
折
口
學
研
究
　
　
箆
が
四
百
六
十
九
號

三
四

936

イ
ン
ド
論
理
學
の
基
本
的
性
格
（
完
）

梶

山

雄

一

四
　
論
謹
形
　
式

　
正
理
繧
の
十
六
句
義
の
騰
系
で
は
推
理
（
軽
目
二
幅
器
）
は
第
一
句
義
の
認
識
の
方
法
（
弓
難
露
讐
冨
）
の
申
に
含
ま
れ
て
読
か
れ
る
が
、

そ
れ
と
は
別
に
論
謹
の
支
分
（
簿
く
錯
簿
く
簿
）
が
第
七
の
句
義
と
し
て
別
…
馴
せ
ら
れ
て
い
る
。
十
六
句
義
は
一
種
の
重
複
分
類
で
あ
る
か
ら
、

本
寺
は
第
二
句
義
た
る
認
識
の
早
早
に
含
ま
れ
て
い
る
支
分
が
猫
立
の
句
義
と
し
て
劉
立
せ
ら
れ
る
の
も
あ
や
し
む
に
足
り
な
い
が
、
今

の
問
題
は
や
＼
特
殊
な
考
察
を
必
要
と
す
る
。
支
分
は
謹
明
せ
ら
る
べ
き
こ
と
を
論
謹
す
る
に
必
要
な
一
類
の
書
葉
（
鐙
ぴ
審
訊
B
躍
峯
）
、

具
心
的
に
は
提
案
（
℃
穂
鎚
ε
詳
餌
）
・
理
由
（
び
⑦
窪
）
・
喩
例
（
¢
餅
ぴ
霞
轟
ρ
）
・
綜
合
（
ξ
き
曙
餌
）
・
結
論
（
蝕
α
q
餌
童
画
奏
）
の
五
支
を
書
う
。

こ
の
五
支
の
形
式
に
從
っ
て
言
葉
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
推
理
が
論
讃
式
で
あ
る
が
、
論
謹
式
は
翠
た
る
推
理
で
は
な
し
に
、
推
理
以

上
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
後
代
の
正
理
勝
論
綜
合
學
派
で
は
プ
ラ
シ
カ
、
ス
タ
パ
…
ダ
や
デ
ー
グ
ナ
…
ガ
の
創
め
た
分
類
を
採
用
し

て
、
推
理
を
、
自
己
の
爲
の
推
理
（
ω
畠
登
臨
葭
戸
づ
ぎ
効
）
と
他
人
の
爲
の
推
理
　
（
一
）
㌶
弩
簿
似
ロ
毎
づ
簸
疑
戸
）
即
ち
論
謹
式
と
に
二
分
し
て
い

る
。
初
期
正
理
派
に
於
て
は
か
＼
る
推
理
の
分
類
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
支
分
を
細
謹
方
法
と
し
て
、
輩
な
る
推
理
と
薩
別
す
る
思
想

は
ヴ
…
ノ
ー
ツ
ヤ
…
ヤ
ナ
に
於
て
十
分
に
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
。
ヴ
ァ
…
ツ
ヤ
…
ヤ
ナ
は
結
論
を
除
く
他
の
四
支
分
の
一
々
に
参
し
て
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

種
の
認
識
の
方
法
の
一
々
を
割
…
當
て
＼
説
明
す
る
。
邸
ち
提
案
は
聖
書
で
あ
り
、
理
由
は
推
理
で
あ
り
、
喩
例
は
造
酒
で
あ
り
、
綜
合
は
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讐
喩
に
根
當
し
㌔
そ
れ
ら
西
つ
の
認
識
方
法
が
一
つ
の
封
象
に
強
し
て
共
属
し
て
機
能
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
結
論
に
於
て
示
さ
れ
る
、
盈

ち
結
論
は
そ
れ
ら
四
支
分
の
機
能
の
綜
合
的
結
果
と
し
て
論
讃
さ
れ
る
と
鎧
う
。
こ
の
論
明
に
於
て
明
ら
か
な
こ
と
は
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ナ
が
五
支
に
よ
る
論
謹
を
箪
な
る
推
理
に
急
き
な
い
、
そ
れ
以
上
の
も
の
と
し
て
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
議
論
と
い
う
も
の
は
五
支

の
論
謹
式
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
り
、
論
謹
式
に
よ
っ
て
眞
理
の
確
定
も
行
わ
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
れ
を
「
最
高
の
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

理
」
（
℃
舘
鋤
ヨ
。
麸
碧
魯
）
と
呼
ん
で
い
る
。
翻
ち
、
立
論
者
と
霜
雪
者
と
の
間
の
議
論
を
通
し
て
、
反
封
者
を
設
服
し
、
聖
言
の
義
理

を
確
立
す
る
こ
と
が
正
理
學
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
方
法
で
あ
る
五
支
の
論
尊
爵
が
正
理
學
の
最
高
の
目
的
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
ニ
ヤ
ー
ヤ
が
純
粋
な
論
理
學
で
は
な
く
て
論
著
學
で
あ
る
こ
と
が
こ
＼
に
最
も
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
論
講
式
の
支
分
に
つ
い
て
は
イ
ン
ド
の
各
學
派
に
よ
っ
て
意
見
が
分
れ
て
い
る
。
正
理
派
は
五
支
分
を
絡
始
固
執
し
た
が
、
ヴ
ェ
ー
ダ

ー
ン
難
業
は
最
初
或
い
は
最
後
の
三
思
を
以
て
足
り
る
と
し
、
ジ
鋤
、
ノ
ナ
教
や
佛
教
で
は
瞼
例
と
理
由
の
二
支
分
の
み
を
以
て
十
分
な
論

讃
式
が
構
成
さ
れ
る
と
い
う
。
純
論
理
的
な
立
場
に
立
て
ば
、
大
前
提
と
小
前
提
と
の
二
段
で
十
分
で
あ
っ
て
、
蹄
結
す
ら
も
、
そ
れ
ら

二
つ
の
前
提
か
ら
必
然
的
に
結
果
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
と
さ
ら
宣
書
す
る
必
要
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ジ
ャ
イ
ナ
や
佛
教
の
そ

の
よ
う
な
論
理
的
立
場
に
尽
し
て
、
正
理
派
は
乱
発
式
が
箪
な
る
推
理
に
血
ま
る
も
の
で
な
く
、
他
者
を
読
得
す
る
實
蔑
的
な
議
論
の
方

法
で
あ
る
こ
と
を
重
視
す
る
た
め
に
、
論
謹
に
於
け
る
心
理
的
機
能
を
不
可
鋏
の
要
素
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
寳
鍵
的
論
鐙
式
、

或
は
心
理
的
論
書
式
た
る
た
め
に
は
、
通
常
の
推
理
の
三
段
乃
至
二
段
の
論
法
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
五
段
階
を
必
要
と
す
る
と
い
う
の

が
正
理
派
の
晃
解
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
論
謹
式
の
五
支
は
正
理
學
に
と
っ
て
は
必
要
に
し
て
十
分
な
段
階
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
わ
け
で
あ

っ
て
、
翠
に
傳
統
へ
の
執
著
の
あ
ら
わ
れ
と
の
み
見
倣
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
正
理
維
以
前
の
イ
ン
ド
の
學
界
に
は
論
謹
式
は
十
段
”

階
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
す
る
意
見
も
あ
り
、
正
理
経
の
作
者
は
、
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
の
註
繹
に
よ
れ
ば
、
そ
の
十
支
の
う
ち
論
謹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
直
接
的
要
素
で
な
い
も
の
を
除
外
し
、
不
可
歓
な
要
素
の
み
を
残
し
て
五
期
分
の
説
を
主
張
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ
…
ツ
ヤ

…
ヤ
ナ
が
論
謹
の
五
支
分
を
註
呈
す
る
に
先
だ
つ
て
紹
介
し
て
い
る
、
一
類
の
論
理
並
樹
の
主
張
し
た
十
支
と
は
、
知
ら
ん
と
す
る
欲
求

　
　
　
　
イ
ン
罫
論
理
學
の
基
本
的
性
絡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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二
六

（
と
嵩
器
卑
）
・
疑
惑
（
。
。
⇔
蝕
鈴
団
団
）
・
推
論
式
に
封
ず
る
信
頼
（
ψ
巴
受
簿
鷲
9
1
℃
ε
・
冒
的
（
鷲
鋤
団
。
智
惹
）
・
疑
惑
の
除
去
（
舞
鰹
鐙
饗
く
蜜
償
締
も
。
⇔
）

の
五
支
を
正
理
派
の
五
支
に
つ
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ
…
ツ
ヤ
…
ヤ
ナ
は
そ
れ
ら
の
五
支
の
一
々
に
甥
し
て
、
そ
れ
が
封
象
を
謹

明
す
る
も
の
で
も
、
論
謹
の
一
部
分
と
し
て
含
ま
る
べ
き
も
の
で
も
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
欲
求
・
論
澄
方
法
へ
の
億
頼
は
論
争
や
論

謹
を
惹
き
起
す
心
理
的
動
機
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
れ
落
勢
論
謹
式
の
要
素
で
は
な
い
。
騒
的
は
内
容
的
に
は
眞
實
の
決
定
に
他
な
ら
な

い
が
、
そ
れ
は
再
婚
の
結
果
で
あ
っ
て
一
部
分
で
は
な
い
。
疑
惑
は
一
つ
の
主
群
に
遣
し
て
相
樹
立
す
る
二
つ
の
賓
群
の
い
ず
れ
か
が
正

し
い
筈
で
あ
る
と
考
察
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
も
い
わ
ば
心
理
的
動
機
に
す
ぎ
な
い
。
疑
惑
の
除
去
は
論
謹
の
結
論
の
矛
盾
命
題
を
否

定
す
る
こ
と
を
通
し
て
原
命
題
を
再
確
認
す
る
こ
と
即
ち
蹄
謬
に
よ
る
間
接
論
謹
で
あ
る
。
そ
れ
は
論
讃
に
騙
し
て
論
理
的
な
關
係
を
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

つ
て
は
い
る
が
論
謹
奏
の
一
部
で
は
な
い
。
正
理
派
の
漁
具
で
は
こ
の
麟
謬
（
審
汗
鋤
）
は
論
理
學
騰
系
の
一
部
と
し
て
重
硯
は
す
る
が
、

そ
れ
を
推
論
式
の
一
部
乃
至
一
形
態
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
し
な
い
。
疑
惑
・
疑
惑
の
除
去
・
目
的
の
三
つ
は
正
理
派
の
十
六
句
義
に
も

含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
、
推
理
乃
至
論
謹
式
と
は
甥
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
や
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
…
タ
カ
ラ
は
こ
れ
ら
の
五

支
が
論
謹
の
た
め
の
心
理
的
動
機
と
な
り
、
主
．
張
者
と
基
図
者
と
の
問
の
議
論
（
鷲
舞
霞
幾
冨
）
　
の
生
起
の
た
め
に
、
ま
た
そ
の
過
程
に

於
て
有
効
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
確
露
な
知
識
を
謹
明
す
る
た
め
の
直
接
的
な
二
期
で
は
な
い
、
即
ち
他
人
に
理
解
せ
し
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

る
も
の
で
は
な
い
（
唱
語
弊
箕
簿
ぢ
＆
⇔
黒
鼠
け
）
と
批
判
し
、
そ
れ
ら
の
五
爵
を
除
い
て
、
提
案
・
理
由
・
喩
例
・
綜
倉
・
結
論
の
み
を
以

て
論
謹
式
は
構
成
さ
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
は
た
し
か
に
、
間
接
的
・
心
理
的
要
素
を
論
纂
の
薩
接
的
要
素
と
切
り
離
そ
う
と
考
え
、
そ
の
眼
り
に
於
て
畑
鼠

式
の
論
理
化
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
正
理
派
の
論
理
は
推
理
で
あ
る
よ
り
も
實
義
的
廊
下
で
あ
る
こ
と
を
基
本
的
な
挫
格
と
し
て

い
る
の
で
、
す
べ
て
の
心
理
的
要
素
を
除
去
し
て
し
ま
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
賢
蔑
的
論
謹
の
方
法
と
し
て
の
五
両
論
謹
式
を
勝

論
経
の
推
理
論
に
つ
け
加
え
て
主
張
し
た
こ
と
が
正
理
派
の
存
在
理
由
で
あ
っ
た
か
ら
、
論
謹
式
を
軍
な
る
推
理
の
線
に
ま
で
引
き
戻
し

て
純
論
理
化
す
る
こ
と
は
正
理
派
に
と
っ
て
は
一
種
の
自
滅
的
豊
海
に
他
な
ら
な
い
。
勝
論
経
は
推
理
知
（
囲
鉱
》
σ
Q
蔚
舞
）
　
を
読
く
際
に
五



　
　
支
を
耀
き
も
し
な
い
し
、
ま
た
支
分
と
し
て
の
二
極
を
も
用
い
な
い
。
五
支
の
論
万
岳
は
、
推
理
に
必
要
な
三
乗
辮
の
勉
に
、
そ
の
推
理

　
　
の
過
程
を
例
荒
す
る
楡
例
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
成
立
し
得
た
も
の
で
あ
る
が
、
正
理
維
も
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
も
、
推
理

　
　
（
p
。
昌
¢
白
癩
づ
簿
）
と
五
支
の
論
謹
式
（
9
〈
曙
9
。
＜
餌
）
と
の
必
然
的
關
…
係
を
自
畳
的
に
驚
い
て
い
な
い
し
、
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
…
ヤ
ナ
は
後
者
を
前

　
　
者
と
購
一
の
内
容
の
も
の
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
ジ
ャ
イ
ナ
や
佛
教
の
論
理
學
で
は
論
讃
式
と
推
理
即
ち
亀
入
の
爲
の
比
量
と
霞
己
の

　
　
爲
の
比
量
と
は
、
書
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
の
み
分
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
内
容
的
に
は
同
一
の
推
理
で
あ
っ
た
。

　
　
し
か
し
、
正
理
派
に
と
っ
て
は
、
論
議
式
は
推
理
以
上
の
も
の
、
翠
な
る
推
理
と
異
っ
た
實
践
的
論
讃
の
方
法
で
あ
っ
た
。
箪
に
工
つ
の

　
　
醗
提
を
列
蓋
し
た
だ
け
で
は
、
た
と
え
論
理
的
に
は
十
分
で
あ
る
と
し
て
も
、
實
際
に
網
手
の
注
意
を
喚
起
し
、
彼
を
説
得
す
る
こ
と
は

　
　
出
面
な
い
。
論
謹
が
効
力
を
持
つ
た
め
に
は
、
推
理
に
必
要
な
要
素
以
上
に
h
他
の
あ
る
も
の
、
心
理
的
な
要
素
が
加
わ
ら
ね
ば
な
ら
な

　
　
い
、
と
い
う
の
が
正
理
學
者
の
確
儒
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

　
　
　
ヴ
㍗
、
i
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
・
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
な
ど
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
五
詳
論
荷
馬
を
十
分
に
展
開
さ
れ
た
形
で
示
す
と
次
の
如

　
　
き
も
の
と
な
る
。
「
（
提
案
）
聾
は
無
常
で
あ
る
。
（
理
由
）
そ
れ
は
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
。
（
輪
例
）
作
ら
れ
た
も
の
は
無
常
で
あ

　
　
る
、
例
え
ば
瓶
の
如
し
。
（
綜
合
）
か
く
の
如
く
灘
は
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（
結
論
）
そ
れ
故
に
聲
は
無
常
で
あ
る
。
」
佛
教
家
の
論

　
　
理
主
義
か
ら
批
甥
さ
れ
る
と
、
提
案
は
な
ん
ら
讃
明
の
力
を
持
た
な
い
か
ら
宣
書
の
必
要
は
な
い
し
、
結
論
は
理
由
と
言
論
の
二
つ
乃
董

　
　
は
両
々
と
綜
合
の
二
つ
i
内
容
的
に
は
理
由
と
綜
合
は
同
じ
も
の
で
あ
る
ー
ー
か
ら
必
然
的
に
論
罪
さ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
も
宣
饗
す
る

　
　
必
要
が
な
い
。
だ
か
ら
純
論
理
的
に
は
、
「
凡
そ
作
ら
れ
た
も
の
は
無
常
で
あ
る
。
聲
は
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
二
支
を
以
て

