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ル
ウ
ヴ
ル
に
あ
る
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
の
「
天
使
に
露
感
を
う
け
る
編
誉
者
聖
マ
タ
イ
」
は
、
開
い
た
本
と
そ
の
上
に
ペ
ン
を
持
っ
て
安
め

　
　
た
右
の
手
と
、
じ
っ
と
匿
を
据
え
て
難
の
な
い
聲
に
耳
を
澄
ま
す
顔
の
孚
面
と
、
長
い
髪
の
あ
た
り
へ
置
い
た
左
の
手
が
よ
う
や
く
見
え

　
　
る
ほ
か
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
深
い
暗
の
中
に
隠
れ
て
い
る
。
そ
の
肩
へ
か
け
た
手
の
一
部
分
と
、
鼻
の
先
き
だ
け
が
光
を
う
け
て
い
る

　
　
ぽ
か
は
、
天
使
の
顔
も
細
部
は
よ
う
や
く
見
分
け
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
の
気
立
美
徳
館
に
あ
る
「
金
色
の
需
を
冠
る
人
」
の

　
　
胸
ま
で
の
省
像
は
、
高
い
留
の
模
様
を
刻
ん
だ
孚
颪
と
鎧
の
一
部
だ
け
が
幽
い
光
を
う
け
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
は
顔
も
暗
く
、
秋
霜
の
よ

　
　
う
な
短
か
く
白
い
襲
も
、
晴
を
す
か
し
て
よ
う
や
く
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
キ
リ
ス
ト
を
十
字
架
か
ら
降
ろ
す
圓
は
（
ア

　
　
ル
テ
・
ピ
ナ
コ
テ
エ
ク
）
驚
く
べ
き
光
景
で
あ
る
。
大
き
い
自
布
に
支
え
て
降
ろ
さ
れ
る
聖
骸
と
、
作
業
に
協
力
す
る
四
人
の
使
徒
と
、

　
　
高
い
十
掌
架
と
傍
に
立
つ
議
員
の
ヨ
セ
フ
だ
け
を
、
聖
膿
か
ら
資
す
る
光
が
眞
叢
の
よ
う
に
鮮
明
に
照
ら
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
時
は
夜

　
　
で
あ
る
。
左
手
の
後
景
に
立
つ
聖
女
た
ち
も
右
手
の
建
物
も
ほ
の
か
に
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
の
世
界
は
き
わ
め
て
多
く
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深
い
曙
の
世
界
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
の
暗
さ
で
見
え
る
も
の
は
、
見
え
る
か
ぎ
り
、
ほ
ぼ
明
瞭
に
叢
か
れ
て
い
た
。

　
　
　
ロ
ン
ド
ン
の
テ
エ
ト
・
ギ
ァ
レ
リ
イ
に
ヰ
リ
ア
ム
・
タ
ァ
ナ
ア
の
「
臼
の
選
一
入
海
に
臨
む
城
」
と
い
う
総
が
あ
る
。
右
の
隅
に
二
本

　
　
に
分
か
れ
た
曙
赤
色
の
幹
が
上
の
方
は
黄
色
に
か
わ
り
、
同
じ
色
の
梢
の
ま
ば
ら
な
枝
葉
に
終
っ
て
い
る
。
後
ろ
に
薄
く
黄
色
を
ま
じ
え

　
　
た
、
木
立
ら
し
い
ほ
の
か
な
影
が
あ
る
。
左
へ
淡
く
黄
色
、
赤
紫
の
ま
じ
る
ほ
の
か
な
土
車
が
つ
ず
く
。
そ
の
琳
程
に
黄
色
と
深
い
褐
色

　
　
に
紫
の
ま
じ
る
二
三
本
の
高
い
木
立
が
煙
っ
て
そ
び
え
て
い
る
。
虚
の
端
に
赤
み
を
帯
び
る
黄
色
の
影
は
崖
で
で
も
あ
ろ
う
か
。
土
披
の

　
　
後
景
に
う
す
膏
い
四
角
形
が
か
す
か
に
浮
ぶ
の
が
城
で
あ
ろ
う
。
　
「
B
の
出
i
岬
の
間
の
ボ
オ
ト
」
に
は
（
同
藏
）
中
天
に
…
太
陽
の
周

　
　
園
か
一
黄
色
が
塗
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
ず
い
た
淡
紅
色
は
何
か
。
下
の
左
側
に
は
薄
い
赤
、
欝
な
ど
の
ほ
の
か
に
ま
じ
る
色
、
右
側

　
　
は
薄
い
青
な
ど
見
分
け
も
六
か
し
い
色
の
ひ
ろ
が
る
中
程
に
、
赤
い
筆
濁
を
ま
じ
え
た
暗
黄
色
の
ほ
の
か
な
影
が
ボ
オ
ト
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
風
景
は
タ
ア
ナ
ア
が
度
び
た
び
飼
い
た
、
朝
霧
、
爾
な
ど
の
水
翻
に
深
く
包
ま
れ
た
光
景
の
一
例
で
あ
る
。
　
「
ペ
ッ
ト
ヲ
、
万

　
　
ス
の
室
内
」
は
（
岡
）
こ
れ
ら
の
風
景
と
は
少
し
蓮
っ
て
い
る
。
正
薗
に
高
い
ア
ア
チ
を
も
つ
入
ロ
の
上
に
、
紫
を
含
む
薄
い
暗
褐
色
の

　
　
天
井
が
見
え
る
。
正
面
、
爾
側
の
壁
と
の
境
は
赤
み
を
帯
び
た
曙
褐
色
で
仕
切
っ
て
い
る
。
左
の
壁
の
薄
い
暗
褐
色
の
中
に
黄
色
の
高
い

　
　
窓
枠
が
ほ
の
か
に
晃
え
る
。
右
手
の
壁
ら
し
い
表
面
は
黄
色
を
ま
じ
え
た
暗
褐
色
の
ひ
ろ
が
る
中
に
深
緑
色
が
一
筆
だ
け
見
え
る
。
そ
の

　
　
下
の
隅
は
黒
に
近
い
褐
色
の
筆
燭
が
理
め
て
い
る
。
入
店
の
離
か
ら
右
へ
濃
い
暗
赤
色
が
、
山
の
よ
う
に
も
絶
壁
の
よ
う
に
も
見
え
る
強

　
　
積
を
右
へ
延
ば
し
て
い
る
。
入
口
の
爾
側
に
竪
の
長
方
形
が
あ
る
。
赤
色
の
前
の
暗
黄
色
の
床
に
綿
の
よ
う
に
吹
き
散
る
多
く
の
斑
蝶
の

　
　
中
に
、
幾
つ
か
の
白
い
小
犬
が
ま
じ
っ
て
い
る
。
入
篇
の
下
の
方
は
黄
色
の
絡
具
が
塗
り
付
け
て
あ
る
が
、
上
方
の
右
か
ら
虚
へ
眞
白
の

　
　
光
が
瀧
の
よ
う
に
注
い
で
い
る
。
バ
イ
ン
ド
に
よ
る
と
、
ス
ト
ゥ
ル
ヅ
ィ
ゴ
ウ
ス
キ
イ
が
、
こ
の
絡
は
上
下
が
さ
か
さ
ま
に
な
っ
て
い
る

　
　
よ
う
に
さ
え
見
え
る
云
い
、
し
か
し
右
の
隅
に
は
大
き
い
ソ
オ
フ
ア
、
左
側
に
は
彫
刻
を
見
た
。
　
（
ρ
目
①
鼠
。
。
麟
ぎ
斜
の
霞
降
興
．
。
・
の
。
罷
窪

