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ル
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と
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の
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三
　
輪

正

　
小
論
は
『
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
話
方
に
於
け
る
習
慣
の
問
題
』
と
題
し
た
も
の
の
第
五
章
で
あ
る
。
習
慣
は
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
リ
ズ
ム
の
傳
統
的
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
第
五
輩
の
意
耀
は
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
大
成
者
と
も
言
え
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
於
て
、

習
慣
が
ど
ん
な
役
割
を
果
し
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
だ
っ
た
。
本
読
な
ら
ば
第
一
章
か
ら
螢
表
す
べ
き
も
の
だ
が
、
こ
の
第
五
章
を
先
ず

出
さ
せ
て
戴
く
。
先
行
す
る
章
を
了
期
す
る
箇
所
は
な
る
べ
く
改
め
る
よ
う
に
し
た
が
、
結
構
そ
の
も
の
に
も
そ
れ
を
了
期
す
る
面
が
あ

り
、
御
諒
解
を
乞
う
。

一
　
べ
γ
グ
ソ
ン
に
於
け
る
習
慣
の
問
題
性
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ベ
ル
グ
ソ
ン
は
習
慣
を
問
題
と
し
て
特
に
取
出
し
て
論
じ
て
は
い
な
い
。
習
慣
は
彼
が
直
擾
目
標
と
し
た
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
我
々
は
こ
の
問
題
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
於
て
も
、
ビ
ラ
ン
や
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
場
合
に
劣
ら
ず
重
要
な
問
題
だ
つ
た
と

　
　
　
　
ペ
ル
グ
ソ
ン
と
蟹
慣
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一



　
　
　
　
　
　
哲
墨
・
研
究
　
　
第
四
葎
六
十
五
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

麓5
　
言
い
得
る
と
思
う
。
マ
デ
ィ
ニ
エ
は
ビ
ラ
ン
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
を
比
較
し
て
、
　
『
ビ
ラ
ン
は
習
慣
に
つ
い
て
反
省
し
よ
う
と
し
て
、
自
我
が

　
　
習
慣
に
よ
っ
て
物
質
的
な
も
の
に
攣
形
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
瞥
見
し
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
純
粋
慮
我
を
見
出
そ
う
と
し
て
、
そ
れ
が
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
間
的
に
し
か
物
を
考
え
な
い
習
慣
、
杜
會
慣
習
に
五
っ
て
し
か
考
え
な
い
習
慣
に
と
り
つ
か
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
』
と
書
っ
て
い

　
　
る
。
こ
の
言
葉
か
ら
も
号
せ
ら
れ
る
よ
う
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
ビ
ラ
ン
が
習
慣
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
眞
の
自
蛮
性
の
邊
及
へ
と
導

　
　
か
れ
た
の
に
封
し
、
純
粋
自
我
を
取
出
そ
う
と
し
て
却
っ
て
習
慣
の
考
察
へ
進
ん
だ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ビ
ラ
ン
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
で
そ
の

　
　
辿
っ
た
方
向
は
相
反
し
て
い
る
。
し
か
し
思
者
い
ず
れ
の
場
合
に
も
自
我
の
邊
及
が
習
慣
の
問
題
を
介
し
て
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

　
　
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
實
際
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
學
に
於
け
る
習
慣
の
重
要
性
は
そ
の
始
め
の
二
主
著
の
序
文
に
既
に
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
習
慣
概
念
は

　
　
得
る
意
味
で
、
哲
學
的
諸
概
念
を
考
察
す
る
際
の
試
金
石
、
と
も
い
う
べ
き
役
割
を
果
し
て
い
る
。
『
意
識
の
直
接
費
輿
』
の
序
文
に
は
次

　
　
の
よ
う
な
難
行
が
あ
る
～
『
衝
激
上
の
諸
問
題
の
含
む
乗
り
越
え
難
い
諸
々
の
困
難
は
、
室
間
を
全
く
占
め
て
い
な
い
諸
々
の
現
象
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
ば
室
間
の
内
に
並
列
し
よ
う
と
固
執
す
る
こ
と
、
か
ら
歯
在
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
問
う
こ
と
が
で
き
る
。
』
室
問
化
の
問
題
に
つ
い

　
　
て
は
一
慮
措
く
。
我
々
は
こ
の
固
執
。
ぴ
。
。
鼠
葛
鋤
。
昌
を
習
慣
の
結
果
、
或
い
は
少
く
と
も
習
慣
と
密
接
に
關
得
す
る
も
の
と
兇
倣
す
こ
と

　
　
が
で
き
よ
う
。
こ
の
固
執
の
由
來
を
問
う
こ
と
こ
そ
哲
學
上
の
諸
困
難
に
下
し
て
問
題
と
な
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
の
時
習
慣
の
問
題

　
　
は
諸
々
の
ア
ボ
リ
ヤ
を
解
く
鍵
の
よ
う
な
地
位
に
立
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
よ
う
な
習
償
の
役
割
は
『
物
質
と
記
憶
』
の
序
文
の
中
に
更

　
　
に
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
彼
の
方
法
の
二
原
理
を
次
の
様
に
嫁
げ
て
い
る
。
即
ち
そ
の
一
は
『
本
質
的
に

　
　
行
爲
へ
と
向
っ
て
い
る
精
紳
機
能
の
功
利
的
性
格
を
常
に
考
慰
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
二
は
『
行
爲

　
　
に
於
て
得
ら
れ
た
習
慣
は
思
辮
の
領
域
に
上
っ
て
行
っ
て
、
そ
こ
に
二
重
的
な
問
題
を
作
り
出
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
形
而
上
學
は
か
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
う
な
作
爲
的
な
斜
懸
さ
を
除
去
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
辛
勝
と
習
慣
と
に
由
來
す
る
諸
々

　
　
の
不
純
物
、
こ
し
ら
え
物
を
取
去
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
と
っ
て
も
、
哲
學
的
形
而
上
學
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的
諸
観
念
の
分
析
に
は
、
行
爲
に
於
て
得
ら
れ
た
習
慣
の
充
分
な
検
討
が
不
可
鋏
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
『
物
質
と
記
憶
』
は
そ
の
検
討
の

所
産
で
あ
り
、
そ
し
て
『
創
造
的
進
化
』
、
『
笑
』
、
『
道
徳
と
宗
教
と
の
二
源
泉
』
は
そ
の
美
事
な
慮
嗣
だ
と
書
っ
て
過
書
で
は
な
か
ろ
う
。

實
際
後
に
見
る
よ
う
に
こ
れ
ら
の
著
作
で
は
、
習
慣
乃
至
そ
れ
と
密
接
に
蓮
聾
す
る
概
念
が
、
分
析
上
の
手
掛
り
乃
至
方
法
と
し
て
、
大

き
な
革
質
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
學
に
於
て
習
慣
の
問
題
は
、
か
よ
う
な
方
法
的
意
義
か
ら
し
て
も
既
に
大
き
な
も

の
が
あ
る
と
書
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
止
ら
ず
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
於
て
は
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
や
ビ
ラ
ン
、
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン

に
於
て
展
開
さ
れ
た
よ
う
な
習
慣
に
瀾
す
る
諸
問
題
一
例
え
ば
能
動
的
な
も
の
を
更
に
高
め
、
受
動
的
な
も
の
を
低
め
る
と
い
う
習
慣

の
影
響
の
仕
方
の
意
義
、
習
慣
と
意
識
乃
至
自
登
性
と
の
關
係
、
習
慣
と
蓮
動
と
の
蘇
蜜
等
の
問
題
一
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
濁
自
の
解
決
が

與
え
ら
れ
て
い
る
と
書
え
る
。

　
蟹
慣
の
問
題
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
著
作
は
言
う
迄
も
な
く
『
物
質
と
記
憶
』
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
書
物
の
検
討
に

入
る
前
に
我
々
は
一
慮
、
如
何
に
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
純
粋
に
し
て
自
由
な
自
我
を
追
及
す
る
途
上
で
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
習
慣
の
重

要
性
に
氣
附
い
て
行
っ
た
か
を
、
先
ず
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
灘
で
参
考
と
す
べ
き
著
作
は
『
意
識
の
直
接
所
感
』
を

措
い
て
他
に
な
い
。
こ
の
著
作
は
あ
ら
ゆ
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
的
問
題
に
賭
し
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
習
慣
の
問
題
に
封
し
て
も
恰
好
な
繊

螢
黙
を
與
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
　
『
意
識
の
直
接
所
與
』
で
取
扱
わ
れ
て
い
る
問
題
は
、
意
識
と
蓮
動
と
人
間
の
白
由
と
で
あ
る
。
先

ず
意
識
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
書
お
う
と
し
た
こ
と
は
、
意
識
は
そ
れ
自
邸
で
は
全
く
質
的
な
も
の
で
あ
り
、
從
っ
て

計
量
の
封
書
に
な
り
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
人
が
意
識
や
感
畳
、
感
情
を
計
鐙
可
能
と
兇
更
す
の
は
強
度
ぎ
審
霧
謬
ひ
の
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

を
基
礎
に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
概
念
は
、
量
と
質
と
の
間
に
、
は
っ
き
り
し
た
差
溺
が
あ
る
に
拘
ら
ず
亡
者
を
混
同
し
、
質
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

印
象
を
ば
憎
性
の
量
的
解
繹
に
よ
っ
て
置
換
し
た
箋
ぴ
。
。
島
葺
駿
こ
と
の
結
果
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
置
換
は
『
原
因
を
ば
結
果
の
中
に

投
入
し
、
素
朴
な
印
象
を
ば
、
経
験
や
科
學
の
教
え
る
こ
と
が
ら
で
以
て
置
き
換
え
る
習
慣
一
瓢
ぴ
帥
露
葺
伽
。
仙
①
彗
簿
樗
。
笹
。
騨
g
。
。
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

畠
奮
一
、
。
津
詐
無
爵
。
。
害
。
。
訟
野
望
曽
⇔
o
寓
。
匿
鷺
窮
陣
露
§
写
0
8
ρ
器
｝
δ
老
窪
霧
8
。
二
9
。
。
。
凶
窪
8
皆
無
桑
苺
。
暮
。
纂
』

　
　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
習
慣
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

＼



　
　
　
　
　
　
折
口
墨
・
研
究
　
　
第
四
百
六
十
∴
血
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

44
5
　
に
よ
る
。
そ
れ
は
又
『
等
質
室
聞
内
の
等
質
的
蓮
動
が
直
接
に
知
魔
で
き
る
と
薫
ず
る
出
野
上
つ
た
習
慣
一
よ
、
げ
帥
び
跡
坪
鳥
①
o
o
艮
轟
。
緑
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
価
o
o
δ
マ
0
9
，
罫
℃
窪
o
o
℃
臨
。
螂
一
ヨ
B
伽
象
無
。
隻
⊆
昌
彗
。
轟
く
。
導
。
彗
げ
。
ヨ
。
σ
q
Φ
ロ
。
鳥
ρ
昌
。
。
鐸
質
。
。
。
℃
ρ
o
o
げ
。
ヨ
。
α
q
σ
降
。
』
と
も
言
わ
れ
て

　
　
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
習
慣
と
い
う
雷
葉
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
意
識
状
態
を
ば
計
量
可
能
と
信
じ
こ
ま
せ

　
　
る
こ
の
習
慣
的
置
換
の
理
由
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
蓮
動
に
就
て
言
え
ば
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
蓮
動
に
課
す
る
あ
ら
ゆ
る
難
問
は
、
蓮
動
に
よ
っ
て
通
過
さ
れ
る
室
間
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
蓮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
動
が
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
働
き
そ
の
も
の
と
が
混
同
さ
れ
る
こ
と
に
由
画
す
る
と
し
て
い
る
。
運
動
そ
の
も
の
は
彼
に
よ
れ
ば
、
不
可
分

　
　
劉
的
な
蓮
績
で
あ
る
。
彼
は
運
動
を
ば
『
一
瓢
か
ら
他
の
黙
へ
の
通
過
と
し
て
、
一
つ
の
精
紳
的
綜
合
。
。
曳
纂
浮
。
。
o
讐
。
簿
巴
。
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
心
的
過
程
鷹
0
8
。
。
。
・
器
℃
。
。
蛍
。
ぼ
ρ
g
o
で
あ
る
…
…
』
と
さ
え
書
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
上
の
混
同
の
故
に
、
藁
葺
が
延
長
的
な
も

　
　
の
、
計
量
可
能
な
も
の
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ペ
ル
グ
ソ
ン
は
エ
レ
ア
の
難
問
は
す
べ
て
こ
の
混
同
に
由
來
す
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
そ
し
て
こ
の
混
岡
は
『
時
間
を
ば
室
間
の
内
に
展
麗
し
よ
う
と
す
る
根
強
い
習
慣
』
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
我
々
が
空
間
概
念
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
な
じ
み
、
又
と
り
っ
か
れ
て
、
　
『
そ
れ
を
ば
不
知
不
識
に
純
粋
な
表
象
の
内
に
持
ち
込
み
（
純
粋
な
表
象
と
見
倣
し
）
』
、
か
よ
う
に
し
て

　
　
『
意
識
の
諸
状
態
を
並
置
す
る
」
麟
メ
欝
℃
＄
o
晶
か
ら
だ
と
さ
れ
る
。

　
　
　
意
識
、
運
動
、
そ
の
他
多
く
の
置
捨
的
諸
概
念
を
曖
昧
に
し
て
い
る
も
の
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
由
れ
ば
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
質
の
量

　
　
に
よ
る
置
換
、
時
間
と
室
問
と
の
混
同
な
の
で
あ
る
。
意
識
或
い
は
運
動
等
を
純
粋
に
取
り
出
す
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
か
ら
か
よ
う
な
置

　
　
換
或
い
は
混
同
に
よ
る
不
純
物
、
爽
雑
物
を
除
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
自
由
概
念
の
検
討
の
た
め
に
要
求
し
た
こ
と

　
　
も
、
他
な
ら
ぬ
か
よ
う
な
空
間
的
な
も
の
、
童
的
な
も
の
を
、
自
由
概
念
か
ら
追
放
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
か
よ
う
な

　
　
置
換
或
い
は
混
同
は
そ
れ
自
身
の
理
由
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
畿
會
生
壁
や
書
語
の
必
要
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
根
本
的
に
は
生
の
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
犯
）

　
要
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
置
換
或
い
は
混
購
は
賢
在
を
軽
機
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
書
票
や

　
普
通
の
習
慣
的
行
動
と
同
様
に
、
我
々
の
行
動
を
容
易
に
す
る
。
我
々
は
か
よ
う
な
置
換
の
故
に
生
き
懸
け
ら
れ
る
の
だ
と
も
言
え
る
。
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ベ
ル
グ
ソ
ン
は
『
私
は
こ
こ
で
は
意
識
を
持
つ
た
自
動
機
械
で
あ
る
、
そ
し
て
私
は
、
そ
う
で
あ
る
の
が
全
く
有
盆
だ
か
ら
、
自
動
機
械

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

で
い
る
の
で
あ
る
瞬
。
。
。
鼠
。
。
霞
彊
同
職
纂
。
彰
無
0
8
霧
9
0
謬
♂
露
蹄
ぽ
・
。
巳
。
。
℃
9
村
o
o
疎
餌
。
」
、
鉱
8
9
9
＜
簿
9
9
ρ
σ
q
o
呼
ぐ
①
簿
。
』
と
も

撃
っ
て
い
る
。
し
か
し
か
よ
う
な
置
換
と
共
に
、
颪
の
自
由
、
そ
し
て
純
急
な
自
我
の
あ
り
方
が
見
失
わ
れ
て
行
く
。
自
由
と
自
我
と
を

再
蛮
草
す
る
た
め
に
は
、
意
識
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
從
っ
て
上
の
よ
う
な
置
換
或
い
は
混
同
の
根
本
的
検
討
が
必
要
と
な
る
の

で
あ
る
。

　
こ
の
置
換
へ
の
傾
向
は
人
間
知
性
が
本
質
的
に
持
っ
て
い
る
も
の
の
様
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
で
か
よ
う
な
傾
向
が
軍
に
、
時
間
を
空
間

に
於
て
、
又
質
を
壷
に
於
て
考
察
す
る
習
慣
に
根
差
す
、
と
い
う
丈
で
は
事
蟹
の
確
認
に
止
ま
っ
て
読
明
と
は
な
ら
な
い
。
認
る
意
味
で

『
意
識
の
直
接
所
與
』
は
知
性
の
習
慣
を
確
認
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
と
書
え
る
。
尤
も
こ
の
書
の
中
で
も
相
互
浸
透
。
口
伽
。
ω
ヨ
。
ω
o
と

か
婁
協
o
o
ヨ
嘆
。
ヨ
書
契
の
概
念
が
読
響
の
試
み
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
外
在
性
な
き
連
綾
部
ち
意
識
と
、
蓮

績
な
き
外
在
性
即
ち
網
羅
と
の
間
に
は
一
種
の
相
互
浸
透
の
現
象
が
あ
り
、
こ
の
現
象
が
等
質
的
連
管
と
か
等
質
的
時
間
と
か
の
概
念
の

　
　
　
　
　
　
ハ
ー
4
）

源
だ
と
し
て
い
る
。
又
早
る
簡
所
で
は
強
度
の
概
念
が
そ
の
起
源
を
、
純
粋
に
質
的
な
も
の
と
純
樺
に
量
的
な
も
の
と
の
間
の
婁
協
に
持

　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

つ
て
い
る
と
し
、
又
物
に
適
用
さ
れ
る
諸
形
式
は
『
物
質
と
精
紳
と
の
闘
の
要
協
』
の
結
果
だ
と
も
書
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
相
互

漫
蓬
或
い
は
妥
協
と
書
わ
れ
る
概
念
は
『
蔵
接
所
與
』
の
中
で
は
ま
だ
充
分
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。

　
か
よ
う
な
相
互
浸
透
乃
至
精
融
引
と
物
質
と
の
要
目
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
『
物
質
と
記
憶
』
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の

書
の
申
で
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
習
慣
の
問
題
へ
正
薗
か
ら
ぶ
つ
か
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
竃
9
黛
鼠
。
び
O
o
蕊
9
0
琴
o
o
什
資
。
¢
く
。
ヨ
o
p
♂
》
ざ
9
詳
お
q
。
c
。
噂
℃
・
Q
。
＄
．
し
か
し
マ
デ
ィ
ニ
エ
は
こ
の
着
想
を
毅
展
さ
せ
て
は
い
な
い
。

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

潤
。
薦
。
。
o
ジ
国
鍔
翫
。
・
竈
｝
窪
師
。
諮
鐸
邸
専
一
ヨ
導
俸
良
藁
葺
良
。
㌶
6
0
⇒
ω
鳥
。
昌
o
o
．
（
以
下
国
霧
鉱
と
略
す
）
勺
・
φ
・
嬰
℃
・
＜
盤

切
無
σ
q
ω
o
炉
寓
ρ
鉱
曾
0
9
導
伽
ヨ
◎
マ
。
（
以
下
ζ
・
寓
・
と
略
す
）
狽
d
．
緊
唱
・
曽

劉
q
。
。
。
既
鳩
や
8
．

O
い
峯
・
℃
・
Q
。
ご
℃
．
q
。
。
。
●

ベ
ル
グ
ソ
ン
と
習
慣
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
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（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