　
　
推
論
式
は
完
全
と
な
る
、
と
書
う
。
し
か
し
正
理
盛
者
は
こ
の
議
論
を
肯
じ
な
い
。
論
議
者
は
と
に
か
く
甥
論
者
の
双
方
に
よ
っ
て
謹
明

　
　
さ
る
べ
く
直
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
最
初
に
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
れ
が
な
け
れ
ば
「
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
」
と
い

　
　
う
理
由
は
な
ん
の
必
然
性
も
持
っ
て
來
な
い
。
聲
の
厩
性
は
所
作
性
の
み
に
限
ら
な
い
。
所
作
性
が
揮
ば
れ
て
理
由
と
せ
ら
れ
る
の
は
、

　
　
厨
下
話
が
無
常
で
あ
る
か
否
か
が
問
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
提
案
を
宣
言
す
る
こ
と
は
論
讃
に
於
て
不
可
飲
の
こ
と
で
あ

鵬　
　
　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
學
の
藤
本
的
牲
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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折
曙
畢
研
究
　
　
第
四
百
由
ハ
十
九
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

し
、
ま
た
そ
れ
は
論
鐙
の
結
果
得
ら
れ
る
断
案
で
あ
る
結
論
と
も
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
第
四
の
綜
合
も
、
論
理
主
義
者
の
非
難
す
る

如
く
に
、
第
二
支
の
繰
返
し
な
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
と
は
別
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
第
二
支
に
於
て
は
能
謹
と
所
謹
と
の
瀾
係
と
い

う
観
黙
か
ら
理
由
が
提
示
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
第
四
支
は
提
案
の
主
導
に
於
け
る
能
謹
の
内
属
姓
（
ω
節
配
P
ぴ
ぴ
⇔
〈
餌
）
を
主
腰
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

し
て
所
作
性
が
聲
に
存
在
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
我
々
の
論
謹
は
、
我
々
が
貫
貸
に
到
蓮
す
る
経
験
の
順
序

に
從
っ
て
述
べ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
我
々
は
先
ず
聲
に
注
目
し
、
そ
の
所
作
性
を
認
め
、
次
に
所
作
性
と
無
常
性
と
の
問
の
必
然
的
關
係

を
想
起
し
、
そ
し
て
そ
の
關
係
は
灘
に
存
在
す
る
所
作
性
と
の
毒
煙
に
総
て
理
解
さ
れ
、
そ
こ
に
結
論
の
導
出
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
よ

う
な
論
謹
者
の
心
理
過
程
の
表
現
が
順
序
正
し
く
行
わ
れ
て
は
じ
め
て
そ
れ
は
論
讃
と
し
て
の
効
果
を
持
っ
て
く
る
。
論
理
主
義
者
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

支
の
推
論
式
は
論
讃
に
於
け
る
か
＼
る
心
理
的
要
素
を
無
評
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
妥
當
な
も
の
と
は
云
わ
れ
な
い
。
軍
に

大
・
小
二
前
提
を
並
出
す
る
こ
と
か
ら
は
何
の
結
果
も
生
れ
な
い
。
「
煙
あ
れ
ば
火
あ
り
」
「
山
に
煙
あ
り
」
と
い
う
二
つ
の
命
題
は
過
去

の
知
魔
の
結
果
と
現
在
の
知
箆
と
を
無
關
係
に
並
べ
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
論
讃
の
部
分
と
な
る
爲
に
は
、
煙
と
火
と
の
霜
野
が
現
に

目
撃
さ
れ
て
い
る
煙
と
の
塁
壁
に
於
て
理
解
さ
れ
、
そ
の
煙
は
現
に
蘭
心
の
的
と
な
っ
て
い
る
特
定
の
山
の
性
質
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
各
要
素
が
欲
求
を
持
つ
た
主
膿
の
心
理
に
於
て
現
在
的
に
綜
合
せ
ら
れ
る
時
に
始
め
て
論
謹
の
結
果
は
導
餌

さ
れ
て
く
る
。
郎
ち
、
論
謹
は
軍
に
論
理
的
な
必
然
性
の
み
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
は
な
く
て
、
心
理
過
程
と
し
て
成
立
す
る
の
で

あ
る
、
と
正
理
學
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
綜
合
學
派
の
時
代
に
な
る
と
、
初
期
正
理
派
が
曖
昧
な
ま
＼
に
残
し
て
い
た
推
理
と
論
謹
式
と
の
論
理
的
な
相
違
は
取
り
除
か
れ
、
爾

者
の
内
容
的
嗣
一
性
は
自
…
覚
さ
れ
て
く
る
。
し
か
し
そ
の
同
一
化
は
、
推
理
の
理
論
に
論
謹
式
を
あ
て
は
め
た
結
果
で
は
な
く
て
、
後
者

に
前
者
を
あ
て
は
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
だ
か
ら
、
自
己
自
身
の
爲
の
推
理
と
五
爵
の
形
式
の
適
用
を
通
し
て
宣
超
せ
ら
れ
る

他
看
の
爲
の
推
理
と
は
論
理
的
に
は
同
じ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
も
、
推
理
の
心
理
性
は
あ
く
ま
で
強
調
せ
ら
れ
、
推
理
は
謹

相
の
反
省
（
奪
σ
q
巷
蝉
缶
暴
誌
碧
）
で
あ
る
と
定
義
せ
ら
れ
た
。
晶
相
の
反
省
は
既
に
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
…
タ
カ
ラ
が
説
い
て
い
た
も
の
で
あ
る
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が
、
そ
れ
は
更
に
整
理
せ
ら
れ
、
第
三
の
知
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
か
ま
ど
に
於
て
人
は
第
一
に
煙
を
見
な
が
ら
火
を
見
る
。
そ
の

再
三
の
経
験
に
よ
っ
て
煙
と
火
と
の
遍
充
が
確
定
せ
ら
れ
る
場
合
に
、
か
ま
ど
に
於
け
る
煙
の
知
が
第
一
の
煙
の
知
で
あ
る
。
あ
る
特
定

の
山
に
於
て
煙
を
見
る
時
に
そ
れ
は
第
二
の
煙
の
知
で
あ
り
、
遍
充
を
想
起
し
な
が
ら
こ
の
由
で
は
煙
は
火
に
遍
充
さ
れ
て
い
る
と
い

う
、
こ
の
山
に
於
け
る
煙
の
反
省
が
第
三
の
知
で
あ
る
。
そ
の
讃
相
を
推
理
の
主
瀞
の
鷹
性
と
望
潮
し
、
且
推
理
の
所
謹
と
必
然
的
な
關

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

係
に
於
て
反
省
す
る
綜
合
作
粥
が
、
謹
相
の
反
省
で
あ
り
、
推
理
知
の
直
接
的
原
因
（
髪
冠
釜
餌
　
　
　
　
．
）
と
見
倣
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

2
じ
σ
プ
節
像
2
ω
　
『
一
い
一
。
ワ
心
◎
◎
1
ψ
悼
・

O
轡
H
ピ
閏
ω
や
一
①
い
●

累
ヒ
d
ン
巴
窯
ω
『
び
隔
．
噂
9
捲
．
。
。
。
、
冨
融
竃
鑓
羅
。
曙
碧
鋤
M
節
蝕
Φ
麩
蒜
へ
㌶
｝
落
巡
蔓
巷
ハ
闇
酵
困
と
．
飴
二
丁
無
⇔
滋
ミ
蔓
ハ
一
帥
旧
穀
…
■

Z
】
W
ン
鵬
瓢
2
ω
　
一
u
一
｝
し
Q
悼
（
℃
冒
ま
④
し
9
窯
h
）

2
じ
づ
ン
マ
邸
“
O
■
自
。
簿
旨
脇
鈴
団
P
〈
籠
目
（
莚
切
鶴
¢
箆
鷺
簿
首
巴
筋
O
℃
僧
く
⇔
H
彊
P
二
二
旨
轡
象
℃
吋
蝕
目
零
〔
諜
μ
Φ
け
二
二
芝
蹴
）
ゲ
冤
讐
鐸
二
諏
卸
；
鯛
コ
プ
讐
ゴ
■
象
。
ご
ご
℃
¢
囑
ワ
Q
◎
α
刈
。

。
瞥
窯
く
ワ
鷺
ρ
轡
一
ト
っ
．

。
出
・
2
＜
↓
唱
■
9
。
箏
塁
8
鷲
葺
㎝
隷
く
⇔
8
昌
鑑
①
奉
§
（
打
⇒
一
ケ
q
⇔
目
印
コ
餌
一
）
。
。
察
蕾
汀
”
霧
奉
。
。
鑑
ξ
繕
簿
豪
轟
け
…
痔
∴
や
“
。
卜
。
O
．
℃
榮
磨

　
強
曙
移
。
。
鍛
ξ
巷
鴛
象
く
餅
鳥
臥
σ
q
鈴
ヨ
壁
霧
誘
く
号
錠
憲
い
〔
巨
＾
ぎ
葺
a
醤
巨
贔
跡
…
・

（
8
）
　
Z
＜
ワ
9
◎
傘
一
◆
c
Q
（
P
幽
裳
ω
ご
ご
な
◎
Q
◎
）
」
o
。
麟
焦
プ
園
①
〈
簿
q
α
p
ウ
ヨ
げ
び
的
ぐ
鶯
＝
℃
鋤
昌
鋤
軽
四
甑
ぴ
⇔
賀
．
、
口
鈴
副
0
6
鑑
岸
嘱
冨
パ
堅
く
9
一
創
紫
団
9
旨
旨
①
⇔
卸
ロ
。
餌
ヨ
ぴ
プ
⇔
〈
⇔
に
搾
呼
勉
ザ

　
畷
．
v
雛
2
（
㌶
ぜ
雛
鋤
熊
ン
畷
鋤
G
っ
皆
目
プ
効
昌
瓢
び
ン
鋤
く
四
壁
マ
匙
①
轟
麟
一
：
・
窮
｛
七
⊆
づ
巴
V
　
伽
p
α
び
二
Φ
障
砦
鋤
7
鋤
一
く
絵
雛
鋤
。
。
⇔
諺
》
累
津
《
鷹
℃
勉
鋤
騨
楼
Φ
頃
餌
6
自
⇔
ヨ
び
プ
⇔
＜
○
　
面
⇔
ゴ
P
冤
幾
ゆ
　
⇔
ω
甑
O
韓

　
縣
勉
ぴ
能
①
　
財
浸
導
勉
岸
飴
時
く
魅
B
　
一
笛
●

（
9
）
　
プ
幽
く
↓
　
℃
●
も
◎
一
メ
　
℃
戦
鋤
嗣
げ
9
一
欝
ゑ
き
鯵
　
プ
一
　
燭
『
舞
切
匙
節
圏
）
貸
｛
鶉
菩
　
霞
自
切
露
象
、
鉱
（
旺
⇔
勘
　
窪
田
　
o
陰
鋤
枷
げ
曽
づ
巴
声
門
ず
帰
一
四
団
蝉
腎
　
℃
日
毎
ご
臥
卿
ヨ
　
鯛
協
溝
叶
図
曽
　
げ
象
β
℃
鳥
山
鋤
菩

　
℃
属
鋤
く
繋
属
⇔
仲
ρ
鵠
餌
娼
二
謬
鶴
智
℃
独
簿
け
び
鋤
ヨ
餌
ヨ
①
〈
餌
ぴ
簿
く
⇔
℃
O
｝
〈
噸
ゆ
笛
：
：
：
璽
O
∴
H
W
℃
¢
男
や
q
o
①
悼
曾

（
0
玉
）
　
O
h
8
緊
じ
づ
ぼ
㍗
q
◎
③
獣
∴
竃
囲
幻
℃
●
○
○
な
◎
一
㊤
悼
●

五
　
推

理

瓠μ田

イ
ン
ド
論
理
學
に
於
け
る
演
繹
推
理
の
理
論
は
、

　
　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
型
の
暴
本
的
性
絡

能
謹
・
所
謹
の
論
理
的
必
然
關
係
印
ち
遍
充
（
〈
団
碧
e

の
観
念
と
因
の
三
相
の
理

三
九

辱
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哲
學
研
究
　
　
第
四
百
六
十
・
九
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

論
の
導
入
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
。
因
の
三
穣
は
佛
教
の
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
創
設
で
は
な
く
そ
れ
以
前
か
ら
一
類
の
論
理
家
の
問
に
論
か

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
九
句
因
読
の
裏
づ
け
を
以
て
こ
れ
を
完
成
し
主
張
し
た
の
が
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
で
あ
る
。
黒
部
ち
推
理
の
理
由

は
、
灘
結
の
主
辮
（
た
る
も
の
の
す
べ
て
）
に
内
野
し
、
所
払
の
同
類
例
に
（
必
ず
）
存
在
し
、
異
類
例
に
は
（
決
し
て
）
存
在
し
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
い
う
三
つ
の
性
格
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
闘
類
例
は
所
議
即
ち
婦
結
の
賓
僻
を
性
質
と
す
る
す
べ
て
の
事
物
、
異
類
例
は
そ
の

性
質
の
存
在
し
な
い
事
物
で
あ
る
。
所
作
性
（
作
ら
れ
た
も
の
と
い
う
性
質
）
に
よ
っ
て
馨
の
無
常
性
を
推
理
す
る
時
、
翫
作
性
は
聲
の

厨
性
で
あ
る
こ
と
が
第
一
相
に
儲
る
か
ら
こ
れ
は
形
式
論
理
の
三
殿
論
法
の
小
前
提
に
揺
る
全
稔
肯
定
命
題
を
形
成
す
る
。
第
二
糎
、
所

作
性
が
瓶
と
い
う
同
類
例
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
命
題
と
し
て
あ
ら
わ
せ
ば
、
凡
そ
所
作
性
な
る
も
の
は
無
常
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
か
ら
第
一
格
じ
d
錠
げ
餌
第
式
の
大
前
提
に
相
等
す
る
。
第
三
枳
は
飯
作
牲
が
虚
室
と
い
う
異
類
例
に
存
し
な
い
こ
と
、
命
題
で
云
え
ば
、

凡
て
の
無
常
な
ら
ざ
る
も
の
は
所
作
性
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
、
第
工
相
に
當
る
命
題
の
換
質
換
位
に
聡
慧
し
、
第
二
格
O
Φ
器
違
式

の
大
前
提
を
形
成
す
る
。
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
は
こ
の
理
論
に
よ
っ
て
、
操
論
式
は
九
品
に
興
る
提
案
と
小
前
提
た
る
理
由
と
大
前
提
た
る
喩

言
と
の
三
支
で
十
分
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
三
相
設
そ
の
も
の
は
具
膿
的
な
喩
例
に
關
す
る
理
論
で
同
類
例
・
異
類
例
も

訟
訴
た
る
概
念
の
外
延
と
そ
の
矛
盾
概
念
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
寒
寒
の
毒
悪
た
る
も
の
は
、
論
議
の
封
象
で
あ
る

か
ら
同
類
例
・
異
類
例
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
從
っ
て
こ
の
三
支
の
推
論
式
は
概
念
の
包
掘
醐
係
に
も
と
つ
く
演
繹
推
理
で
あ
る
と
は

嚴
密
な
意
味
で
は
云
え
な
い
。
も
し
純
粋
な
演
繹
法
な
ら
ば
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
推
論
式
に
於
け
る
如
く
、
「
瓶
の
如
し
」
、
「
虚
空
の
如
し
」

と
い
う
喩
例
を
大
前
提
に
つ
け
加
え
る
こ
と
は
套
く
意
味
を
持
た
な
い
。
し
か
し
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
は
心
急
を
、
具
膿
的
類
例
た
る
喩
依
と

命
題
た
る
喩
膿
と
に
甑
写
し
て
、
そ
の
後
者
を
重
志
し
た
し
、
他
方
媒
名
緋
と
大
名
欝
と
の
欝
欝
關
係
に
縮
歯
す
る
遍
充
（
羨
碧
ε
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

身
受
を
も
持
っ
て
い
た
か
に
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
彼
の
三
支
の
推
論
式
は
楡
例
に
よ
る
五
支
の
論
忍
法
を
演
繹
法
へ
の
顧
慮
に
よ
っ
て