　
　
く
丁
零
潮
や
◎
δ
り
）
赤
色
の
宥
端
に
横
に
引
か
れ
た
濃
い
暗
褐
色
は
、
或
は
ソ
オ
フ
ア
の
ク
シ
オ
ン
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
…
他
の

　
　
二
三
十
黙
’
と
と
も
に
…
未
完
成
の
絡
で
あ
ろ
う
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
も
あ
る
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
縮
が



991

十
分
完
成
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
ど
れ
ほ
ど
精
華
に
筆
が
加
え
ら
れ
た
も
の
か
。
乗
完
成
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
タ
ア
ナ
ァ
の
絡
に
は
、

中
に
も
建
築
を
廃
す
も
の
に
は
…
ロ
オ
マ
の
サ
ン
・
ピ
エ
エ
ト
ロ
の
内
部
を
著
く
も
の
の
よ
う
に
、
（
フ
ァ
ア
ン
レ
エ
・
ホ
オ
ル
）
一
中
部

を
精
密
に
晃
究
め
た
も
の
は
き
わ
め
て
多
い
。
同
じ
く
ロ
オ
マ
の
サ
ン
テ
ィ
・
ジ
ョ
オ
ヴ
ァ
ワ
ン
ニ
・
エ
・
パ
オ
ロ
教
會
の
後
ろ
か
ら
、

遽
い
山
々
を
晃
渡
す
風
景
な
ど
も
、
　
（
テ
エ
ト
・
ギ
ァ
レ
リ
イ
）
教
會
の
建
物
が
一
と
団
で
そ
れ
と
わ
か
る
ほ
ど
精
密
に
寓
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
下
の
近
い
前
景
が
粗
く
着
け
ら
れ
た
筆
鰯
の
ま
ま
で
あ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
一
そ
う
精
密
な
－
或
い
は
木
立
の
一
描
霧
が
中
止
せ
ら

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
反
し
て
右
の
三
つ
の
作
品
な
ど
は
、
た
と
い
そ
れ
以
上
の
筆
が
加
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
確
賢

に
、
岡
じ
く
テ
エ
ト
・
ギ
【
ノ
レ
リ
イ
の
「
爾
、
蒸
氣
、
遽
カ
ー
グ
レ
エ
ト
・
ウ
エ
ス
タ
ア
ン
・
レ
エ
ル
ウ
エ
イ
」
の
よ
う
な
、
　
一
部
の
封

象
が
や
や
明
瞭
に
見
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
と
多
く
は
遽
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
タ
ア
ナ
ア
が
晩
年
に
展
覧
會
へ
出
纐
し
た
絡
が
、
上

下
を
さ
か
さ
ま
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
。
一
日
會
場
へ
來
た
タ
ア
ナ
ア
が
そ
れ
に
氣
が
つ
い
た
。
驚
い
て
掛
け
直
そ
う
と
す
る
入
を
と
ど
め

て
、
そ
の
方
が
よ
い
よ
う
だ
か
ら
そ
の
ま
ま
に
と
云
っ
た
。
　
（
知
．
竃
象
冨
さ
瓢
聾
○
蔓
o
h
7
｛
o
（
圃
。
毒
｛
）
心
気
ぎ
α
q
”
H
囲
も
「
卜
。
δ
）
何
が
考
え
ら
れ

る
に
し
て
も
そ
れ
は
現
實
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
我
々
に
重
要
な
こ
と
は
こ
れ
ら
の
絡
の
、
深
い
水
蛸
に
細
ま
れ
た
と
見
え
る
、

ほ
の
か
に
そ
れ
と
見
分
け
が
た
い
光
景
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
自
然
の
風
景
も
し
く
は
人
物
が
、
霧
、
矯
な
ど
の
水
氣
も
し
く
は
深
い
暗
に
覆
わ
れ
て
、
そ
の
輪
郭
や
表
爾
の
色
が
は
っ

き
り
見
え
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
何
も
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
十
分
は
つ
き
り
は
晃
え

な
い
と
し
て
も
、
そ
の
輪
郭
の
一
部
分
も
し
く
は
固
有
の
色
を
も
つ
表
面
の
一
部
が
見
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
た
し
か
に
そ
こ
に
「
一
つ
の
も

の
」
が
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
墨
継
と
白
い
霧
と
の
限
界
が
ほ
の
か
に
ぽ
か
さ
れ
て
、
数
學
的
な
線
を
叢
い
て
い
な
い
に
し
て
も
、
ど
の

邊
か
ら
か
そ
の
色
が
そ
れ
と
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
そ
の
も
の
の
存
在
が
確
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
状
況
に
お
い
て

の
、
そ
の
も
の
の
雀
り
方
を
表
わ
す
隈
界
で
あ
る
。
も
の
の
輪
郭
は
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
見
ら
れ
る
状
況
は
固
定
し
た
一
つ
で
は

な
い
。
晃
る
人
の
立
つ
地
斑
に
よ
っ
て
無
限
に
愛
る
。
一
つ
の
立
場
か
ら
見
た
瞬
問
に
は
、
そ
の
輪
郭
の
謝
る
一
部
分
は
見
ら
れ
な
い
。

　
　
　
　
結
　
　
倉
　
　
黙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
　
哲
學
研
究
　
第
㎎
百
七
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

弛9
　
そ
れ
だ
か
ら
そ
の
一
郎
分
が
無
い
の
で
も
な
く
、
誓
え
た
の
で
も
な
い
．
、
そ
の
時
そ
の
状
況
の
も
と
で
は
見
ら
れ
な
い
だ
け
で
あ
る
。
霧

　
　
の
中
、
屠
の
底
で
も
、
そ
の
駄
況
の
中
で
見
ら
れ
る
輪
郭
も
ま
た
轟
然
そ
の
も
の
の
も
つ
輪
郭
で
あ
る
。
そ
れ
も
ま
た
帰
つ
で
あ
る
。
こ

　
　
の
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

　
　
　
存
在
す
る
も
の
は
常
に
「
一
つ
の
も
の
」
で
あ
る
。
一
つ
の
も
の
で
な
い
も
の
は
存
蔑
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
「
多
く
の
も
の
」
は

　
　
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
れ
に
は
一
つ
の
も
の
の
存
在
が
夢
想
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
つ
の
も
の
は
↓
つ
の
輪
郭
を
も
た
ね
ば
な
ら
な

　
　
い
。
固
有
の
輪
郭
を
も
た
な
い
も
の
は
、
一
つ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
世
界
に
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
存
在

　
　
し
な
い
も
の
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
去
い
か
え
る
と
そ
の
存
在
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
は
視
錐
の

　
　
世
…
界
に
お
け
る
存
在
で
は
あ
り
え
な
い
。
覗
魔
に
よ
っ
て
産
出
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
云
い
か
え
る
と
、
硯
魔
的
自
然
で
は
な
い
。

　
　
　
視
覧
の
世
界
に
存
在
す
る
も
の
は
、
　
一
つ
の
輪
郭
と
そ
れ
に
よ
っ
て
隈
界
せ
ら
れ
た
表
面
の
統
一
で
あ
る
。
そ
の
統
一
の
無
限
の
段
階

　
　
を
な
す
形
威
が
観
心
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
段
階
の
一
つ
は
背
後
に
豫
想
せ
ら
れ
る
段
階
の
重
る
一
撃
分
で
あ
る
。
一
つ
の
段
階
は
幾
つ

　
　
か
の
「
も
の
」
を
部
分
と
す
る
一
つ
の
統
一
で
あ
る
。
そ
の
無
隈
に
も
種
々
の
形
と
表
薦
と
、
そ
の
統
一
と
に
よ
っ
て
戚
立
す
る
世
界
の