哲
學
研
究
　
　
第
躍
一
臼
六
・
†
五
號

鴛
◎
や
＄
●

箆
■
ワ
q
。
①
．

O
や
筐
●
唱
。
◎
。
匂
。
●

箆
’
ワ
。
。
悼
嘔

雛
・
ワ
⑩
一
．

凱
．
マ
瞬
・

誌
●
勺
℃
●
㊤
①
…
9

匡
●
ワ
旨
9

0
5
凱
．
マ
c
Q
一
℃
℃
・
一
①
幽
博
℃
ワ
囲
鴫
一
…
苗
・

こ
・
や
囲
8
．

雛
．
や
一
①
o
O
．

ノ、

二
　
三
豊
と
そ
の
習
慣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
相
互
浸
透
の
問
題
は
『
物
質
と
記
億
』
で
は
、
知
魔
と
記
憶
と
の
間
の
そ
れ
と
し
て
逡
及
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
爾
者
の
根
互
作
用
を

考
察
す
る
前
に
、
我
々
は
こ
の
各
々
を
捌
々
に
考
察
し
、
そ
の
各
々
と
習
慣
と
の
關
係
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
場
合
知
　
覚
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
一
『
私
は
形
像
の
昏
昏
を
物
質
と

呼
び
、
岡
じ
形
像
が
或
る
限
定
さ
れ
た
形
像
、
印
ち
私
の
身
騰
の
可
能
的
行
騰
碧
鼠
。
⇔
℃
○
。
。
。
・
皆
器
に
三
遷
づ
け
ら
れ
た
場
合
を
、
物
質

　
　
　
　
　
（
2
）

の
知
畳
と
呼
ぶ
。
』
形
像
一
同
帥
σ
q
o
の
べ
ル
グ
ソ
ン
的
意
味
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
措
く
。
我
々
に
と
っ
て
問
題
は
こ
こ
に
與

え
ら
れ
た
知
魔
の
性
格
で
あ
る
。
我
々
に
は
多
様
な
形
像
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
形
像
は
物
の
そ
れ
自
身
に
於
け
る
粗
を
示

す
も
の
で
は
な
い
。
聖
岳
の
内
に
見
出
さ
れ
る
形
像
は
、
人
間
身
髄
に
關
係
づ
け
ら
れ
た
限
り
の
物
の
相
な
の
で
あ
り
、
人
が
位
置
を
移



　
　
新
し
、
又
帯
心
を
異
に
す
る
に
つ
れ
て
、
攣
化
す
る
の
で
あ
る
。
知
覧
は
人
關
の
可
能
的
或
い
は
潜
在
的
ゑ
門
露
。
嗣
8
な
行
爲
に
封
癒
し

　
　
て
あ
る
も
の
で
あ
り
、
知
魔
の
範
圃
は
行
動
の
範
園
を
示
す
と
も
雷
い
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
こ
の
可
能
的
潜
在
的
行
管
と
い
う
書
葉
に
つ
い
て
、
我
々
は
二
つ
の
黙
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
そ
れ
は
、

　
　
知
艶
が
行
動
と
密
接
な
關
係
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。
知
謀
の
行
動
的
性
格
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
以
前
に
も
、
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
や
所
謂
観

　
　
念
念
者
に
よ
っ
て
愚
意
さ
れ
た
こ
と
だ
が
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
そ
れ
を
明
確
に
打
給
す
の
で
あ
る
。
　
『
知
畳
は
身
騰
の
動
こ
う
と
す
る
傾
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
の
内
に
そ
の
翼
の
存
在
理
由
を
持
つ
』
と
彼
は
書
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
第
二
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
露
岩
學
者
ら
の
場
合
と
異
っ
て
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
魔
は
行
爲
そ
の
も
の
で
な
く
、
　
『
可
能
的
、
潜
在
的
脇
行
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
別
…
の
言
葉
で
書
え
ば
、
知
畳
は
行
動
そ
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
の
で
は
な
く
、
生
じ
つ
つ
あ
る
行
動
鋤
。
銘
。
口
昌
嚢
。
陣
。
・
。
。
鉾
P
9
（
初
蛮
的
行
爲
一
…
生
れ
ん
と
し
つ
つ
、
し
か
も
未
だ
生
れ
な
い
行
爲
）
な
の

　
　
で
あ
り
、
又
身
膿
の
行
爲
は
外
部
か
ら
の
働
き
か
け
に
封
ず
る
反
作
用
だ
と
い
う
見
地
か
ら
雷
え
ば
、
知
畳
と
は
生
じ
つ
つ
あ
る
反
作
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
㌫
騨
。
訟
0
5
§
帥
ω
罠
導
。
だ
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
知
畳
が
既
に
開
始
さ
れ
た
行
爲
で
は
な
く
、
準
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
行
爲
、
或
い
は
む

　
　
し
ろ
何
ら
か
の
仕
方
で
途
行
を
妨
げ
ら
れ
た
行
爲
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
行
動
が
現
實
と
な
ら
ず
に
可
能
態
に
止
ま
る
よ
う

　
　
翌
々
な
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
知
箆
は
身
膿
の
持
つ
本
質
的
な
行
動
的
傾
向
の
内
に
そ
の
第
一
の
存
在
理
由
を
持
つ
も
の
で
あ
っ

　
　
た
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
の
行
燈
が
妨
害
さ
れ
、
停
止
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
知
畳
は
『
物
質
か
ら
受
取
ら
れ
た
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
つ
の
聖
戦
が
、
必
然
的
反
作
用
へ
と
蓮
落
し
て
行
か
な
い
』
時
に
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
反
作
用
の
中
止
は
邸
時
的
な
反
作
用

　
　
が
危
険
な
包
含
と
か
、
他
の
反
作
用
の
仕
方
が
よ
り
有
利
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
起
る
事
柄
な
の
で
あ
る
。
知
魔
は
主
管
の
躇
躇
逡
巡
を

　
　
示
す
の
で
あ
り
、
主
騰
が
よ
り
多
く
の
行
動
可
能
性
を
持
て
ば
持
つ
程
、
そ
の
薦
躇
の
範
園
も
摘
が
り
、
從
っ
て
そ
の
知
壁
領
域
も
搬
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
す
る
の
で
あ
る
。
知
魔
の
範
園
は
不
決
定
の
範
園
に
封
幽
す
る
の
で
あ
る
。
準
じ
事
柄
を
ペ
ル
グ
ソ
ン
は
選
澤
と
い
う
書
葉
を
使
っ
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
設
明
し
て
い
る
。
i
『
意
識
的
な
知
畳
は
選
管
を
意
味
す
る
。
』
　
要
す
る
に
知
畳
は
一
方
で
行
爲
に
基
礎
を
持
ち
從
っ
て
行
爲
的
で
あ

　
　
る
が
、
他
方
で
輩
な
る
物
質
の
場
合
の
よ
う
な
必
然
的
な
反
作
用
を
拒
否
す
る
黙
に
於
て
反
行
爲
的
な
の
で
あ
る
。

脚　
　
　
　
　
　
ペ
ル
グ
ソ
ン
と
習
慣
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
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哲
學
研
究
第
四
百
六
十
五
號
八

　
か
よ
う
に
釜
糸
を
考
え
る
時
知
魔
の
習
慣
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
於
て
は
、
ビ
ラ
ン
や
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
場
含
と
は
異
な
る
解
繹
を
受
け
る

よ
う
に
な
る
こ
と
は
間
然
で
あ
る
。
ビ
ラ
ン
、
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
で
は
、
民
芸
が
習
慣
に
よ
っ
て
一
方
で
は
甚
だ
明
確
に
な
っ
て
行
き
な
が

ら
、
他
方
で
は
段
々
弱
く
な
り
意
識
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
行
く
と
い
う
、
矛
盾
的
事
態
を
如
何
に
読
書
す
る
か
が
大
き
な
困
難
に
な
っ
て
い

た
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
彼
の
上
の
よ
う
な
知
畳
論
か
ら
、
か
よ
う
な
矛
盾
的
事
態
に
封
し
て
明
快
な
解
答
を
心
え
る
の
で
あ
る
。
彼
は
書
う

一
『
安
定
し
た
習
慣
が
形
成
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
知
畳
は
そ
の
要
素
を
一
つ
ず
つ
失
っ
て
行
く
。
そ
れ
は
答
え
が
す
っ
か
り
出
來
上
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

て
し
ま
っ
た
結
果
、
問
題
が
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
』
一
見
書
辞
に
冤
え
る
こ
の
言
葉
の
意
義
は
大
き
い
。
隅
棚
の
形
成
と
は
即
座
の
反

作
粥
を
意
味
し
、
二
っ
て
習
慣
が
形
成
さ
れ
る
と
、
意
識
訳
知
箆
は
そ
の
存
在
理
由
の
一
つ
を
失
う
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
意
識
的
知

魔
は
、
そ
の
本
質
的
性
絡
の
一
つ
と
し
て
、
未
だ
始
め
ら
れ
て
い
な
い
反
作
用
、
中
断
さ
れ
た
反
作
用
、
と
い
う
性
格
を
持
つ
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
雷
い
換
え
る
と
習
慣
に
よ
っ
て
可
能
的
潜
在
的
行
爲
即
ち
知
豊
が
、
現
實
的
直
接
的
行
爲
即
ち
自
動
機
制
へ
攣
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
可
能
的
潜
在
的
乃
至
初
嬰
的
行
動
と
い
う
概
念
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
於
て
蕪
だ
重
要
な
意
義
を
持
つ
。
彼
は
こ
の
概
念

に
よ
っ
て
ビ
ラ
ン
の
蓬
著
し
た
矛
盾
的
事
態
を
巧
み
に
解
く
の
で
あ
る
。
ビ
ラ
ン
熟
達
論
の
根
本
は
、
感
魔
は
習
慣
に
よ
っ
て
（
即
ち
纏

綾
さ
れ
る
か
或
い
は
繰
返
さ
れ
る
に
從
っ
て
）
段
々
曖
昧
に
な
り
溝
滅
し
て
行
く
が
、
逆
に
蓮
動
は
習
慣
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
盆
々
容
易
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

迅
速
、
確
實
に
な
る
と
い
う
一
般
的
考
察
で
あ
っ
た
。
こ
の
考
察
の
上
に
立
っ
て
彼
は
印
象
に
於
け
る
受
動
的
な
も
の
と
し
て
の
本
暦
の

感
畳
に
照
し
て
、
能
動
的
蓮
動
的
印
象
と
し
て
の
知
魔
を
簸
別
…
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
習
慣
に
よ
る
黙
る
種
の
印
象
の
明
晰
化
を
読
明
し
よ

　
　
　
　
（
1
2
）

う
と
し
た
。
こ
の
知
畳
と
感
魔
と
の
鷲
別
は
或
る
程
度
の
成
功
を
彼
に
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
彼
の
場
合
、
知
　
党
が
蓮
動
的
能
動
的
な
も

の
と
の
み
さ
れ
て
い
る
が
故
に
却
っ
て
彼
は
、
習
慣
的
知
畳
の
持
つ
に
至
る
一
種
の
受
動
性
撃
ち
無
意
識
化
の
説
明
に
苦
し
む
よ
う
に
な

　
　
　
　
（
認
）

る
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
と
っ
て
知
魔
習
慣
と
共
に
強
ま
っ
て
行
く
も
の
は
知
畳
の
蓮
動
的
要
素
で
あ
り
、
又
逆
に
弱
ま
っ
て
行
く

も
の
は
そ
の
反
蓮
動
的
要
素
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ビ
ラ
ン
の
立
場
で
は
、
最
も
能
動
的
な
も
の
と
し
て
の
努
力
の
感
情
が
習
慣
に

よ
っ
て
減
退
す
る
こ
と
が
説
明
不
可
能
だ
つ
た
が
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
知
畳
の
反
撃
動
的
要
素
の
減
退
の
一
例
に
過
ぎ
な
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い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
實
を
適
え
ば
既
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
も
蔵
せ
ら
れ
る
よ
う
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
場
合
、
感
魔
と
知
畳
と
の
間
に
は
ビ
ラ
ン
の
場
合
の
よ
う

な
封
事
的
興
業
は
な
い
。
米
寿
も
情
動
ρ
浮
。
鉱
。
瓢
も
知
畳
の
一
種
で
あ
り
、
た
だ
身
膿
に
、
よ
り
接
近
し
て
い
る
と
い
う
購
で
異
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

過
ぎ
な
い
。
傭
動
と
は
接
近
し
過
ぎ
て
い
る
知
畳
、
印
ち
身
盤
の
肖
に
あ
る
知
魔
で
あ
り
、
そ
の
習
慣
に
就
て
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
知
畳

の
そ
れ
に
就
て
と
同
様
な
次
の
よ
う
な
鍋
蓋
を
蓮
べ
て
い
る
一
『
情
動
は
…
…
私
が
覆
輪
的
に
す
る
と
儒
ず
る
あ
ら
ゆ
る
仕
事
に
出
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

く
る
が
、
私
の
活
動
が
自
動
的
に
な
っ
て
も
は
や
情
動
を
必
要
と
し
な
い
と
触
書
す
る
や
直
ち
に
港
滅
し
て
行
く
。
』
感
贅
の
習
慣
と
知
畳

の
習
慣
と
の
間
の
ビ
ラ
ン
的
圃
溺
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
と
っ
て
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
知
壷
も
感
覧
も
情
動
も
、
と
る
べ
き
行
動
や
避
け
る
べ
き
危
疑
等
を
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
刺
戟
に
論
ず
る
念
慮
が
直
接
的
に

行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
そ
の
存
在
理
由
を
乏
い
、
絵
計
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
こ
そ
そ
れ
ら
が
習
慣
に
よ
っ
て
、

一
方
で
は
そ
の
行
動
性
が
高
ま
っ
て
行
き
乍
ら
他
方
そ
れ
自
身
は
段
々
清
滅
し
て
行
く
理
由
で
あ
る
。

　
知
畳
の
習
慣
を
晃
る
こ
と
は
ビ
ラ
ン
習
慣
論
と
の
講
論
を
考
え
る
上
で
特
に
必
要
だ
つ
た
。
我
々
は
次
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
記
憶
の
考
察

を
晃
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
彼
本
來
の
習
慣
論
が
展
開
さ
れ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
婆
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

O
や
鍵
．
寓
●
℃
●
＄
．

嬢
●
唱
●
峯
昏

達
・
㍗
霞
．

O
馳
雛
●
”
や
峯
一
9
ワ
8
鳩
℃
・
お
℃
。
8
”
ワ
伊
ゴ
で
●
一
8
℃
や
噂
・
蕊
①
一
ゆ
醇
ρ

鐵
．
℃
．
ご
鴇
で
・
り
9

燭
2
α
q
8
ぎ
轡
、
轡
く
。
貯
銘
。
嵩
。
附
魯
践
0
9
℃
・
¢
・
男
（
以
下
中
○
●
と
略
す
）
㍗
器
。
。
・

鼠
●
鼠
●
勺
．
ト
っ
。
。
●

○
》
雀
．
ワ
9
。
9
や
き
鳩
や
ト
⊃
幽
．

篇
’
℃
・
心
。
。
・

ベ
ル
グ
ソ
ン
と
習
慣
の
問
題

九
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（
0
重
）

（
H
）

（
2
i
）

（
1
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）

（
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王
）

（
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王
）

哲
］
墨
・
研
究
　
　
箆
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六
十
五
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μ
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島
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δ
マ
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9
回
亀
ξ
o
昌
8
伽
⑰
胃
ぴ
帥
玄
ε
伽
。
。
。
ζ
弓
冨
壁
。
缶
＄
偽
。
℃
o
霧
。
♪
憎
．
d
．
扇
4
一
8
や
ワ
一
り
◎
Q
．

O
や
凱
●
℃
．
一
9

0
や
凱
・
唱
ワ
。
◎
悼
一
9
。
．

鼠
5
霞
・
甥
ワ
一
♂
一
①
●

載
●
℃
●
這
畳

一
〇

三
　
心
像
記
憶
と
習
慣
記
憶

　
上
に
晃
た
よ
う
に
知
畳
は
直
接
的
反
作
用
の
停
止
、
中
噺
を
意
映
す
る
。
と
こ
ろ
で
か
よ
う
に
直
接
的
反
作
用
を
中
噺
さ
せ
、
停
止
さ

せ
る
も
の
は
、
邉
去
銭
記
億
か
ら
早
る
他
な
い
。
現
在
の
封
象
は
そ
れ
自
身
の
内
に
は
、
か
よ
う
な
停
止
を
勧
告
す
る
何
も
の
も
含
ん
で

い
な
い
の
で
あ
る
。
實
際
あ
ら
ゆ
る
意
識
的
墨
形
は
過
去
の
何
ら
か
の
存
績
に
基
づ
い
て
い
る
。
も
し
ど
ん
な
記
憶
も
含
ま
な
い
純
粋
知

魔
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
理
想
的
極
量
に
於
て
見
ら
れ
た
知
魔
で
あ
り
、
む
し
ろ
物
質
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
と
べ
ル
グ
ソ
ン
は
言

　
　
　
　
（
1
）

う
の
で
あ
る
。
過
去
の
心
像
は
、
現
在
の
印
象
に
附
加
わ
っ
て
現
在
を
豊
か
に
し
、
我
々
に
中
止
を
、
或
い
は
選
澤
を
可
能
に
す
る
の
で

　
（
2
）

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
過
去
の
保
存
に
二
種
類
の
仕
方
が
あ
る
と
べ
ル
グ
ソ
ン
は
言
う
。
ご
種
類
の
記
憶
が
あ
る
と
書
う
の
で
あ
る
。
印
ち
心
像

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

（
形
像
）
記
憶
ω
o
β
＜
o
既
弓
高
邑
9
α
q
o
と
習
慣
記
億
。
。
o
q
く
①
鉱
7
げ
騨
ぽ
貯
窪
。
と
で
あ
り
、
別
…
の
書
葉
で
害
え
ば
自
蛮
的
記
憶
ω
o
¢
〈
o
鉱
弓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

。・

氏
B
三
9
器
と
習
得
記
憶
。
・
。
暑
。
巳
弓
譜
9
ω
、
或
い
は
知
的
愚
書
ヨ
露
。
営
疑
。
藻
σ
q
§
8
と
機
械
書
記
億
導
耐
震
。
骨
導
曾
き
β
器

と
で
あ
る
。
（
為
替
に
償
え
ば
ω
o
瓢
く
の
巳
弓
と
讐
傷
B
O
冒
。
と
を
涯
捌
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
普
通
想
起
と
記
憶
と
い
う
檬
に
繹
し
分
け
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
必
ず
し
も
嚴
密
に
分
け
て
用
い
て
は
居
ら
ず
、
又
日
本
語
の
記
憶
に
は
こ
の
添
方
を
蔽
う
面
が
あ
る
こ
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と
か
ら
、
こ
こ
で
双
方
と
も
記
憶
と
黒
し
て
お
く
。
）
　
こ
の
心
事
は
我
々
の
問
題
に
と
っ
て
特
に
重
要
で
あ
る
。
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
文
章
を

曙
記
す
る
例
を
と
っ
て
こ
の
甑
携
を
設
明
し
た
。
曙
諦
さ
れ
る
限
り
の
文
章
の
記
憶
と
、
賠
講
の
た
め
の
練
習
の
各
々
の
回
の
記
憶
と
は

　
　
　
　
　
　
（
6
）

携
の
も
の
で
あ
る
。
後
者
が
即
ち
心
像
記
憶
或
い
は
自
蛮
的
記
憶
だ
が
、
そ
れ
は
例
え
ば
文
章
を
麟
諦
す
る
よ
う
努
力
し
つ
つ
何
回
も
繰

返
し
て
練
習
す
る
そ
の
一
回
一
回
の
練
習
の
思
い
出
で
あ
り
、
過
去
に
起
つ
た
こ
と
の
全
く
忠
賢
な
記
録
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
環
時
と

場
所
と
を
常
に
持
ち
、
書
換
え
れ
ば
全
く
個
溺
的
で
あ
っ
て
、
始
め
か
ら
完
全
に
し
て
不
燃
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
有