整
理
し
た
も
の
と
云
え
る
。
隠
魚
の
理
論
は
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
を
纏
い
だ
ダ
ル
マ
キ
…
ル
チ
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
。
更
に
ジ
ャ
イ
ナ
や
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

期
佛
教
の
論
理
學
は
内
遍
充
論
を
読
き
、
具
騰
的
例
謹
と
し
て
の
喩
は
存
在
理
由
を
失
い
、
推
理
は
命
題
と
し
て
の
二
つ
の
前
提
か
ら
蹄



　
　
結
を
演
繹
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
確
立
さ
れ
る
。
嚴
密
な
意
味
で
の
演
繹
法
は
内
遍
充
論
に
於
て
始
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
る

　
　
が
、
そ
の
登
展
へ
の
道
は
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
や
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
チ
に
よ
っ
て
十
分
に
準
備
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
勝
論
派
の
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
…
ダ
は
デ
ィ
グ
ナ
…
か
と
ほ
朝
岡
じ
時
代
に
因
の
三
相
を
設
き
、
最
も
進
ん
だ
遍
充
（
餌
く
ぎ
鋤
ぴ
｝
蚤
く
餌
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
観
念
を
有
し
、
抽
象
的
な
命
題
と
し
て
の
大
前
提
に
止
す
る
理
論
を
持
っ
て
い
た
。
た
穿
掘
は
勝
論
・
正
理
派
の
傳
統
に
蔓
荊
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
五
支
の
論
謹
式
を
固
執
し
て
い
る
。
遍
充
の
感
通
が
何
時
、
誰
に
よ
っ
て
創
設
せ
ら
れ
た
か
は
未
だ
十
分
に
分
っ
て
い
な
い
。
ウ
ッ
デ
ィ

　
　
ヨ
ー
タ
カ
ラ
は
論
説
す
る
如
く
、
不
可
分
の
關
係
碧
ぎ
鋤
｝
感
毒
（
所
謹
が
な
け
れ
ば
昼
鳶
も
な
い
と
い
う
決
定
性
）
が
推
理
の
基
礎
で
あ

　
　
る
と
す
る
説
を
否
定
し
て
い
る
。
餌
く
汐
鋤
ぴ
げ
旧
く
欝
〔
宅
ぎ
鋤
び
び
餌
く
鶯
巳
着
装
餌
は
ダ
ル
マ
キ
…
ル
チ
以
後
一
般
に
遍
充
（
〈
愚
℃
瓢
）
と
岡
義
に

　
　
　
　
（
7
）

　
　
用
い
ら
れ
、
ま
た
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
が
批
更
し
た
相
手
は
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
概
念
が
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
に
於

　
　
て
も
成
立
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
餌
く
冒
倒
ぴ
冨
奉
と
い
う
巻
葉
は
、
そ
れ
よ
り
以
前
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
も
用
い
て
い

　
　
る
。
正
理
繧
二
・
二
・
一
－
二
の
註
下
で
ヴ
…
，
…
ツ
ヤ
…
ヤ
ナ
は
包
含
（
。
・
p
導
び
『
⇔
〈
鋤
）
は
推
理
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
議
論
を
す
る
が
、

　
　
そ
の
際
ω
螢
ヨ
ぴ
置
く
鋤
と
は
、
（
あ
る
も
の
P
と
の
闘
に
P
な
く
し
て
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
）
不
可
分
の
關
係
を
有
す
る
も
の
（
M
）
を

　
　
知
る
こ
と
か
ら
そ
の
も
の
（
P
）
を
知
る
こ
と
（
簿
く
首
鋤
ぴ
姦
く
『
○
．
馨
プ
器
饗
ω
簿
翁
σ
Q
鑓
｝
罠
綴
戸
山
p
。
⇔
饗
昌
勢
ω
鎮
錨
α
q
鑓
ぴ
愚
軸
臼
）
と
設
明

　
　
し
、
一
ア
…
ダ
カ
な
く
し
て
は
あ
り
得
な
い
一
ド
ロ
ー
ナ
（
重
さ
の
法
器
四
ア
…
ダ
カ
に
等
し
い
）
の
存
在
か
ら
一
ア
ー
ダ
カ
の
存
在
を

　
　
知
る
こ
と
を
例
に
暴
げ
、
ま
た
、
不
可
・
分
の
關
係
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
瀦
係
し
て
い
る
壷
膿
（
舞
ヨ
＆
鋤
膨
）
と
部
分
（
鈴
諺
¢
餅
団
ぎ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
に
つ
い
て
湿
糠
に
よ
っ
て
部
分
を
知
る
こ
と
が
包
含
で
あ
る
と
読
明
す
る
。
ま
た
正
理
経
二
・
二
・
五
九
の
下
で
は
書
葉
の
意
味
は
個
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
と
形
態
と
種
と
を
不
可
分
の
關
係
（
鶯
く
一
郎
鋤
げ
ず
飾
く
鶴
）
に
よ
っ
て
包
含
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
数
璽
的
な
全
品
と

　
　
部
分
と
の
間
に
所
説
と
能
遍
の
包
撮
關
係
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
ず
こ
の
場
合
の
包
含
蚤
は
推
理
の
基
礎
と
し
て

　
　
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
正
理
繧
及
び
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
の
正
解
で
は
乱
丁
推
理
の
一
形
態
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
換
需
す

　
　
れ
ば
正
理
繧
の
時
代
に
も
数
量
的
な
意
味
に
お
け
る
遍
充
關
係
の
理
解
は
あ
っ
た
が
、
正
理
経
作
者
及
び
註
者
は
推
理
を
極
め
て
難
く
解

螂　
　
　
　
　
　
イ
ン
罫
払
翻
理
學
の
基
本
的
祉
臨
格
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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折
撒
學
研
究
　
　
二
面
百
一
ハ
牽
九
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

繹
し
て
い
た
た
め
に
、
不
可
分
の
關
係
は
推
理
全
騰
の
基
礎
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
ヴ
「
・
ー

ツ
ヤ
…
ヤ
ナ
更
に
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
に
至
る
ま
で
、
換
質
換
位
の
法
則
を
樹
立
し
な
か
っ
た
こ
と
の
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。

　
一
方
因
の
三
椙
説
を
ヴ
ァ
…
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
が
あ
る
程
度
知
っ
て
い
た
か
、
或
い
は
そ
れ
に
類
す
る
観
念
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
し
め
る
理
由
が
あ
る
。
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
は
正
理
経
一
・
一
・
三
六
の
下
で
序
奏
式
の
喩
例
を
説
明
し
て
云
う
。
生
起
し
た
も

の
が
所
作
の
性
質
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
…
…
滅
す
る
の
で
あ
る
か
ら
無
常
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
牲
質
が

能
謹
で
あ
り
、
無
常
と
い
う
性
質
が
所
謹
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
雨
性
の
間
の
町
鳶
能
謹
の
閥
…
係
（
ω
＆
ξ
霧
劉
訂
暴
げ
冨
く
鋤
）
が

一
つ
の
事
例
に
於
て
（
多
く
の
経
験
の
）
類
似
性
に
基
づ
い
て
確
立
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
喩
例
を
認
め
る
人
は
、
灘

に
於
て
も
、
瓶
等
の
如
く
、
聲
も
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
無
常
で
あ
る
、
と
権
面
す
る
、
と
。
彼
は
瓶
と
い
う
楡
例
に
於
て
確
立
せ

ら
れ
て
い
る
所
作
控
と
無
常
性
と
の
二
つ
の
厨
性
の
間
の
必
然
的
關
係
が
聲
の
無
常
性
の
推
理
の
基
礎
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
よ
う
な
敵
性
間
の
必
然
的
關
係
の
認
識
な
し
に
肇
な
る
椙
似
挫
に
基
づ
い
て
愚
物
か
ら
個
物
へ
の
類
推
を
主
張
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

こ
＼
に
は
因
の
三
相
説
の
第
二
相
に
類
す
る
思
想
は
か
な
り
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
。
綜
合
（
螺
雪
嶺
ぢ
）
の
註
に
継
て
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー

ヤ
ナ
は
、
そ
の
よ
う
に
（
瓶
等
の
如
く
に
）
聲
は
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
、
推
理
の
島
破
で
あ
る
聾
に
所
作
法
曽
の
あ
る
こ
と
が
結
合

せ
し
め
ら
れ
る
、
と
い
う
。
こ
＼
に
は
因
の
三
相
説
の
第
一
相
に
類
す
る
思
想
が
認
め
ら
れ
る
。
第
三
摺
に
當
る
観
念
を
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー

ヤ
ナ
が
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
學
者
も
あ
る
。
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
は
理
由
も
喩
例
も
肯
定
的
（
。
・
鑑
｝
日
巽
鶯
饗
）
・
否

定
的
（
毒
盛
窮
毒
葦
）
の
尋
者
を
獣
説
い
て
い
る
が
、
盤
の
無
常
性
の
推
理
に
於
け
る
否
定
的
な
理
由
と
類
例
は
「
非
所
作
性
の
も
の
は
常

佐
で
あ
る
、
携
え
ば
我
な
ど
の
實
謄
の
如
し
」
（
⇔
壼
8
舞
薮
訂
§
無
論
夢
さ
ξ
餌
ひ
葦
｛
姦
似
雪
劉
こ
軸
比
戸
く
叙
事
）
と
表
現
せ
ら
れ
て
い

（
0
ユ
）

る
。
否
定
的
な
心
墨
の
あ
ら
わ
す
命
題
は
肯
定
的
喩
例
の
あ
ら
わ
す
命
題
の
砂
質
換
罷
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
後
者
の
「
所
作
性
な

る
も
の
は
無
常
で
あ
る
」
に
対
し
て
は
、
前
者
は
原
則
的
に
は
「
無
常
な
ら
ざ
る
も
の
（
常
住
な
る
も
の
）
は
所
作
姓
で
な
い
」
と
な
ら

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
黙
で
ヴ
…
、
ー
ツ
ヤ
…
ヤ
ナ
の
墾
げ
た
否
定
的
雄
鳥
の
命
題
は
手
風
換
位
の
法
則
を
過
っ
て
い
る
と
詣
致
せ
ら



　
　
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
非
難
は
あ
ま
り
に
も
形
式
的
で
あ
っ
て
、
零
下
の
命
題
の
如
く
所
作
性
と
無
常
性
、
從
っ
て
常
佐
性
と

　
　
非
所
作
性
と
が
構
延
で
あ
る
場
合
に
は
ヴ
ァ
…
ツ
ヤ
…
ヤ
ナ
の
如
く
換
位
を
行
な
っ
た
と
て
意
味
の
上
か
ら
は
攣
り
は
な
い
。
事
鼻
汁
の

　
　
箇
所
で
は
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
は
「
我
な
ど
の
喩
（
即
ち
常
佐
な
る
も
の
）
に
捨
て
は
所
作
法
性
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
無
常
姓

　
　
は
な
い
」
と
云
っ
て
い
る
か
ら
、
理
由
の
異
類
例
に
存
し
な
い
こ
と
と
い
う
第
三
相
を
知
っ
て
い
た
し
、
ま
た
換
領
野
位
の
法
則
を
知
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
な
か
っ
た
わ
け
で
も
な
い
と
冤
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
　
　
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
が
諭
旨
換
位
の
法
則
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
非
難
は
必
ず
し
も
當
ら
な
い
こ
と
は
次
の
事
案
か
ら
も
推
定

　
　
さ
れ
る
。
先
に
述
べ
た
包
含
量
の
場
合
、
一
ド
ロ
ー
ナ
が
あ
れ
ば
一
ア
ー
ダ
カ
が
あ
る
と
い
う
判
断
は
、
一
ア
ー
ダ
カ
が
な
け
れ
ば
一
ド

　
　
ロ
ー
ナ
は
な
い
、
と
い
う
不
可
分
の
關
係
を
基
礎
と
し
た
換
質
換
位
に
よ
る
直
接
推
理
に
勉
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
正
理
経
二
・

　
　
二
・
三
に
は
義
準
（
葺
｝
愚
零
a
）
は
寒
国
な
認
識
方
法
で
は
な
い
と
い
う
反
封
者
の
意
見
を
紹
介
す
る
が
、
こ
の
反
論
者
は
、
雲
が
な
い

　
　
縛
に
は
爾
が
な
い
、
と
い
う
判
断
か
ら
、
雲
が
あ
れ
ば
雨
が
あ
る
と
義
準
ず
る
こ
と
は
不
定
の
誤
り
で
あ
る
と
云
う
。
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ

　
　
ナ
は
、
結
果
の
生
起
す
る
こ
と
は
原
困
の
存
在
姓
と
決
定
的
閥
係
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
義
準
の
封
象
で
あ
っ
て
、
原
因
が
あ
っ
て
も
障

　
　
害
に
よ
っ
て
結
果
が
生
じ
な
い
と
い
う
、
原
瞬
の
性
質
が
封
象
な
の
で
は
な
い
と
反
駁
す
る
。
義
母
を
推
理
知
に
含
ま
せ
る
の
は
正
理
派

　
　
の
特
殊
な
見
解
で
、
後
代
で
は
純
粋
否
定
的
遍
充
に
よ
る
推
理
と
し
て
扱
う
が
、
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
の
こ
の
例
は
そ
の
推
理
に
は
な
つ

　
　
て
い
な
い
し
、
ま
た
形
式
的
な
確
實
牲
は
持
ち
得
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
別
と
し
て
、
こ
＼
で
原
因
が
な
い
時
に
結
果
は
な
い
、
と
い
う

　
　
命
題
は
、
原
因
が
あ
る
時
に
結
果
が
あ
る
、
と
攣
じ
得
な
い
こ
と
は
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
も
熟
知
し
て
い
た
。
た
穿
彼
は
何
ら
か
の
理
由

　
　
で
、
換
質
換
位
の
法
則
を
形
式
化
も
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
嚴
密
に
守
ろ
う
と
も
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
の
一
つ
の
理
由
は
正
理
派
の
云
う
推
理
は
形
式
的
に
湿
婆
な
推
理
の
み
で
な
く
、
胃
液
的
効
果
の
あ
る
も
の
は
形
式
的
な
確
實
性
を

　
　
犠
牲
に
し
て
も
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
さ
き
に
蘭
説
し
た
正
理
経
二
・
一
・
一
i
二
は
認
識
の
方
法
は
正
理
派
の
説
く
四
種
の
み
で

　
　
は
な
く
て
、
そ
の
他
に
傳
承
（
餌
三
ぴ
饗
）
・
義
準
（
霞
爵
9
9
。
臨
）
・
包
含
・
無
（
餌
び
｝
感
奉
こ
れ
が
あ
る
時
に
は
こ
れ
は
あ
り
得
な
い
と
い

％　
　
　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
學
の
基
本
的
性
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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哲
一
嬰
・
研
究
　
　
篤
叩
四
百
六
や
九
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閃
［
照

う
矛
盾
に
よ
る
直
接
推
理
）
が
あ
る
で
は
な
い
か
と
い
う
反
封
者
の
所
読
を
批
判
し
て
、
そ
の
第
一
は
謹
書
に
含
ま
れ
、
第
二
・
三
・
四

は
推
理
に
含
ま
れ
る
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
書
す
れ
ば
正
理
派
の
意
味
す
る
推
理
は
包
含
や
無
の
如
き
演
繹
的
な
直
接
推
理
を
も

含
み
う
る
と
共
に
ま
た
、
義
準
の
如
き
形
式
的
に
は
不
確
審
ハ
で
も
實
質
的
な
意
味
は
持
っ
て
い
る
も
の
を
も
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
正

理
経
一
・
一
・
五
は
推
理
は
有
前
（
℃
脅
く
鶯
く
象
）
・
有
鹸
（
乾
留
く
暮
）
・
雲
量
（
鍮
三
碧
団
簿
○
脅
羅
切
）
の
三
種
あ
る
、
と
い
う
が
、
ヴ
ァ
ー

ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
は
こ
の
三
種
に
亡
し
て
二
種
類
の
解
繹
を
輿
え
て
い
る
。
有
前
は
原
因
か
ら
結
果
を
推
理
す
る
こ
と
、
ま
た
は
、
以
前
に
知