　
　
構
成
は
、
根
源
的
に
嚴
密
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
一
章
の
曖
昧
も
一
黙
の
室
虚
も
在
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
物
の
な
い
室
間
は
在
る
。
そ
う

　
　
し
て
そ
れ
は
徒
ら
な
室
慮
で
は
な
く
て
一
そ
こ
に
充
た
さ
れ
て
い
る
空
氣
の
こ
と
は
問
わ
な
い
と
し
て
も
i
無
限
の
背
景
と
し
て
の
青
空

　
　
で
あ
る
。
一
つ
の
も
の
の
意
味
を
も
た
な
い
室
虚
は
、
根
源
的
に
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
の
輪
郭
に
よ
っ
て
背
景
の
前
に
立
ち
、
そ
の
青
墨
の
室
外
に
媒
介
せ
ら
れ
て
、
一
つ
の
も
の
は
他
の
も
の
に
、
即
ち
他
の
も
の
の
輪

　
　
郭
に
醤
熱
す
る
。
云
い
か
え
る
と
、
二
つ
の
も
の
が
穿
る
關
聯
に
お
い
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
二
つ
の
も
の
が
そ
の
間
隔
を
次
第
に
狡

　
　
め
て
つ
い
に
接
鰯
す
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
入
間
の
闘
が
見
分
け
が
た
い
ほ
ど
接
近
し
て
も
、
そ
の
も
の
の
…
他
の
も
の
で
な
い
i

　
　
表
面
を
、
從
っ
て
そ
の
輪
郭
を
も
つ
か
ぎ
り
、
輪
郭
は
根
源
的
に
そ
の
背
景
を
な
す
無
限
の
室
間
を
豫
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

　
　
室
間
を
他
の
も
の
が
占
め
る
と
云
わ
れ
て
も
、
そ
れ
も
ま
た
輪
郭
を
も
つ
か
ぎ
り
、
そ
の
背
景
に
全
然
一
致
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
背



景
は
根
源
的
に
一
つ
の
も
の
の
輪
郭
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
つ
の
輪
郭
は
根
源
的
に
翻
溺
を
心
々
す
る
。
　
「
二
つ
の
も
の
」

は
永
久
に
二
つ
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。

　
一
珊
の
本
が
私
の
机
の
上
に
あ
る
。
そ
れ
は
私
が
護
む
た
め
に
そ
こ
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
譲
む
は
ず
で
あ
る
。
滋
か
し

談
ま
な
い
な
ら
、
私
は
怠
け
者
、
そ
こ
に
要
求
せ
ら
れ
て
い
る
意
味
に
合
わ
な
い
者
と
し
て
、
そ
の
本
の
前
に
坐
る
の
で
あ
る
。
闘
時
に

し
か
し
、
そ
の
本
が
私
に
譲
ま
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
息
む
に
値
す
る
内
容
と
、
そ
れ
を
盛
る
紙
数
と
装
禎
と
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

明
白
に
「
一
珊
の
本
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
本
の
面
謁
的
一
葡
の
み
を
取
り
出
し
て
云
え
ば
、
明
白
な
形
と
表
高
を
も
つ
も
の

と
し
て
そ
こ
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
メ
、
の
本
が
在
る
机
は
、
私
の
書
意
の
一
方
に
置
か
れ
て
い
る
。
机
の
前
に
窓
が
あ
る
。
窓

が
な
け
れ
ば
光
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
窓
に
績
い
て
桂
と
壁
が
あ
る
。
な
け
れ
ば
窓
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
壁
に
よ
せ
て

書
棚
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
そ
こ
に
私
の
生
活
に
必
要
な
…
幾
つ
か
は
無
用
な
一
も
の
が
そ
こ
に
鐙
か
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
も
の
が
、
さ

ま
ざ
ま
の
、
近
い
も
し
く
は
遽
い
爾
聯
を
も
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
と
色
を
も
ち
、
さ
ま
ざ
ま
の
位
置
に
そ
こ
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

人
聞
に
お
い
て
も
岡
様
で
あ
る
。
き
よ
う
彼
が
私
を
訪
う
と
云
い
私
は
待
っ
て
い
る
と
云
っ
た
。
き
よ
う
の
彼
は
私
を
訪
う
人
と
し
て
私

の
た
め
に
在
り
、
私
は
彼
を
待
つ
人
と
し
て
彼
の
た
め
に
在
る
。
こ
の
双
方
の
如
露
は
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
彼
を
捨
て
て
私

が
外
出
す
れ
ば
、
私
は
違
約
者
と
い
う
名
を
も
つ
て
彼
と
關
聯
す
る
の
で
あ
る
。
私
は
彼
を
待
つ
私
と
し
て
確
實
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
私
の
も
し
く
は
或
も
の
の
存
在
は
、
根
源
的
に
豊
幡
も
し
く
は
他
の
も
の
の
存
在
を
豫
籍
す
る
。
世
界
の
中
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

人
も
物
も
孤
立
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
々
が
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
の
二
葉
を
も
つ
て
語
り
つ
く
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
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私
は
こ
の
と
こ
ろ
暫
く
シ
ェ
リ
ン
グ
を
讃
ん
で
い
た
。
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
る
と
、
先
験
哲
學
者
の
言
出
と
し
て
、
最
も
確
實
な
、
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ
ル
ブ
ス
ト
ベ
ヴ
ス
ト
ザ
イ
ン

て
の
も
の
が
そ
こ
に
結
合
せ
ら
れ
る
一
黙
は
、
主
観
的
な
、
我
々
の
最
初
の
認
識
印
ち
「
自
己
の
意
識
」
で
あ
る
。
自
己
の
意
識
は
主
槻

　
　
　
　
結
　
　
合
　
　
黙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
　
誓
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六

鱗9　
　
と
客
…
観
が
無
媒
介
に
一
な
る
顯
、
表
象
作
携
と
存
在
が
発
全
に
岡
一
な
る
黙
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
薗
齪
す
る
も
の
が
同
時
に
直
槻
せ
ら
れ

　
　
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
主
観
と
客
観
の
一
致
に
よ
っ
て
、
根
源
的
な
認
識
が
成
立
す
る
。
こ
の
異
種
的
な
樹
立
す
る
も
の
の
一
致
す
る
綜
合
的
な
命
題
は
、
同

　
　
一
的
な
撃
ち
分
析
的
な
命
題
に
お
け
る
思
惟
の
隅
一
性
を
越
え
出
る
ゆ
え
に
、
無
條
件
に
は
確
か
で
は
な
い
。
そ
の
確
か
さ
を
得
る
た
め

　
　
に
は
、
同
蝋
的
で
あ
る
と
同
時
に
綜
舎
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
一
的
認
識
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
絶
封
に
眞
で
あ
り
、
綜
合
的
で
あ

　
　
る
こ
と
に
よ
り
は
じ
め
て
眞
の
認
識
が
成
立
す
る
。
そ
こ
で
は
主
語
に
述
語
が
結
び
つ
き
、
封
象
が
賢
在
的
で
あ
る
。
軍
に
思
惟
の
み
に

　
　
よ
っ
て
創
造
せ
ら
れ
な
い
も
の
の
み
が
貸
在
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ン
ド
ル
ン
グ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ク
ト

　
　
　
自
己
の
意
識
は
考
え
る
主
観
が
直
ち
に
客
観
と
な
る
絶
封
に
自
由
な
行
　
動
で
あ
る
。
思
惟
の
一
つ
の
作
用
に
よ
っ
て
一
つ
の
概
念
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ
ル
ほ
フ
ス
も
に
ヰ
ド
フ
エ
ク
き
ロ
エ
ル
　
ア
ン

