
自
己
の
木
宋
約
關
心
た
る
無
芸
約
者
な
却
っ
て
自
己
自
身
の
内
に
噴
魏
的
に
、
氷
め
ん
と
し
た
の
で
あ
る
と
云
ふ
蝿
性
と
先
」
験

的
自
畳
の
内
的
、
其
腿
的
三
曲
が
カ
ン
ト
に
於
て
充
分
明
白
で
な
か
っ
た
寓
に
悲
つ
く
で
あ
ら
う
．
。
端
的
に
云
へ
ば
、
カ
ン
墾
的
自
畳
の

彫
式
性
に
墓
つ
く
で
あ
ら
う
。

　
カ
ン
ト
の
先
験
的
特
発
は
こ
の
渥
に
形
式
的
自
尭
に
止
ま
る
ひ
然
も
猫
、
我
爵
が
カ
ン
ト
の
、
目
発
の
雌
搬
造
に
フ
イ
ヒ
プ
的
自
我
を
先
取

す
る
と
し
て
も
決
し
て
非
難
さ
る
べ
き
瑠
で
は
な
い
．
否
嶽
縣
－
ろ
、
先
験
瑞
自
発
な
績
凝
望
に
解
す
る
降
に
の
み
．
感
性
、
悟
性
、
転
筆
は

そ
の
充
分
な
内
的
流
…
聞
を
見
F
出
し
射
る
の
で
あ
る
。
受
動
的
感
性
も
自
嶺
源
悟
性
も
共
に
自
我
の
、
即
ち
先
験
約
統
畳
の
働
で
あ
り
、
函

者
の
綜
合
的
統
一
た
る
先
鞭
的
圃
式
に
於
て
自
競
は
一
つ
の
自
然
を
産
揖
し
つ
鼠
霞
己
を
自
思
す
る
。
更
に
先
験
的
統
畳
は
か
起
る
自
製

に
於
て
、
伺
聯
に
自
己
の
卦
象
遍
認
議
に
…
嗣
は
る
眼
り
の
被
制
約
性
を
臼
即
し
、
自
り
脂
身
的
蝋
管
に
難
じ
つ
演
、
自
己
の
本
欄
的
欲
求

　
　
　
カ
ン
塾
の
発
献
燃
的
仲
職
難
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繊
究
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哲
墨
醗
究
　
第
四
胃
四
十
菰
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
蹴
○

た
る
無
謬
約
蔚
を
理
念
と
し
て
自
已
に
課
し
、
搬
膿
的
形
而
上
學
を
樹
立
せ
ん
と
す
る
。
か
く
し
て
我
六
は
カ
ン
｝
の
先
騰
的
統
畳
を

《
働
》
と
し
て
、
又
《
働
の
自
発
》
と
し
て
規
定
し
得
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
か
エ
る
先
験
的
統
鉦
を
自
費
の
『
最
高
黙
』
と
す
る
先
験

哲
學
は
、
か
エ
る
先
験
的
統
発
の
幣
畳
的
自
已
展
開
ー
ー
威
程
一
つ
の
自
然
の
成
立
に
關
は
る
限
り
の
自
己
展
附
と
考
へ
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
理
性
が
正
に
そ
こ
に
於
て
自
己
を
展
閉
す
べ
き
場
が
軍
な
る
物
理
的
自
然
で
あ
っ
た
雍
に
於
て
、
カ
ン
｝
の
自
惚
の
展

開
は
、
本
塗
豊
か
な
問
題
を
害
し
つ
x
、
形
式
的
た
る
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
我
汝
は
カ
ン
｝
の
先
験
的
統
畳
を
、
カ
ン
ト