魔
し
た
二
つ
の
も
の
の
關
係
か
ら
一
つ
を
見
た
時
に
他
の
知
畳
せ
ら
れ
ぬ
も
の
を
推
理
す
る
こ
と
。
有
鯨
は
結
果
に
よ
っ
て
原
因
を
推
理

す
る
こ
と
、
ま
た
は
、
剰
鯨
法
に
よ
る
推
理
。
共
営
は
人
が
蓮
動
に
よ
っ
て
位
置
を
擬
え
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
太
陽
の
位
置
が
攣
っ
た

こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
運
行
を
推
理
す
る
こ
と
、
ま
た
は
、
鷹
性
が
實
謄
に
依
存
す
る
こ
と
を
基
礎
と
し
て
欲
望
等
の
罵
性
の
存
在
か
ら
そ

の
依
庭
た
る
我
の
存
在
を
知
る
よ
う
な
推
理
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
な
こ
と
は
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
が
常
葉
存
在
し
た
雑
多
な
推
理
・
論

謹
の
諸
読
を
集
成
し
て
こ
れ
ら
に
推
理
と
い
う
名
を
冠
し
た
が
、
不
可
分
の
閥
係
に
よ
る
推
理
は
そ
の
中
の
一
つ
と
し
て
の
み
含
ま
れ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
正
理
繧
も
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
も
推
理
と
五
支
の
論
法
式
と
の
必
然
的
關
係
を
設
い
て
い
な
い
。
そ
れ
は
こ

の
學
派
に
於
て
は
、
推
理
に
關
す
る
統
一
的
理
論
が
完
成
さ
れ
る
前
に
、
或
は
そ
れ
よ
り
も
よ
り
璽
要
な
も
の
と
し
て
、
感
得
の
論
讃
方

法
が
定
式
化
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
論
謹
式
の
傳
統
を
最
後
ま
で
固
守
す
る
た
め
に
推
理
論
の
形
式
化
を
犠
牲
に

す
る
こ
と
を
解
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
正
理
派
が
不
可
分
の
關
係
（
鋤
く
営
漱
げ
薮
奉
）
の
理
解
を
持
ち
急
斜
に
は
そ
れ
を
使
撫
し
な
が
ら
も
、
推
理
の
形
式
と
し
て
一
般
化
し
な

か
っ
た
た
め
に
、
演
繹
理
論
の
完
成
に
於
て
他
學
派
に
お
く
れ
を
と
っ
た
こ
と
の
よ
い
例
は
思
揮
（
欝
蒔
鋤
）
で
あ
る
。
思
揮
は
正
理
派
の

十
六
句
義
の
第
八
と
し
て
暴
げ
ら
れ
る
ほ
ど
に
重
要
覗
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
蹄
謬
（
冨
（
ぽ
。
甑
。
。
像
　
曽
ぴ
ω
霞
鳥
毎
昌
）
に
よ
る

間
接
論
謹
で
あ
る
。
繧
一
・
一
・
四
〇
に
は
、
も
の
の
岐
實
が
知
ら
れ
な
い
時
に
因
を
爪
擦
と
し
て
韓
語
を
知
る
た
め
に
行
う
熟
慮
が
思

澤
で
あ
る
、
と
云
い
、
ヴ
㎝
，
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
は
知
ら
ん
と
欲
せ
ら
れ
て
い
る
封
象
に
つ
い
て
矛
厨
し
た
二
つ
の
性
質
を
こ
れ
か
あ
れ
か
と



　
　
考
察
し
、
そ
の
一
つ
を
困
を
曲
馬
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
で
あ
る
と
設
明
し
て
い
る
。
ヴ
ァ
～
ツ
ヤ
…
．
ヤ
ナ
の
無
げ
た
例
は
知
者
た
る
我

　
　
が
所
作
性
即
ち
無
常
な
も
の
か
、
非
所
作
性
即
ち
常
住
な
も
の
か
を
思
揮
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
我
が
常
住
な
ら
ば
自
己
の
離
し
た
業

　
　
の
結
果
を
受
け
る
か
ら
輪
廻
し
解
醸
す
る
。
も
し
我
が
無
常
な
ら
ば
、
そ
れ
は
生
じ
た
時
に
始
め
て
記
臆
と
結
癒
す
る
の
で
あ
る
か
ら
過

　
　
去
の
業
の
結
果
は
我
に
あ
り
得
な
い
、
生
じ
た
以
上
滅
す
る
時
も
あ
る
が
滅
す
れ
ば
業
果
を
享
受
し
な
い
し
、
ま
た
一
つ
の
我
が
多
く
の

　
　
身
膿
を
経
て
輪
廻
し
、
身
騰
を
最
後
的
に
棄
て
て
解
脱
す
る
こ
と
も
な
い
云
々
。
か
く
熟
慮
し
業
果
の
亨
受
云
々
と
い
う
理
由
が
妥
落
し

　
　
な
い
も
の
を
否
定
し
て
、
億
方
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
ヴ
ァ
…
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
は
こ
の
思
澤
は
撃
退
の
決
定
の
た
め
の
補
助
的

　
　
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
自
身
は
研
謹
を
決
定
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
（
餌
⇔
9
〈
宝
冠
ゲ
鋤
弩
p
ρ
一
ρ
配
転
）
感
知
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
云
う
。

　
　
前
節
に
述
べ
た
如
く
、
こ
の
形
態
の
亜
流
は
塁
審
論
謹
式
の
中
に
「
疑
惑
の
除
去
（
豪
華
餌
饗
く
葦
鼠
銘
）
と
い
う
名
で
含
ま
れ
て
い
た

　
　
も
の
で
、
ヴ
ァ
…
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
は
五
支
論
鐙
式
を
主
張
し
て
そ
れ
を
論
謹
の
支
分
か
ら
除
外
し
た
の
で
あ
る
。
こ
＼
に
一
つ
の
問
題
が
あ

　
　
る
。
た
し
か
に
思
弁
は
疑
惑
を
除
く
た
め
の
補
助
手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
る
時
に
は
直
接
結
果
を
論
讃
し
な
い
。
し
か
し
こ
の
例
に
あ
ら

　
　
わ
さ
れ
た
假
言
的
推
理
は
賢
質
的
に
は
定
書
的
推
理
と
異
っ
て
い
な
い
か
ら
、
攣
格
を
行
え
ば
容
易
に
直
接
的
な
論
謹
式
に
改
め
る
こ
と

　
　
が
出
潮
る
。
イ
ン
ド
論
理
學
は
假
言
的
野
論
式
を
認
め
な
い
か
ら
ヴ
ァ
…
ツ
ヤ
…
ヤ
ナ
を
こ
れ
を
論
讃
式
と
考
え
る
こ
と
が
串
來
な
か
つ

　
　
た
だ
け
で
あ
る
。
今
こ
＼
に
あ
げ
ら
れ
た
例
を
整
備
し
て
み
る
と
、
我
が
も
し
無
常
な
ら
ば
、
無
常
な
る
も
の
は
自
ら
の
業
果
を
亨
け
な

　
　
い
か
ら
我
も
業
果
を
受
け
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
る
に
事
簑
と
し
て
我
は
自
ら
の
業
果
を
受
け
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
の
主

　
　
張
は
矛
織
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
（
喩
例
・
大
前
提
）
無
常
な
る
も
の
は
自
ら
の
馬
飼
を
受
け
ず
。
（
綜
合
・

　
　
小
前
提
）
我
は
自
ら
の
丹
果
を
受
く
る
と
極
成
す
。
（
蹄
結
）
故
に
我
は
無
常
な
ら
ず
（
提
案
・
理
由
省
略
）
と
い
う
純
粋
否
定
的
婚
姻

　
　
の
論
謹
式
に
直
す
こ
と
が
出
土
る
。
純
粋
否
定
的
参
篭
の
論
謹
式
（
嘆
く
讐
く
膨
葺
①
ξ
帥
き
諺
餌
器
）
は
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
…
ヤ
ナ
は
知
ら
な
か

　
　
つ
た
が
、
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
に
よ
っ
て
反
封
者
の
主
張
を
否
定
す
る
た
め
の
論
讃
（
舞
く
団
窮
）
と
し
て
主
張
さ
れ
、
そ
れ
以
後
正
理
派

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
の
是
認
す
る
所
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
否
定
的
遍
充
に
基
づ
く
論
謹
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
…
ヤ
ナ
は
思
揮
は
補
助
者
で
あ
る
と
い

脚　
　
　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
學
の
基
本
的
性
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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哲
學
研
究
　
　
鱗
用
四
百
六
十
九
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殴
六

う
が
、
實
は
彼
の
暴
げ
た
煮
た
る
我
の
常
住
姓
を
業
果
の
享
受
を
理
由
と
し
て
推
理
す
る
場
合
に
は
そ
の
他
の
方
法
は
あ
り
得
な
い
。
と

い
う
の
は
、
我
の
常
点
播
を
吊
す
る
た
め
に
墨
げ
ら
れ
た
自
ら
の
業
繋
を
吝
く
る
こ
と
は
イ
ン
ド
の
正
統
派
思
想
に
と
っ
て
は
、
我
に
の

み
存
す
る
性
質
で
同
類
例
は
存
し
な
い
か
ら
、
後
代
に
所
謂
不
共
不
定
（
舘
毘
薮
三
諦
墨
四
壁
臨
閃
鋤
）
の
誤
謬
を
犯
す
。
だ
か
ら
異
類
例

の
み
に
依
罪
す
る
純
粋
否
定
的
遍
充
に
よ
る
論
謹
を
行
う
よ
り
仕
方
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
同
類
例
の
存
在
し
な
い
推
理
に
つ

い
て
行
わ
れ
る
嫡
男
が
、
實
質
的
に
は
冨
く
巴
鱒
く
《
昌
盛
①
犀
饗
鐸
¢
筆
下
舜
と
醐
一
で
あ
る
こ
と
を
如
實
に
示
し
て
い
る
。
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ

ナ
の
時
代
に
は
こ
の
理
論
は
存
せ
ず
彼
も
氣
付
か
ず
に
こ
の
例
を
纂
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
後
代
の
佛
教
の
内
巴
瓦
論
者
が
遍
充

邸
ち
大
異
提
の
確
實
姓
が
喩
傍
に
よ
ら
ず
、
そ
れ
自
身
の
内
的
必
然
性
に
よ
っ
て
讃
明
さ
れ
る
と
い
う
時
に
は
、
岡
類
例
の
得
ら
れ
な
い

二
男
も
思
揮
に
よ
っ
て
讃
明
さ
れ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
凡
そ
存
在
す
る
も
の
は
刹
那
滅
で
あ
る
、
と
い
う
遍
羅
の
確
賢
姓
が
疑
惑
さ
れ

た
時
は
、
主
蹴
が
存
在
一
般
で
あ
り
、
且
つ
賓
僻
が
知
覧
の
封
象
で
な
い
た
め
に
、
こ
れ
を
例
属
す
る
い
か
な
る
喩
例
も
あ
り
得
な
い
。

だ
か
ら
そ
れ
を
讃
明
す
る
に
は
矛
盾
命
題
の
蹄
謬
（
〈
首
錠
》
・
2
。
膨
ぴ
鋤
穿
鋳
巷
鎚
露
鋤
雷
）
即
ち
思
揮
を
用
い
る
。
存
在
性
と
は
効
果
的
作
用

性
（
銭
憂
（
身
鋤
）
の
意
味
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
警
急
性
・
瞬
時
性
に
よ
っ
て
包
編
さ
れ
る
。
然
る
に
常
住
な
る
も
の
（
刹
那
滅
性
に
非

ざ
る
も
の
）
は
常
に
自
己
岡
一
性
を
保
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
二
刹
那
の
問
の
攣
化
を
豫
想
す
る
緯
時
的
・
即
時
誓
書
趨
性
を
持
た
な
い
。

常
住
な
る
も
の
に
縫
時
性
・
瞬
時
性
と
い
う
能
遍
が
な
い
か
ら
（
〈
鴇
書
路
ぎ
ξ
銑
勉
ヨ
ぴ
裁
け
）
効
果
的
作
用
樵
即
ち
存
在
性
と
い
う
所
遍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
ユ
）

も
な
い
（
〈
愚
℃
愚
ゆ
ξ
巴
鶴
ヨ
ぴ
｝
属
ε
。
故
に
す
べ
て
の
存
期
す
る
も
の
は
早
撃
で
な
い
、
即
ち
刹
那
滅
で
あ
る
、
と
。
こ
＼
で
も
纏
時
性
・

同
時
性
と
い
う
理
由
は
小
名
僻
た
る
存
在
す
る
も
の
に
の
み
存
す
る
不
共
因
で
あ
る
か
ら
、
同
類
例
は
あ
り
得
な
い
。
從
っ
て
こ
れ
は
鞍

点
性
・
零
時
粋
な
き
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い
う
大
前
提
に
基
づ
き
、
假
定
的
存
在
た
る
常
住
な
る
も
の
を
異
類
例
と
す
る
蜂
腰
否
定
的

推
理
に
他
な
ら
な
い
。
異
類
例
が
賓
在
で
な
く
、
假
定
的
な
も
の
で
も
よ
い
と
い
う
理
論
が
立
て
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
實
は
異
類
傍

も
存
在
せ
ず
、
概
念
に
固
有
な
外
延
の
包
編
關
係
か
ら
の
み
星
置
が
決
定
せ
ら
れ
、
外
部
に
喩
例
を
求
め
る
必
要
の
な
い
こ
と
を
意
味
す

る
。
こ
の
理
論
は
イ
ン
ド
に
於
け
る
演
繹
法
を
完
成
す
る
基
礎
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
は
思
揮
を
論
讃



で
な
い
と
否
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
ト
演
繹
法
の
基
礎
理
論
に
通
ず
る
道
を
否
定
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
正
理
派
も
ヴ

一
．
！
チ
ャ
ス
パ
テ
ィ
以
後
霊
異
の
闘
題
に
驕
心
を
持
つ
が
、
そ
れ
は
繰
返
さ
れ
た
経
験
に
よ
る
蹄
納
と
い
う
外
遍
欝
欝
で
あ
っ
た
。
た
望

そ
の
際
に
、
遇
然
的
條
件
が
志
摩
と
燐
謹
の
關
係
に
混
入
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
思
鐸
が
補
助
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
は
し
た
。

し
か
も
上
灘
は
綜
合
學
派
に
あ
っ
て
は
あ
く
ま
で
補
導
的
な
も
の
（
餌
壼
σ
q
感
簿
ぎ
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
が
鵜
祭
決
定
の
基
準
と
は
な

ら
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
疑
惑
（
鈴
鑓
。
。
節
団
㊤
）
・
過
誤
（
〈
嘗
錠
罵
亀
p
。
）
と
共
に
誤
知
（
畠
無
げ
縛
浮
倒
量
喜
p
。
奉
）
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
た
。
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

揮
に
よ
っ
て
歩
寄
的
に
受
託
さ
れ
た
結
果
は
望
ま
れ
ざ
る
も
の
、
現
在
の
知
魔
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
後
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

正
理
派
は
思
澤
の
例
に
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
の
我
の
無
常
性
の
例
を
採
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
思
揮
は
同
類
例
の
あ
る
場
合
に
も
補
助
的

な
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、
同
じ
理
論
に
基
づ
い
た
、
購
類
例
の
な
い
場
合
の
自
立
的
論
謹
が
純
粋
否
定
的
遍
充
に
よ
る
推
理
で
、

こ
の
二
つ
を
魑
溺
し
ょ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
遍
充
論
の
登
展
と
思
澤
そ
の
他
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
す
る
が
、
こ
、
で
は
、
正
理
経

作
者
か
ら
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
！
ヤ
ナ
を
縷
て
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
に
至
る
ま
で
は
、
正
理
派
の
傳
統
的
立
場
が
演
繹
法
の
理
論
を
拒
ん
で
い

た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
こ
と
は
、
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
…
ヤ
ナ
や
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
が
演
繹
的
理
論
に
全
く
無
知
で
あ
っ
た

こ
と
を
意
味
し
な
い
。
特
に
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
で
は
、
そ
れ
を
熟
知
し
な
が
ら
、
意
識
的
に
反
抗
し
た
あ
と
が
弁
髪
で
あ
る
。