　
　
成
立
す
る
よ
う
に
、
自
己
の
意
識
の
作
用
に
よ
っ
て
私
が
客
…
観
と
な
り
、
著
の
概
念
が
成
立
す
る
。
吾
の
摘
念
は
「
自
己
が
客
観
と
な
る
」

　
　
こ
と
の
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
が
思
惟
と
客
観
、
現
象
と
存
在
と
の
根
源
的
隣
一
性
で
あ
る
。
思
惟
が
自
ら
客
擬
と
な
る
以
前
に
は
、
吾
は

　
　
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
作
用
と
し
て
の
自
己
の
意
識
と
繧
験
的
な
意
識
は
薩
画
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
普
通
に
云
う
意
識
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
入
れ
か
わ
る
表

　
　
象
中
で
二
一
の
表
象
者
と
し
て
繧
験
せ
ら
れ
る
意
識
で
あ
る
。
自
己
の
意
識
と
こ
こ
で
云
う
の
は
、
根
源
的
な
「
謝
意
意
識
」
の
こ
と
で

　
　
あ
る
。
純
粋
な
自
己
の
意
識
は
顧
問
の
外
に
あ
り
、
そ
れ
が
時
間
を
構
成
す
る
。
経
験
的
意
識
は
時
間
の
中
に
あ
る
。

　
　
　
純
弊
の
作
用
で
あ
り
、
認
識
の
原
理
で
あ
る
吾
は
、
絶
封
に
膚
由
な
、
概
念
の
媒
介
を
待
た
な
い
認
識
、
云
い
か
え
る
と
客
観
を
産
出

　
　
す
る
も
の
と
せ
ら
れ
る
客
槻
が
騰
一
な
認
識
、
鄭
ち
直
観
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
欝
欝
と
な
る
。
こ
の
臨
観
を
、
客
槻
を
産
量
し
な
い
、
直

　
　
観
す
る
も
の
と
せ
ら
れ
る
も
の
の
一
致
し
な
い
感
性
直
観
か
ら
隔
別
し
て
、
知
的
直
感
と
云
う
。
知
的
直
観
は
即
ち
吾
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ペ
グ
レ
ン
ツ
エ
ン

　
　
　
自
己
の
意
識
の
根
源
的
な
作
翔
に
よ
っ
て
、
吾
が
は
じ
め
て
蒋
限
と
な
る
。
自
ら
制
　
限
し
自
分
を
直
濁
す
る
。
制
隈
そ
の
も
の
を
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ル
デ
ン

　
出
す
る
。
制
限
せ
ら
れ
て
同
蒔
に
制
訳
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
有
野
性
に
お
い
て
無
隈
と
な
る
。
無
限
の
獲
展
と
し
て
自
分
を
直
槻
す



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ン
エ
ン
ト
リ
ツ
へ

　
　
る
の
で
あ
る
。
根
源
的
に
吾
は
純
粋
な
「
無
限
な
も
の
」
へ
行
く
産
晦
で
あ
る
。
根
源
的
に
非
客
種
的
で
あ
る
自
分
を
、
慮
分
の
原
理
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
ウ
プ
リ
ツ
イ
テ
エ
ト

　
　
よ
っ
て
客
観
化
す
る
吾
の
根
源
的
二
重
性
か
ら
、
吾
に
封
ず
る
あ
ら
ゆ
る
客
観
が
記
憶
す
る
。
こ
の
二
重
性
に
お
け
る
晋
の
根
源
的
同

　
　
嚇
性
が
、
綜
合
的
認
識
の
結
合
と
關
聯
す
る
の
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
テ
エ
テ
イ
ヒ
カ
イ
ト

　
　
吾
は
無
限
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
賢
在
性
の
根
諜
で
あ
る
。
吾
に
封
立
す
る
客
擬
は
す
べ
て
制
限
せ
ら
れ
、
瞬
定
せ
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
ス
テ
イ
ム
メ
ン

　
　
有
限
で
あ
る
。
吾
が
自
ら
客
槻
師
ち
有
限
な
も
の
と
な
る
こ
と
は
、
自
己
の
意
識
の
根
源
的
な
早
撃
で
あ
る
。
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
隈
　
　
定

　
　
は
i
幾
何
學
の
圓
形
が
無
限
の
室
間
を
豫
署
す
る
よ
う
に
i
絶
封
に
限
定
せ
ら
れ
な
い
も
の
を
豫
聾
す
る
。
か
く
し
て
一
々
の
隈
定
が
絶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ぢ
ヴ
ア
テ
イ
オ
ン

　
　
学
的
な
實
在
性
の
止
揚
即
ち
否
定
で
あ
る
。
し
か
し
一
つ
の
積
極
的
な
も
の
の
否
定
は
、
嬰
な
る
奪
　
　
取
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
實
在

　
　
的
な
封
抗
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
。
措
定
の
概
念
に
は
必
然
的
に
封
立
の
概
念
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
自
己
の
措
定
の
行
動
に

　
　
は
、
吾
に
饗
賞
す
る
も
の
の
措
定
の
行
動
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
同
一
的
に
し
て
同
時
に
綜
念
的
で
あ
る
。
自
己
の
意
識
の
二
つ
の
封

　
　
立
す
る
、
無
二
の
観
念
的
な
は
た
ら
き
が
含
罪
し
て
、
費
在
的
と
な
り
、
有
隈
な
産
物
が
成
立
す
る
。
こ
の
産
物
は
二
つ
の
は
た
ら
き
の

　
　
否
定
で
は
な
く
む
し
ろ
そ
の
均
衡
で
あ
る
。
書
留
的
な
不
動
で
あ
る
。
二
つ
の
は
た
ら
き
は
互
に
否
定
す
る
の
み
で
な
く
、
賢
在
的
に
封

　
　
挺
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
互
に
他
を
限
界
す
る
能
力
を
も
つ
の
で
あ
る
。
（
ω
売
手
ぎ
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q
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ω
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「
自
己
の
意
識
」
は
ま
た
一
た
と
え
ば
藝
徳
雪
面
に
は
…
「
絶
封
」
も
し
く
は
「
駕
し
の
名
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
、
シ
．
　
リ
ン
グ
哲
學

　
　
の
壮
麗
な
灘
系
を
完
成
す
る
。
絶
封
も
し
く
は
紳
の
實
在
性
は
瞬
一
性
の
法
劉
の
み
に
よ
っ
て
そ
の
理
念
か
ら
直
接
に
生
ず
る
。
紳
は
直

　
　
接
の
肯
定
で
あ
る
。
無
学
の
肯
定
す
る
も
の
、
肯
定
せ
ら
れ
る
も
の
、
そ
の
無
差
別
を
包
括
す
る
。
融
は
そ
の
理
念
に
よ
っ
て
絶
封
の
引

　
　
べ
て
で
あ
り
、
そ
の
狸
念
か
ら
必
然
的
に
無
隈
の
も
の
が
綾
出
す
る
。
す
べ
て
の
も
の
に
お
け
る
紳
の
無
限
の
被
肯
定
は
永
遠
の
露
然
で

　
　
あ
る
。
そ
れ
に
は
肯
定
・
被
肯
定
、
そ
の
無
差
別
の
す
べ
て
の
統
一
が
包
猛
せ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
（
灘
忌
。
ω
o
唱
窯
Φ
焦
㊤
国
§
。
・
詳
㈱
ポ

　
　
曽
鶏
。
獅
◎
Q
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私
は
ど
れ
ほ
ど
正
し
く
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
想
を
諒
解
し
得
た
か
を
知
ら
な
い
。
し
か
し
私
が
親
畳
の
論
理
に
よ
っ
て
、
自
然
が
成
立
す

　
　
る
と
い
う
多
年
の
考
え
が
、
シ
．
｛
リ
ン
グ
の
轡
の
二
重
性
の
思
想
に
謝
る
共
通
を
も
ち
、
比
べ
ら
る
べ
き
或
も
の
を
も
っ
と
思
い
、
幸
に