自
身
に
依
っ
て
充
分
に
展
閉
さ
れ
な
か
っ
た
具
膿
的
自
畳
と
結
論
し
て
も
許
さ
れ
る
で
あ
ら
う
Q
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
大
販
火
準
文
學
都
〔
哲
學
冒
助
手
）
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in　their　mutual　contradiction　and　oppsition，　but　this　never　implied　the

neglect　o歪thelr　f賑駐da瓢e難ta王unity．　Rere　we　can　f1nd　the　key£o　o撫er

philosophical　difflculties　in　the　fields　of　ethics　and　politics．

　　His　theory　of　sovereign　power　iinay　seem　to　us　zmreasonable　and　dis－

agreeable　in　contrast　to　that　of　tke　democrats．　Nevertheless　we　must

recognize　that　he　had　a　deep　insight　ineo　the　nature　oE　the　matter．

　　4．　He　was　admittedly　a　Eorerunner　oS　free－thinkers，　ancl　yet　he　was

at　the　samae　t1me　crit1cized　as　an　advocate　of　state　interierence　ln　affairs

of　man’s　conscience．　We　have　to　say，　however，　that　his　theory　of　the

reiation　between　churcl）　Emd　state　reveals　a　good　coiRprehens｛on　of　the

essential　宝3ature　◎葦　reli霧圭On．

　　AI工s鷺ch　matters　cluly　considered，　in　spite　of　1｝三s瓢echan1ca1撫ethod

of　reasoning，　the　basic　insight　which　constituted　his　phiiosophy　may　be

characterized　as　dialectical．　Although　Hobbe＄　himselS　never　realized

his　own　d2alectic，　it　is　possible　£or　us　so　to　interpret　his　philosopky　and

to　revalue　it　dialectically．　As　it　is，　the　philosophy　looks　as　if　teemlng

with　skeer　contradictions．

8
　
．

（》・玉K錨’S’Mrar3scen．cle漁董A玉絹cePもi・夏・

Bs　Sh6ji　Tal〈ahashi

　　By　detiini＃g　Kant’s　transcendental　apperception　as　an　act，　or　rather　as

the　self－consciottsness　ofi　such　an　act，　1　want　to　mal〈e　clear　in　tliis　short

treatise　that　it　anticipates　tke　Jclt－Poilosoplt．ie　of　Fichte．

　　Accerding　to　Kant，　t“ke　sensibiiity　is　already　“　a　un｛que　act　of　inind　”，

in　whlch，　however，　there　is　neither　consciousness　of　the　subject　of　the

act　nor　that　of　the　intuitive　representation，　on　account　ofi　the　passivity

and　directness　of　tke　act．　O£　course，　such　a　matter　is　a　contradicti　on

in　itselfi．　ln　order　to　solve　this　contradiction，　the　mind　should　act　as

imagination，　but　this　act　is　ilt　itseif　only　a　series　o£　sttccessive　synthesis

iR　which　there　is　no　rule　of　act　synthetically　uni£ing　the　whole　of　the

2



act．　The　synthesis　of　imagination　is　only　a　senq．atienal　spontaneity．

　　Over　against　such　a　figurative　synthesis　Kant　sets　the　intellectual

synthesis　formed　in　the　pure　apperception．　The　pure　apperception　is

a　sort　of　an　independent　agent　who　by　his　thoughtaction　speclalizes　his

own　uniSy　into　the　unities　of　categories．　ln　other　words，　it　makes

possible　tlie　synthetical　unity　of　thinking　in　the　category，　while　making

clear　i£s　own　universal　se1£’一identity　ln　the　intellectual　synthesis．　By

itseif　this　synthesis　is　oniy　abstrace，　however；　for　without　the　sensa－

tional　man｛foldness　there　is　nothing　eo　be　thoughr　so　that　the　pure

apperception　is　nothiBg　more　than　the　ab，jtract　gunction　of　thinking．

　　Thus　the藍igurε詫量▽e　synthesis　of　圭磁我奮i織a毛ion　and　the　量ntellec＃ual　sy：レ

thesis　of　pure　apperception　must　be　synthesized　vvith　each　other．　1〈ant

callecl　this　h2gher　synthesis　the　transcenclental　synthesls　ef　imagination，

in　which，　he　says，　tlie　unclerstanding　realize＄　itselti一　in　being　restricted