用
性
や
意
志
か
ら
濁
聾
し
て
い
て
、
そ
の
再
現
は
氣
ま
ぐ
れ
で
あ
り
、
本
來
な
ら
ば
完
全
な
も
の
で
あ
り
つ
つ
實
際
の
想
起
に
あ
っ
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

極
め
て
不
安
全
な
形
で
し
か
現
れ
な
い
。
心
像
記
憶
が
か
よ
う
に
意
志
や
有
用
性
を
超
え
て
い
る
故
に
、
人
は
記
憶
と
言
う
時
、
普
通
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

は
他
の
形
の
記
憶
即
ち
習
慣
記
億
を
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
翼
に
記
憶
の
名
に
値
す
る
の
は
こ
の
心
像
記
憶
だ
と
す
る
。

　
そ
れ
で
は
習
慣
記
憶
、
機
械
的
記
憶
と
言
わ
れ
る
も
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
練
習
に
よ
っ
て
完
全
に
怪
態
さ
れ
得

る
よ
う
に
な
っ
た
文
章
の
記
憶
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
そ
の
文
章
を
習
っ
た
時
と
か
、
そ
の
際
の
状
況
、
又
は
そ
の
文
章
の
一

一
の
細
部
に
さ
え
も
注
意
す
る
こ
と
な
く
、
暗
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
よ
う
な
記
憶
は
心
像
と
し
て
表
象
さ
れ
る
記
憶
で
は
な
く
、

む
し
ろ
生
き
ら
れ
働
い
て
い
る
記
憶
で
あ
り
、
謬
説
の
蓮
動
機
構
と
し
て
保
存
さ
れ
る
記
憶
で
あ
る
。
　
『
そ
れ
は
も
は
や
過
去
を
表
象
す

る
の
で
は
な
く
、
過
去
を
演
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
お
記
憶
の
名
に
値
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
が
過
去
の
心
像
を
保
存
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

か
ら
で
は
な
く
、
過
去
の
有
学
な
影
響
を
現
在
へ
引
延
す
か
ら
で
あ
る
。
』
か
よ
う
な
記
憶
は
記
憶
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
記
憶
に
よ
っ
て

照
明
さ
れ
る
習
慣
げ
ρ
詳
言
鳥
。
伽
9
鉱
誌
。
も
碧
一
9
養
鯉
ヨ
。
冒
。
で
あ
り
、
歩
く
習
慣
や
書
く
習
慣
と
興
じ
よ
う
に
、
私
と
呼
ば
れ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
一
部
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
意
志
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
從
っ
て
心
像
記
憶
と
異
っ
て
、
必
要

な
蒔
に
は
い
つ
で
も
引
き
出
し
得
る
。
こ
の
意
味
で
蟹
慣
記
憶
の
有
用
さ
は
疑
い
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
有
用
さ
の
故
に
一
般
の
人

人
は
記
憶
と
い
う
時
、
習
慣
記
憶
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
か
よ
う
に
習
慣
記
憶
が
記
憶
の
典
型

と
さ
れ
る
際
、
心
像
記
憶
と
習
慣
記
憶
と
が
薩
別
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
し
て
、
心
像
記
憶
の
持
つ
諸
々
の
性
格
が
習
慣
記
億
の
内
に
持
込

　
　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
習
慣
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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第
四
百
六
十
五
臨
翫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
一
二

525
　
　
ま
れ
、
そ
し
て
後
者
も
行
動
や
窟
用
性
か
ら
濁
立
な
も
の
と
見
倣
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
こ
そ
記
億
に
直
す
る
諸
々
の
心
理
學

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
尉
面
學
的
難
問
の
源
だ
と
べ
ル
グ
ソ
ン
は
欝
う
。
こ
の
薩
別
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
選
別
に
よ
っ
て
彼
は
、
普
通
の
記

　
　
億
の
持
つ
行
爲
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
他
方
で
純
粋
に
精
紳
的
な
も
の
へ
の
道
を
開
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
習
慣
記
憶
は
量
的
に
論
え
ば
多
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
習
慣
記
憶
は
多
く
の
臼
常
的
行
動
の
酋
に
見
出
さ
れ
る
。
幽
静
的
再
認
或

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
い
は
『
瞬
閥
的
再
認
』
の
行
わ
れ
る
の
は
こ
の
留
慣
記
憶
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
再
認
に
も
二
種
あ
る
。
そ
の
一
は
蓮
動
に
よ
っ
て
行
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

　
　
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
二
は
表
象
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
内
雷
う
迄
も
な
く
蓮
動
的
再
認
が
習
慣
記
憶
に
よ
っ
て
行
わ

　
　
れ
る
再
認
で
あ
り
、
最
も
一
般
的
な
再
認
で
あ
る
。
『
日
常
の
封
象
を
再
認
す
る
』
と
は
『
そ
の
封
象
の
使
い
方
を
知
る
』
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
王
）

　
　
り
、
そ
れ
は
又
『
習
慣
に
よ
っ
て
そ
の
知
髭
に
連
合
さ
れ
て
い
る
行
爲
を
…
…
機
械
的
に
ス
ケ
ッ
チ
す
る
塁
ぬ
忌
器
興
』
こ
と
で
あ
る
。

　
　
臼
常
的
再
認
の
基
礎
は
蕾
慣
、
行
動
或
い
は
蓮
動
で
あ
り
、
よ
り
欝
欝
に
労
え
ば
『
知
畳
に
反
射
的
に
導
い
て
起
る
初
登
的
蓮
動
の
意
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
o
o
霧
9
0
β
o
①
鳥
窃
彗
。
¢
く
。
ヨ
㊦
鄭
＄
郎
臥
。
…
帥
⇒
諾
の
亀
。
・
巴
く
鎚
凶
。
簿
㌶
℃
段
8
も
鉱
。
捧
聾
冨
露
曽
ほ
曾
。
山
、
¢
P
屑
傷
訟
。
×
o
』
或
い
は
『
蓮
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
ユ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

　
　
的
随
俘
物
乞
8
0
ヨ
℃
節
α
q
⇔
o
讐
。
纂
琶
。
器
ξ
』
で
あ
る
。
我
々
は
普
通
の
再
認
を
ぱ
考
え
る
以
前
に
、
實
重
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ベ
ル

　
　
グ
ソ
ン
に
と
っ
て
再
認
は
何
よ
り
も
先
ず
運
動
的
で
あ
る
。
日
常
封
象
の
親
密
さ
の
感
謝
は
、
そ
の
突
起
が
我
々
の
酋
に
引
起
す
自
動
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
蓮
動
に
そ
の
基
礎
を
持
つ
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
習
慣
記
憶
が
か
よ
う
に
有
用
で
あ
り
、
効
果
的
で
あ
る
の
は
、
樹
象
或
い
は
環
境
が
攣
ら
な
い
薫
り
に
於
て
で
あ
る
。
も
し

　
　
何
ら
か
の
愛
鷹
が
起
る
と
、
習
慣
記
憶
の
騰
系
は
そ
の
愛
化
に
堪
え
得
な
い
。
そ
の
場
合
救
援
に
出
て
く
る
の
が
形
像
記
憶
で
あ
り
、
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
廻
）

　
　
表
象
に
よ
る
再
認
（
知
的
再
認
と
も
添
わ
れ
る
）
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
形
像
詑
憶
は
習
慣
記
憶
よ
り
遙
か
に
重
要
な
記
憶
な
の
で
あ

　
　
る
。

　
　
　
（
圭
）
　
○
瞥
竃
●
竃
◎
ワ
8
N
㍗
潔
9
魚
ρ

　
　
　
（
2
）
○
＝
侮
も
・
①
c
。
・
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．

四
　
知
性
と
習
慣

　
　
　
知
性
の
問
題
は
知
畳
と
記
憶
と
の
縮
互
作
用
の
問
題
で
あ
り
、
知
性
の
習
慣
を
問
う
こ
と
は
、
何
故
知
性
が
第
一
章
に
述
べ
た
よ
う
な

　
　
空
間
的
思
権
や
習
慣
的
機
構
へ
の
必
然
的
傾
向
を
持
つ
か
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
一
書
知
性
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

鵬　
　
　
　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
習
慣
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
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一
四

　
上
に
見
た
よ
う
に
知
的
再
認
の
た
め
に
は
習
慣
的
機
械
的
記
憶
は
無
力
で
あ
っ
て
、
自
修
的
記
憶
、
形
像
記
憶
が
知
豊
に
附
加
わ
ら
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
i
）

ぱ
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
際
知
的
再
認
の
働
ら
き
を
導
び
く
も
の
は
注
意
讐
審
口
瓢
。
昌
だ
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
注
意
は
分
析
の
働
ら
き

で
あ
る
と
潔
斎
に
綜
合
の
働
ら
き
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
一
方
で
は
現
在
の
知
畳
の
分
析
で
あ
り
、
他
方
で
は
岡
じ
知
識
の
記
憶
に
よ
る
綜

合
で
あ
る
。
（
知
畳
は
注
意
の
原
因
で
も
あ
り
、
同
時
に
結
果
で
も
あ
る
。
）
注
意
が
行
う
か
よ
う
な
同
時
に
分
析
的
で
も
あ
り
綜
合
的
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

も
あ
る
働
ら
き
は
、
現
在
の
印
象
に
召
し
て
假
設
を
投
げ
か
け
る
こ
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
他
の
箇
所
で
知
性
の
働

ら
き
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
知
畳
と
、
そ
し
て
そ
の
知
覧
に
投
げ
か
け
ら
れ
る
意
味
と
の
問
を
往
復
す
る
（
行
っ
た
り
來
た
り
す
る
）
精
紳

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
挙
動
だ
と
し
て
い
る
が
、
注
意
の
働
き
竜
同
じ
よ
う
に
、
現
在
の
印
象
と
、
そ
の
印
象
に
投
げ
か
け
ら
れ
る
假
設
乃
至
意
昧
と
の
聞
を

往
復
す
る
連
動
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
こ
の
往
復
直
営
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
よ
り
限
定
し
て
言
え
ば
印
象
に

假
設
を
投
げ
か
け
る
働
ら
き
、
つ
ま
り
意
味
附
輿
の
働
ら
き
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
に
關
す
る
ベ
ル
グ
ソ

ン
の
答
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
彼
は
次
の
様
に
雷
っ
て
い
る
一
か
よ
う
な
『
假
設
を
立
て
る
も
の
は
模
倣
の
暴
動
導
。
蝦
く
o
B
①
簿

墨
流
5
罧
讐
δ
嵩
で
あ
る
。
模
倣
の
蓮
動
に
よ
っ
て
知
畳
は
存
有
し
て
行
く
の
で
あ
り
、
模
倣
の
蓮
動
こ
そ
門
魔
と
記
憶
心
像
と
の
共
通
の

　
　
　
　
　
（
4
）

枠
で
あ
る
…
…
。
』
　
そ
れ
に
よ
っ
て
意
識
的
首
輪
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
假
設
設
定
乃
至
意
味
附
與
の
働
ら
き
は
模
倣
蓮
宮
に
基
づ
く
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
模
倣
蓮
動
と
は
何
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
そ
れ
を
、
蓮
動
と
い
う
襯
黙
と
、
模
倣
と
い
う
観
黙
と
の
二

つ
の
観
黙
か
ら
考
察
し
よ
う
。

　
一
驚
知
的
再
認
の
場
合
に
も
そ
こ
に
含
ま
れ
る
運
動
的
要
素
に
充
分
な
注
意
が
携
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
『
記
憶
の
持
つ
運
動
的
要
素

を
は
っ
き
り
さ
せ
な
い
こ
と
か
ら
、
想
起
の
際
の
自
動
的
な
も
の
を
或
い
は
誤
解
し
た
り
、
或
い
は
誇
張
し
た
り
す
る
の
で
あ
り
、
』
『
我

我
の
考
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
知
魔
が
霞
動
的
に
模
倣
蓮
動
へ
と
分
解
さ
れ
る
と
問
時
に
、
自
蛮
性
に
謝
す
る
遮
る
呼
び
か
け
が
な
さ
れ

る
。
そ
の
時
一
つ
の
下
書
き
が
我
々
に
論
え
ら
れ
、
我
々
は
こ
の
下
書
き
に
、
多
少
ど
も
現
在
か
ら
隔
た
っ
た
記
憶
を
投
射
す
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

よ
っ
て
、
そ
の
下
書
き
の
細
部
や
色
含
い
を
再
劇
慰
す
る
の
で
あ
る
。
』
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
再
認
の
過
程
で
あ
る
。
人
は
現
在



　
　
の
知
畳
が
過
表
の
経
験
と
同
等
或
い
は
類
似
し
て
い
る
と
認
め
て
行
動
を
起
す
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
よ
り
屡
々
態
度
或
い
は
行
動
を
起

　
　
し
て
か
ら
認
識
に
向
う
。
こ
の
こ
と
は
畳
語
に
つ
い
て
見
れ
ば
確
か
め
ら
れ
よ
う
。
他
人
の
蘭
語
を
理
解
さ
せ
る
も
の
は
ペ
ル
グ
ソ
ン
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
よ
れ
ば
、
『
聞
か
れ
た
嘗
葉
に
引
曳
く
蓮
動
的
黒
煙
、
物
』
で
あ
る
。
再
認
は
從
っ
て
極
め
て
蓮
動
的
で
あ
る
。
（
逆
に
普
通
の
習
慣
的
行
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
も
知
的
な
も
の
、
分
析
と
綜
合
と
を
働
い
て
は
あ
り
得
な
い
。
）
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
そ
の
『
蓮
画
幅
式
ψ
o
げ
Φ
営
。
巳
◎
8
償
晶
の
理
論
を
早
く

　
　
の
は
か
よ
う
な
黙
か
ら
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
再
認
の
働
ら
き
に
は
、
睡
魔
と
記
憶
と
の
媒
介
者
と
し
て
の
何
ら
か
の
郵
亭
の
働
ら
き
が
あ

　
　
る
。
論
語
の
例
を
と
れ
ば
岩
魚
は
、
相
手
の
話
す
言
葉
に
包
子
を
つ
け
ω
＄
掛
鳥
窪
、
そ
の
特
殊
な
面
を
浮
き
出
さ
せ
る
よ
う
な
働
き
を
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
ち
ょ
う
ど
下
職
が
叢
全
膿
に
心
し
て
持
つ
よ
う
な
醐
係
を
、
相
手
の
話
す
書
画
に
離
し
て
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
自
身
に
於
て
は
母
式
は
何

　
　
ら
の
内
容
を
持
た
ず
、
室
虚
な
容
器
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
の
持
つ
形
式
に
よ
っ
て
、
知
覧
と
結
合
し
よ
う
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
記
憶
の
形
式
を
決
め
る
の
で
あ
る
。
圖
式
は
そ
れ
丈
で
は
、
知
畳
形
像
を
展
開
さ
せ
る
た
め
の
指
示
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
、
し
か
し
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
は
多
様
な
形
像
を
展
關
さ
せ
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
圓
式
こ
そ
理
解
、
心
象
等
の
知
的
操
作
の
基
礎
な
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ

　
　
ソ
ン
は
『
解
麗
し
、
理
解
し
、
注
意
す
る
た
め
の
知
的
努
力
は
…
…
力
動
単
式
。
・
o
謙
導
9
窪
望
舜
営
5
β
o
の
、
自
ら
を
展
開
さ
せ
て
く
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
る
心
像
の
方
へ
行
こ
う
と
す
る
、
蓮
動
で
あ
る
』
と
さ
え
雷
っ
て
い
る
。

　
　
　
再
認
の
根
擦
を
問
う
て
我
々
は
細
動
團
式
に
至
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
性
格
は
か
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
我
々
は
な
お
、
こ
の

　
　
蓮
動
圏
式
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
働
く
の
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
模
倣
の
蓮
動
だ
と
い
う
の
が
、
こ
れ
迄
見
て
來
た
こ
と
か

　
　
ら
も
一
癒
出
さ
れ
る
答
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
豫
じ
め
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
ら
ど
う
し
て
模
倣
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う

　
　
か
。
そ
し
て
も
し
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
再
認
は
既
に
出
鞭
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
蓮
合
主
義
學
説
の
陥

　
　
入
る
循
環
論
が
あ
る
。
連
合
主
義
読
の
よ
う
に
形
像
は
類
似
に
よ
っ
て
結
合
す
る
と
い
う
穿
り
徳
器
は
避
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
ベ
ル
グ

　
　
ソ
ン
は
一
歩
を
進
め
る
一
『
知
的
努
力
の
場
合
、
形
像
は
緻
起
し
な
が
ら
も
、
相
互
間
に
何
ら
の
外
的
類
似
を
持
た
ず
に
あ
り
得
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
そ
の
類
似
は
全
く
内
的
な
の
で
あ
る
。
』
内
的
類
似
と
は
類
似
の
決
定
が
馬
蝿
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
そ
し
て
主
簿
的
で
あ
る
と

鋤　
　
　
　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
習
慣
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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一
六

は
恐
ら
く
遠
島
的
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
我
々
は
再
認
の
他
の
様
枳
、
即
ち
模
倣
の
閥
題
に
移
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
一
膿
何
故
模
倣
し
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
又
何
故
類
似
性
を
求
め
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
模
倣
や
類
似
が
有
用
だ
か
ら
で
あ
る
。

『
生
き
て
い
る
存
在
の
關
心
は
、
現
在
の
状
況
の
内
で
過
去
の
状
況
に
似
て
い
る
も
の
を
捕
え
、
過
去
の
状
況
に
先
行
し
た
も
の
と
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

し
て
特
に
そ
れ
に
纏
起
し
た
も
の
と
を
現
在
の
状
況
に
ひ
き
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
の
経
験
を
利
用
す
る
こ
と
に
あ
る
。
』
そ
れ
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

に
生
き
ん
が
た
め
の
要
求
は
直
接
、
類
似
へ
と
向
い
、
個
別
差
に
は
、
全
く
・
か
か
ず
ら
わ
な
い
の
で
あ
る
。
類
似
こ
そ
實
践
に
於
て
我
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

が
専
心
を
も
つ
も
の
の
全
て
で
あ
り
、
そ
れ
は
我
々
の
日
常
的
生
が
必
然
的
に
岡
じ
物
、
岡
じ
賦
況
の
期
待
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
よ

う
に
し
て
我
々
は
で
き
る
限
り
我
々
の
過
去
を
繰
返
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
書
い
換
え
れ
ば
、
過
・
去
は
ど
ん
な
過
去
で
あ
れ
常

に
繰
返
さ
れ
る
機
會
を
ね
ら
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ル
モ
ァ
ヌ
は
凡
ゆ
る
現
象
は
一
度
起
つ
た
丈
で
既
に
何
ら
か
の
仕
方
で
習

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

慣
で
あ
る
と
需
つ
た
が
、
こ
の
主
張
は
上
の
よ
う
な
ベ
ル
グ
ソ
ン
的
考
え
方
か
ら
も
平
心
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
類
似
と
い
う
概
念
は
、
上
に
も
晃
た
よ
う
に
そ
れ
程
明
瞭
な
概
念
で
は
な
い
。
内
的
類
似
と
い
う
書
葉
を
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
言
っ

て
い
る
こ
と
は
既
に
見
た
が
、
『
物
質
と
記
憶
』
で
は
彼
は
一
一
種
の
類
似
を
臨
別
し
て
い
る
。
そ
の
一
は
『
自
動
的
に
演
じ
ら
れ
る
』
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