　
　
請
君
の
一
顧
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
爾
聯
を
も
つ
て
親
畳
の
世
界
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
根
源
的
な
制
約
が
夢
想
せ
ら
れ
て
い
る
。
諸
藩
は
認
め
ら

れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
を
形
成
す
る
も
の
が
、
悉
く
「
一
つ
の
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
も
の
で
あ
り
、
他
の
も

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
根
源
的
な
こ
の
箏
實
に
よ
っ
て
、
世
界
に
お
け
る
「
關
聯
」
が
は
じ
め
て
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
統
一
は
常
に
醗
携
を
豫
慰
す
る
。
結
合
せ
ら
る
べ
き
も
の
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
結
合
は
な
い
ゆ
一
つ
の
も
の
は
そ
れ
に
罎
有

の
輪
郭
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
も
の
で
あ
る
。
一
つ
の
も
の
の
輪
郭
が
他
の
も
の
を
も
っ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
存
在
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
一
つ
の
…
そ
れ
に
隣
り
合
う
も
の
と
そ
の
背
景
に
關
訂
す
る
；
輪
郭
を
も
つ
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
硯
畳
の
限
定
を
意
味
す
る
、
す
べ
て
の
個
人
の
饅
に
お
け
る
根
源
的
な
事
蜜
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
の
目
が
そ
の
も
の
と
し
て
見
る

「
一
つ
の
も
の
」
で
あ
る
。
一
輪
の
花
は
す
べ
て
の
人
に
一
そ
の
名
を
知
る
か
否
か
を
闘
わ
ず
一
そ
の
花
で
あ
る
。
根
源
的
に
す
べ
て
の

人
に
と
っ
て
、
同
一
の
覗
箆
構
造
で
あ
る
。
そ
の
も
の
と
し
て
の
一
つ
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
が
そ
の
構
造
を
も
つ

そ
の
花
と
し
て
受
け
入
れ
る
。
そ
の
存
在
を
肯
定
す
る
。
そ
の
花
を
好
ま
な
い
人
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
は
拘
ら
ず
、
そ
の
花

が
そ
の
花
と
し
て
存
在
す
る
事
蜜
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
寒
入
が
一
致
す
る
。
動
か
ざ
る
一
つ
の
事
實
を
共

有
す
る
の
で
あ
る
。

　
愛
宕
山
が
京
都
の
西
空
に
そ
び
え
る
こ
と
は
、
京
都
に
佳
ん
で
も
し
く
は
京
都
を
訪
う
て
、
西
方
を
眺
め
る
人
に
は
避
け
る
ご
と
の
で

き
な
い
、
誰
に
も
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
費
で
あ
る
。
愛
宿
が
ひ
と
り
室
中
に
漂
う
の
で
は
な
い
。
背
後
の
西
の
察
か
ら
彼
れ
の

足
元
ま
で
無
限
の
段
階
を
形
成
す
る
物
と
物
と
の
蘭
聯
の
最
後
の
も
の
と
し
て
立
つ
の
で
あ
る
。
親
思
に
よ
っ
て
こ
の
關
聯
が
創
造
せ
ら



　
　
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
視
畳
の
意
志
で
あ
っ
た
。
そ
の
裾
に
清
瀧
川
が
流
れ
て
い
る
。
嵯
峨
の
山
々
が
連
な
り
重
な
っ
て
い
る
。
嵐
山

　
　
が
あ
る
。
天
龍
寺
が
あ
る
。
人
々
が
囲
を
あ
け
ば
必
ず
そ
れ
ら
の
も
の
が
見
え
る
。
詮
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
誰
に
も
同
じ
風

　
　
景
で
あ
る
。
誰
も
み
な
同
じ
風
景
を
見
る
こ
と
を
互
に
知
り
合
っ
て
い
る
。
宿
命
的
に
こ
の
知
識
か
ら
脱
落
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ

　
　
の
愛
宕
山
を
中
心
と
す
る
風
景
と
し
て
の
、
さ
ま
ざ
ま
の
色
と
形
の
統
一
は
、
そ
こ
に
人
々
の
譲
の
寄
り
合
う
場
所
で
あ
り
、
心
の
結
合

　
　
黙
で
あ
る
。

　
　
　
結
合
黙
と
は
も
と
も
と
何
か
。
そ
の
前
に
「
結
び
合
う
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
二
本
の
紐
が
結
び
合
っ
て
一
つ
の
「
結
び
め
」
を

　
　
作
る
と
我
々
は
云
う
。
二
本
の
紐
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
構
造
を
も
つ
て
い
る
。
ま
っ
す
ぐ
に
紳
び
て
い
る
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ま
ざ
ま
に

　
　
趨
曲
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
在
り
方
は
ど
う
で
あ
っ
て
も
、
　
一
本
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
い
つ
ま
で
も
そ
の
ま
ま
に
存
在
す
る
ほ
か
は

　
　
な
い
。
他
の
一
本
の
紐
が
、
そ
れ
に
も
固
有
の
構
造
に
從
っ
て
、
は
じ
め
て
結
び
め
と
呼
ば
れ
る
一
つ
の
新
し
い
存
在
を
形
成
す
る
の
で

　
　
あ
る
。
二
本
の
紐
に
と
り
、
そ
れ
は
一
つ
の
新
し
い
在
り
方
即
ち
状
況
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
紐
で
あ
る
こ
と
に
は
何
の
薫
化
も
な
い
。
一

　
　
本
の
紐
の
一
つ
の
歪
曲
の
仕
方
が
、
他
の
紐
の
一
つ
の
在
り
方
に
支
え
ら
れ
、
そ
の
性
質
を
借
り
て
、
こ
の
新
し
い
状
況
を
得
た
の
で
あ

　
　
る
。
も
し
そ
の
紐
が
は
じ
め
の
状
況
を
持
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
意
志
が
他
の
紐
の
窟
り
方
に
よ
っ
て
遮
ら
れ
、

　
　
そ
の
拘
束
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
二
本
の
紐
の
一
つ
の
結
び
め
の
成
立
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
紐
の
在
り
方
を
超
え
て
、
一
面
に
お
い
て
は
支
持
を
、
他
薦
に
お
い
て
は
拘

　
　
束
を
行
わ
し
め
る
、
背
後
の
或
も
の
が
豫
養
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
意
志
と
そ
れ
を
賢
行
ず
る
手
の
は
た
ら
き
が
そ
れ
に
當
る
。

　
　
し
か
し
い
つ
で
も
人
間
の
意
志
に
よ
る
と
は
限
ら
な
い
。
二
本
の
紐
が
一
も
し
く
は
二
筋
の
糸
が
i
或
る
闘
的
の
た
め
に
扱
う
人
の
意
志

　
　
に
反
し
て
絡
み
合
い
、
固
い
結
び
め
を
作
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
は
、
一
本
の
紐
の
善
心
の
在
り
方
を
一
つ
の
結
び
め
に
形
成
す
る
、
意
識

　
　
を
超
え
た
は
た
ら
き
鞭
ち
意
味
が
、
入
間
の
意
志
以
前
に
在
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
本
の
紐
の
組
織
の
強
さ
、
鱒
曲
の
自
由
、
摩
擦

　
　
性
な
ど
に
現
れ
る
固
有
の
構
造
は
、
結
合
の
論
理
が
そ
れ
を
通
し
て
興
れ
得
べ
き
諸
契
機
で
あ
り
、
そ
の
結
合
の
論
理
に
よ
っ
て
、
そ
れ