949

（
1
）
　
宇
井
博
士
に
よ
れ
ば
賑
の
三
相
は
正
理
派
や
佛
教
の
喩
伽
論
の
論
理
學
の
起
源
を
な
し
た
論
理
家
（
鵠
暴
け
巳
塗
）
の
系
統
の
所
産
。
無
著
の
順

　
中
置
に
は
、
ニ
ヤ
ー
ヤ
ソ
ー
マ
或
い
は
ニ
ヤ
ー
ヤ
サ
ウ
ミ
や
な
る
一
派
が
因
の
三
桐
を
創
設
し
た
と
あ
る
。
世
親
の
論
理
學
書
の
中
に
も
三
根
設
は

　
読
か
れ
て
い
る
。
宇
井
「
佛
教
論
理
學
」
（
佛
教
思
想
大
系
5
）
第
一
編
第
六
章
参
照
。

（
2
）
　
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
の
關
鏡
す
る
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
因
の
三
相
説
は
§
⇔
諺
Φ
蜜
。
、
昏
⇔
展
転
¢
ぞ
Φ
。
・
出
漁
ぴ
ぴ
餅
く
。
コ
似
ω
蔓
似
、
舞
な
で
あ
る
（
2
＜

　
o
島
Z
ω
歴
『
U
．
唱
■
囲
①
Q
。
）
。
此
の
句
は
》
容
簿
寅
も
四
囲
諜
玄
質
（
『
艸
剛
比
似
（
○
・
○
。
ω
．
℃
．
一
⑦
）
　
に
引
用
解
釈
し
て
い
る
。
ω
¢
犀
ゲ
高
岳
ω
鋤
嵩
頒
疑
岡
鼠

　
の
註
で
は
、
此
の
偏
の
後
孚
は
、
鉱
吟
騨
騨
鐸
に
℃
9
。
ぽ
諺
ぴ
財
鐸
B
鋤
犀
餌
類
似
犀
7
団
9
1
冨
誘
く
霧
詳
曙
⇔
骨
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
後
年
を
彼
が
ど
こ
か
ら
得
た

　
か
明
記
し
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
後
年
は
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
チ
の
理
論
を
含
ん
で
い
て
、
デ
ィ
グ
ナ
…
ガ
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ウ

　
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
は
こ
の
偏
の
前
年
に
あ
ら
わ
れ
る
閣
の
三
相
設
を
攻
繋
し
て
い
る
。
こ
の
定
義
は
甚
だ
不
完
全
で
①
養
と
い
う
制
限
句
を
入

イ
ン
ギ
論
理
學
の
基
本
的
性
格

四
七
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哲
學
研
究
　
第
四
百
六
十
九
號

照
八

　
れ
な
け
れ
ば
十
分
な
意
味
を
あ
ら
わ
し
得
ず
、
し
か
も
そ
れ
を
入
れ
て
讃
め
ば
事
後
矛
盾
す
る
と
い
う
の
が
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
の
批
鋼
の
要
旨

　
で
あ
る
。
（
o
い
｛
び
両
ω
℃
面
α
O
｛
h
）
例
え
ば
箪
に
。
彰
離
ヨ
①
団
①
。
。
鼠
ぴ
臨
く
魯
（
因
の
宗
主
僻
に
於
け
る
内
厨
性
）
で
あ
る
と
、
宗
主
僻
の
一
部
分
に
存

　
す
る
（
ω
鑑
ξ
亀
内
銭
①
翁
く
犠
陣
）
だ
け
の
園
も
含
ま
れ
る
か
ら
、
第
一
相
は
完
全
で
な
い
。
ま
た
、
宗
主
欝
に
の
み
存
す
る
（
§
藏
ヨ
。
団
簿
。
く
鶉
魯
亭

　
び
び
猛
毒
ザ
）
と
讃
め
ば
、
霞
の
岡
類
桝
に
於
け
る
存
在
、
郎
ち
第
二
根
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
喩
例
に
翻
す
る
理
論
で
あ
る
滋
根
分
が
ゆ
霞
び
錠
2

　
0
霧
霞
。
式
の
三
段
論
法
の
理
論
と
一
致
す
る
た
め
に
は
、
三
聖
の
全
て
に
全
稻
命
題
と
し
て
の
性
格
が
與
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ダ
ル
マ
キ
ー

　
ル
チ
は
三
相
を
鋤
鐸
土
塁
O
《
①
。
・
簿
零
鋤
欝
Φ
く
ρ
臼
。
巷
鐵
ハ
麗
O
〈
簿
の
①
海
霧
ヨ
u
霧
雪
巴
嬢
①
o
勢
舞
道
切
ヨ
Φ
〈
雪
駄
螂
。
一
毛
ヨ
と
規
定
し
、
①
養
と
い
う
限
定
語

　
を
附
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
因
が
宗
主
辮
す
べ
て
の
罵
性
た
る
こ
と
、
同
類
桝
の
一
部
又
は
全
部
に
必
ず
存
す
る
こ
と
、
す
べ
て
の
異
類
例
に
決

　
し
て
存
し
な
い
こ
と
、
を
意
味
さ
せ
て
、
そ
れ
を
な
し
と
げ
た
。
尤
も
、
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
の
批
剰
は
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
チ
の
修
整
に
与
し
て
も

　
な
お
有
効
で
あ
る
黙
も
あ
る
。
o
h
H
い
尊
弓
Q
り
唱
．
一
〇
。
O
跨
。
拙
稿
「
中
…
観
哲
學
の
論
理
形
態
」
（
哲
學
研
究
第
四
一
五
號
四
六
頁
）
。

（
3
）
　
窯
く
ワ
蜘
8
①
δ
彊
、
．
讐
清
覧
鳥
ザ
母
親
霧
露
黛
蝕
捨
酌
量
く
愚
窟
○
ザ
Φ
費
門
、
、
隷
唱
話
巨
体
簿
⇔
ヨ
◎
（
以
上
の
議
論
に
よ
っ
て
、
門
蹄
結
の
主
餅
の
厨

　
性
で
あ
り
、
そ
の
主
欝
の
一
部
分
蛙
大
名
餅
に
よ
っ
て
穂
籔
せ
ら
れ
た
も
の
が
媒
名
越
で
あ
る
」
と
い
う
理
論
は
却
け
ら
れ
る
。
）
こ
の
理
論
は

　
窯
く
8
℃
’
も
o
O
匂
。
に
よ
れ
ば
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
所
説
で
あ
る
。
o
h
舅
O
ゆ
や
傘
◎
司
村
鋤
σ
q
ヨ
①
p
稗
ζ
．
こ
の
因
の
定
義
は
そ
．
の
ま
ま
↓
帥
離
く
麟
。
。
⇔
薮
ぴ
Q
桟
鋤
げ
餌

　
（
○
「
ρ
G
Q
・
）
一
も
。
c
。
窃
に
薄
歯
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
覗
く
眠
”
一
に
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
チ
の
算
え
る
閣
の
定
義
℃
艶
犀
准
尉
ぴ
霞
ヨ
器
欝
〔
㌶
笹
軌
①
コ
鋤
く
楼
餅
箕
。

　
国
の
粗
骨
と
酷
似
す
る
。
σ
q
鼓
ゴ
洋
画
『
鴛
諺
働
と
饗
ξ
盆
ゲ
錠
ヨ
9
。
は
岡
義
。
も
と
よ
り
先
き
の
定
義
が
冥
く
に
あ
る
以
上
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
チ
の
定

　
義
が
麟
者
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

（
4
）
　
佛
教
論
理
學
に
於
け
る
遍
充
論
の
田
島
、
特
に
後
期
の
内
遽
充
溢
に
つ
い
て
は
拙
稿
○
箒
陣
Φ
↓
ぴ
8
q
o
出
H
艮
巴
ぎ
。
・
8
0
象
段
難
ぽ
毎
δ
謬

　
○
〔
q
巳
く
Φ
錺
肇
。
一
〇
〇
路
o
O
営
亭
号
博
8
汐
ご
コ
¢
島
（
剛
7
一
曾
い
。
α
q
凶
。
（
印
度
學
佛
数
學
研
究
七
巻
一
號
）
参
照
。
ま
た
偽
言
を
期
す
る
。

（
5
）
　
℃
こ
ご
ヶ
や
団
8
に
因
の
三
尊
を
設
き
。
弓
．
悼
自
に
「
あ
る
特
定
の
場
所
乃
至
特
定
の
時
に
、
推
理
の
事
象
（
卿
ち
小
名
餅
）
と
綱
題
し
（
顕
の

　
第
一
編
に
替
る
）
、
他
の
所
謹
た
る
熱
性
（
託
ち
大
名
欝
）
を
持
て
る
も
の
に
　
　
そ
の
全
部
或
い
は
一
部
分
に
…
明
ら
か
に
存
在
し
（
暇
の
第
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
相
）
、
所
識
と
矛
盾
す
る
も
の
の
す
べ
て
に
決
し
て
存
篤
し
な
い
こ
と
が
確
賢
に
認
識
せ
ら
れ
て
い
る
（
因
の
第
三
糟
）
も
の
、
そ
れ
が
知
ら
れ
て
い

　
な
い
も
の
を
推
論
せ
し
め
る
澄
糧
で
あ
る
」
（
矯
⇔
島
鋤
昌
¢
ヨ
Φ
踏
Φ
欝
緯
§
①
厳
一
へ
げ
鐙
鼠
雲
霞
】
愈
貯
く
坤
螂
の
器
く
陣
惹
ぴ
節
。
鋤
臨
窮
ヨ
リ
⇔
コ
¢
ヨ
。
累
⇔
紐
轟
鴇
臼
蝉
謬
く
置
。

　
o
鍵
莞
無
窮
ω
舞
く
鋤
も
α
ヨ
ぎ
訂
⑦
一
鼻
山
㊦
捨
く
陣
℃
毒
。
。
蕊
島
隠
ヨ
v
節
謬
ニ
ヨ
Φ
同
助
く
ぜ
鴛
悼
Φ
（
難
。
。
勲
『
く
鋤
の
ヨ
ぎ
讐
簿
ヨ
餌
四
海
。
、
6
。
⇔
（
｛
①
〈
麟
貯
儀
鋤
℃
毒
獣
〔
乙
一
弧
訴
げ
霧
団
騨

　
μ
μ
§
蚤
唱
⇔
H
S
鼓
㍑
艶
α
q
効
魯
び
げ
p
く
帥
e
と
い
う
。
こ
の
定
義
は
、
後
の
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
チ
の
定
義
と
岡
じ
く
、
完
全
に
形
式
的
な
大
前
提
の
理
論
に
通
ず

　
る
も
の
で
あ
る
。
開
く
ぼ
餌
量
感
く
餌
の
観
念
に
つ
い
て
は
℃
’
ゆ
0
9
①
奉
魯
。
撃
〔
環
く
無
目
〔
一
繕
縁
巴
（
魁
卿
三
コ
既
）
ザ
O
階
削
際
紫
p
ユ
憎
聖
血
鋤
罵
艶
範
9
ヨ
が
あ
る
。
詳
細
に
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つ
い
て
は
、
H
ピ
閻
ω
O
．
一
。
。
O
一
お
Φ
を
滲
照
。

（
6
）
　
一
般
に
は
遍
充
の
槻
念
を
最
初
に
説
い
た
の
は
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
と
ブ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
で
あ
ろ
う
と
云
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
後
者
は
前
者
の

　
影
響
下
に
あ
っ
た
と
す
る
読
も
あ
る
が
、
例
え
ば
ラ
ン
ド
ル
は
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
イ
ン
ド
の
學
者
の
中
に
は
、
遍
充
の
観
念
は
ヴ
ァ
ー

　
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
に
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
、
パ
タ
ン
ジ
ャ
リ
の
鎮
静
餌
び
び
手
創
も
。
凸
山
辺
に
起
源
を
有
す
る
と
霊
冒
す
る
人
も
い
る
。
o
猶
℃
回
い
や
悼
O
歴

　
こ
れ
ら
は
繭
極
端
の
議
論
で
あ
っ
て
、
そ
の
申
庸
を
と
る
の
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
五
八
頁
補
註
参
照
。

（
7
）
　
勺
く
な
。
愚
O
＝
翁
q
巴
翁
自
彊
効
び
財
餌
く
即
く
鋤
ω
く
包
）
｝
轟
く
卿
鋤
く
9
1
質
鯖
節
B
白
扇
二
簿
く
ぼ
騨
ぴ
げ
鰍
く
⇔
駄
ぢ
彗
。
、
山
p
》
甑
き
卿
昌
コ
欝
瓢
恥
（
㌶
誌
碧
餅
叶
…
｝
こ
の
偶
は

　
ω
鴛
く
餌
儀
p
誌
磐
p
ω
⇔
節
σ
Q
舜
げ
勉
”
b
ご
窪
餌
餌
ぴ
蝕
鋤
誌
碧
拶
の
冒
頭
に
も
3
1
期
せ
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
有
名
で
あ
っ
た
。

（
8
）
　
2
じ
d
げ
℃
や
一
〇
愈
一
①
U
に
よ
れ
ば
次
の
如
き
蘭
係
に
な
る
。
脅
。
野
晒
ー
ー
⇔
〈
ぼ
脚
げ
げ
鮮
く
ぎ
“
〈
醤
唱
饗
一
1
も
。
精
霊
β
島
蝉
鴇
・
9
、
仙
ザ
鋤
犀
潟
一
1
〈
蜜
餌
℃
巴
命
1
1
墾
ヨ
離
．

　
〔
阿
滋
P
こ
の
包
含
量
は
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
も
關
…
会
し
、
包
含
量
の
基
準
が
麟
く
ぎ
緋
ぴ
似
く
犀
く
9
に
あ
る
こ
と
を
云
っ
て
い
る
。
シ
リ
…
ダ
ラ
の

　
註
で
は
、
百
が
干
に
包
含
さ
れ
る
例
を
暴
げ
て
い
る
。
ラ
ン
ド
ル
は
固
い
閃
ω
や
Q
。
卜
。
圃
に
於
て
、
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
…
ヤ
ナ
も
こ
の
量
に
封
し
て
溝
く
劉

　
⇒
9
1
ぴ
げ
戴
く
躰
と
い
う
語
を
以
て
読
明
す
る
こ
と
を
述
べ
る
が
、
し
か
も
ヴ
ァ
…
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
に
と
っ
て
は
こ
の
語
は
、
羅
純
な
算
術
的
推
理
で
あ
り
、

　
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
に
於
け
る
如
く
推
理
の
普
遍
的
關
係
を
意
味
し
て
は
い
な
い
と
云
う
。
し
か
し
、
ブ
ラ
シ
わ
、
ス
タ
パ
…
ダ
自
身
が
、
遍
充
と

　
包
含
盤
と
に
封
し
て
嗣
一
の
鋤
く
ぎ
巴
）
7
鋤
く
鋤
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
は
、
そ
の
愚
者
の
關
係
が
極
め
て
緊
密
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

　
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
筆
者
は
、
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
…
ヤ
ナ
の
演
繹
理
論
に
封
ず
る
意
識
が
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
や
プ
ラ
シ
ャ
ス
ク
パ
ー
ダ
と
銘
較
に
な
ら
な

　
い
ほ
ど
低
か
っ
た
と
は
考
え
な
い
。
か
な
り
の
理
解
を
持
ち
な
が
ら
彼
が
演
縷
理
論
を
読
か
な
か
っ
た
の
は
、
彼
の
正
理
家
と
し
て
の
論
理
的
立
場

　
が
前
者
と
本
質
的
に
遽
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

（
9
）
Z
ω
ド
ド
巳
純
盆
銭
プ
①
＜
饗
一
票
舞
瞥
善
蕾
渉
三
目
（
簿
鍵
ξ
蝉
。
卿
感
量
累
日
麸
無
骨
Z
頭
践
膏
◎
嬉
詮
轟
ぴ
菰
く
切
藁
暮
匂
・
簿
沁
沁
穿
掛
声
く
ぼ
似
－

　
ぴ
げ
画
く
①
ゆ
餌
く
鴛
姓
氏
餅
⇔
騨
も
。
燐
く
口
熱
剛
（
受
巴
訟
．
＆
攣
一
塁
α
q
⇔
鴬
目
嵐
℃
鎚
峯
帰
㌣
象
Φ
欝
霞
騨
P
節
窟
9
1
緒
舞
O
三
遷
⇔
⇒
回
象
節
ヨ
鋤
骨
℃
①
山
似
箕
H
墨
㌶
⇔
。
り
髪
く
9
直
蕊
等
亀
倫