似
で
あ
り
、
そ
の
二
は
『
知
的
に
魔
知
さ
れ
、
思
惟
さ
れ
る
』
類
似
で
あ
る
。
類
似
は
魔
知
さ
れ
る
前
に
實
演
さ
れ
て
い
る
。
行
動
或
い

は
蓮
動
が
あ
り
、
類
似
が
良
知
さ
れ
る
の
は
そ
の
後
で
あ
る
。
観
念
連
合
も
思
惟
さ
れ
る
以
前
に
演
ぜ
ら
れ
生
き
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
そ
れ
で
は
類
似
そ
の
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
一
膿
ど
ん
な
観
念
、
ど
ん
な
形
像
で
あ
れ
、
二
つ
の
槻
念
、
二
つ
の
形
像
或
い
は
二
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

の
物
の
闘
に
は
い
つ
で
も
何
ら
か
の
類
似
黙
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
類
が
い
つ
で
も
求
め
ら
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。

重
要
な
の
は
有
効
な
類
似
を
見
出
す
こ
と
で
あ
り
、
か
よ
ヲ
な
類
似
は
行
年
、
又
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
書
葉
に
よ
れ
ば
運
動
的
分
節
の
同
一

性
箆
。
馨
謬
傷
匙
。
。
。
碧
無
。
巳
簿
一
〇
話
B
o
嘗
搾
。
ω
と
の
重
連
に
曾
て
の
み
見
出
さ
れ
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
唯
一
の
條
件
は
、
同
じ
暴
動
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

枠
の
中
に
入
る
。
簿
門
窪
鳥
餌
鋒
。
。
δ
葺
①
難
。
＄
α
お
巳
◎
8
籠
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
、
再
認
の
持
つ
模
倣
と
い
う
性
格

を
追
い
乍
ら
、
そ
の
第
一
の
性
格
即
ち
蓮
動
的
性
格
へ
と
蹄
っ
て
來
た
の
で
あ
る
。



　
　
　
以
上
の
分
析
か
ら
出
て
く
る
こ
と
は
先
ず
第
一
に
、
知
性
は
蓮
動
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
こ
の
知

　
　
性
は
類
似
の
追
求
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
二
つ
の
テ
ー
ゼ
が
出
て
く
る
。

　
　
そ
の
一
は
、
書
葉
や
槻
念
は
知
性
の
習
慣
の
産
物
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
等
質
空
間
や
等
質
時
閥
と
い
う
概
念
は
知
性
の

　
　
一
般
的
習
償
に
他
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
先
ず
観
念
に
就
て
書
え
ば
、
そ
れ
も
又
蓮
動
的
傾
向
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
豫
じ
め
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
『
表
面
的
に
は
相
異
っ
て
い
る
作
用
に
饗
す
る
反
作
用
の
同
一
』
と
い
う
こ
と
を
以
て
、
一
般
観
念
の
源
だ
と
す
る
。
捌
の
書
葉
で
書
え

　
　
ば
『
状
況
の
多
様
の
酋
で
の
態
度
の
同
一
牲
達
①
纂
津
傷
袋
鉾
簿
⊆
蜘
。
飢
斜
蕊
⊆
昌
。
臨
く
①
鼠
菰
儀
。
除
樽
葺
碧
δ
昌
』
こ
そ
一
般
観
念
の
起
源

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
附
加
え
て
『
一
般
懸
念
は
蓮
動
の
領
域
か
ら
思
掛
の
領
域
へ
と
上
っ
て
行
っ
た
習
慣
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
も
の
で
あ
る
』
と
書
っ
て
い
る
。
こ
の
黙
に
就
て
更
に
詳
し
く
雷
う
と
観
念
は
次
の
よ
う
な
二
丁
の
身
動
の
所
産
だ
と
さ
れ
る
。
部
ち
類

　
　
似
し
て
い
る
心
像
へ
と
上
っ
て
行
っ
て
そ
こ
か
ら
類
似
黙
を
引
出
そ
う
と
す
る
蓮
動
的
習
慣
の
運
動
と
、
蓮
動
的
習
慣
へ
降
り
て
行
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
　
例
え
ば
病
葉
の
蛮
音
等
の
習
慣
的
機
構
の
内
に
混
入
し
よ
う
と
す
る
心
像
の
蓮
動
と
の
二
重
の
蓮
動
で
あ
る
。
謂
う
心
は
一
般
観
念
は
記

　
　
憶
心
像
と
蓮
動
的
習
慣
と
を
爾
種
と
し
、
そ
の
闘
の
緊
張
に
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
観
念
は
蓮
動
的
習
慣
そ
の
も
の

　
　
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
そ
の
不
可
歓
な
一
要
素
と
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
観
念
は
、
必
然
的
に
類
似
へ
、
從
っ
て
習
慣

　
　
へ
と
赴
く
知
性
の
産
物
な
の
で
あ
る
。
こ
の
観
念
の
習
慣
的
性
格
が
、
往
々
よ
く
な
さ
れ
る
よ
う
に
観
念
を
書
語
と
同
一
覗
す
る
時
、
最

　
　
も
著
し
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
観
念
そ
れ
自
身
は
、
少
く
と
も
そ
れ
が
生
れ
た
颪
後
は
、
記
憶
に
與
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
從
っ
て
言
葉
と
全
く
同
一
覗
さ

　
　
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
観
念
は
習
慣
的
要
素
を
含
む
一
方
、
詑
憶
心
像
を
そ
の
契
機
の
一
つ
と
し
て
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
記
憶
と
蓮

　
　
動
的
習
慣
と
の
間
の
二
子
の
蓮
動
か
ら
成
り
、
一
般
観
念
の
本
心
あ
る
べ
き
姿
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
書
う
と
こ
ろ
に
由
れ
ば
、
『
行
爲
の
領
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
餌
）

　
　
と
純
粋
記
憶
の
領
域
と
の
閥
を
絶
え
ず
運
動
す
る
こ
と
で
あ
る
。
』
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
と
っ
て
こ
の
蓮
動
こ
そ
他
な
ら
ぬ
考
え
る
と
い
う
こ

脚　
　
　
　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
習
慣
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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一
八

58
5
　
と
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
習
慣
叉
は
反
復
の
こ
の
黙
に
つ
い
て
の
影
響
は
、
か
よ
う
な
驚
動
を
邉
放
し
て
、
一
毅
観
念
を
ば
羅
な
る
言

　
　
葉
で
以
て
置
き
代
え
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
斎
き
代
え
は
、
観
念
が
上
遽
の
様
に
そ
の
一
端
に
於
て
蓮
動
機
構
に
輿
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
あ
る
か
ら
、
容
易
に
起
り
得
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
の
置
き
代
え
は
必
然
的
で
さ
え
あ
る
、
と
い
う
の
は
槻
念
は
そ
の
起
源
を
類
似
の
内

　
　
に
持
ち
、
從
っ
て
、
常
に
過
去
を
繰
返
そ
う
と
す
る
受
動
的
習
慣
に
從
黙
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
一
度
習
慣
化
さ
れ
、
言
葉
と

　
　
同
一
親
さ
れ
る
と
、
槻
念
は
知
畳
と
記
憶
と
の
往
復
蓮
動
と
い
う
そ
の
本
質
的
性
格
を
全
く
喪
失
す
る
に
至
る
の
で
あ
り
（
ビ
ラ
ン
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
2
6
）

　
　
ば
概
念
が
そ
の
表
象
機
能
を
失
う
と
表
現
す
る
だ
ろ
う
）
、
槻
念
が
思
惟
の
停
止
黙
簿
羅
馬
q
o
㌶
℃
o
蕊
伽
。
と
な
る
の
は
そ
の
故
に
他
な

　
　
ら
な
い
。
又
そ
こ
か
ら
し
て
既
製
槻
念
の
絶
移
身
や
物
絶
封
親
鮎
6
・
・
置
讐
。
等
の
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
攻
撃
し
て
止
ま
な
い
悪
し
き
立
場
が

　
　
で
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
知
性
の
習
慣
に
は
も
う
一
つ
の
重
要
な
西
が
あ
る
。
こ
れ
は
行
動
の
一
般
的
國
式
の
問
題
で
あ
り
、
他
な
ら
ぬ
等
質
空
閥
、
等
質
時
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
の
問
題
で
あ
る
。
等
質
垂
耳
、
等
質
時
間
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
と
っ
て
物
質
に
封
ず
る
我
々
の
行
爲
の
圏
式
で
あ
る
。
我
々
は
時
間
に
つ
い

　
　
て
考
え
よ
う
と
す
る
時
、
ど
う
し
て
も
纈
績
一
般
と
い
う
抽
象
的
図
式
。
。
o
ぴ
ゅ
霧
。
餌
ぴ
馨
㌶
騨
伽
。
㌶
。
。
煽
o
o
霧
。
。
ざ
昌
窪
σ
q
曾
財
勘
を
構
想

　
　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
隣
式
は
等
質
的
で
無
差
溺
な
場
所
欝
際
。
瓢
で
あ
っ
て
、
物
質
の
流
れ
に
算
し
長
さ
の
方
向
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

　
　
於
て
、
ち
ょ
う
ど
室
闘
が
幅
の
方
向
に
於
て
あ
る
よ
う
に
、
あ
る
も
の
で
あ
る
。
等
質
時
聞
は
そ
こ
に
由
來
す
る
。
か
よ
う
に
し
て
等
質

　
時
間
、
等
質
空
間
は
『
實
在
の
動
的
蓮
績
の
中
で
、
我
々
が
擦
り
所
、
行
動
の
中
心
を
確
保
す
る
た
め
に
、
行
な
う
と
こ
ろ
の
固
定
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
。
。
9
賦
漆
。
舞
δ
5
と
分
割
と
の
二
つ
の
働
き
を
抽
象
的
形
式
で
表
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
』
そ
れ
ら
は
從
っ
て
生
の
要
求
の
産
物
で
あ

　
・
り
、
物
質
に
封
ず
る
働
き
か
げ
と
い
う
見
地
か
ら
あ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
一
般
擬
音
の
場
合
と
岡
様
、
か
よ
う
な
圃
式
は
反
復
さ

　
　
れ
習
慣
化
さ
れ
る
と
、
必
然
的
に
蟻
封
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
時
そ
れ
ら
の
圏
式
は
、
少
く
と
も
物
そ
の
も
の
を
あ
り
の
ま
ま
に

　
見
よ
う
と
す
る
形
冊
上
學
的
意
地
を
妨
害
レ
、
蓮
動
、
自
由
、
意
識
等
の
問
題
を
歪
曲
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
で
我
々
は
知
性
が
、
そ
れ
自
身
は
知
畳
と
記
憶
と
の
間
の
不
断
の
往
復
蓮
動
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
不
可
避
的
な
習
慣
下
機
制
へ
の



傾
向
を
、
從
っ
て
固
定
化
絶
二
化
へ
の
傾
向
を
持
つ
こ
と
を
発
た
。
次
に
我
々
は
問
題
を
よ
り
櫨
げ
て
、
か
よ
う
な
知
性
を
も
含
む
生
一

般
と
、
習
慣
と
の
關
係
を
見
て
み
た
い
。
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折
］
學
研
究
　
　
第
四
百
六
十
五
號

ぎ
誌
・

○
瞥
達
．
℃
ワ
ミ
Q
。
1
“
．

達
・
℃
●
一
Q
。
9
0
い
℃
・
一
⑩
q
。
・

O
や
凱
・
ワ
讐
心
●

中
Q
o
．
や
ま
．

鼠
●
竃
・
℃
・
器
ド
O
う
で
■
悼
鳶
●

こ
●
℃
℃
●
器
①
…
S

雛
．
や
蕊
刈
．
O
や
ワ
ト
っ
‡
リ
ワ
ゆ
魁
“
．

二
〇

五
　
習
慣
　
と
　
生

　
一
概
過
去
が
想
起
さ
れ
る
仕
方
に
よ
っ
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
二
種
類
の
生
を
臓
議
す
る
。
行
動
千
生
鼠
。
餌
。
憎
9
0
鑑
。
昌
と
夢
想
野
生
急
。

　
　
　
　
　
　
（
1
）

伽
9
み
く
。
で
あ
る
。
夢
想
的
生
を
邊
る
も
の
は
そ
の
過
去
の
あ
ら
ゆ
る
細
か
な
事
柄
を
も
保
持
し
て
い
る
が
、
個
別
的
特
殊
的
な
も
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
み
興
味
を
持
ち
、
一
般
的
な
も
の
從
っ
て
類
似
相
に
は
帆
風
を
彿
お
う
と
し
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
活
動
的
生
に
生
き
る
も
の
は
そ
の

過
去
を
想
起
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
難
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
過
去
の
細
か
い
事
象
は
も
は
や
思
い
浮
べ
よ
う
と
は
せ
ず
、
現
在
に
類
似
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

て
い
る
も
の
に
の
み
興
味
を
寄
せ
る
。
彼
は
過
去
を
有
用
な
習
慣
の
東
に
牧
約
し
、
そ
の
坂
噂
話
8
9
。
。
冨
蕪
露
留
の
9
瓢
一
章
を
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

べ
く
早
く
巡
っ
て
行
こ
う
と
す
る
者
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
二
種
の
生
は
現
實
の
生
に
あ
っ
て
は
入
交
っ
て
は
っ
き
り
遜
甥
さ

れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
薩
別
は
生
の
分
析
に
役
立
つ
。

　
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
と
っ
て
生
そ
れ
自
身
は
業
績
断
煙
造
で
あ
り
、
経
験
の
不
断
の
増
大
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
生
と
は
決
し
て
繰
返
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

得
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
物
質
と
は
彼
に
よ
れ
ば
、
過
去
の
不
漸
の
反
復
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
か
よ
う
に
考
え
る
時
、
常
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に
類
似
を
求
め
過
去
を
反
復
し
よ
う
と
す
る
行
動
七
生
は
、
過
去
全
髄
を
ば
反
復
し
よ
う
と
す
る
夢
想
的
生
と
も
ど
も
、
物
質
性
へ
の
接

近
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
よ
う
。
類
似
を
求
め
反
復
を
求
め
る
こ
と
一
習
慣
性
は
前
に
も
見
た
よ
う
に
、
生
そ
の
も
の
に
根
差
し
て
い

た
。
か
よ
う
に
心
象
は
一
面
で
生
の
能
動
性
に
由
醸
し
な
が
ら
、
何
故
そ
れ
は
生
を
離
れ
て
物
質
性
へ
と
向
う
の
だ
ろ
う
か
。

　
反
復
を
求
め
繰
返
そ
う
と
す
る
傾
向
は
、
現
在
に
有
用
な
も
の
を
過
去
に
求
め
る
必
要
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
蓮
動
習
慣
の
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

成
は
、
類
似
し
た
繧
験
が
新
し
く
生
じ
た
時
に
過
去
の
経
瞼
を
、
最
も
迅
遮
に
又
有
効
に
利
用
す
る
こ
と
を
匿
的
と
す
る
。
そ
れ
は
從
っ

て
未
來
へ
の
準
備
で
も
あ
り
、
刺
戟
に
樹
慮
す
る
反
作
用
の
可
能
性
の
増
大
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
習
慣
の
面
目
と
諭
し
さ
と
が
あ
る
。
習

慣
は
無
意
識
に
形
成
さ
れ
る
許
り
で
な
く
、
意
志
的
に
も
形
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
　
（
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
繰
返
す
と
い
う
動
詞
は

購
時
に
練
習
す
る
こ
と
、
稽
古
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
）
そ
し
て
意
志
的
な
習
慣
形
成
は
屡
々
強
い
努
力
を
要
求
す
る
。
と
い
う
の
は
意

志
的
に
習
慣
を
作
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
身
艦
に
精
紳
の
意
圓
を
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
場
合
封
象
の
全
き
理
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

（
碍
本
語
の
會
得
或
い
は
羅
得
の
語
で
表
わ
さ
れ
る
よ
う
な
）
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
身
髄
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
言
う
様
に
何
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

獣
許
8
霧
ゐ
纂
窪
儀
9
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
『
徳
と
は
習
慣
で
あ
る
』
と
い
う
古
い
書
葉
は
こ
の
習
慣
の
持
つ
愉
し
さ
を
端
的
に
表
現

し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
行
動
は
習
慣
化
さ
れ
る
と
、
刺
戟
に
混
ず
る
行
動
が
自
動
的
に
縫
起
す
る
よ
う
に
な
る
、
或
い
は
意
志
の
支

配
下
に
容
易
に
入
る
よ
う
に
な
る
。
我
々
の
行
動
性
が
高
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
生
が
何
よ
り
も
先
ず
『
最
も
多
く
行
動
し
よ
う
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

も
の
o
o
ゆ
蝕
8
⇔
窪
飲
勲
σ
q
曽
δ
覧
蕊
℃
o
ω
。
・
管
器
』
で
あ
る
限
り
、
習
慣
は
生
の
積
極
衝
に
位
置
す
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
習
慣
は
他
方
で
、
生
の
叢
る
根
本
的
傾
向
の
現
れ
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
最
も
少
な
い
努
力
に
向
お
う
と
す
る
傾
向
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
生
を
表
現
し
て
い
る
諸
々
の
種
は
『
最
少
の
努
力
で
濟
ま
せ
得
る
も
の
に
向
お
う
と
す
る
…
…
そ
れ
は
そ
の
蟻
蚕
か
ら
最
も
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

易
に
牧
盆
で
き
る
よ
う
に
自
己
を
形
成
す
る
。
』
繰
返
そ
う
と
す
る
こ
と
は
屡
々
最
も
安
易
な
道
を
辿
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

貼
か
ら
見
る
時
、
習
慣
と
は
生
命
と
そ
の
環
境
と
の
妥
協
、
或
い
は
む
し
ろ
生
と
物
質
と
の
妥
協
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
知
性
の
蟹
慣
も
又

こ
の
妥
協
の
一
形
農
に
他
な
ら
な
い
。
　
『
知
性
と
物
質
と
は
、
共
通
な
形
式
に
至
っ
て
止
ま
る
迄
、
互
い
に
過
慮
し
合
う
』
と
べ
ル
グ
ソ

　
　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
習
慣
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
　
　
哲
學
研
嘘
九
　
幽
門
狸
葺
六
十
五
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

62

@
　
　
　
　
（
2
三
）

5
　
ン
は
書
っ
て
い
る
。
彼
は
他
の
箇
所
で
は
、
物
質
を
征
服
す
る
た
め
に
は
意
識
は
『
物
質
の
習
慣
び
餌
謀
葺
伽
医
博
。
蜀
ヨ
霧
笛
獄
。
』
に
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
物
質
の
習
慣
と
い
う
書
葉
は
、
シ
ュ
バ
リ
エ
や
デ
ュ
モ
ン
或
い
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
語
っ
た

　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
よ
う
な
物
質
的
事
物
に
晃
ら
れ
る
欝
慣
的
事
象
（
例
え
ば
衣
服
が
長
く
着
用
す
る
に
つ
れ
て
段
々
身
騰
に
合
っ
て
行
く
よ
う
な
）
を
指
す

　
　
の
で
は
な
く
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
場
合
、
知
性
の
習
慣
と
殆
ん
ど
同
義
で
あ
る
。
知
性
の
構
匙
と
物
質
の
随
分
と
は
互
い
に
組
み
合
わ
さ
つ

　
　
て
お
り
、
互
い
に
補
い
合
い
、
相
共
に
逡
ん
で
い
る
。
物
質
を
彼
服
す
る
こ
と
は
物
質
へ
の
服
從
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
習
慣
は
か
よ
う
に
し
て
、
よ
り
多
く
の
行
動
、
よ
り
少
い
苦
痛
、
と
い
う
生
命
の
二
つ
の
傾
向
の
内
に
そ
の
起
源
を
持
つ
。
こ
の
こ
と