餅　
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鵬　
　
ら
の
諸
性
質
が
紐
の
溝
造
と
し
て
潜
在
す
る
こ
と
の
一
つ
の
意
味
を
示
す
の
で
あ
る
。
部
分
は
全
膿
に
よ
り
、
全
騰
は
部
分
に
よ
っ
て
、

　
　
こ
こ
に
も
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
一
つ
の
結
び
め
を
作
る
た
め
に
は
、
二
本
の
紐
は
不
要
で
あ
る
。
一
本
の
紐
の
爾
端
を
結
べ
ば
足
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

　
　
通
り
で
あ
ろ
う
。
爾
端
と
は
し
か
し
何
で
あ
ろ
う
か
。
一
本
の
紐
は
一
つ
の
延
長
を
も
つ
て
い
る
。
廷
長
は
一
つ
の
蓮
動
で
あ
る
。
運
動

　
　
は
出
蛮
黙
を
豫
議
す
る
。
紐
の
一
端
を
出
登
黙
と
し
て
そ
の
運
動
が
持
擁
す
る
と
す
れ
ば
、
他
の
端
は
そ
れ
か
ら
遠
ざ
か
る
の
み
で
あ
る
。

　
　
結
ば
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
結
ば
れ
る
た
め
に
は
そ
の
一
端
は
出
蛮
黙
の
意
味
を
捨
て
ね
ば
な
ら
な
い
。
云
い
か
え
る
と
蓮
動
の

　
　
尖
端
と
し
て
の
意
味
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
尖
端
は
出
蛮
黙
を
聯
想
す
る
。
當
然
そ
れ
は
こ
の
紐
の
延
長
の
中
の
一
節
に
求
め
ら
れ
ね

　
　
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
こ
の
紐
は
そ
の
一
躍
を
鐵
蛮
黙
と
し
て
、
二
つ
の
断
つ
た
方
向
に
延
寿
す
る
二
本
の
紐
の
意
味
を
取
る
こ
と
に

　
　
な
る
。
一
本
の
紐
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
じ
め
て
結
び
合
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
の
結
び
め
は
根
源
的
に
遽
つ
た
紐
に
よ
っ
て
は
じ

　
　
め
て
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
一
つ
の
も
の
は
そ
の
存
崔
の
場
所
を
豫
賦
す
る
。
二
本
の
紐
の
結
び
め
も
も
と
よ
り
そ
れ
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
二
本
の
紐
を
人
が

　
　
結
ぶ
の
は
、
た
だ
荘
漠
と
し
て
そ
れ
を
結
ぶ
の
で
は
な
い
。
結
ぶ
べ
き
理
由
を
も
つ
て
結
ぶ
の
で
あ
る
。
閑
談
に
耽
り
つ
つ
、
ほ
と
ん
ど

　
　
無
意
識
に
結
ぶ
場
合
も
あ
る
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
で
も
、
そ
う
い
う
状
況
の
一
つ
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
理
由
を
も
つ
て

　
　
結
ぶ
の
で
あ
る
。
話
へ
の
身
の
入
れ
方
、
そ
の
瞬
間
の
彼
れ
の
心
境
が
、
お
そ
ら
く
彼
れ
の
表
情
と
或
る
共
通
を
示
し
つ
つ
そ
れ
を
結
ぶ

　
　
の
で
あ
る
。
普
遽
に
は
明
白
な
意
圓
を
も
ち
、
意
識
し
て
、
そ
れ
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。
羽
織
の
紐
を
結
ぶ
。
小
・
包
の
紐
を
結
ぶ
。
二
本
の

　
　
ザ
イ
ル
を
繋
ぎ
合
わ
す
。
い
ず
れ
も
そ
れ
が
そ
の
場
で
要
求
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
要
求
し
た
状
況
が
一
一
本
の
紐
の
結
び
合
う

　
　
「
と
こ
ろ
」
、
郎
ち
結
合
黙
で
あ
る
。
黙
と
は
翠
に
輻
も
長
さ
も
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
結
合
の
事
實
が
そ
こ
で
成
立
す

　
　
る
場
所
で
あ
る
。
場
所
と
は
し
か
し
軍
に
そ
の
紐
の
在
る
室
間
の
み
を
云
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
状
況
の
意
味
を
含
ん
だ
室
閥
を
云
う
の

　
　
で
あ
る
。



　
　
　
戴
か
れ
た
愛
宕
を
、
導
く
自
然
の
封
象
を
人
々
の
羅
の
結
合
勲
で
あ
る
と
云
う
の
は
、
そ
れ
ら
の
封
象
の
色
と
形
と
し
て
覗
魔
構
造
を

　
　
産
出
す
る
覗
鷺
を
、
そ
れ
が
無
数
の
欄
人
に
分
か
れ
る
は
た
ら
き
と
し
て
の
陽
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
的
相
異
の
底
に
存
在
す
る
も
の
と

　
　
し
て
豫
想
す
る
根
源
的
同
一
、
郎
ち
そ
こ
に
彼
ら
の
結
合
す
る
と
こ
ろ
、
場
所
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
萬
入
の
凋
が
す
べ
て
そ
の
上

　
　
に
立
ち
、
ひ
と
し
く
そ
の
封
象
を
見
る
と
い
う
動
か
ざ
る
事
實
が
支
え
ら
れ
て
い
る
根
擦
で
あ
る
。

　
　
　
一
人
の
戴
家
が
嵯
峨
の
由
々
の
上
に
そ
び
え
る
愛
宕
の
風
景
を
繁
く
の
は
、
彼
も
ま
た
こ
の
寄
り
合
う
場
所
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ

　
　
る
。
見
る
人
は
ひ
と
し
く
そ
れ
が
愛
宕
の
眺
望
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
今
は
ま
だ
知
ら
な
い
入
も
一
當
然
の
事
貸
と
し
て
一
そ
れ

　
　
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
紬
に
お
い
て
萬
人
が
そ
れ
を
要
る
と
い
う
一
つ
の
事
實
の
た
め
に
心
を
合
わ
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
親
畳

　
　
の
無
界
に
お
け
る
根
源
的
な
事
實
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
然
の
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
融
然
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
否
定
す
る
こ
と
の
許
さ
れ

　
　
な
い
事
實
で
あ
る
。

　
　
　
存
在
は
世
界
の
根
源
的
な
事
賢
で
あ
り
、
そ
の
意
志
で
あ
る
。
根
源
的
な
肯
定
で
あ
る
。
存
在
の
破
壊
は
こ
れ
を
無
覗
す
る
こ
と
で
あ

　
　
る
。
そ
れ
は
世
界
の
存
在
を
隈
翻
す
る
意
志
に
よ
っ
て
一
そ
れ
を
論
理
と
云
う
こ
と
も
で
き
る
一
根
源
的
に
否
定
せ
ら
れ
て
い
る
。
絡
露

　
　
の
閥
箆
構
造
も
ま
た
も
と
よ
り
存
在
へ
の
意
志
で
あ
る
。
破
壌
は
そ
こ
に
も
許
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
一
つ
の
適
の
は
根
源
的
に
そ
れ
に
固
有
の
構
造
郎
ち
覗
畳
々
意
味
を
も
ち
、
他
の
も
の
と
混
雑
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
關
聯
を
も
つ
て

　
　
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
の
理
由
に
よ
っ
て
、
物
の
構
逡
と
そ
の
關
聯
が
破
壌
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
シ
ュ
ウ
ル
レ
ア
リ

　
　
ス
ム
は
そ
の
一
例
で
あ
っ
た
。
破
墨
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
手
術
も
身
騰
の
局
所
を
破
蔑
す
る
と
云
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
よ