　
窯
b
σ
ザ
℃
”
く
蟹
鋤
犀
受
餅
岸
鷲
ご
製
ぎ
9
1
蝕
も
。
⇔
圏
巳
経
類
β
1
1
舞
ヨ
ニ
氏
卸
罵
P

（
1
0
）
　
Z
切
ぴ
ワ
8
ρ
｝
．
窃
…
や
9
。
0
9
一
’
メ

（
i
玉
）
　
Z
ご
こ
び
唱
．
ら
Q
同
9
ド
一
－
鱒
”
讐
晩
緯
ヨ
蝉
幽
飴
q
山
窃
萄
p
欝
賃
6
箕
鵬
（
H
げ
効
録
雛
巴
窮
貯
璋
ψ
環
節
び
び
汚
く
9
1
山
日
高
嘗
p
ゆ
け
ぐ
⇔
蝕
昌
9
び
げ
鶉
く
螢
阿
鍋
ヴ
ァ
…
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ

　
の
推
理
論
に
於
て
は
、
彼
が
換
質
換
位
の
法
難
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
最
も
激
し
く
非
難
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ

　
ナ
が
こ
の
黙
に
つ
い
て
全
く
無
知
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
こ
と
は
、
松
尾
義
海
博
士
も
既
に
撫
寵
し
て
い
る
（
。
｛
ゆ
竃
弟
℃
・
露
。
。
●
）
換

　
野
獣
位
の
法
則
を
守
ら
な
か
っ
た
と
い
う
瓢
で
は
、
既
に
そ
れ
を
十
分
に
意
識
し
て
い
た
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
も
國
襟
で
あ
る
（
o
団
・
Z
＜
や
ゆ
り
ど

イ
ン
ド
論
理
學
の
基
本
的
性
格

四
九
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哲
學
研
究
　
第
匹
酉
穴
十
九
監
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

　
轡
一
跨
W
鎧
H
沁
や
一
〇
も
。
μ
H
い
閃
の
℃
◎
譲
9
）
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
が
あ
る
程
度
遍
充
の
綴
念
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
ム
…
ケ
ル
ヂ
ー
も
指
示
し
て

　
い
る
（
鉢
切
℃
C
団
騨
も
。
刈
ご

（
2
玉
）
　
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
は
正
理
纏
一
・
一
・
三
五
及
び
一
・
ご
・
四
に
封
ず
る
ヴ
ァ
ー
ル
テ
ィ
カ
に
於
て
純
粋
否
定
的
遍
充
に
基
づ
く
推
理

　
（
犀
Φ
〈
巴
磐
岩
斤
騨
Φ
江
P
鋤
く
M
窮
）
を
読
い
て
い
る
。
こ
れ
は
デ
ィ
グ
ナ
…
ガ
の
九
風
気
に
訂
し
て
、
彼
が
十
六
句
國
を
設
い
て
、
そ
の
第
十
五
と
し
て

　
主
張
し
た
も
の
で
、
嗣
類
例
が
な
く
、
理
由
が
異
類
例
に
存
し
な
い
場
合
の
推
理
で
、
不
共
因
（
片
路
（
剛
冨
轟
8
5
多
Φ
露
）
で
あ
る
。
後
代
の
正
理
派
で

　
整
理
し
た
形
で
示
す
と
、
　
門
無
我
な
る
も
の
は
呼
吸
等
な
し
と
認
め
ら
る
（
大
箭
提
）
・
生
命
あ
る
身
謄
は
呼
吸
等
を
有
す
（
小
前
提
）
・
生
命
あ
る

　
身
髄
は
無
我
な
ら
ず
（
丁
霊
）
」
と
い
う
推
理
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
は
こ
れ
を
録
謬
的
な
表
現
で
あ
ら
わ
し
、
且
大
前
提
を
故

　
意
に
箪
純
換
位
し
て
い
る
（
宏
く
唱
・
8
ご
ご
塗
）
理
由
は
小
名
辮
に
の
み
限
ら
れ
た
腸
性
で
不
共
園
で
あ
る
が
、
推
理
を
喩
例
に
基
づ
か
し
め
ず
、

　
濁
充
の
形
式
的
確
實
性
に
慕
つ
か
し
め
る
立
場
か
ら
繋
れ
ば
、
正
し
い
推
理
で
あ
る
。
詳
細
は
回
U
図
G
Q
℃
』
Q
。
も
。
一
潔
。
。
”
ッ
類
涛
ワ
囲
O
邸
一
お
か
参
照
。

　
こ
の
形
式
の
推
理
は
数
論
派
の
鋤
く
岡
薬
佛
数
の
中
観
派
の
℃
墜
鈴
ぴ
磯
鎚
に
事
賢
上
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
正
理
派
の
思
揮
は
、
溝
類
例
の

　
あ
る
場
合
に
も
用
い
ら
れ
る
が
、
同
類
例
の
な
い
場
念
の
思
揮
は
純
緯
否
定
的
推
理
と
一
致
す
る
。
ジ
ャ
イ
ナ
及
び
後
期
佛
教
論
理
の
内
膜
熱
論
は
、

　
思
鐸
（
鍵
昏
ρ
お
（
ざ
。
甑
。
親
日
餌
寓
母
（
冨
露
）
を
遜
充
決
定
の
方
法
と
し
て
主
張
す
る
か
ら
、
喩
例
の
求
め
ら
れ
な
い
場
合
や
知
畳
に
よ
っ
て
捉
え

　
ら
れ
な
い
よ
う
な
原
理
が
、
大
藤
提
と
な
る
場
倉
に
は
そ
の
確
實
性
は
純
粋
否
定
的
逓
充
に
基
づ
く
推
理
に
よ
っ
て
讃
瞬
さ
れ
る
。
後
期
佛
教
論
理

　
學
に
鞭
て
は
こ
れ
は
く
膏
舞
賓
鋤
蜜
勲
ぴ
節
（
笹
巴
（
直
心
三
口
鋳
口
斜
℃
同
器
飴
け
畷
餌
づ
戸
＝
当
陣
賞
辞
な
ど
と
呼
ば
れ
、
そ
の
内
遍
画
論
の
基
礎
と
な
る
（
拙
稿
「
ラ
ト
ナ

　
：
カ
ラ
シ
ャ
ー
ン
チ
の
論
理
學
書
」
佛
教
史
學
第
八
轡
四
號
、
．
、
○
β
爵
㊦
6
7
①
o
曙
。
｛
ぎ
紡
ぎ
ω
ざ
O
匁
Φ
罷
こ
ぎ
象
6
p
亀
¢
鉛
ぞ
¢
き
鉱
O
O
轟
8
ヨ
貯
欝
8

　
ぎ
b
づ
髪
漫
語
ζ
。
掃
い
。
α
⇒
ざ
、
．
印
度
佛
教
鞭
研
究
第
七
釜
一
號
参
照
）
。
た
ゾ
、
純
粋
否
定
的
闘
が
、
第
六
蔀
に
關
激
す
る
如
く
、
形
式
的
な
推
理
を
認
め

　
ず
、
遍
充
を
否
定
し
た
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
…
タ
カ
ラ
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
こ
と
が
、
極
め
て
不
宿
然
で
あ
る
。
そ
の
黙
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
の
論
理

　
的
立
場
は
一
貫
し
て
お
ら
な
い
。

（
1
3
）
　
詳
細
は
拙
稿
「
ラ
ト
ナ
…
カ
ラ
シ
ャ
…
ン
チ
の
論
理
學
書
」
参
照
。

（
4
夏
）
　
o
瓶
．
6
Q
っ
ワ
ま
．
藷
毯
舜
簿
｝
一
碧
三
）
訂
く
魯
鼠
く
瞬
畠
一
益
￥
。
・
鋤
融
雪
話
志
田
受
野
饗
み
貧
ζ
ぴ
蒸
餅
解
く
滋
一
）
轟
き
需
零
く
二
面
）
巴
（
騨
。
℃
谷
門
島
菩

　
k
o
紳
び
節
｝
露
（
嵩
く
塾
冨
饗
魏
p
。
。
団
黛
5
吐
三
〔
簿
q
ヨ
。
、
営
譲
日
捲
似
篇
三
「
竃
剛
男
℃
■
ゆ
も
。
窃
｛
出
．

（
1
5
）
　
｝
般
的
に
は
タ
ル
カ
の
例
と
し
て
は
山
に
煙
を
鞭
て
火
を
推
理
す
る
場
合
が
と
ら
れ
る
。
こ
の
際
、
山
に
火
あ
り
と
い
う
欝
結
を
疑
う
も
の
が

　
あ
れ
ば
、
火
な
く
し
て
は
煙
も
な
い
こ
と
を
承
認
せ
し
め
、
そ
れ
が
現
に
山
に
煙
の
あ
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
蹄
謬
で
あ
る
。

　
〆
同
じ
ご
ダ
8
ω
等
に
こ
の
例
が
あ
る
（
離
註
）
。
こ
の
場
含
は
、
煙
あ
れ
ば
火
あ
り
と
い
う
肯
定
的
遍
充
を
例
謹
す
る
同
類
例
「
か
ま
ど
」
な
ど
が
あ



953

る
か
ら
、
純
粋
否
定
的
推
理
を
行
う
必
要
は
賢
に
は
な
い
、
二
っ
て
、
タ
ル
カ
は
こ
、
で
は
賜
接
論
謹
即
ち
補
助
的
手
段
で
あ
る
。

六
　
推

理

論
（
綾
）

　
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
の
時
代
に
は
か
り
に
囲
の
三
相
説
や
遍
充
の
糊
念
の
繭
芽
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
に
基
づ
く
形
式
論
理
は

ま
だ
現
わ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
や
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
以
後
に
そ
の
傾
向
が
時
代
の
代
表
的
な
も
の
と
な
っ
て
來

た
時
、
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
を
纏
塾
す
る
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
は
こ
の
新
思
想
に
封
し
て
頑
固
な
抵
抗
を
試
み
た
。
山
に
煙
の
あ
る
の

を
晃
て
火
が
あ
る
と
推
理
を
す
る
場
合
、
煙
の
あ
る
瞬
に
は
火
が
あ
る
、
と
い
う
不
可
分
の
醐
係
（
副
署
蝕
囲
冨
銭
蚕
帥
く
ぎ
響
｝
蚤
養
）

が
推
理
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
、
と
デ
．
、
グ
ナ
ー
ガ
や
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
は
主
張
す
る
。
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
…
タ
カ
ラ
は
こ
の
不
可
分
の

閥
係
と
は
何
で
あ
る
か
と
問
い
、
そ
れ
は
の
隙
果
蘭
係
（
訂
曙
m
ρ
冨
峯
蕾
び
冨
く
賠
）
で
あ
る
か
、
口
演
輔
物
に
於
け
る
和
合
（
の
開
鋒
昏
霧
穿

鰻
餌
畠
遷
）
で
あ
る
か
、
㈱
軍
純
な
一
物
の
他
物
と
の
騎
係
（
3
場
景
ヨ
ぴ
碧
陰
影
ヨ
鋤
酔
類
）
で
あ
る
か
で
あ
ろ
う
が
そ
の
い
ず
れ
も
成
立
し
な

い
と
い
う
。
第
一
の
因
果
驕
係
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
煙
は
火
の
中
に
存
在
し
な
い
し
、
火
は
煙
の
中
に
存
在
し
な
い
で
、
夫

々
の
も
の
は
自
己
自
身
の
原
因
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
の
場
合
、
火
と
煙
と
は
同
一
物
の
構
成
因
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。

と
い
う
の
は
異
種
類
の
二
つ
の
も
の
が
一
つ
の
費
膿
を
構
成
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
火
と
煙
が
そ
れ
ら
の
他
の
第
三
の
も

の
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
二
つ
は
夫
々
の
原
因
に
存
在
す
る
と
先
に
云
っ
た
理
由
に
よ
っ
て
、
不
可
能
で
あ
る
。
第
三
の
、
火
と

煙
と
に
と
に
か
く
あ
る
關
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
火
の
な
い
煙
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
（
き
孚

σq

ｹ
涛
器
饗
儀
冨
墨
筆
饗
欝
誌
9
口
理
）
で
あ
る
。
一
つ
の
賢
膿
に
於
け
る
二
つ
の
属
性
の
如
き
共
存
性
（
ω
鋤
訂
8
蔓
鋤
）
が
あ
る
と
い
う
な

ら
ば
、
そ
れ
は
な
い
。
火
の
な
い
煙
、
煙
の
な
い
火
も
繧
験
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
二
つ
の
極
論
は
一
定
性
を
持
た
な
い
か
ら
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

あ
る
。
正
に
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
　
「
煙
の
あ
る
断
に
は
火
も
あ
る
」
と
い
う
抽
象
的
な
輿
望
は
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
。

　
こ
の
論
理
學
の
常
識
を
無
視
し
た
驚
く
べ
き
議
論
を
す
る
際
に
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
の
思
い
を
占
め
て
い
た
も
の
は
、
二
つ
の
も
の

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
學
の
基
本
的
性
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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折
縣
學
研
究
　
　
第
四
百
山
ハ
十
・
九
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

の
梢
俘
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
ら
の
漁
燈
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
離
れ
て
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
の
基
艦
或
い
は
組

織
か
ら
抽
象
し
て
し
ま
っ
た
時
に
は
、
二
つ
の
も
の
は
も
は
や
關
係
を
失
う
。
換
言
す
れ
ば
M
と
P
と
の
共
存
が
可
能
に
な
る
の
は
そ
れ

ら
二
つ
が
S
の
雌
性
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
図
南
ラ
の
讃
相
の
反
省
（
蓉
α
窺
巷
鍵
餌
舞
戸
）
の
観
念
も
岡
じ

こ
と
を
云
お
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
所
が
鼻
下
の
場
合
、
煙
と
火
と
は
絢
の
厨
性
で
は
な
い
。
直
作
性
と
無
常
性
と
は
聲
に
和
合
し

た
罵
性
で
あ
っ
て
、
二
つ
の
性
質
と
聲
と
は
厨
性
と
實
在
と
の
必
然
的
關
係
を
持
ち
、
そ
の
こ
と
が
二
つ
の
厨
性
の
共
存
性
の
根
擦
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
煙
と
火
と
は
山
に
と
っ
て
偶
然
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
煙
と
火
と
の
共
存
性
の
愚
婦
が
こ
＼
に
は

な
い
。
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
が
煙
と
火
と
の
因
果
關
係
を
問
う
て
、
そ
の
二
つ
に
、
こ
れ
が
こ
＼
に
あ
る
と
い
う
關
係
が
な
い
か
ら

（
簿
欝
篇
く
岸
聾
鼠
酔
）
と
い
っ
て
否
定
す
る
の
は
、
彼
が
こ
の
場
合
に
は
諏
合
の
困
果
（
。
。
鋤
鼠
鳴
磐
涛
鋤
鑓
萄
萄
）
の
み
を
考
慮
し
て
い
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
を
示
す
。
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ス
パ
テ
ィ
の
夕
煙
に
よ
れ
ば
、
正
理
・
勝
論
派
の
認
め
る
三
種
の
因
果
の
う
ち
、
不
可
分
の
馬
丁
は
和
合
の
霞

果
に
つ
い
て
の
み
語
ら
る
べ
き
で
、
他
の
一
一
種
に
そ
れ
は
認
め
ら
れ
な
い
。
不
和
合
因
（
譲
§
㊤
〈
書
冨
猫
蕾
）
は
厩
性
・
蓮
動
が
他
の

も
の
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
時
に
云
わ
れ
る
が
、
例
え
ば
稜
に
よ
っ
て
携
々
の
糸
を
接
濁
せ
し
め
る
細
動
は
糸
の
結
合
即
ち
衛
の
不
和
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

因
で
あ
る
が
、
布
が
あ
る
時
に
必
ず
蓮
動
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
凡
そ
結
合
が
あ
る
時
に
は
難
事
が
あ
る
、
と
は
云
え
な
い
。

不
和
合
因
は
結
果
と
の
同
時
的
共
存
性
を
持
た
な
い
。
そ
れ
は
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
…
タ
カ
ラ
の
解
繹
で
は
不
可
分
の
關
係
（
節
く
言
申
出
驚
く
餌
）
を