　
　
は
饗
慣
が
そ
の
内
に
積
極
的
要
素
と
濡
極
的
要
素
と
を
併
田
せ
持
つ
こ
と
を
意
瞭
す
る
。
こ
の
二
要
素
は
同
時
的
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
ベ

　
　
ル
グ
ソ
ン
は
特
に
自
由
の
問
題
に
ひ
き
つ
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
一
『
我
々
の
麟
由
は
、
そ
れ
が
翻
己
瞭
身
を
主
張
す
る
訴
人
に
於

　
　
て
、
初
薮
的
蟹
償
獣
霧
美
酒
鳥
塁
魏
騨
諺
斜
濤
欝
ω
を
生
み
出
す
。
そ
し
て
こ
の
習
慣
は
、
も
し
欝
由
が
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
新
し
く
さ
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
い
限
り
、
惣
由
を
窒
慰
さ
せ
る
。
』
こ
の
馬
指
の
持
つ
意
味
は
深
い
。
簡
軍
な
例
を
と
れ
ば
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
は
習
熟
…
習
慣
化
の
努
力
に
よ

　
　
つ
て
、
技
術
を
膿
得
し
た
時
に
の
み
始
め
て
細
か
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
表
現
や
よ
り
高
い
創
造
に
向
う
可
能
性
を
得
る
。
し
か
し
、
も
し
そ

　
　
こ
に
努
力
が
停
嫁
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
織
じ
技
術
が
、
彼
の
感
性
を
束
縛
す
る
。
本
質
的
に
行
動
的
存
在
で
あ
る
人
間
は
、
よ
り
高
い
陰

　
　
由
を
求
め
て
、
行
動
を
習
慣
化
し
自
動
化
し
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
露
動
化
は
人
事
を
機
械
化
し
、
無
認
識
化
し
、
動
物
化
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
心
意
を
孕
む
の
で
あ
る
。
自
由
に
は
常
に
自
動
化
予
審
◎
簿
霧
陣
。
。
鑓
。
の
危
瞼
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
、
と
べ
ル
グ
ソ
ン
は
言
っ
て
い
る
。

　
　
こ
の
自
動
化
の
故
に
こ
そ
、
始
め
最
も
活
魚
で
あ
っ
た
思
想
も
や
が
て
固
定
し
た
も
の
と
な
る
の
で
あ
り
、
又
書
葉
が
観
念
を
束
縛
す
る

　
　
の
で
あ
り
、
又
文
字
が
そ
の
振
え
る
べ
き
精
細
を
殺
し
た
り
、
又
鰯
度
が
そ
の
本
金
の
紹
的
に
封
抗
す
る
に
至
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
習
慣
は
始
め
は
自
由
な
行
動
を
さ
ら
に
高
揚
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
が
、
や
が
て
は
そ
の
持
つ
一
種
の
必
然
性
に
よ
っ
て
、
自
由
を
抑

　
　
座
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
知
性
は
常
に
か
よ
う
な
慮
動
化
の
危
険
に
脅
や
か
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
雷
う
知
性
の
二
大
護
謬
、
落
ち
蓮
動
を
不
動
な
も
の



　
　
に
よ
っ
て
考
え
、
又
充
賢
を
事
納
な
も
の
に
よ
っ
て
考
え
る
誤
謬
…
…
そ
れ
を
彼
は
知
性
の
静
的
欝
慣
蓼
藍
露
伽
窪
。
。
＄
鳳
訟
篇
。
。
。
と
言
つ

　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
て
い
る
一
も
又
、
最
下
に
常
に
つ
き
ま
と
う
自
動
化
の
稔
瞼
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
懲
動
化
は
生
命
と
思
惟
と
の
停
滞
を
意
昧

　
　
　
（
1
8
）

　
　
す
る
。
習
慣
は
生
の
能
動
性
の
一
つ
の
表
現
で
は
あ
る
が
、
能
動
性
そ
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
如
穂
に
す
れ
ば
習
慣
の
こ
の
悪
し
き
影
響
を
馴
れ
得
る
か
。
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
自
鋤
機
械
化
を
余
れ
得
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
原

　
　
理
的
に
書
え
ば
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
と
っ
て
、
　
一
方
で
は
垂
準
の
知
…
覚
へ
、
他
方
で
は
形
像
記
憶
の
深
み
へ
、
よ
り
深
く
入
っ
て
行
く
よ
り

　
　
他
な
い
。
ご
冨
で
書
え
ば
注
意
の
努
力
が
何
よ
り
も
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
認
知
嶽
へ
の
方
陶
と
詑
憶
へ
の
方
向
と
が
根
心
的
で
あ

　
　
り
、
相
共
に
逸
む
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
方
な
し
に
他
は
有
り
娼
ず
、
強
者
が
一
つ
の
闘
環
を
成
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
『
物
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
王
）

　
　
と
記
億
』
の
重
要
な
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
爾
者
の
よ
り
深
い
奥
へ
遙
も
う
と
す
る
こ
と
は
、
こ
の
二
方
向
を
含
む
新
し
い
闘
環
、

　
　
よ
り
蜜
く
よ
り
包
括
的
な
圓
環
へ
と
進
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
狡
い
圓
環
か
ら
、
廣
い
隅
環
へ
と
飛
躍
さ
せ
る
も
の
こ
そ
注
意
な
の
で

　
　
あ
る
。
こ
の
注
意
の
働
き
、
よ
り
潔
い
闘
環
へ
の
逡
行
は
如
偏
に
成
さ
れ
る
か
。
上
に
我
々
は
、
知
覧
が
自
動
的
に
模
倣
蓮
鋤
へ
分
解
す

　
　
る
と
同
時
に
、
自
毅
性
へ
の
呼
び
か
げ
が
行
わ
れ
る
、
と
い
う
意
味
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
紅
葉
を
引
用
し
た
（
第
陽
章
）
。
實
際
甚
だ
興
味
深

　
　
い
こ
と
は
、
繍
気
性
へ
の
呼
び
か
け
、
つ
ま
り
淫
意
の
働
き
が
、
何
ら
か
の
模
倣
的
自
動
的
働
き
と
並
行
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
他
の
簡
所
で
は
、
意
志
的
油
意
は
、
反
復
と
再
認
と
の
内
的
蓮
動
鑓
◎
9
く
。
窮
。
降
錺
ぎ
綜
臨
。
仁
誘
住
。
屑
曾
比
非
訟
。
疑
歳
月
。

　
　
器
o
o
⇔
⇔
鉱
・
。
邸
蓉
。
に
よ
っ
て
始
ま
る
、
と
書
っ
て
い
る
。
再
び
出
現
し
た
も
の
へ
の
濫
意
に
つ
い
て
は
嘗
葉
を
費
す
迄
も
な
い
。
全
く
薪

　
　
し
い
も
の
へ
の
注
意
に
つ
い
て
も
、
か
よ
う
な
反
復
へ
の
衝
動
と
そ
の
挫
折
と
を
前
提
す
る
と
君
え
よ
う
。
こ
こ
で
先
ず
考
慮
す
べ
き
こ

　
　
と
は
、
注
意
も
蓮
動
的
な
も
の
を
基
礎
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
つ
の
麟
環
か
ら
よ
り
廣
い
圓
環
へ
進
む
こ

　
　
と
、
つ
ま
り
一
つ
の
蟹
慣
を
乗
超
え
る
こ
と
は
、
ど
ん
な
蓮
動
的
要
素
も
持
た
な
い
よ
う
な
軍
な
る
精
紳
に
よ
っ
て
は
不
可
能
だ
、
と
い

　
　
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
二
に
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
、
一
つ
の
固
定
化
し
た
習
慣
が
完
全
に
乗
超
え
ら
れ
る
の
は
、
た
だ
他
の
習
慣
に
よ

　
　
っ
て
の
み
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
路
盤
長
い
が
『
創
造
的
進
化
』
の
次
の
書
葉
が
甚
だ
重
要
で
あ
る
一
『
意
識

獅　
　
　
　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
習
慣
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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∴
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五
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

64
5
　
は
霞
ら
が
設
定
し
た
機
構
の
虜
囚
と
な
る
。
意
識
が
自
由
の
方
向
へ
引
張
っ
て
行
こ
う
と
し
た
自
動
機
制
磐
8
導
讐
一
。
・
ヨ
。
は
、
意
識
を

　
　
と
り
園
み
引
き
ず
っ
て
行
く
。
意
識
は
そ
こ
か
ら
誉
れ
る
カ
を
持
た
な
い
。
何
故
な
ら
意
識
が
行
爲
の
た
め
に
貯
え
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
殆

　
　
ん
ど
全
く
、
意
識
が
物
質
と
の
間
に
設
け
た
限
り
な
く
微
妙
で
本
質
的
に
不
安
定
な
均
衡
を
維
持
す
る
た
め
に
の
み
用
い
ら
れ
る
か
ら
で

　
　
あ
る
。
し
か
し
人
間
は
機
構
を
軍
に
維
持
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
自
己
の
氣
に
入
る
よ
う
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
は
疑
い
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
な
く
こ
の
こ
と
を
、
そ
の
鵬
臓
の
優
越
性
に
負
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
入
間
に
数
限
り
な
い
蓮
動
機
溝
を
作
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
古
い
蛋

　
　
・
・
、
、
、
、
・
・
、
、
、
、
・
、
・
　
　
、
・
、
・
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
（
2
0
）

　
　
慣
に
新
し
い
習
慣
を
絶
え
ず
車
立
さ
せ
、
発
動
機
制
を
ば
互
い
に
分
割
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
配
す
る
に
至
る
。
』
（
傍
黙
筆
者
）
　
他
の
箇

　
　
所
で
は
同
様
の
こ
と
が
よ
り
は
っ
き
り
と
次
の
様
に
思
わ
れ
て
い
る
一
『
人
間
の
騒
腿
は
動
物
の
脳
騰
に
似
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
岡

　
　
じ
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
人
間
の
鵬
髄
の
特
殊
性
は
、
獲
得
さ
れ
た
各
々
の
習
慣
に
他
の
習
慣
を
封
立
さ
せ
、
あ
ら
ゆ
る
自
動
機
制
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
嬉
し
そ
れ
と
封
抗
す
る
自
動
機
湖
を
封
立
さ
せ
る
手
段
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
』
　
人
間
の
自
由
が
一
つ
の
習
慣
を
克
服
す
る
の
は

　
　
か
よ
う
に
他
の
習
慣
を
媒
介
に
し
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
宛
か
も
支
配
せ
ん
が
た
め
に
分
割
す
る
が
如
き
も
の
だ
と
べ
ル
グ
ソ
ン
は
雷
っ
て

　
　
　
（
2
2
）

　
　
い
る
。
そ
れ
許
り
で
な
く
彼
は
、
か
よ
う
な
習
慣
と
習
慣
と
の
翻
争
の
内
に
、
意
識
の
出
現
す
る
條
件
を
冤
よ
う
と
さ
え
し
て
い
る
よ
う

　
　
に
思
わ
れ
る
。
彼
の
漸
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
習
慣
は
秤
動
を
正
確
に
完
聾
す
る
と
い
う
機
能
の
他
に
、
人
問
の
場
合
、
　
『
こ
の
機
能
と
比

　
　
較
に
な
ら
な
い
よ
う
な
第
二
の
働
き
を
持
ち
得
る
。
郎
ち
習
慣
は
他
の
蓮
動
習
慣
を
挫
折
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
動
機
制
を
制
御
し
、

　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
意
識
を
解
放
す
る
』
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
デ
ュ
ー
イ
に
倣
っ
て
、
努
力
の
感
情
は
古
い
習
慣
と
心
し
い
習
慣
と
の
間
の
翻
争
に
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
　
來
す
る
と
も
言
っ
て
い
る
。
か
よ
う
に
見
て
く
る
時
、
我
々
は
、
意
識
と
自
動
機
鋼
と
の
間
、
或
い
は
自
由
と
習
慣
と
の
間
に
、
一
種
辮

　
　
漁
法
的
な
墨
守
を
認
め
得
る
と
思
う
。
生
は
よ
り
自
由
た
ら
ん
と
し
て
自
動
的
習
慣
へ
向
う
。
そ
れ
は
意
識
を
、
從
っ
て
生
を
束
縛
す
る
。

　
　
そ
し
て
よ
り
高
い
意
識
と
生
と
の
出
現
は
、
封
下
す
る
習
慣
の
出
現
と
そ
の
古
き
習
慣
と
の
闘
雷
と
に
よ
る
。
よ
り
高
い
自
由
へ
の
前
進

　
　
で
あ
る
革
命
は
屡
々
古
き
野
蟹
性
の
再
現
（
流
血
）
を
俘
っ
て
の
み
可
能
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
習
慣
は
根
強
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
問
の
行
爲
の
至
る
所
に
自
己
を
主
張
し
、
我
々
に
殆
ん
ど
原
罪
を
想
わ
せ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
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哲
學
の
本
塁
は
か
よ
う
な
身
騰
的
な
も
の
の
、
精
紳
に
封
ず
る
墜
倒
的
優
越
性
を
雷
う
の
で
は
な
く
、
反
封
に
、
眞
に
自
議
至
精
紳
的
な

行
爲
の
可
能
性
の
主
張
で
あ
り
、
又
生
命
の
写
譜
す
べ
か
ら
ざ
る
蓮
績
的
劇
甚
の
主
張
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
は
如
何
に
し
て
可
能

だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
か
よ
う
な
翼
に
自
盛
的
な
行
爲
の
た
め
に
先
ず
必
要
な
こ
と
と
べ
ル
グ
ソ
ン
が
雷
う
も
の
も
、
他
な
ら
ぬ
知
性
の

習
慣
か
ら
脱
却
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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玉
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ベ
ル
グ
ソ
ン
と
習
慣
の
問
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二
五
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學
㎡
鰍
究
　
　
驚
叩
四
百
六
十
五
號

霞
．
竃
．
質
・
＝
な
。
臨
譲
瞳
く
露

国
．
O
層
や
ゆ
⑦
い
齢

中
も
農
．
ワ
8
嫡

一
鐵
9

峯
P
℃
マ
一
c
O
麟
一
駒

轡
O
Q
．
噂
掌
一
壽
一
Q
O
零

工
六

六
　
生
と
習
慣
と
の
欄
璽
の
諸
相

　
以
上
で
我
々
は
慮
由
と
蟹
慣
と
の
闇
の
．
岡
時
に
協
調
的
で
も
あ
り
封
立
的
で
も
あ
る
關
係
を
見
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
『
物
質
と
記

憶
』
に
重
く
著
作
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
行
っ
た
諸
々
の
分
析
　
　
『
形
而
上
學
入
門
』
の
そ
れ
に
せ
よ
、
　
『
笑
』
の
そ
れ
に
せ
よ
、
又
『
創

逡
的
帯
化
』
に
於
け
る
生
の
遽
化
の
分
析
や
、
　
『
滋
穂
と
宗
教
と
の
二
源
泉
』
に
於
け
る
瀧
會
の
分
析
に
せ
よ
・
…
－
は
、
蟹
慣
と
自
由
と

の
間
の
上
に
述
べ
た
よ
う
な
一
種
翼
々
法
的
瀾
係
を
基
礎
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
談
明
す
る
た
め
に
も
、
又
習
慣
問
題

の
謂
わ
ば
具
膿
的
展
開
を
晃
る
た
め
に
も
、
我
々
は
こ
れ
ら
の
書
物
の
テ
…
マ
の
各
々
に
つ
い
て
見
て
ゆ
き
た
い
。

A
　
形
購
上
學

　
先
ず
形
需
年
忌
に
つ
い
て
書
う
な
ら
ば
、
こ
の
學
閥
が
果
し
の
な
い
論
争
に
歯
止
し
て
い
る
の
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
有
用
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

や
常
識
の
立
場
で
成
立
す
る
物
の
考
え
方
を
、
本
來
、
饗
象
の
純
粋
な
認
識
で
あ
る
べ
き
こ
の
學
問
に
持
ち
込
む
た
め
だ
と
さ
れ
る
。
つ

ま
り
形
購
上
身
が
知
性
の
習
澱
に
無
反
省
に
從
う
か
ら
だ
と
雷
う
の
で
あ
る
。
知
性
の
習
慣
の
主
な
も
の
は
上
に
見
た
よ
う
に
、
動
き
を

ば
動
か
な
い
も
の
に
よ
っ
て
考
え
る
こ
と
と
、
充
癒
し
た
も
の
を
護
憲
（
無
）
を
通
し
て
考
え
る
こ
と
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
人
は
、
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蓮
動
ず
る
も
の
の
代
り
に
欝
止
し
た
も
の
を
定
立
し
、
蓮
績
的
な
も
の
を
非
蓮
績
的
な
も
の
に
よ
っ
て
置
き
代
え
、
又
は
つ
き
り
と
輪
廓

づ
け
ら
れ
た
状
態
と
か
物
と
か
を
存
在
す
る
も
の
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
（
實
膿
概
念
の
起
源
で
あ
る
。
）
か
よ
う
な
知
性
の

習
慣
が
生
の
要
求
の
産
物
で
あ
る
こ
と
は
上
に
晃
た
。
し
か
し
そ
れ
は
本
來
功
利
的
な
も
の
で
あ
り
、
麗
麗
の
虚
心
な
探
究
で
あ
る
形
而

上
學
に
と
っ
て
は
、
不
遡
當
で
あ
る
護
り
か
有
害
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
形
藤
上
諭
は
侮
よ
り
も
先
ず
知
性
の
習
慣
的
な
歩
み
を
疑
い
、

乗
超
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
か
よ
う
に
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
と
っ
て
哲
學
と
は
、
『
知
牲
の
習
慣
的
な
働
き
を
く
つ
が
え
す
こ
と
お
昌
く
。
議
。
鑓
①
簿
記
鱗
¢
少
く
鉱
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

げ
9
玄
9
巳
伽
。
｝
、
ぎ
8
厳
σ
q
o
冨
o
o
』
で
あ
り
、
又
『
恩
惟
の
働
き
の
習
慣
的
方
向
を
逆
韓
さ
せ
る
こ
と
』
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
宣
誓

の
た
め
に
望
ま
し
い
こ
と
は
、
概
念
や
記
號
を
な
る
べ
く
使
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
そ
れ
ら
は
本
質
的
に
知
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

蟹
慣
の
方
向
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
『
形
而
上
學
と
は
記
號
な
し
で
濟
ま
そ
う
と
す
る
學
問
で
あ
り
』
、
『
形
影
上
期
は
直
槻
に
至
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
概
念
を
乗
超
え
ね
ば
な
ら
ぬ
』
と
も
需
わ
れ
て
い
る
。
哲
學
的
薩
概
は
知
性
の
習
慣
を
拗
恥
し
、
概
念
や
画
意
を
乗
超
え
て
の
み
始
め

て
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
概
念
の
役
舗
は
全
く
無
二
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
概
念
の
内
に
具
騰
化
さ
れ
な
い
直
槻
に
つ
い
て
は
我

我
は
安
心
で
き
な
い
。
哲
學
的
心
意
の
場
合
に
も
何
ら
か
の
概
念
化
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
概
念
は
も
は
や
悟
性
の
抽
象
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

概
念
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
『
動
的
概
念
8
⇔
o
o
隣
h
ぽ
鑓
。
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
べ
ル
グ
ソ
ン
は
雷
う
。
こ
の
動
的
概
念
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ら

何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
國
定
化
へ
の
電
瞼
を
孕
み
つ
つ
、
常
に
修
正
を
受
け
る
べ
く
準
備
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
概
念
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ベ
ル
グ
ソ
ン
が
、
暫
學
は
絶
え
ず
補
足
し
、
修
正
し
、
又
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
は
そ
の
故
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
考
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