　
　
つ
て
大
き
い
破
壌
が
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
破
壌
で
は
な
く
て
構
成
で
あ
る
。
顔
の
中
に
町
を
響
い
て
晃
せ
る
の
は
、
顔
と
町
と
の
双
方

　
　
の
構
造
を
破
壌
す
る
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
人
心
の
鼠
の
結
合
難
は
な
い
。
そ
の
絡
の
前
に
立
つ
人
は
、
心
の
寄
り
合
う
場
所
を
見
出

　
　
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
語
り
合
い
、
諒
解
し
合
う
言
葉
が
な
い
。
根
源
的
に
そ
こ
に
は
狐
立
の
み
が
あ
る
。
弧
立
と
は
人

　
　
間
が
そ
の
本
來
の
在
り
方
を
失
う
こ
と
で
あ
る
。
虞
に
昌
に
お
い
て
生
き
る
こ
と
を
撫
ら
な
い
状
況
に
お
い
て
の
み
、
人
は
そ
の
鶴
に
、
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傷
つ
け
ら
れ
ず
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
「
自
然
は
直
線
を
嫌
う
」
と
セ
ザ
ン
ヌ
が
云
っ
た
。
（
自
暴
餐
，
v
ま
舞
舞
Φ
二
）
よ
紐
）
入
間
の
閣
は
そ
の
直
線
を
見
出
し
た
。
直
線
に
よ

　
　
つ
て
形
成
せ
ら
れ
た
；
自
然
界
に
は
き
わ
め
て
乏
し
い
一
多
様
な
幾
何
學
的
形
羅
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
建
築
を
劇
止
し
た
。
自
然
が
産
畠
し

　
　
た
数
學
的
な
線
の
ぽ
か
に
、
人
間
の
目
は
ま
た
賢
慮
を
見
出
し
た
。
親
萱
は
人
間
の
目
を
通
し
て
は
じ
め
て
こ
れ
を
産
出
す
る
こ
と
が
で

　
　
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
の
は
観
畳
が
訴
え
た
人
間
の
目
の
自
由
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
識
家
は
一
本
の
、
物
の
輪
郭
で
は
な
い

　
　
線
も
、
物
の
表
面
で
は
な
い
色
の
延
長
も
叢
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
線
は
＝
つ
の
も
の
」
の
輪
郭
で
な
い
か
ぎ
り
、
　
「
或
も
の
を
意

　
　
味
し
な
い
も
の
」
で
あ
る
。
幅
を
も
ち
方
向
を
も
ち
長
さ
を
も
っ
か
ぎ
り
、
そ
れ
も
ま
た
そ
れ
に
倭
織
の
構
造
を
も
つ
一
つ
の
依
託
存
在

　
　
で
あ
る
。
我
々
は
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
精
紳
も
し
く
は
生
命
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
強
さ
を
大
き
さ
を
氣
品
を
、
下
品
を
粗
野
を
笑

　
　
い
を
、
郎
ち
種
々
の
美
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
そ
れ
は
一
本
の
線
で
あ
る
。
一
つ
の
小
石
よ
り
も
一
つ
の
果
物
よ
り
も
、
根
源
的

　
　
に
貧
し
い
硯
畳
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
些
細
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
世
界
に
も
し
く
は
自
然
に
存
在
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
幾

　
　
つ
か
の
線
の
統
一
も
し
く
は
線
の
多
様
な
動
き
に
よ
っ
て
形
成
せ
ら
れ
た
よ
り
高
い
統
一
で
あ
り
、
根
源
的
に
よ
り
多
く
幅
を
も
ち
深
さ

　
　
を
も
っ
か
ら
で
あ
る
。
一
本
の
實
線
は
狭
く
と
も
幅
を
も
ち
長
さ
を
も
っ
て
い
る
。
空
間
の
二
つ
の
方
肉
に
延
長
す
る
。
し
か
し
そ
れ
に

　
　
は
深
さ
は
な
い
。
た
と
い
そ
の
表
面
に
濃
淡
の
推
移
が
織
か
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
深
さ
へ
の
延
長
即
ち
丸
み
を
就
く
と
云
う
こ
と
は

　
　
で
き
な
い
。
丸
み
は
物
の
み
が
も
っ
こ
と
の
で
き
る
性
絡
で
あ
る
。
物
で
な
い
岩
鼻
は
世
界
に
お
け
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
そ
こ
に
も
丸
み
が
見
ら
れ
る
と
云
う
な
ら
、
ユ
、
れ
は
輩
な
る
一
線
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
「
患
來
損
つ
た
、
破
ら
れ
た
、
不
具
の
存

　
　
在
」
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
　
マ
本
の
線
の
か
わ
り
に
、
何
本
か
の
直
線
と
さ
ま
ざ
ま
の
薗
線
、
幾
つ
か
の
蓮
つ
た
色
の
表
醒
が
紙
の
上
に
霊
か
れ
て
い
る
。
一
∵
本
の

　
　
直
線
に
狼
ま
れ
た
直
角
の
表
面
は
壁
の
一
部
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
そ
の
二
本
の
直
線
は
、
そ
の
一
編
で
切
り
合
っ
て
そ
の
ま
ま

　
　
延
び
て
い
る
。
壁
が
も
っ
て
い
る
二
つ
の
輪
郭
で
は
な
く
て
、
軍
な
る
蔵
線
で
あ
る
。
二
三
の
表
面
の
結
舎
が
谷
間
の
道
の
よ
う
に
見
え



　
　
る
。
道
で
は
な
く
て
、
横
に
置
か
れ
た
藁
束
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
自
は
奔
命
に
疲
れ
て
静
止
す
る
時
を
得
な
い
。
準
行
線
の
列
が
あ
る
。

　
　
鐵
線
と
も
見
え
る
。
そ
れ
が
支
え
る
も
の
も
な
く
、
壁
で
も
土
で
も
な
い
よ
う
な
色
の
あ
る
表
颪
に
封
し
て
宙
に
、
浮
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
う
い
う
「
も
の
」
を
見
よ
う
と
す
る
の
が
ま
ち
が
い
で
あ
る
と
こ
の
産
家
が
云
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
私
の
意
志
で
は
な
い
。
私

　
　
は
純
粋
に
そ
れ
ら
の
線
と
表
面
の
構
成
の
み
を
叢
い
た
の
で
あ
る
。
総
は
趨
か
れ
て
あ
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
知
る
た
め
に
擦
る
の
で

　
　
は
な
い
で
は
な
い
か
。
ま
さ
に
そ
の
麺
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
人
閥
の
園
が
そ
う
い
う
「
純
輝
な
線
と
表
颪
」
を
測
る
こ
と
が
で
き
る
も

　
　
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
そ
の
純
粋
な
線
、
表
面
が
、
家
の
角
や
谷
間
の
道
や
藁
束
な
ど
に
準
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
見
る
人
が
強
制
も
し
く

　
　
は
七
三
に
よ
っ
て
晃
た
の
で
は
な
い
。
そ
う
晃
え
る
理
由
を
避
か
れ
た
も
の
が
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
花
と
も
鳥
と
も
冤
え
た
の
で

　
　
は
な
く
、
遽
、
藁
な
ど
に
見
え
た
の
は
、
似
て
い
た
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
も
の
と
一
致
す
る
親
箆
…
構
造
を
も
つ
て
い

　
　
た
。
た
し
か
に
そ
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
の
統
一
を
妨
げ
る
他
の
構
造
が
ま
じ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

　
　
る
。
そ
こ
に
自
然
の
存
在
を
求
め
た
の
は
、
人
間
の
目
の
根
源
的
な
要
求
で
あ
る
。
も
し
人
闘
が
全
く
自
然
か
ら
孤
立
し
う
る
も
の
と
考