持
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
、
上
記
の
二
種
以
外
の
原
因
た
る
補
助
縁
（
鉱
鑓
葺
巴
贔
篤
當
動
力
因
）
の
場
合
に
も
不
可
分

の
蘭
係
は
な
い
、
庵
が
あ
る
時
或
い
は
場
所
に
必
ず
織
手
が
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
の
③
剛
（
縛
警
霧
p
ヨ
飴
く
餌
饗
は

煙
と
火
と
が
第
三
の
も
の
の
漏
合
銀
で
あ
る
場
合
（
Φ
籔
詳
訂
。
・
饗
。
。
僻
ヨ
碧
碧
p
。
ザ
）
と
、
火
と
煙
が
第
三
の
實
麗
の
厨
性
と
し
て
禰
合
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

い
る
場
合
（
①
騨
縛
窪
①
鈴
置
鶉
く
碧
㊤
弼
）
と
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
い
つ
れ
に
し
て
も
和
合
の
關
係
は
そ
こ
に
成
り
立
た
な
い
。

第
三
に
、
輩
純
な
關
係
師
ち
結
合
（
ω
曽
門
P
ぴ
効
嵩
篇
ぴ
⇔
）
が
火
と
煙
と
の
閥
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
は
拒
絶
す
る
。
事

賢
と
し
て
は
火
の
滅
し
た
直
後
に
残
る
煙
は
晃
ら
れ
る
し
、
昨
臼
絢
で
み
た
煙
は
今
日
画
に
於
け
る
火
を
推
理
せ
し
め
な
い
。
だ
か
ら
紬



　
　
象
的
に
表
明
さ
れ
た
煙
と
火
と
は
同
時
的
共
存
性
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
は
、
和

　
　
合
の
關
係
に
な
い
も
の
は
實
質
的
な
不
可
分
の
簡
潔
を
持
ち
得
な
い
し
、
煙
と
火
と
の
間
に
は
そ
れ
が
な
い
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
和

　
　
面
詰
の
特
色
は
そ
れ
が
實
膿
で
あ
り
、
結
果
の
基
膣
と
し
て
そ
れ
と
共
に
纈
績
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
場
合
に
の
み
、
時
開
的
・
場
所

　
　
的
な
共
存
關
係
が
實
質
的
に
成
立
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
議
論
は
、
山
に
立
ち
昇
る
煙
か
ら
火
を
推
理
す
る
時
、
眞
の
推
理
の
封
象
は
、
火
で
あ
る
か
、
山
と
い
う
場
所
で
あ
る
か
、
曳
舟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
は
山
の
存
在
性
で
あ
る
か
、
或
い
は
火
を
持
て
る
場
所
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
か
ら
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
最
後
の
主
張
は
デ

　
　
ィ
グ
ナ
…
ガ
の
も
の
で
あ
る
が
、
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
は
次
の
如
く
に
批
判
す
る
。
火
を
持
て
る
場
所
（
p
。
α
q
三
聖
ぎ
山
郷
里
）
　
一
般
が

　
　
推
理
の
封
象
で
あ
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
と
い
う
の
は
我
々
が
兇
て
い
る
こ
の
煙
は
火
を
持
て
る
場
所
一
般
の
厨
性
で
は
な
い
。
も
し
、

　
　
こ
の
特
定
の
火
を
持
て
る
場
所
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
特
定
の
場
所
は
我
々
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
知
写
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
凡
て
推

　
　
理
の
封
〆
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
鷹
性
の
所
有
者
で
あ
る
主
耐
性
と
能
讃
た
る
一
つ
の
話
方
の
存
在
と
い
う
二
條
件
が
知
ら
れ
て
い
る
必
要

　
　
が
あ
る
。
灘
の
無
常
性
を
所
作
性
か
ら
推
理
す
る
時
、
聲
の
自
存
性
（
鋤
酢
B
9
◎
ω
二
◎
け
酔
鋤
）
と
そ
の
所
作
性
と
い
う
属
挫
と
が
あ
ら
か
じ
め
知
ら

　
　
　
　
（
6
）

　
　
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
形
で
は
火
の
あ
る
特
定
の
場
所
は
知
ら
れ
な
い
し
、
煙
は
山
の
厩
性
で
も
な
い
。
で
は
こ
の
推
理
に
於
て
か
＼

　
　
る
二
難
件
を
そ
な
え
た
封
象
は
何
で
あ
る
か
。
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
は
そ
れ
は
火
に
よ
っ
て
限
定
せ
ら
れ
た
煙
で
あ
る
と
い
う
。
我
々

　
　
は
山
に
あ
る
煙
を
知
擁
し
、
黒
々
と
し
た
塊
り
と
な
っ
て
立
ち
昇
る
と
い
う
煙
の
能
讃
と
し
て
の
特
殊
な
性
格
を
知
畳
し
、
そ
れ
を
通
し

　
　
て
煙
の
属
性
と
し
て
存
在
し
て
い
る
火
（
o
h
嚇
気
弱
α
q
q
蕾
げ
び
黛
。
び
訂
く
蝉
叶
一
）
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
煙
を
推
理
す
る
の
で
あ
る
（
o
轡

　
　
鈴
σ
q
蝕
鼠
給
留
わ
器
饗
焦
冨
B
9
。
。
・
饗
箕
⇔
9
餌
身
凄
く
理
）
と
い
う
。
こ
の
場
合
に
は
聲
と
い
う
封
象
に
と
っ
て
所
作
性
と
無
常
性
と
が
薦
性

　
　
で
あ
る
よ
う
に
、
煙
と
い
う
封
象
に
と
っ
て
煙
の
特
殊
性
と
火
と
が
属
性
化
せ
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
！
タ
カ
ラ
の
推

　
　
理
で
必
然
的
な
關
係
を
持
っ
て
い
る
も
の
は
、
抽
象
的
な
煙
と
火
で
は
な
く
て
、
現
に
知
覧
さ
れ
て
い
る
煙
の
特
殊
性
と
そ
れ
と
共
存
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
て
一
つ
の
基
艦
に
あ
る
特
殊
な
火
で
あ
る
の
で
あ
る
。
厨
謹
と
能
讃
の
關
係
は
一
つ
の
個
物
の
中
に
内
在
し
て
い
る
限
り
の
二
つ
の
も
の

鰯　
　
　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
學
の
基
本
的
性
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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五
四

の
あ
り
方
と
し
て
の
み
必
然
性
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
の
考
え
方
は
、
形
式
論
理
の
偏
見
を
離
れ
て
考
察
す
れ

ば
深
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
怪
鳥
の
上
で
は
瓶
に
於
て
不
可
分
の
關
係
を
持
っ
て
い
る
所
作
性
と
無
常
性
と
い
う
二
つ
の
厩
性
は
、
そ

の
基
膿
か
ら
抽
象
せ
ら
れ
て
難
壁
の
概
念
と
な
っ
た
時
に
は
、
關
係
を
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
も
し
掴
象
的
な
命
題
が
推
理
の
基
礎
で

あ
る
な
ら
ば
、
か
＼
る
普
遍
的
な
關
係
を
推
理
の
封
象
で
あ
る
個
物
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
ど
う
し
て
許
さ
れ
る
か
、
と
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー

タ
カ
ラ
は
云
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
の
こ
の
議
論
は
甚
だ
不
評
で
あ
る
。
彼
の
、
火
の
な
い
煙
も
あ
る
云
々
と
い
う
箇
所
に
食
し
て
は
ヴ
ァ
ー
チ
ャ

ス
パ
テ
ィ
も
明
確
な
註
繹
を
與
え
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
し
、
そ
れ
以
後
の
正
理
學
者
も
こ
の
議
論
を
蓬
認
し
な
い
も
の
が
多
い
。
ウ
ッ

デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
自
身
も
正
理
経
距
∵
三
三
の
下
で
は
推
理
の
封
象
は
知
ら
し
め
ら
る
べ
き
性
質
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
有
法
（
小
名

解
た
る
も
の
）
で
あ
る
（
℃
鑓
毒
口
℃
鶯
発
駅
矧
げ
鷲
臼
簿
く
一
ゆ
凶
鷲
○
窪
ぴ
聖
日
団
）
と
云
っ
て
い
る
か
ら
、
　
一
般
的
な
場
合
に
は
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
見

解
と
異
っ
て
は
い
な
い
。
聲
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
時
に
は
、
推
理
の
謝
象
は
無
常
な
る
聲
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
た
団
彼
が
否
定
し
た

の
は
煙
か
ら
火
を
推
理
す
る
場
合
に
山
を
推
理
の
封
象
で
あ
る
と
す
る
考
え
で
あ
る
。
巌
密
に
は
、
こ
の
場
合
我
々
は
、
煙
の
特
殊
挫
に

よ
っ
て
火
を
持
て
る
煙
を
推
理
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
の
考
え
は
一
般
に
非
難
せ
ら
れ
る
ほ
ど
突
飛
な
も
の

で
は
な
い
。
三
相
読
の
理
論
に
從
っ
て
も
、
推
理
の
封
象
即
ち
小
名
蹉
に
あ
た
る
個
物
の
自
己
存
在
性
が
確
認
せ
ら
れ
て
い
な
い
時
に
は
、

媒
夜
嵐
の
小
名
瀞
へ
の
内
灘
性
（
℃
鋳
留
穿
磐
舞
鐡
）
即
ち
阪
の
第
一
相
が
疑
わ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
は
理
由
非
存
在
の
護
謬
（
霧
細
き
簿
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

財
①
欝
）
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
煙
あ
れ
ば
火
あ
り
と
い
う
遍
充
の
否
定
も
い
か
に
し
て
も
一
般
的
に
は
是
認
し
が
た
い
よ
う
で
あ
る

が
、
抽
象
的
命
題
か
ら
の
演
繹
を
否
定
す
る
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
の
理
論
か
ら
は
あ
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
彼
は
同
じ
正
理
経
一
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
を
　
　
ヘ
　
　
へ

一
・
五
の
下
で
、
原
困
か
ら
結
果
へ
の
推
理
も
特
殊
な
場
合
に
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
深
い
音
に
と
も
な
わ
れ
、
多
く
の
飛
ん
で
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

鶴
に
と
も
な
わ
れ
、
雷
光
を
と
も
な
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態
に
於
て
た
ち
こ
め
た
雲
は
そ
の
結
果
で
あ
る
雨
を
推
理
せ
し
め
る
と
い
う
。

一
般
的
に
原
國
に
よ
っ
て
結
果
を
推
理
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
あ
る
特
殊
な
個
物
か
ら
そ
の
結
果
を
推
理
す
る
こ
と
は
出
來
る
と



　
　
い
う
。
同
じ
原
因
か
ら
結
果
へ
の
推
理
は
勝
論
経
・
正
理
経
・
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
註
に
も
見
え
て
い
る
。
後
期
佛
教
論
理
に
於
て
す
ら

　
　
も
う
ト
ナ
キ
ー
ル
チ
は
、
原
因
と
は
結
果
を
生
ぜ
し
め
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
結
果
を
生
ぜ
し
め
な
い
も
の
は
そ
の
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
因
と
は
云
え
な
い
と
い
う
理
論
の
下
で
原
因
か
ら
結
果
へ
の
推
理
を
読
い
て
い
る
。
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
…
タ
カ
ラ
の
上
述
の
議
論
は
、
し
か
し
、

　
　
彼
が
困
果
關
係
に
つ
い
て
き
わ
め
て
特
殊
な
冤
解
を
穰
い
て
い
た
こ
と
を
想
像
せ
し
め
る
。
彼
は
結
果
が
必
ず
し
も
原
因
を
律
わ
な
い
と

　
　
云
う
と
共
に
、
原
因
か
ら
結
果
を
推
理
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
結
果
か
ら
原
因
へ
の
推
理
は
無
條
件
に
許
さ
れ
る
の
で
は
な

　
　
く
て
、
結
果
と
原
因
と
が
同
一
の
實
在
を
限
定
す
る
二
つ
の
鷹
性
と
な
っ
た
と
き
、
即
ち
同
時
的
な
共
存
姓
を
持
っ
た
と
き
に
始
め
て
、

　
　
結
果
と
原
因
と
は
具
膿
的
な
必
然
的
階
關
係
を
持
つ
。
だ
か
ら
逆
に
、
あ
る
特
殊
な
情
況
の
下
に
原
因
と
結
果
と
が
臨
時
的
に
共
存
す
る
な

　
　
ら
ば
、
原
因
か
ら
結
果
へ
の
推
理
も
可
能
に
な
る
と
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
書
す
れ
ば
、
因
果
言
論
は
同
時
的
共
存
の
醐
係
と
し
て

　
　
も
理
解
せ
ら
れ
る
蒔
、
に
遍
充
の
閥
係
を
構
成
す
る
、
と
彼
は
云
っ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
因
果
は
懸
時
的
關
係
で
は
な
く

　
　
て
、
岡
時
的
共
存
（
都
分
的
混
一
性
）
の
關
係
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
が
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
読
法
ラ
の
推

　
　
理
論
を
一
貫
す
る
理
論
と
し
て
あ
っ
た
と
は
云
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
も
彼
が
抽
象
化
さ
れ
た
不
可
分
の
關
係
を
否
定
し
、
能
謹

　
　
と
所
謹
と
が
共
に
推
理
の
景
象
（
小
名
辮
に
あ
た
る
實
在
）
と
の
聞
に
隈
定
者
と
非
限
定
者
（
＜
誌
。
留
萄
－
＜
勝
①
留
鋤
）
の
陥
訪
豪
を
持
た
ね
ば

　
　
な
ら
ぬ
と
強
調
す
る
こ
と
は
、
上
述
の
如
き
因
果
の
特
殊
な
解
繹
を
前
提
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
正
理
経
一
・
一
・
三
四
の
、
西
は

　
　
喩
例
と
の
類
似
性
（
路
山
ぴ
霞
崔
饗
）
に
よ
っ
て
所
記
を
讃
明
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
を
解
直
す
る
際
に
、
彼
は
因
は
喩
例
に
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
す
る
性
質
と
類
似
は
し
て
い
る
が
、
全
く
同
一
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
聾
の
所
作
性
は
瓶
の
厭
作
性
と
は
甥
個
な
も

　
　
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
岡
一
睨
す
る
こ
と
は
出
遅
な
い
。
だ
か
ら
推
理
は
聾
の
所
作
性
の
、
瓶
の
所
作
盤
と
の
類
似
性
に
基
づ
い
て
行

　
　
わ
れ
る
。
瓶
に
於
け
る
所
作
性
と
無
常
性
と
の
共
存
關
係
と
類
似
し
た
共
存
關
係
が
灘
に
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
推
理
す
る
の
で
あ
る

　
　
が
、
そ
の
際
聲
の
属
性
と
瓶
の
属
性
と
は
岡
一
の
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
差
別
を
無
齢
し
て
聲
の
所
作
性
と
瓶
の
無
常

　
　
性
と
を
抽
象
し
て
、
所
作
性
な
る
も
の
は
無
常
で
あ
る
、
と
命
題
化
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
岡
時
的
共
存
性
と
い

鮒　
　
　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
學
の
暴
本
的
性
絡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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哲
墨
・
研
蜘
九
　
第
四
百
六
・
†
九
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

う
現
實
的
な
必
然
性
を
持
つ
も
の
は
聲
に
於
け
る
所
作
性
と
無
常
性
、
瓶
に
お
け
る
そ
の
二
つ
の
厨
性
で
あ
る
。
そ
の
關
係
は
二
つ
の
基

膿
に
ま
た
が
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
イ
ン
ド
の
他
學
派
で
は
一
般
に
、
所
作
性
と
無
常
性
と
の
問
の
如
き
關
係
を
（
部
分
的
）
岡
目
性
（
繊
鳥
細
田
楼
2
ω
〈
學
び
瞬
く
⇔
）
と
し
て

考
え
、
煙
と
火
と
の
闘
の
如
き
關
係
を
（
因
）
果
（
訂
蔓
9
）
と
し
て
考
え
る
。
遍
充
は
只
者
の
場
合
に
は
高
位
概
念
が
低
位
概
念
を
包