時
、
形
蚕
上
學
又
豊
艶
は
、
絶
え
ざ
る
概
念
修
正
の
試
み
で
あ
り
、
決
し
て
完
成
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
概
念
を
持
つ
限

り
、
習
慣
化
の
危
瞼
に
常
に
つ
き
ま
と
う
か
ら
で
あ
る
。

　
形
葡
上
歯
乃
至
暫
學
は
習
慣
に
封
抗
し
つ
つ
薩
槻
へ
赴
こ
う
と
す
る
不
断
の
努
力
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
甚
だ
興
味
深
く
、
又
一
晃
矛
盾

　
　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
欝
胤
綴
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
七
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哲
薦
ぜ
研
究
　
　
第
四
百
六
・
で
五
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

的
に
見
え
る
事
柄
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
こ
の
哲
蟻
蚕
思
索
に
つ
い
て
す
ら
、
習
慣
を
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
書
う

一
『
我
々
が
凡
ゆ
る
も
の
を
持
績
の
相
の
下
に
考
え
、
畳
心
す
る
よ
う
習
慣
づ
け
ら
れ
れ
ば
習
慣
づ
け
ら
れ
る
程
、
そ
れ
丈
深
く
我
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

は
暴
の
持
績
の
内
に
入
り
込
ん
で
行
く
…
…
。
』
こ
の
場
合
、
習
慣
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
書
葉
を
そ
れ
程
大
き
い
意
味
に
と
る
べ
き
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
哲
學
的
思
惟
で
さ
え
、
ち
ょ
う
ど
デ
カ
ル
ト
が
エ
リ
ザ
ベ
ト
へ
の
手
紙
で
も
遽
べ
た
よ
う
に
、
習
慣
化
さ
れ

確
實
に
所
有
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
は
充
分
効
果
あ
る
も
の
に
な
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
も
薦
で
は
な
か
ろ
う
か
。
習
慣
の
役
割
は
そ
れ
程

に
も
大
き
い
の
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
婆
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
0
王
）

ぎ
跨
＆
琴
鼠
§
鋤
㌶
ヨ
警
巷
ぴ
》
臨
曾
ρ
℃
●
冨
．
勺
・
巴
ψ

叢
●
や
一
り
。
。
．

窪
曾
写
悼
峯
璽

嬢
．
℃
．
一
Q
。
卜
⊃
・
O
や
や
ト
っ
峯
鴇
℃
・
悼
一
ρ

箆
・
℃
鱒
一
◎
。
◎
。
■

O
や
苞
．
℃
■
貿
ρ
緊
G
o
●
や
継
●

騨
ω
卿
や
蔭
．

達
．
や
9
。
ざ
ワ
巴
矯
℃
．
呂
・

や
竃
．
℃
．
ミ
ρ
O
や
で
・
ミ
9
や
一
念
．

い
象
嘗
。
低
¢
ぴ
。
。
o
冥
．
δ
含
曹

8
　
諸
科
　
學

　
科
學
の
冒
的
は
實
騰
的
な
も
の
に
あ
る
。
勝
っ
て
そ
こ
で
は
記
號
或
い
は
概
念
の
使
用
は
充
分
理
由
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
翫

に
、
科
學
が
習
慣
的
な
も
の
を
含
む
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
　
一
騰
科
學
的
認
識
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
と
っ
て
、
入
爲
妥
協
定
的
習
慣
的
性
格
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

弄
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
科
學
は
先
ず
、
知
性
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
物
の
内
で
繰
返
さ
れ
得
る
も
の
を
常
に
求
め
る
。
ボ
ア
ン
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カ
レ
も
『
科
學
と
方
法
』
の
中
で
書
っ
て
い
る
よ
う
に
、
繰
返
さ
れ
得
な
い
も
の
は
科
學
者
の
興
味
の
封
象
と
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
實
賎

的
に
無
意
義
な
の
で
あ
る
。
次
い
で
、
あ
ら
ゆ
る
嚴
産
科
學
は
計
量
か
ら
始
ま
る
が
、
計
量
す
る
こ
と
は
一
般
的
に
書
っ
て
『
全
く
人
闘

　
　
　
　
　
（
2
）

的
操
作
で
あ
り
』
自
然
そ
の
も
の
と
は
無
縁
な
の
で
あ
る
。
科
學
は
、
人
間
と
そ
の
賢
愚
と
に
何
よ
り
も
先
ず
翼
憎
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

科
憲
法
鋼
は
『
客
観
的
蟹
在
性
を
持
た
な
い
の
で
あ
り
、
物
を
ば
何
ら
か
の
角
度
か
ら
考
え
、
幾
ら
か
の
攣
数
を
取
り
出
し
て
は
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
慣
習
的
な
計
量
学
位
を
宛
て
が
う
科
學
者
の
作
品
で
あ
る
』
と
べ
ル
グ
ソ
ン
は
欝
っ
て
い
る
。
又
彼
は
殆
ん
ど
ブ
ー
ト
ル
ー
を
思
わ
せ

る
よ
う
な
次
の
言
葉
を
書
い
て
い
る
…
一
『
か
よ
う
に
し
て
人
は
、
科
學
が
偶
然
的
で
あ
り
、
そ
の
選
ん
だ
攣
数
に
相
器
的
で
あ
り
、
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

そ
れ
が
順
次
立
て
て
ゆ
く
問
題
の
立
場
に
相
封
的
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
だ
ろ
う
。
』
　
科
學
と
は
自
然
に
封
ず
る
我
々
の
働
き
か
け
の

仕
方
で
あ
り
、
科
學
の
進
歩
と
は
か
よ
う
な
働
き
か
け
の
登
園
の
振
大
を
意
味
す
る
。
科
學
が
偶
然
的
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
人
は
、
科
學

の
基
礎
が
不
安
定
に
な
る
と
い
っ
て
反
論
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
へ
の
誤
解
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
と
っ
て
は
、

カ
ン
ト
の
場
合
と
は
全
く
逆
に
、
科
學
は
實
践
的
な
も
の
と
し
て
そ
の
全
き
便
値
を
保
有
す
る
の
で
あ
る
。
盛
況
的
な
も
の
と
し
て
科
學

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

は
必
然
的
に
、
静
止
的
瞬
間
的
不
動
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
科
學
が
か
よ
う
に
概
念
を
俘
い
、
静
止
的
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
起
源
は
自
然
の
直
観
に
あ
り
、
從
っ
て
『
科
學
と
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

而
上
學
は
直
槻
に
於
て
合
一
す
る
』
と
べ
ル
グ
ソ
ン
は
言
う
。
偉
大
な
科
食
上
の
諸
登
晃
は
『
純
粋
持
績
の
内
に
投
げ
込
ま
れ
た
測
深
器
』

の
ご
と
き
も
の
で
あ
り
、
科
學
の
概
念
又
は
量
は
謂
わ
ば
こ
の
直
観
か
ら
演
繹
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
概
念
、
量
、
或
い
は
艦
系
が

賢
践
的
に
不
可
敏
で
あ
り
、
大
き
な
意
義
を
持
つ
こ
と
は
書
う
迄
も
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
習
慣
化
さ
れ
る
と
屡
々
我
々
の
思
推
を
束

縛
し
妨
害
す
る
。
薪
し
い
輩
展
は
、
古
い
概
念
、
艶
福
を
破
声
し
て
、
よ
り
深
い
薩
観
に
赴
き
、
そ
こ
か
ら
出
嘉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成

さ
れ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
こ
の
こ
と
を
『
受
認
的
進
化
』
の
第
四
章
で
科
學
史
を
顧
み
つ
つ
立
書
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ャ
の
科

學
が
本
質
の
考
察
に
止
ま
り
、
不
動
の
み
を
事
と
し
て
い
た
の
に
殺
し
、
近
代
科
學
は
そ
の
微
積
分
法
を
以
て
流
動
す
る
實
在
の
よ
り
深

い
見
方
で
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
科
學
の
場
合
に
も
我
々
は
、
因
襲
的
習
慣
的
な
も
の
と
直
観
的
な
も
の
と
の
、
協
調
的
で
も

　
　
　
　
ベ
ル
グ
ゾ
ン
と
習
慣
の
聞
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

．
　
　
二
九



　
　
　
　
　
　
折
］
路
丁
研
究
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四
｝
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ハ
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五
號

705　
　
あ
り
封
立
的
で
も
あ
る
關
係
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

（
王
）

（
2
）

（
3
）

（
蔓
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

騨
ρ
や
8
●

鑑
ザ
℃
．
憩
お
卿

薮
㌶
●

鉱
．
℃
．
卜
⊃
ゆ
O
．

O
や
圃
鐸
℃
●
9
。
一
．

℃
．
鼠
．
や
鷲
孚

篠
．
唱
℃
・
ト
っ
ミ
ー
。
。
・

三
〇

C
　
生
の
進
化

　
習
慣
性
と
生
の
自
蛮
性
と
の
間
の
葛
藤
は
、
生
の
進
化
に
つ
い
て
冤
る
疇
、
遙
か
に
大
規
模
な
も
の
が
あ
る
。
一
般
的
に
言
っ
て
生
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

進
化
は
、
機
能
の
分
化
、
反
作
用
の
多
様
化
、
過
去
の
経
験
の
よ
り
大
き
な
蓄
積
等
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
逡
化
は
直
線

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

的
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
生
命
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
場
念
、
蓮
動
姓
と
か
、
物
質
へ
の
働
き
か
け
る
傾
向
と
か
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
蓄
積

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

し
次
い
で
放
出
す
る
努
力
等
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
生
命
は
進
化
の
途
上
に
於
て
、
先
ず
二
つ
の
異
っ
た
方
向
に
分
れ
た
と
さ
れ

る
。
部
ち
エ
ネ
ル
ギ
ー
蓄
積
の
方
向
へ
向
う
植
物
と
、
エ
ネ
ル
ギ
…
放
出
の
方
商
へ
向
う
動
物
と
で
あ
る
。
動
物
の
内
で
は
生
命
は
更
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

互
い
に
猫
立
な
四
つ
の
主
要
な
方
向
（
鯨
皮
、
軟
髄
、
節
足
、
脊
椎
の
四
類
）
に
機
湿
し
て
行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
方
向
は
そ
の
源
を
い
ず

れ
も
、
偉
大
な
生
の
患
吹
げ
σ
q
茜
嵩
創
。
・
o
蝦
中
｝
o
傷
。
ド
蕊
。
の
内
に
持
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
生
の
進
化
の
途
上
で
分
岐
し
た

の
で
あ
り
、
そ
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
そ
れ
ら
は
、
人
間
の
場
合
を
除
い
て
、
い
ず
れ
も
袋
小
路
に
行
き
づ
ま
っ
て
い
る
と
さ
れ

（
6
）

る
。
そ
れ
は
何
故
か
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
生
は
そ
れ
憂
身
と
し
て
は
動
き
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
特
殊
な
現
れ
は
、
こ
の
動
き

を
ば
、
謂
わ
ば
厭
々
な
が
ら
思
妻
σ
q
雨
霧
に
し
か
受
入
れ
ず
、
自
己
が
現
在
い
る
と
こ
ろ
に
立
止
ろ
う
と
、
常
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
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と
は
本
來
前
進
す
べ
き
も
の
で
あ
る
の
に
、
そ
の
特
殊
な
現
れ
即
ち
諸
々
の
種
は
、
絶
え
ず
足
踏
み
し
停
止
し
よ
う
と
す
る
。
進
化
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

は
で
き
る
隈
り
媛
直
ぐ
に
前
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
に
拘
ら
ず
、
各
々
の
特
殊
な
進
化
は
ど
う
ど
う
廻
り
を
す
る
の
で
あ
る
。
生
一
般
に

反
逆
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
生
一
般
と
そ
の
特
殊
な
現
れ
と
は
か
よ
う
に
麗
麗
虚
心
係
に
於
て
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
封
立
は
、
生
が
そ
の
登
展
の
た
め
に
は
常
に

か
よ
う
な
本
質
的
に
窟
己
に
敵
離
塁
で
あ
る
種
を
産
み
出
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
け
に
、
悲
劇
的
な
相
を
止
す
る
。
一
蓋
種
は
何
故

か
よ
う
に
生
の
方
向
を
常
に
裏
切
っ
て
行
く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
種
が
安
易
を
求
め
、
最
少
の
努
力
で
濟
ま
そ
う
と
す
る
か
ら
だ
と
べ

　
　
　
　
　
　
（
8
）

ル
グ
ソ
ン
は
雷
う
。
そ
れ
は
習
慣
化
の
方
向
に
他
な
ら
な
い
。
感
奮
種
が
求
め
る
も
の
は
、
な
る
べ
く
安
易
な
過
去
の
反
復
と
い
う
こ
と

に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
行
き
著
く
先
は
習
慣
的
自
動
機
制
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
購
じ
生
物
の
内
の
諸
々
の
機

能
に
つ
い
て
も
書
え
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
明
確
に
次
の
よ
う
に
雷
っ
て
い
る
i
『
生
物
の
形
式
は
一
度
出
語
上
る
と
限
り
な
く
自
己
を

繰
返
す
、
…
…
生
物
の
諸
々
の
行
動
は
一
旦
完
成
さ
れ
る
と
、
自
己
自
身
を
模
倣
し
よ
う
と
し
、
岡
じ
こ
と
を
自
動
的
に
繰
返
し
行
お
う

　
　
（
9
）

と
す
る
。
』
こ
の
模
倣
的
蟹
慣
熟
安
易
さ
こ
そ
、
種
や
、
職
種
の
魏
々
の
形
式
が
、
生
の
進
化
を
停
滞
さ
せ
後
邊
さ
せ
る
理
由
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
生
命
そ
れ
蔭
身
は
必
要
的
劇
造
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
『
形
式
の
創
造
。
猷
鉾
ご
瓢
息
0
8
醜
讐
。
』
で
あ
り
、
種
の
創
逡
で
あ

る
。
形
式
や
種
は
霞
己
霞
身
の
反
復
．
繰
返
し
を
陰
指
し
、
か
よ
う
に
し
て
自
動
機
鰯
へ
、
更
に
は
物
質
性
へ
と
陶
う
の
で
あ
る
。
物
質

性
へ
漸
う
と
い
う
の
は
、
物
質
が
或
る
意
味
で
過
去
の
全
き
繰
返
し
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
意
味
で
こ
そ
我
々
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

物
質
の
創
造
と
い
う
こ
と
を
語
り
得
る
と
べ
ル
グ
ソ
ン
は
二
っ
て
い
る
。
生
命
は
形
式
や
種
を
創
造
し
、
そ
の
限
り
に
於
て
物
質
を
創
造

す
る
の
で
あ
る
。
各
々
の
種
は
、
自
己
に
封
慰
す
る
物
質
世
界
を
持
つ
。
こ
の
物
質
世
界
は
そ
の
種
の
行
動
様
式
の
圃
式
で
あ
り
、
生
の

進
化
の
瞬
問
的
停
無
益
、
切
蓋
面
で
あ
る
と
も
書
え
よ
う
。
物
質
性
が
生
の
方
向
に
封
資
す
る
と
い
う
黙
か
ら
震
え
ぱ
、
上
昇
す
る
方
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

で
あ
る
生
に
更
し
、
物
質
は
下
降
の
方
向
を
示
す
。
し
か
し
物
質
を
生
に
封
立
し
得
る
原
理
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の

場
合
許
さ
れ
な
い
。
物
質
性
は
そ
れ
蛇
身
は
生
の
産
物
で
あ
り
、
生
の
運
鋤
の
謂
わ
ば
裏
愚
な
の
で
あ
る
。
上
昇
と
下
降
！
こ
の
二
つ

　
　
　
　
ペ
ル
グ
ソ
ン
と
雷
慣
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
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研
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五
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三
二

の
方
向
は
實
は
同
じ
一
つ
の
生
の
蓮
動
の
表
と
裏
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
生
そ
の
も
の
が
そ
の
内
に
矛
盾
的
事
態
を
孕
む
こ
と
を

意
味
す
る
。
そ
し
て
上
述
の
こ
と
か
ら
こ
の
生
の
持
つ
矛
盾
的
事
態
の
解
明
の
鍵
が
、
種
の
反
復
性
習
慣
性
の
薩
に
晃
出
さ
れ
る
、
と
書

っ
て
過
書
で
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
種
の
持
つ
か
よ
う
な
物
質
性
習
慣
性
は
抜
き
難
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
第
一
次
大
戦
前
の
（
『
劇
造
的
進
化
』
の
時
期
で
あ

る
）
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
人
間
に
大
き
な
信
頼
を
置
い
て
い
た
。
　
『
生
の
段
階
の
至
る
と
こ
ろ
で
自
由
は
鎖
に
つ
な
が
れ
て
い
る
…
…
、
た
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

人
間
に
於
て
の
み
鎖
は
破
ら
れ
急
激
な
飛
躍
が
な
さ
れ
る
』
と
の
書
葉
は
彼
が
人
類
に
醸
し
て
抱
い
た
希
望
を
示
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ

ば
人
間
が
そ
う
し
得
る
の
は
知
性
の
優
越
性
に
よ
る
。
と
い
う
の
は
知
性
的
認
識
は
箪
に
有
用
な
も
の
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
普
遍
的
一
般

的
な
も
の
を
介
し
て
、
　
一
見
無
用
な
も
の
に
も
進
む
こ
と
が
で
き
、
從
っ
て
『
知
的
存
在
は
自
己
の
内
に
自
己
を
乗
り
超
え
て
行
く
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

を
持
つ
郎
ゆ
ゆ
鍵
。
冒
8
濠
。
9
餌
℃
o
噌
8
。
⇔
置
一
嵩
。
ゆ
蘇
鼠
。
。
。
創
曾
器
。
・
窪
ぼ
頃
白
Φ
讐
。
』
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
故
に
人
間
の
み
が
、
種

の
持
つ
物
質
性
の
鎮
を
断
ち
切
り
得
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
自
身
も
習
慣
的
で
あ
っ
た
普
遍
的
一
般
的
な
も
の
ー
ー
一
般
概
念
が
、

自
己
超
越
の
媒
を
す
る
と
い
う
の
は
、
一
見
不
思
議
に
晃
え
よ
う
。
そ
れ
は
し
か
し
上
の
『
習
慣
と
生
』
の
章
で
蓮
べ
た
事
態
、
即
ち
習

慣
や
種
の
物
質
性
が
克
服
さ
れ
粟
り
超
え
ら
れ
る
の
は
、
他
の
習
慣
や
物
質
性
と
の
圖
璽
を
通
し
て
で
あ
る
、
と
い
う
事
態
を
想
起
し
て

戴
け
ば
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
し
か
し
果
し
て
人
間
が
種
の
影
響
か
ら
全
く
自
由
で
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
第
一
次
大
戦
の
繧
験
の
上
に
書
か
れ
た
『
道
徳
と
宗
教
と

の
二
源
泉
』
は
こ
の
黙
に
關
す
る
苦
悩
に
満
ち
た
追
及
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
こ
の
書
物
に
つ
い
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
道
徳
論
宗
教
論
を

検
討
す
る
前
に
、
彼
が
笑
い
に
つ
い
て
書
い
た
と
こ
ろ
に
も
一
瞥
を
投
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
に
も
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
習
慣

と
生
の
自
議
性
と
の
樹
立
葛
藤
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
分
析
を
展
開
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
ζ
．
ζ
．
P
悼
。
。
O
●

　
（
2
）
中
ρ
瞭
●
旨
。
。
●



（
3
）
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墾
）
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5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
0
一
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
姓
）