by　the　sense．

　　Biit　in　fact　1〈ant　tioi’med　this　trang－cenclental　synthesis　of　imagination

en　the　basis，　ofi　tke　thesis　that　the　unclerstanding　was　superior　to　tlie

sensibility；　and　thevein　we　can　Slnc！　his　intellectuaiism　（clie　Yerstrai2d一

重磁SS融8め．　Btie　the　intellectualism　of　Kant玉／aS　its　O職reason．　ffe・was

concerned　wieh　the　problem　oti　synthesis　between　understanding　and

sensibility　lor　the　sake　of　pruvldlng　ofi　physics　with　its　Soundation；

therefore，　he　had　to　emphasize　the　unities　of　categories　more　than　the

mere　pass2ve　sensation，　for　＄uch　categorica1　unities　would　glve　a　unity

to　the　whole　nature　which　was　essentia！iy　blank　virithout　any　unity　in

itself．　So　we　can　see　how　in　Kant’s　philosophy　intellectualism　was

inevltable．

　　But　in　sttch　an　inte｝lectualism　Kant　remained　without　giving　solutions

to　many　problems　which　he　had　himself　presented．

　　The　Eirst　ofi　such　problems　concerns　the　foriznality　oE　seifconsciousness．

1£　the　highest　ground　oE　knowledge　（Er7een・ntnis）　is　essentia11y　the　trans－

cendental　apperception，　it　must　act　as　the　transcendental　synthesis　efi

imagination，　and　therefore　it　muse　be　more　than　the　pure　apperception．
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But　Kant　did　not　separate　clearly　the　transcendental　apperception　from

the　pure　apperceptiQn．

　　The　transcendental　apperception　must　be　a　concrete　self－censciottsness

which　is　conscieus　of　its　own　ifgct　truiy　as　iits　oivn　in　the　fermation　ofi

an　object　and　so　it鵬ustりe　a　concrete　reason　setting　up（Ve2tnl£ノ群）the

Unconditioned　（clas　Clnbedingite）　as　its　own　idea　or　ideal．　But　Kant　did

not　fully　discuss　this　problem　oi　the　concrete　reason．

　　Nevertheless，　we　may　regard　the　transcendental　self－censciousness　as

a　self－consciousness　of　act，　in　so　far　as　it　is　a　＄elf－consciousness　which

is　formed　through　the　act．　So　own　interpretatlon　is　that　1〈ant　practi－

cally　meant　by　the　transcendental　self－con＄cieusness　a　coiicrete　self－

consciousness，　although　he　himself　clid　not　fully　develop　the　point．

：”：

f）uality　in　IHIes，el

Bpt　Mineo　1｛a，shiinoto

　　The　aim　oi　this　artic｝e　is　to　characteririe　｝legel’s　standi）oint　as　that

of　mystical　panthelsm　and　to　discu＄s　the　general　duality　between　the

sensuously　givvan　（or　egocentric）　“This”　aiid　the　Absolute　（the　＄yste－

matic　totality），　i．　e．　Fact　and　Value，　which　with　ali　his　strug．gie　to　cle

away　with　it　still　re工nains　there．

　　1．　According　to　his　theory　of　Syllogism，　the　self－knowledge　of　the

沁致nite　spiri七which　goes　through亡he　media宅ion　o量the量i脱獄spirit，

erequires　not　only　to　dl£ferenciate　“this”　particular　＄ensedatuin　〈or

thing）　in　order　to　prove　it　to　be　a　system　of　sylloglsm，　but　also

to　integrate　all　existents　into　one　system　of　sy｛logi＄m．　We　examine

his　theory　of　Syllogisni，　ptrst　as　a　formzilation　o£　logicai　reasoning

（with　his　prefierence　of　the　second　fig｛ire），　secondly　as　a　method　ofi

ontology　（scil．　as　his　criticism，　by　f1gures　of　syllogism，　of　several　types

of　philosophica｝　perspectives　or　systems），　and　thir（lly　as　a　reflection

upen　the　proof　of　devine　existence　（ontological　proof）．　Our　stress　in

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．s