撮
す
る
關
係
で
あ
り
、
後
者
の
場
含
に
は
結
果
が
原
因
を
包
漏
す
る
關
係
で
あ
る
。
そ
れ
ら
二
つ
の
關
係
が
遍
充
と
い
う
論
理
的
零
下
と

し
て
理
解
せ
ら
れ
る
時
に
は
、
所
作
性
と
無
常
性
と
の
内
発
す
る
墓
騰
の
相
違
を
無
乏
し
、
或
い
は
種
子
の
時
と
木
の
時
と
の
時
闘
の
相

違
を
無
嚇
し
て
、
抽
象
的
な
關
係
と
な
っ
て
い
る
。
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
重
出
ラ
は
か
＼
る
抽
象
化
の
面
々
を
あ
ま
り
に
も
強
く
意
識
し
て
い

た
。
彼
に
於
て
は
極
冠
か
ら
袖
象
さ
れ
た
二
つ
の
属
性
、
時
間
的
差
劉
を
無
視
さ
れ
た
結
果
と
原
因
は
そ
の
ま
＼
で
は
推
理
の
基
礎
と
な

ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
推
理
の
封
象
（
小
名
僻
）
と
い
う
實
在
す
る
個
物
に
同
時
的
に
結
合
せ
ら
れ
て
始
め
て
機
能
を
持
っ
て
き
た
の

で
あ
る
。
共
存
嗣
係
を
構
成
す
る
工
項
は
、
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
で
は
、
嗣
一
の
基
膿
の
二
つ
の
厨
性
で
あ
る
か
、
或
い
は
そ
れ
を
必

定
す
る
も
の
と
し
て
属
性
と
晃
倣
さ
れ
う
る
も
の
か
で
あ
る
。
換
録
す
れ
ば
そ
の
二
項
は
基
膿
に
恥
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
和
合
は
個
別

的
な
も
の
を
一
つ
の
基
図
に
獲
て
生
時
饗
膳
具
象
的
に
關
落
せ
し
め
る
原
理
な
の
で
あ
る
。
勝
論
・
正
理
派
は
因
中
無
果
論
（
蝉
零
無
理
－

眠
く
毘
9
翌
々
錘
巳
ぴ
鍔
く
鑑
魯
）
と
冠
す
る
、
國
果
關
係
に
つ
い
て
の
特
殊
な
理
論
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
因
果
は
縫
時
的
な
關
係
と
の

み
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
も
の
が
生
ず
る
時
に
は
、
そ
の
原
因
の
縫
績
・
轄
愛
と
し
て
で
は
な
く
、
全
く
新
た
な
構
成
と
し
て
生
ず
る

と
考
え
る
。
だ
か
ら
百
果
は
糸
と
布
と
の
如
き
同
時
的
共
存
の
關
係
、
即
ち
和
合
の
因
果
が
中
心
と
な
る
。
不
審
合
因
・
補
助
因
な
ど
も

考
え
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
二
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
部
分
と
全
艦
・
欝
血
と
厨
性
な
ど
の
鵜
合
の
豊

漁
は
、
勝
論
・
正
理
派
で
は
因
果
と
し
て
考
え
て
い
る
が
、
一
般
的
に
は
同
一
性
の
醐
係
に
他
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
勝
論
・
正
理
派
は
因

果
關
係
を
、
抽
象
化
に
よ
っ
て
で
な
く
、
具
騰
的
に
同
一
盤
の
織
匠
に
還
元
す
る
傾
向
を
始
め
か
ら
持
っ
て
い
た
と
云
え
る
。
ウ
ッ
デ
ィ

ヨ
…
タ
カ
ラ
は
そ
の
よ
う
な
虚
心
の
上
に
、
彼
の
極
め
て
油
画
的
露
盤
的
な
理
論
を
持
つ
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、
彼
の
推
理
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論
全
騰
が
上
述
し
た
よ
う
な
思
考
法
で
一
貫
し
て
統
一
さ
れ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
黙
も
あ
る
。
ま
た
正
理
派
．
一
般
が
彼
の
そ
の
理
論
を

承
認
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
少
く
と
も
上
述
し
た
限
り
に
於
て
は
、
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
は
ヴ
ァ
！
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
に
於
て
暗
示
さ

れ
て
い
た
演
繹
法
へ
の
道
を
逆
行
し
て
、
時
流
に
さ
か
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
ま
た
彼
以
後
の
正
理
派
も
必
ず
し
も
彼
に
追

随
せ
ず
、
佛
教
そ
の
他
の
學
派
の
論
理
學
と
の
叢
論
を
通
じ
て
、
合
理
論
を
次
第
に
吸
碧
し
つ
＼
螢
潤
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
完
）

（
1
）
　
焦
ワ
Z
＜
鋤
儒
2
ω
ご
ぴ
ゅ
（
ワ
δ
匂
。
i
一
♂
．
）

（
2
）
2
＜
6
唱
．
δ
や
建
＄
銀
蔓
霧
巨
頭
駄
邑
§
叡
毒
零
薬
ξ
岡
羨
巻
け
餌
噸
津
｝
瓢
饗
叡
憂
欝
轟
駆
膚
器
白
餅
蒙
窮
品
ざ
く
ぼ
畠
昼

　
誹
餅
℃
緒
鋤
舞
ヨ
窪
く
野
鶏
犀
騨
効
り
帥
の
簿
欝
題
辞
誹
9
露
団
p
島
篇
目
⇔
鎌
餌
ω
簿
勘
矯
◎
α
q
器
＄
ハ
節
犀
浅
膚
2
霞
の
ヨ
螂
砕
。
。
煕
ヨ
⇔
〈
騨
蜜
属
望
鑓
届
響
く
ぎ
9
1
び
び
白
く
躰
骨
ド
鐸
畷
鋤
薯
⇔

　
〈
餌
犀
9
＜
楓
鋤
F
＄
騨
①
血
⇔
蝕
鳥
⇔
噸
鋤
彊
Q
き
象
餌
店
く
慧
簿
く
鋤
餌
陣
節
。

（
3
）
　
目
い
国
ω
や
㈹
Q
。
鱒
謬
○
δ
に
於
て
は
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ス
パ
テ
ィ
の
不
和
合
罵
の
否
定
の
意
味
を
と
り
蓮
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
結
合
は
遮
動
の
結

　
果
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。

（
4
）
　
い
ず
れ
も
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ス
パ
テ
ィ
の
解
羅
に
よ
る
。
o
h
譲
く
↓
℃
．
一
寒

（
5
）
　
Z
＜
ワ
8
匂
。
鵜
．

（
6
）
　
乞
く
ワ
一
ま
”
ω
私
議
芝
節
”
q
ヨ
2
鋤
も
・
唄
鋤
奉
議
員
6
伽
げ
貸
惣
門
箕
艶
一
首
似
山
回
窮
螂
慈
島
財
白
票
節
灯
℃
け
霧
箆
縣
財
。
ぴ
ゲ
碧
簿
㌍
畷
畏
『
餌
紗
び
飯
霧
天
明
ヨ
霧
髪
邸

　
唱
猿
ω
凱
鎌
ぴ
陣
H
湾
鐘
げ
舞
く
鈴
勘
＄
鳥
ゲ
鋤
壇
日
⇔
ザ
け
く
節
蝕
2
9
〈
騨
蜀
訂
鋤
心
。
、
℃
養
臨
〔
三
び
帥
繊
●

（
7
）
。
勝
2
＜
℃
．
一
三
一
u
”
島
冨
募
濠
馨
質
節
σ
q
巳
鼓
舞
短
ω
岩
〔
チ
。
ヨ
鋤
ω
愚
℃
奨
嘗
身
磐
卿
峰
し
童
冨
三
目
器
弓
出
鴇
節
ヨ
お
段
穿
。
暴
・

　
＜
菰
①
超
ゆ
鋤
蔚
び
ザ
⇔
〈
⇔
口
憎
　
累
寄
切
α
q
ご
心
餌
び
ゲ
象
。
び
｝
基
く
鷺
詑
鋤
嵩
¢
ヨ
Φ
翼
。
、
α
q
ゑ
ヨ
餌
質
岱
持
切
魯
鎌
げ
鋤
欝
ρ
。
三
●
瓢
び
帥
ヨ
⇔
ぐ
誌
。
超
心
舘
騨
伍
げ
餌
墜
劇
Φ
⇔
助
鐸
仁
彦
好
象
卸

　
三
●（

8
）
　
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ス
パ
テ
ィ
以
後
の
鉱
毒
派
は
こ
の
議
論
に
於
て
必
ず
し
も
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
に
く
み
し
な
い
。
ジ
ャ
ヤ
ン
タ
バ
ッ
タ
は

　
弩
二
資
。
腿
は
火
を
も
て
る
山
で
あ
る
と
い
う
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
や
ク
マ
ー
リ
ラ
バ
ッ
タ
の
主
張
を
是
認
し
て
い
る
。
現
代
で
も
、
　
ム
ー
ケ
ル
ヂ
ー
の

　
如
き
す
ぐ
れ
た
學
者
す
ら
、
、
こ
の
問
題
に
於
け
る
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
冷
込
ラ
の
議
論
は
全
く
鼻
翼
で
あ
っ
て
、
な
ん
の
論
理
性
も
持
た
な
い
と
鼓
つ

　
て
い
る
（
。
h
．
b
d
℃
C
幣
も
．
Q
。
窃
9
）
た
ズ
ラ
ン
ド
ル
は
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
の
意
腰
を
よ
く
理
解
し
、
猫
編
的
な
、
す
ぐ
れ
た
解
羅
を
行
っ
て
い
る
。

　
　
　
イ
ン
ド
論
理
學
の
基
本
的
性
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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哲
墨
・
研
究
　
　
第
四
否
点
ハ
十
九
號

五
八

　
（
o
焔
．
｛
ど
閃
ω
℃
含
鷺
①
－
爬
G
。
メ
）

（
9
）
　
佛
教
論
理
學
で
あ
げ
ら
れ
る
縁
建
言
劇
書
胤
恥
茎
（
2
じ
σ
飼
Ψ
⑦
9
①
①
．
）
の
似
因
は
、
事
洋
上
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
の
揃
摘
し
た
も
の
に
一
致

　
す
る
。
多
く
の
洞
窟
の
あ
る
山
に
い
て
、
孔
雀
の
難
を
聞
い
て
、
こ
の
洞
穴
に
孔
雀
が
い
る
、
と
推
理
す
る
時
、
事
賢
と
し
て
多
く
の
洞
の
う
ち
の

　
何
れ
か
ら
孔
雀
の
聾
が
聞
え
た
か
不
明
の
場
合
は
、
因
の
第
一
相
は
疑
惑
さ
れ
る
か
ら
、
結
論
は
不
可
能
と
な
る
。

（
1
0
）
　
o
n
2
＜
ワ
霞
①
一
。
。
・
こ
の
箇
所
で
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
…
タ
カ
ラ
は
、
一
般
的
に
原
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that　to　get　an　official　post　the　grace　of　the　Emperor　was　Iookedゆon．as

indispensable。　As　a　result　of　this，　a　new　idea　of　abso玉鷺te　loyalty　to　the

emperor　was　cultivated　among　buζeaucrats，　which　could　not　l）e　found　i簸

the　original　teachings　of　classical　Confucianism．

　　茎nits　enti戯y　this　ar毛icle　compares　the　age　of　patrimonial　bureaucracy　with

the　period　prec6ding　it　when　ru玉ers　had　to　be　of　noble　birth，　explaining　the

development　of出e　eth圭cal　ideas　which　characterize之he　age　of　bureaucracy，

and　also　analyzi鷺g　the　orientation　towards　life　and　the　economic圭deas　of　neo－

Confuc呈anism。

’F

euiidamental　Characteristics　of　lndian　Logic

bs　Yulchi　Kajiyama

　　By　lndian　logic・here　is　meant　the　｝ogic　of　the　old　Nat　iyayil〈a　school，　which

is　represented　by　scholars　like　Gautama，　Vatsyayana　and　Uddyotakara．　The

Nytiya　is　in　its　fundamental　chayacteristics　teleological　and　psychological，　as

the　corollary　of　which　it　is　a　means　of　demonstration　rather　than　formal

logic．　The　present　writer　tries　to　show　that　the　Nyaya　is　not　a　study　of

rules　of　human　thinking，　but　a　kind　of　applied　logic，　its　application　being　to

the　traditlonal　lndian　metaphysics　of　soul．

　　The　Nyaya　is　defined　as　an　inference　based　on　testimony　of　the　sage　and

perception．　The　words　of一　reliable　persons　is　enumerated　as　a　means　of　valid

1〈nowledge　because　of　its　persuacling　function，　while　its　logical　value　after　al］

consists　in　perception　o±一　the　re｝iable　persons．　Therefore　lndian　inference　is，

unlike　western　logic，　established　not　on　autonomy　of　human　thinking，　but

on　the　authority　of　perception．　According　so　the　Naiyayika　validity　of　human

knowledge　is　determined　not　by　knowledge　itself，　but　by　the　successful　action

that　follows　the　1〈nowledge，　that　is，　identity　between　know｝edge　and　external

world．　This　dependency　of　knowledge　on　experience　gave　so　many

restrictions　to　inference　that　the　inference　could　hardly　treat　the　problems

beyond　perception，　and　lndian　logic　in　its　early　stages　was　to　deny　va｝idity

bf　propositi’盾獅刀@regarding　the　purely　abstract　problems．
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　　The　logic　had　no　separate’　chapter　for　the　problem　of　judgment，　which　was

instead　absorbed　into　perception．　The　fact　is　due　to　the　Naiyayika　idea　that

whatever　is　1〈nown　is　perceived，　and　that　every　name　has　a　reality　corresponding

to　it．　Here　concept　is　as　real　as　a　physical　thing．

　　ln　order　to　substantiate　the　above－said　opinion，　the　present　writer　eluci－

dates　the　Naiyayika　theories　of　perception，　reality，　inference，　demonstrating

syl］ogism　and　so　on．　ln　the　sections　dealing　with　inference　and　syllogism，

he　is　particularly　interested　in　Uddyotakara，　who　denied　necessity　and

validity　of　the　universal　concmitance　of　probans　and　probandum，　asserting

that　validity　of　the　major　premise　cannot　be　proved　by　any　general　principle，

but　by　¢oncrete　facts．　Uddyotal｛ara’s　effort　to　base　inference　only　on　human

experience　repesents　the　typical　trend　of　lndian　logic　in　the　early　stage．

　　　　　＊　For　the　japanese　original　of　this　article，　see　Vol．　XL，　No．　10　＆　No．　I　l

Die　Konsti加重io魏der　Mo難ade駐in　H：usserlscher　Ph琶獄omeRologie

von　Kazuhisa　Mizuno

　　Diese　Abhandlung　legt　die　Schwierigkeit　vor，　die　bei　Husserl　in　seiner

Er6rterung　der　Konstitution　der　Monaden　zum　Vorschein　kommt．

　　Zwar　ist　die　，，Monade“　ein　konl〈retes　（psychophysisches）　Ego，　aber　es　ist

．eigentlich　im　transzendentalen　Bewusstsein　konstituiert．　Das　ist　bei　der

monadischen　（intersubjektiven）　Welt，　d．　h．　bei　der　Gemeinschaft　meines

Ego　mit　der　von　meinem　Ego　1〈onstituierten　Alter－Ego　der　Fall．　Die

Wahrheit　der　intersubjel〈tiv　konstituierten　Gegenstanden　ist　daher　auf　der　vom

transzendentalen　Bewusstsein　gegebenen　，，Evidenz“　begrttndet．　ln　diesem

Slnne　muss　der　Weg　zur　K：onstl加tion　der　Monaden　zu　diesem　transzgnden－

talen　Bewusstsein　zuri’clgkehren．

　　Anclererseits　soll　auch　das　transzendentale　Bewusstsein　die　monadische

Welt　voraussetzen，　um　die　Allgeineinheit　seiner　selbst　herzustellen，　da　es

sonst　der　lndividualitat　nicht　durchaus　entgehen　1〈ann．

　　XVenn　diese　Schwierigl〈eit　sich　auf16sen　soll，　so　muss　die　Selbstbewusstseins－

xegion　entwecler　als　die　transzendentale　，，Absolutheit“　vorausgesetzt，　oder
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