凱
・
で
●
S
．

罷
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℃
・
卜
⊃
竃
●

O
｛
」
9
℃
ワ
一
9
。
O
一
一
●

○
や
嬢
冒
ワ
一
◎
S

達
・
℃
や
憲
。
。
一
㊤
●

O
h
筐
．
マ
路
り
●

国
．
○
り
・
℃
．
憩
心
●

弊
O
φ
や
悼
幽
P

渉
達
．

罷
。
や
ト
。
8
●

国
．
◎
o
書
℃
．
8
・
O
沙
φ
ρ
℃
．
植
＄
．

団
●
○
。
マ
一
踏
●

D
　
笑
い
に
つ
い
て

　
　
　
一
膿
お
か
し
い
も
の
、
笑
う
べ
き
も
の
と
は
、
生
物
の
内
に
晃
出
さ
れ
る
固
化
し
た
も
の
、
機
械
化
し
自
動
化
し
た
も
の
、
繰
返
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
る
も
の
等
だ
と
べ
ル
グ
ソ
ン
は
言
う
。
足
を
突
っ
ぱ
ら
せ
て
歩
く
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
は
お
か
し
い
。
人
聞
が
機
械
の
翼
似
を
す
る
と
お
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
い
。
繰
返
し
は
帽
暑
劇
の
重
要
な
要
素
で
も
あ
る
。
又
二
人
の
全
く
の
他
人
が
も
し
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
お
か
し
い
し
、
　
『
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
れ
に
よ
っ
て
我
々
が
我
々
自
身
を
繰
返
す
と
こ
ろ
の
も
の
o
o
℃
碧
。
砂
ご
○
霧
β
o
器
菰
℃
簿
0
5
。
。
8
話
－
響
ゆ
導
窪
』
で
あ
る
我
々
の
性
格

　
　
は
常
に
多
か
れ
少
か
れ
、
お
か
し
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
容
易
に
氣
つ
か
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
人
を
笑
わ
せ
る
性
質
は

　
　
す
べ
て
、
物
質
性
或
い
は
習
慣
性
の
も
つ
性
質
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
か
し
い
も
の
と
は
生
物
や
人
間
の
内
に
見
出
さ
れ
る
物
質
的

　
　
な
も
の
で
あ
り
、
物
質
的
な
も
の
は
習
慣
に
多
く
そ
の
起
源
を
持
つ
か
ら
し
て
、
習
慣
性
こ
そ
お
か
し
み
の
源
だ
と
書
え
る
。
ベ
ル
グ
ソ

735　
　
　
　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
習
慣
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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四

74
5
　
ン
は
明
瞭
に
次
の
様
に
語
る
一
『
お
か
し
い
も
の
の
奥
に
は
常
に
…
…
安
易
な
坂
を
滑
っ
て
行
こ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
、
こ
の
安
易

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
な
坂
は
最
も
屡
々
習
慣
の
坂
で
あ
る
。
』
お
か
し
い
も
の
と
は
生
物
の
下
降
面
に
見
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
か
よ
う
な
分
析
の
上
に
立
っ
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
笑
い
の
意
義
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
。
笑
う
こ
と
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
か
よ
う
な
物
質

　
　
性
に
ま
と
わ
れ
た
人
間
に
封
し
て
恥
か
し
い
思
い
を
與
え
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
か
ら
そ
の
物
質
性
を
取
り
去
り
、
生
の
自
男
性
動
性
の
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
向
へ
復
調
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
下
降
の
道
を
巡
る
者
に
野
す
る
制
裁
で
あ
り
矯
正
の
働
き
な
の
で
あ
る
。
生
き
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
と
は
、
　
『
笑
い
』
の
中
で
も
憩
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
決
し
て
繰
返
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
そ
の
根
本
法
則
と
す
る
。
笑
い
の
持
つ

　
　
矯
正
的
役
翻
は
、
繰
返
さ
れ
よ
う
と
す
る
事
柄
を
押
止
め
る
こ
と
に
あ
る
。
　
『
笑
い
』
の
中
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
良
識
び
。
隣
。
。
o
蕊
を
定
義

　
　
し
て
、
そ
れ
は
常
に
思
慮
し
ょ
う
と
し
て
い
る
擾
擾
の
努
力
で
あ
り
、
物
の
動
き
に
正
確
に
則
っ
て
行
く
知
性
の
動
き
で
あ
り
、
生
に
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
す
る
注
意
の
動
的
蓮
績
性
8
⇔
銘
口
蝕
鼠
露
。
¢
〈
節
纂
。
創
。
口
。
口
器
簿
8
簿
ご
⇔
餅
一
9
〈
δ
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
が
、
笑
い
と
は
尋
問

　
　
を
そ
の
習
慣
的
物
質
性
か
ら
解
放
し
つ
つ
、
か
よ
う
な
良
識
へ
と
向
け
直
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
こ
ご
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
笑
い
が
、
か
よ
う
に
我
々
を
良
識
へ
と
陶
け
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
自
燈
は
良
識
そ

　
　
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
笑
い
は
反
省
を
含
ま
ず
、
そ
れ
自
身
で
は
生
の
能
動
性
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
ベ
ル
グ
ソ
ン

　
　
は
『
笑
い
は
、
自
然
或
い
は
・
…
三
心
遣
生
活
の
甚
だ
長
い
習
慣
、
に
よ
っ
て
我
々
の
内
に
で
き
上
っ
た
一
つ
の
機
携
の
作
用
。
留
二
障
餌
鐸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
5
曾
9
艮
。
。
導
⑦
で
あ
る
』
と
書
う
。
笑
い
も
一
つ
の
習
慣
的
機
構
で
あ
り
、
一
つ
の
物
質
性
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
確
か
に
良
識
へ
と
我

　
　
我
を
誘
う
。
し
か
し
こ
の
誘
い
は
無
反
省
な
習
慣
的
な
仕
方
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
先
に
、
習
慣
は
反
省
そ
の
も
の
よ
り

　
　
も
寧
ろ
他
の
習
慣
に
よ
っ
て
よ
り
良
く
矯
正
さ
れ
る
、
こ
と
を
見
た
。
笑
い
は
そ
の
一
つ
の
例
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
の
習
慣
的
な
も
の
を

　
矯
正
し
よ
う
と
す
る
一
つ
の
習
慣
な
の
で
あ
る
。
ペ
ル
グ
ソ
ン
の
巧
み
な
表
現
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
く
吟
置
ρ
露
。
瓢
℃
o
ω
8
傷
。
鏡
。
欝
爆

　
　
　
　
　
（
9
）

　
寅
。
で
あ
る
。
笑
い
が
そ
れ
自
身
習
慣
的
衝
動
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
笑
う
者
は
や
が
て
は
勉
の
者
か
ら
笑
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し

　
　
て
最
後
に
笑
う
者
こ
そ
最
も
良
く
笑
う
者
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
醜
に
我
々
を
寒
雀
へ
と
向
わ
せ
る
も
の
は
喜
劇
で
は
な
く
、
寧
ろ
悲
劇
な



の
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
喚
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

O
い
じ
d
o
嶺
ω
9
ど
ぴ
。
導
ρ
劉
d
・
男
‘

凱
噸
ワ
ま
．

凱
．
℃
．
＝
し
。
．

誌
●
や
慕
り
。

律
．
ワ
⑩
⑩
．

凱
℃
●
卜
。
ヂ
O
h
℃
●
ま
●

凶
9
や
憲
O
●

誌
。
℃
や
一
9
一
圃
畳

渉
嬢
●

唱
．
メ
Ψ
卜
σ
ド
ワ
器
匂
ワ
鵠
．

E
　
道
徳
と
宗
教

　
　
　
最
後
に
我
々
は
、
　
『
道
徳
と
宗
教
と
の
こ
源
泉
』
に
從
い
な
が
ら
、
継
會
、
道
徳
、
宗
教
に
於
け
る
習
慣
と
生
と
の
愛
協
と
根
剋
の
姿

　
　
を
見
て
ゆ
こ
う
。
一
霊
異
會
的
習
慣
が
落
人
の
習
慣
と
同
一
観
さ
れ
得
な
い
の
は
願
う
迄
も
な
い
。
自
由
な
意
志
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
瀧
會
と
い
う
も
の
は
、
個
々
の
有
機
膿
と
は
異
っ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
多
く
の
意
志
主
艦
も
有
機
化
さ
れ
る
場
合
に
は
一
つ

　
　
の
有
機
騰
に
類
似
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
意
味
で
祇
面
的
生
も
又
、
　
『
共
同
膿
の
要
求
に
饗
癒
す
る
多
か
れ
少
か
れ
深
く
根
を
張
っ
た

　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
習
慣
の
艦
系
』
と
し
て
考
察
さ
れ
得
る
よ
う
に
な
る
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
謡
う
。

　
　
　
就
学
の
習
慣
の
内
に
先
ず
晃
出
さ
れ
る
も
の
は
、
支
配
す
る
習
慣
び
ρ
窪
欝
蜘
。
伽
0
8
響
き
心
隔
鳥
窪
と
、
そ
し
て
こ
の
習
慣
よ
り
遙
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
に
多
数
の
服
從
す
る
習
慣
冨
び
一
葺
伽
。
喫
。
び
訟
噌
と
で
あ
る
。
我
々
は
無
意
識
の
中
に
、
要
論
な
り
、
椹
力
者
な
り
、
或
い
は
駄
會
の
何

　
　
ら
か
の
非
人
格
的
秩
序
な
り
に
服
濾
し
て
い
る
。
我
々
は
欲
し
さ
え
ず
れ
ば
、
こ
の
服
古
す
る
習
慣
の
一
つ
か
ら
一
時
的
に
身
を
引
く
こ

　
　
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
時
我
々
は
こ
の
習
慣
へ
引
き
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
感
ず
る
の
で
あ
り
、
こ
の
感
情
こ
そ
他
な
ら
ぬ
義
務
感
な

鵬　
　
　
　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
習
慣
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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哲
墨
・
研
究
　
　
策
〃
四
百
六
十
五
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六

の
で
あ
る
。
義
務
の
感
情
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
と
っ
て
習
慣
の
一
結
果
で
あ
り
、
習
慣
と
同
様
な
仕
方
で
働
く
。
彼
は
次
の
様
に
七
っ
て
い

る
i
『
義
務
を
ば
習
慣
と
同
じ
仕
方
で
意
志
を
墜
迫
し
て
い
る
も
の
と
考
え
、
又
各
々
の
義
務
は
そ
の
肯
後
に
他
の
義
務
の
集
積
を
俘

い
、
そ
の
全
膿
の
重
み
を
ば
意
志
を
墜
著
す
る
の
に
利
用
し
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
翠
純
で
基
礎
的
な
道
徳
的
意
識
に
封
ず
る
義
務

が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
が
義
務
の
本
質
で
あ
り
、
義
務
は
そ
の
最
も
複
雑
な
形
膿
に
嘗
て
さ
え
、
心
密
に
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

え
ば
結
局
こ
の
こ
と
に
還
元
さ
せ
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
』
我
々
の
義
務
の
大
部
分
は
、
我
々
が
そ
う
と
氣
附
か
ず
し
て
洋
行
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
義
務
。
ぴ
躍
σ
q
簿
臨
。
⇔
が
一
つ
の
責
務
蜘
。
＜
o
㌣
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
は
、
我
々
が
そ
の
義
務
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
時
で
あ

る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
書
置
に
よ
れ
ば
、
　
一
つ
の
義
務
が
『
命
令
的
一
ヨ
℃
傷
嵩
。
鶴
。
。
o
に
な
る
の
は
、
根
強
い
習
慣
の
場
合
と
同
様
に
、
た
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

我
々
が
そ
こ
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
時
』
な
の
で
あ
る
。
所
謂
定
言
的
命
令
の
起
原
は
こ
こ
に
あ
る
。
と
い
う
の
は
か
よ
う
な
習
慣
的
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

務
の
持
つ
論
理
こ
そ
他
な
ら
ぬ
『
ね
ば
な
ら
ぬ
故
に
ね
ば
な
ら
ぬ
』
だ
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
か
よ
う
な
瓢
か
ら
カ
ン
ト
的
義
務

概
念
を
攻
撃
し
、
そ
れ
は
例
え
ば
手
足
の
蓮
動
能
力
を
定
義
す
る
の
に
、
リ
ュ
ー
マ
チ
に
罹
っ
た
人
が
蓮
動
能
力
を
回
復
し
よ
う
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

行
う
努
力
を
以
て
定
義
す
る
よ
う
な
も
の
だ
と
皮
肉
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
他
方
義
務
は
習
慣
と
同
様
、
そ
の
起
原
を
自
由
の
内
に
も
持
っ
て
い
る
。
存
在
は
自
由
で
あ
る
限
り
に
於
て
義
務
を
感
ず
る
か

　
　
　
（
8
）

ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
個
々
の
義
務
が
何
ら
か
の
自
由
を
含
む
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
玉
髄
と
し
て
一
嵩
的
に
見
る
時
、
義
務
は
全
き
必

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

然
性
の
相
を
帯
び
て
く
る
。
か
よ
う
な
義
務
の
総
膿
8
8
9
匹
。
憎
。
σ
嬬
σ
q
斜
飢
。
鐸
（
そ
れ
は
個
々
人
か
ら
見
ら
れ
た
限
り
の
義
務
で
は
な

く
、
肚
會
全
盤
に
撃
て
見
ら
れ
た
義
務
で
あ
る
）
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
寧
ろ
『
道
徳
的
習
慣
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
習

慣
げ
曽
び
搾
郎
創
⑰
住
⑦
o
o
暮
類
。
け
窪
ぎ
。
・
げ
鋤
瓢
露
匹
。
。
。
ヨ
。
㌶
ド
ω
』
で
あ
り
、
　
そ
れ
は
諸
々
の
砒
會
の
基
礎
に
あ
り
、
そ
れ
ら
の
存
在
を
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

普
し
、
本
能
の
力
に
も
比
較
さ
れ
得
る
よ
う
な
カ
を
そ
れ
ら
の
上
に
行
使
す
る
も
の
で
あ
る
。
義
務
の
総
膿
は
か
よ
う
に
し
て
肚
會
的
本

能
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
本
能
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
駄
會
の
内
に
、
最
も
麗
化
さ
れ
た
祉
會
の
内
に
さ
え
、
あ
っ
て
、
そ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

を
閉
じ
ら
れ
た
肚
會
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
閉
じ
ら
れ
た
青
黛
と
は
、
そ
の
内
部
で
は
各
構
成
員
が
互
い
に
強
く
團
結
し
て
い
る
が
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
そ
の
外
部
の
も
の
に
姦
し
て
は
全
ぐ
無
丹
心
で
あ
る
か
、
或
い
は
常
に
攻
撃
へ
と
準
備
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
杜
會
で
あ
る
。
赴
會
は
そ
の

　
　
本
能
の
赴
く
ま
ま
に
委
ね
ら
れ
る
と
、
か
よ
う
な
閣
鎖
的
融
會
へ
の
道
を
辿
る
。
我
々
は
先
に
生
の
進
化
に
つ
い
て
蓮
べ
た
際
、
種
の
持

　
　
つ
後
退
的
性
格
を
髭
た
。
今
人
間
の
閉
じ
ら
れ
た
塵
事
に
つ
い
て
、
殆
ん
ど
同
様
な
後
退
的
因
襲
的
性
格
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う

　
　
ど
種
が
生
の
一
般
的
進
化
に
敵
封
ず
る
よ
う
に
、
一
つ
の
瀧
會
は
人
類
乃
至
は
驕
か
れ
た
亡
妻
に
寒
し
て
敵
封
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意

　
　
味
で
『
道
徳
と
宗
教
と
の
二
源
泉
』
は
『
劇
造
的
進
化
』
に
晃
ら
れ
た
オ
プ
チ
ミ
ズ
ム
の
修
正
で
あ
る
。

　
　
　
閉
じ
ら
れ
た
通
事
と
開
か
れ
た
薬
膳
と
の
問
に
は
噺
絶
が
あ
る
。
閉
じ
ら
れ
た
就
會
の
境
界
を
段
々
擬
げ
て
行
っ
た
か
ら
と
て
、
決
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
て
そ
の
ま
ま
で
鵬
か
れ
た
就
會
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
開
か
れ
た
砒
會
は
如
侮
に
し
て
可
能
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
を
間
う
前
に
、

　
　
道
徳
に
宗
教
と
に
つ
い
て
見
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
閉
じ
ら
れ
た
就
會
は
自
己
を
維
持
す
る
た
め
、
そ
の
構
成
員
に
介
し
て
義
務
を
守
り
規
則
に
奮
う
こ
と
を
要
求
す
る
。
義
務
や
規
則
は

　
　
そ
の
起
原
を
就
會
の
習
慣
乃
至
慣
習
8
島
貯
ヨ
。
の
内
に
持
つ
。
宗
教
も
道
徳
も
元
々
露
量
の
秩
序
維
持
を
目
的
と
し
て
お
り
、
義
務
と

　
　
同
様
、
慣
習
の
内
に
そ
の
起
原
を
持
つ
。
　
『
始
め
に
は
慣
習
が
道
徳
の
す
べ
て
で
あ
る
。
そ
し
て
宗
教
と
は
そ
こ
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
禁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
・
ユ
）

　
　
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
道
徳
と
宗
教
と
は
そ
の
櫨
が
り
を
構
じ
く
す
る
』
と
べ
ル
グ
ソ
ン
は
言
っ
て
い
る
。
勿
論
こ
の
意
味
の
道

　
　
徳
、
宗
教
は
、
閉
じ
ら
れ
た
毅
會
に
面
す
る
と
こ
ろ
の
閉
じ
ら
れ
た
道
徳
で
あ
り
、
静
的
宗
教
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
醗
じ
ら
れ
た
肚
會
の

　
　
維
持
と
防
衛
と
を
目
的
と
し
、
こ
の
縫
會
の
諸
々
の
規
…
期
の
帰
婿
を
そ
の
成
員
に
命
令
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
そ
の
厨
す
る
社
會

　
　
に
限
局
さ
れ
て
お
り
、
本
質
的
に
不
動
で
あ
っ
て
、
蔭
己
を
超
え
て
高
ま
ろ
う
と
は
し
な
い
。
そ
れ
ら
は
安
易
で
あ
り
嘱
望
で
は
あ
る
、

　
　
し
か
し
本
質
的
に
保
守
的
、
後
退
的
で
あ
り
惰
性
的
生
に
海
う
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
近
隣
穀
會
と
の
不
噺
の
圖
争
に
向
う
。
そ
れ
ら
は

　
　
習
慣
の
頽
落
的
側
繭
、
最
も
悪
い
影
響
を
如
實
に
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
（
艀
的
並
数
は
知
性
の
も
た
ら
す
諸
々
の
不
安
を
鎭
め
ん
た

　
　
め
の
そ
れ
自
身
知
盤
的
な
表
象
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
命
令
の
カ
を
辮
大
さ
す
た
め
に
諸
々
の
習
慣
的
機
梅
、
例
え
ば
滅
期
と
か
儀
式
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔦
）

　
　
か
紳
話
と
か
を
利
用
す
る
。
）

775　
　
　
　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
習
慣
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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折
口
墨
・
研
究
　
　
門
弟
四
頁
六
十
一
血
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八

　
こ
の
瀧
會
的
本
能
－
閉
じ
ら
れ
た
も
の
へ
の
傾
向
は
上
に
も
見
た
如
く
あ
ら
ゆ
る
杜
會
に
つ
き
纒
う
。
杜
會
生
活
の
必
要
が
純
粋
持

績
を
見
失
わ
せ
る
、
と
は
『
意
識
の
直
接
所
與
』
以
來
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
主
要
な
テ
ー
マ
だ
が
、
鮭
會
は
か
よ
う
な
否
定
醗
を
し
か
持
た

な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
と
っ
て
も
勿
論
否
で
あ
る
。
　
『
個
々
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
集
積
で
あ
る
肚
會
は
、
全
て
の
人
々
の
努

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

力
を
利
用
し
つ
つ
、
全
て
の
人
々
の
努
力
を
更
に
容
易
に
す
る
』
も
の
で
あ
り
、
積
極
的
契
機
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
積
極
的
契
機

に
於
て
甦
會
を
捕
え
よ
う
と
し
た
も
の
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
縫
う
開
か
れ
た
就
會
、
醐
か
れ
た
道
徳
、
動
的
宗
教
の
概
念
に
他
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
閉
じ
ら
れ
た
も
の
か
ら
開
か
れ
た
も
の
へ
、
艀
的
な
も
の
か
ら
動
的
な
も
の
へ
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
遮
っ
て
行
く
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　
先
に
見
た
よ
う
に
二
種
の
砒
會
の
間
に
は
噺
絶
が
あ
っ
た
。
開
か
れ
た
道
徳
と
閉
じ
ら
れ
た
道
徳
、
静
的
宗
教
と
動
的
宗
教
と
の
聞
に

も
断
絶
が
あ
る
。
そ
の
境
界
を
、
或
い
は
構
成
員
の
範
圃
を
、
段
々
鑛
大
し
て
行
っ
た
か
ら
と
て
、
閉
じ
ら
れ
た
も
の
か
ら
開
か
れ
た
も

の
へ
劉
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
二
種
の
道
徳
の
間
に
は
、
静
止
と
蓮
動
と
の
問
の
そ
れ
に
等
し
い
距
離
が
あ
る
と
書
っ
て

　
（
1
7
）

い
る
。
静
止
し
て
い
る
も
の
か
ら
は
変
動
が
全
く
理
解
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
閉
じ
ら
れ
た
道
徳
に
立
つ
も
の
に
と
っ
て
、
開
か
れ
た
道
徳

は
全
く
理
解
の
彼
方
に
あ
る
。
一
騰
道
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
習
慣
と
習
慣
と
の
灘
事
か
ら
新
し
い
自
由
が
得
ら
れ
る
と
い
う

『
創
造
的
進
化
』
の
理
論
に
心
え
ば
、
閉
じ
ら
れ
た
祉
會
間
の
樹
争
こ
そ
、
隠
し
い
蛮
展
の
原
因
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
不

幸
に
し
て
歴
史
の
事
饗
で
も
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
そ
こ
迄
は
書
わ
な
い
。
或
い
は
寧
ろ
よ
り
深
く
掘
下
げ
よ
う
と
す
る
。
彼
は
新
し
い

登
展
の
可
能
性
を
、
種
に
で
も
普
遍
の
内
に
で
も
な
く
、
個
の
内
に
求
め
よ
う
と
す
る
。
個
入
の
努
力
こ
そ
開
か
れ
た
も
の
、
動
的
な
も

の
へ
の
第
嚇
の
契
機
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
は
偉
大
な
心
墨
家
た
ち
に
そ
の
實
謹
を
求
め
る
。
大
素
心
家
と
は
『
種
が
そ
の
物
質
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

故
に
置
か
れ
て
い
る
心
逸
を
突
き
破
り
、
か
よ
う
に
し
て
榊
の
行
爲
を
血
筋
し
登
展
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
人
格
』
な
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な

個
人
的
人
格
に
よ
っ
て
の
み
、
開
か
れ
た
も
の
と
閉
じ
ら
れ
た
も
の
、
動
的
な
も
の
と
静
的
な
も
の
、
類
と
種
と
の
間
に
橋
が
か
け
ら
れ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
認
識
論
存
在
論
に
も
忠
實
だ
と
言
え
よ
う
。
あ
ら
ゆ
る
物
質
性
か
ら
、
又
あ
ら
ゆ
る



身
騰
的
、
習
慣
的
な
も
の
か
ら
、
嚢
に
自
由
な
も
の
は
た
だ
、
個
々
人
の
記
憶
と
し
て
の
精
神
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
が
種
の

歴
迫
か
ら
本
質
的
に
捗
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
か
よ
う
な
移
行
は
決
し
て
容
易
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
大
紳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
ユ
）

濫
悪
の
精
紳
に
も
大
き
な
混
齪
び
。
巳
①
く
窪
。
。
Φ
ヨ
。
導
を
惹
起
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
し
か
し
こ
の
混
飢
に
も
拘
ら
ず
彼
等
を
開
か
れ
た
も

の
へ
と
押
し
や
る
も
の
こ
そ
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ー
ル
な
の
で
あ
る
。

579

rrts　AAAAAAAAAAAAAAAAA18　17　16　15　14　13　12　11　10　9　8　7　6　5　4　3　2　1

VVVV　VI　VV　L／　VV　KV　V　VI　LI　VVVV
じd

ｻ
σ
q
ω
o
♪
炉
回
田
。
⊆
×
。
。
o
母
。
。
。
・
価
。
貯
筥
。
欝
熟
酢
儒
¢
訂
吋
鉱
…
σ
q
δ
ρ
（
以
下
U
・
o
。
●
と
略
す
）
℃
・
d
・
司
・
℃
・
卜
。
卿

｝
瓢
9

皆
筐
．

達
・
や
6
’

観
や
栂
ト
っ
．

管
●
℃
㍗
一
㊤
－
悼
O
。

Q
う
雛
。
唱
ワ
謀
i
U
●

一
鮮
ご
．
邸
幽
寧

皆
置
●

箆
・
℃
．
悼
一
。

賦
・
℃
．
ゆ
“
．

○
い
茂
’
℃
・
団
G
◎
な
。
．

賦
“
マ
悼
Q
O
囲
●

繊
●
ワ
這
c
Q
●

O
め
達
。
℃
・
響
悼
．

函
・
ψ
・
や
悼
⑦
層

U
’
ω
●
や
q
①
●

繊
曹
マ
団
匂
Q
匂
σ
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
と
習
慣
の
…
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



580

　
　
　
哲
學
研
究

（
1
9
）
　
哉
．
や
ト
。
蕊
．

第
四
百
六
十
五
號

照
O

七
　
結

聾ptpa

　
習
慣
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
人
聞
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
を
ば
、
精
紳
と
身
髄
と
の
切
り
結
ぶ
接
燭
顯
に
予
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
こ
と

で
あ
る
。
從
っ
て
そ
こ
で
は
内
在
的
立
場
は
棄
て
ら
れ
る
。
習
慣
の
哲
學
は
経
験
論
の
延
長
線
上
に
立
つ
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
言
及
し
な
が
ら

も
問
題
に
し
な
か
っ
た
習
慣
を
取
上
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
精
神
活
動
を
よ
り
深
く
理
解
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ

　
　
イ
デ
オ
ロ
ヨ
グ

ク
や
観
念
學
者
の
意
圏
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
習
慣
は
一
方
で
は
精
神
に
驕
わ
り
、
他
方
で
身
心
と
不
可
分
に
結
ば
れ
て
い
る
。
習
慣
は
何
よ
り
も
先
ず
身
農
の
行
動
と
い
う
形
を
取

る
が
、
習
慣
を
閤
題
に
す
る
こ
と
は
、
精
神
活
動
を
ば
常
に
身
騰
を
介
し
て
、
又
身
膣
の
行
動
、
行
事
を
通
し
て
、
追
及
し
よ
う
と
す
る

こ
と
で
も
あ
る
。
習
慣
の
臨
港
の
持
つ
一
種
猫
自
の
具
膿
性
の
理
・
田
が
こ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
は
精
神
と
薄
暑
と
を
ば
、
相
互
の
垂
釣
と
宥

和
の
姿
を
通
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
こ
と
は
、
一
晃
そ
れ
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
蹴
る
影
響
を
習
慣
の
哲
學

に
及
ぼ
し
た
。
そ
れ
は
、
習
慣
を
問
題
と
す
る
哲
學
は
、
身
心
を
問
題
と
し
た
が
故
に
、
却
っ
て
純
粋
に
精
神
的
な
も
の
の
追
及
へ
と
促

が
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ビ
ラ
ン
或
い
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
習
慣
の
哲
學
は
同
時
に
ス
ピ
リ
チ

ュ
ア
リ
ズ
ム
の
哲
學
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
（
以
上
に
就
て
は
溺
の
機
會
に
詳
論
し
た
い
）

　
ベ
ル
グ
ソ
ン
も
こ
の
終
始
の
上
に
立
つ
。
彼
が
習
慣
を
そ
れ
丈
と
し
て
特
に
論
じ
て
い
な
い
こ
と
は
始
め
に
蓮
べ
た
通
り
で
あ
る
。
彼

は
、
ビ
ラ
ン
や
ラ
ヴ
丁
一
ッ
ソ
ン
の
行
っ
た
よ
う
な
習
慣
の
詳
細
な
分
析
に
は
、
特
に
興
味
を
寄
せ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
彼
は
習
慣
を
そ

の
最
も
根
抵
的
な
相
に
干
て
捕
え
よ
う
と
す
る
。
人
間
の
思
惟
と
生
の
活
動
と
の
底
に
潜
む
習
濃
性
の
鰐
明
こ
そ
彼
の
問
題
だ
つ
た
。
ベ

ル
グ
ソ
ン
に
継
て
習
償
の
検
討
は
、
璽
に
自
議
的
能
動
的
な
も
の
の
追
及
と
密
接
に
連
關
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
彼
に
、
生
命
の
磯



　
　
展
に
封
ず
る
極
め
て
動
的
な
見
方
を
可
能
に
し
て
い
る
。

　
　
　
自
登
的
能
動
的
な
も
の
の
追
及
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
書
え
ば
、
そ
れ
は
メ
ー
ヌ
。
ド
・
ビ
ラ
ン
の
場
合
に
も
憂
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
ビ
ラ
ン
が
習
慣
の
槍
討
を
通
じ
て
そ
の
反
省
的
立
場
へ
導
か
れ
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
逆
に
、
純
粋
な
自
我
を
見
出
そ
う
と
し
て
習
慣
の
検
討

　
　
へ
導
か
れ
た
こ
と
は
上
に
も
述
べ
た
。
方
向
の
違
い
は
あ
れ
馴
者
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
習
慣
の
検
討
と
自
我
の
そ
れ
と
は
密
接
に
連
關

　
　
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
方
響
の
蓮
い
は
、
二
人
の
習
慣
論
の
相
蓮
を
見
る
上
に
、
か
な
り
本
質
的
だ
と
思
わ
れ
る
。
實
際
ビ
ラ
ン
は

　
　
習
慣
の
問
題
か
ら
段
々
遠
ざ
か
り
、
遽
に
は
ど
ん
な
物
質
性
を
も
交
え
な
い
よ
う
な
純
梓
に
精
紳
的
な
も
の
の
杓
に
自
我
を
見
畠
す
よ
う

　
　
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
場
合
、
習
慣
は
一
作
ご
と
に
そ
の
重
要
性
を
増
し
て
行
く
よ
う
に
思
わ
れ
、
彼
は
こ
の

　
　
問
題
を
通
し
て
、
生
と
物
質
と
の
關
係
の
問
題
、
精
紳
と
身
騰
と
の
關
係
の
そ
れ
に
、
よ
り
多
く
の
興
味
を
寄
せ
て
行
く
。
ベ
ル
グ
ソ
ン

　
　
は
純
粋
自
我
の
根
祇
を
、
決
し
て
繰
返
す
こ
と
の
な
い
純
粋
記
憶
の
連
績
性
に
求
め
た
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
も
彼
は
具
騰
的
行
爲
に
於

　
　
け
る
身
開
の
役
劉
、
習
慣
の
重
要
性
を
兇
逃
し
は
し
な
か
っ
た
。
繰
返
し
を
排
す
る
こ
と
は
全
き
新
し
さ
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
習
慣

　
　
の
強
さ
と
繰
返
し
へ
の
不
断
の
誘
惑
を
強
く
意
識
し
て
い
る
も
の
の
み
が
、
全
き
新
し
さ
、
全
き
裏
罫
性
を
語
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
生
命
叢
展
の
動
的
な
見
方
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
習
慣
論
が
想
起
さ
れ
る
。
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
も
、
そ
の
螺
旋
の

　
　
喩
え
の
示
す
よ
う
に
、
習
慣
の
考
察
を
遍
し
て
、
生
の
至
難
に
封
ず
る
洞
察
を
得
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
場
合
、
こ
の

　
　
楡
え
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
蓋
明
は
は
っ
き
り
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
の
場
合
習
慣
は
瞬
時
に
、
生
の
上
昇
と
下
降
と
そ
し
て
停
止
と
の

　
　
原
理
を
含
む
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
互
い
に
穣
反
す
る
三
つ
の
方
向
が
習
慣
の
何
に
由
楽
し
、
互
い
の
間
で
ど
の
よ
う
に
關
験
し
て
い
る
か

　
　
は
明
ら
か
で
な
い
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
習
慣
論
は
そ
の
塁
壁
な
種
の
考
察
一
種
と
は
本
塗
膚
己
自
身
を
繰
返
そ
う
と
す
る
も
の

　
　
だ
が
…
に
よ
っ
て
、
生
の
進
化
が
常
に
含
む
停
止
と
退
化
の
危
瞼
を
読
明
す
る
。
習
慣
を
以
て
自
然
と
精
紳
と
の
問
の
微
分
だ
と
し
た

　
　
の
は
う
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
だ
が
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
こ
そ
こ
の
着
想
を
嬰
展
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
の
入
潮
を
解
こ
う
と
し
た
も
の
だ
と
書
え
な

　
　
い
だ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
に
は
、
又
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
は
、
普
通
、
歴
史
哲
學
が
無
い
と
言
わ
れ
る
。
も
し
我
々
が
そ
こ
に
歴
史
哲
學
を
求

謝　
　
　
　
　
　
ペ
ル
グ
ソ
ン
と
習
慣
の
問
題
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め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
習
慣
の
問
題
が
大
き
な
場
所
を
占
め
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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TKE　OUTLINES　OF　’］rllE　MAIN

　　　ARTECLES　IN　TIE｛IS　ISSUE
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Le鯉。毒蔓曲e磁e且’蚕a麗麗die　dams聾a画互⑪s◎凶量e　de　Be邸owa．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　par　Masashl　Miwa．

　　Les　philosophes　frangais　dits　spiritualistes　du　19e　siecle　（Biran，　Ravalsson，

Boutroux　etc．）　se　sont　beaucoup　int6ress6s　au　probleme　de　lthabitude．

Ce　que　jtai　vouiu　pr6cis6　dans　cet　article，　c’est　la　place　qu’occupe　ce

probleme　dans　la　philosophie　de　Bergson　comme　aboutissement　du　courant

spiritualiste．　Bergson　n／a　pas　trait6　sp6cialement　de　ce　prob1伽e。　Mais

i｝　joue　un　r61e　important　et　m6me　d6cisif　dans．　sa　philosophie．　L’habitude

est　le　plvot　des　analyses　bergsoniennes．

　　Ber．crson　a　commenc6　sa　philosophie　par　se　demander　si　ies　difficultes

philosophlques　insurmontab］es　ne　viendraient　pas　de　ce　quron　s’obstine　h

introduire　1’habitude　de　la　vie　pratique　dans　le　domaine　de　la　sp6culation

pure．　C’6tait　en　un　sens　pour　le　d6montrer　qu’il　analysait　la　notion　de

｝ノintensit6，　celle　de　la　Iibert6，1e　mouvcment，　la　perception，1’圭ntelligence

etc．　Partout　il　d6couvre　1’influence　de　1’habitude．　La　perception　et

ltinte］llgence，　se　fondant　sur　1’action　et　allant　h　ltaction　facile　et　sQre，

ont　｝a　tendance　irr6sistible　vers　1’habitude；　de　｝h　la　perception　usuelle，　le

souvenir－habitude　et　｝e　m6canisme　de　la　pens6e　intellectuelle．　Ciest　que

ltetre　vivant　cherche　ce　qui　ressemble　au　pass6，　et　ainsi　tend　h　r6p6ter．

La　reconnalssance　tient　h　ce　mouvemeRt　de　r6p6tition　ou　d’lmitation．

Lrid6e　ge’n6rale　qui　se　fonde　sur　la　ressemblance　ou　plut6t　sur　le　mouve－

ment　d’irnitation　pourrait　etre　consid6r6e　comme　habitude　sp6ciale，　ainsi

que　le　temps　et　1’espace　comme　habitude　g6n6rale．
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　　L’habitude　es£　le　produit　de　1，activie6　vitale．　Mais　une　fois　contract6e，

el｝e　s’oppose　h　cette　activit6，　et　soiidifie　et　immobilise　le　mouvement

createur　de　la　pens6e．　C，est　par　suite　de　cette　solidification　ou　immobilid

sat’ion　que　Yintelligence　devient　ce　qul　arrete　et　fige　1’activit6　de　la

pens6e・　Pour　6chapper　a　cette　influeRce　n6faste　de　1’habitude　il　faut

revenir　h　1’attentien　et　1’intuition．　Or，　chose　curieuse，　ce　qui　nous　permet

de　d6passer　d6finitivement　une　habitude　p6rim6e，　c’est　une　autre　habitude

antagoniste，　et　ia　iibert6　se　r6vele　souvent　au　seln　de　la　lutte　entre　ies

deux　habitudes　（Cf．　YEvolutioR　cr6atrice，　pp．　1s4－s，　265）．　C’est　la　situation

coRtradlctoire　de　1’habitude．　En　effet　i｝　y　a　du　compromis　et　de　1’anta－

gonisme　eRtre　1’habi£ude　et　la　vie．　Celle－ci　se　d6veloppe　et　h　1a　fois　se

corrompt　par　cel｝e－lh．　Bergson　d6couvre　cette　situation　contradictolre

dans　tous　Ies　domaines　de　Ia　vie，　L／espさce，　qui　pcut　6tre　prise　pour　ce

qui　est　habituei　dans　1’6volution　de　la　vle，　est　le　produit　de　1’6vo｝ution

qui　s／oppose　h　l’6volution．　Le　rire　est　une　habitude　qui　corrige　une　autre

habitude．　QLuant　h　la　soci6t6，　la　morale　closes　et　la　religion　statique，

elles　sont　les　especes　dans　la　vle　humaine　et　ainsi　sont　les　habitudes

sociales．　Pour　les　d6passer，　on　est　n6cessairement　conduit　h　une　autre

forme　d’habit’浮р?．　Mais，　au　fond，　on　doit　se　r6ferer　h　la　spontan6it6

meme　de　la　vle　qu’est　1’61an　vital．

　　L’habitude　se　caract6rise　avant　tout　comme　r6p6tkion　du　pass6，　et　exx

／．ce　sens　elie　est　ia　mat6rialit6　dans　la　vie，　la　mat6rialit6　6tant　ce　qui　se

r6pbte　entferement　a　tout　instant．　Bergson　cherche　ce　qui　ne　se　repete

jamais，　一　ce　serait　la　d6finition　meme　de　ia　libert6　ber．crsonienne．　Le

probieme　de　1’habitttde　1’aide　en　la　recherche．

　　　　　　　　　　　＊豆就飛餐e重一襲数y鐘量ka亘s　W蓋sse鞭sc塩読難m69亙量。灘　三）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Das　letzte　Prob］em　von　Kants

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kritik　der　reinen　VernuRft

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Masao　Abe

　　Es　ist　eiRleuchtend　daS　die　Grundfrage　der　Philosoph1e　Kants　“Wie　sind

synthetische　Urteile　a　priori　m6gJich　？”　nicht　nur　nach　der　M6glichkeit
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