　
　
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
驚
く
べ
き
冒
瞼
的
な
誤
笄
で
あ
る
。
一
人
の
叢
家
が
欝
然
を
離
れ
、
全
く
自
力
で
製
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

　
　
の
と
は
侮
で
あ
ろ
う
。
侮
か
を
開
く
た
め
に
は
自
を
附
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
世
界
が
簾
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
無
覗
し
、
た
だ

　
　
紙
と
筆
と
縮
具
だ
け
で
篤
く
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
の
材
料
は
す
べ
て
罵
倒
の
法
則
に
從
っ
て
産
出
せ
ら
れ
、
窟

　
　
然
の
法
則
に
從
っ
て
そ
こ
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
自
然
か
ら
虞
幽
す
る
と
は
自
然
の
封
象
を
爲
さ
な
い
と
い
う
だ
け
の
意
味
に
限
ら
れ

　
　
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
の
紙
の
表
薦
は
、
い
か
な
る
別
の
も
の
で
も
な
い
、
世
界
の
室
間
の
一
部
で
あ
る
。
高
さ
と
幅
と
奥
行
が

　
　
そ
こ
に
見
ら
れ
る
室
間
で
あ
る
。
そ
れ
は
慮
然
の
根
源
的
な
形
態
で
あ
る
。

　
　
　
一
つ
の
墨
の
斑
顯
が
紙
の
上
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
塵
石
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
ま
た
曙
っ
て
い
る
牛
で
も
な

　
　
い
。
な
ぜ
こ
の
墨
家
は
こ
う
い
う
形
を
も
つ
墨
を
そ
の
紙
に
塗
り
付
け
た
の
か
。
何
か
が
そ
の
黒
い
形
の
中
に
見
ら
れ
る
た
め
で
な
け
れ

醍
　
ば
な
ら
な
い
。
何
か
の
感
情
、
生
命
、
精
脂
身
ち
美
が
見
ら
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
色
を
も
つ
形
を
彼
が
は
じ
め
て
そ
の
紙
の

m　
　
　
　
　
　
結
　
　
合
　
　
鷺
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上
に
創
造
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
誰
も
そ
う
い
う
「
も
の
」
を
冷
然
の
中
の
ど
こ
に
も
兇
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
意
い
た
彼
と
ひ
と
し

　
　
く
、
は
じ
め
て
そ
れ
を
兇
る
の
で
あ
る
。
そ
の
色
と
形
は
誰
に
も
は
っ
き
り
【
兇
え
る
。
そ
れ
が
何
か
と
い
う
こ
と
は
誰
に
も
わ
か
ら
な
い

　
　
の
で
あ
る
。
わ
か
ら
な
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噛

　
　
　
自
然
を
見
る
人
は
必
ず
彼
が
そ
れ
を
見
る
以
薗
に
す
で
に
そ
の
も
の
が
存
在
し
て
い
る
と
思
う
。
彼
穏
身
に
は
、
そ
の
も
の
の
色
と
形

　
　
は
そ
の
時
に
は
じ
め
て
見
え
る
。
彼
れ
の
霞
が
そ
の
知
慮
表
象
を
そ
こ
に
産
出
す
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
か
ら
そ
こ
に
在

　
　
る
も
の
と
し
て
そ
れ
を
見
る
の
で
あ
る
。
彼
が
見
る
の
は
、
彼
と
い
う
欄
入
に
分
派
し
た
視
豊
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
彼
れ
の
存
在
は
他

　
　
入
の
存
在
を
豫
濁
し
た
。
無
数
の
憾
人
が
彼
と
と
も
に
い
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
そ
れ
に
相
学
す
る
だ
け
の
多
様
な
覗
萱
の
在
り
方
が
豫

　
　
課
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
萬
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
麟
の
無
性
を
も
つ
て
も
の
を
見
る
。
物
別
は
統
一
を
雪
丸
す
る
。
無
数
の
門
人

　
　
の
無
限
に
も
多
様
な
見
方
の
背
後
に
は
、
そ
れ
を
統
一
す
る
よ
り
高
い
背
後
の
覗
魔
構
造
が
あ
る
。
萬
人
の
園
が
「
共
逓
の
も
の
」
も
し

　
　
く
は
「
一
つ
の
も
の
」
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
覗
覧
は
綴
人
の
閣
を
通
し
て
は
じ
め
て
も
の
を
晃
る
ζ
と
が
で
き
る
。
背
後
の
よ
り
高
い

　
　
視
萱
そ
の
も
の
が
直
ち
に
も
の
を
盗
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
そ
れ
が
直
接
に
も
の
を
見
る
も
の
な
ら
、
そ
こ
に
は
も
の
を
見
る
一
つ

　
　
の
事
實
が
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
云
い
か
え
る
と
そ
れ
は
も
の
を
見
る
主
槻
と
し
て
の
個
人
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。

　
　
　
す
で
に
在
る
も
の
と
し
て
見
ら
れ
る
も
の
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
一
枚
の
絡
は
一
人
の
叢
家
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
床
に
活
け
ら
れ

　
　
た
花
は
霞
然
の
花
で
あ
る
が
、
人
が
切
り
取
っ
て
形
を
整
え
た
も
の
で
あ
る
。
庭
に
羅
か
れ
た
石
は
自
然
の
産
出
し
た
も
の
を
、
庭
師
が

　
　
そ
こ
へ
蓮
び
入
れ
た
の
で
あ
る
。
露
を
頂
い
て
雲
表
に
そ
び
え
る
山
は
、
は
じ
め
か
ら
自
然
に
そ
こ
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の

　
　
山
を
冤
て
、
私
が
見
る
以
前
か
ら
そ
こ
に
在
る
、
私
が
見
る
よ
う
に
人
も
ま
た
髭
る
に
食
い
な
い
と
思
う
。
そ
う
思
う
こ
と
と
山
を
冤
る

　
　
こ
と
は
溺
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
．
、
山
に
騒
と
心
を
集
め
る
こ
と
を
暫
く
中
養
し
て
、
他
人
が
見
る
こ
と
を
思
う
の
で
あ
る
。
他
入
は
山
を

　
　
髭
る
こ
と
に
お
い
て
で
は
な
く
、
考
え
ろ
こ
と
に
お
い
て
は
じ
め
て
私
に
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。
私
と
他
人
が
ひ
と
し
く
山
を
見
る
こ

　
　
と
を
隈
話
す
る
背
後
の
覗
畳
は
、
見
る
こ
と
そ
の
こ
と
の
う
ち
に
で
は
な
く
、
思
惟
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
存
在
が
確
め
ら
れ
る
の
で



あ
る
、
こ
の
よ
う
な
親
魔
が
根
源
的
な
論
理
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
個
入
が
ひ
と
し
く
見
る
べ
き
覗
魔
存
在
を
限
定
す
る
。
外
界
に
在
る

霞
然
は
そ
れ
で
あ
る
。
雪
の
高
山
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
一
こ
の
意
糠
の
み
に
お
い
て
…
自
然
は
人
に
輿
え
ら
れ
る

と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
彼
が
見
る
自
然
の
色
と
形
は
、
彼
れ
の
繕
が
創
造
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
彼
は
孤
立
す
る
彼
で
は
な
く
て
、
背

後
に
深
く
、
彼
自
身
を
超
え
る
撫
己
に
よ
っ
て
監
尽
せ
ら
れ
て
い
る
彼
で
あ
る
。
胤
分
と
と
も
に
無
限
の
隣
人
を
も
つ
彼
で
あ
る
。
こ
の

根
源
豹
状
況
に
お
い
て
彼
は
自
然
を
見
る
の
で
あ
る
。
外
界
に
存
在
す
る
自
然
が
、
萬
人
の
翻
の
結
合
黙
で
あ
り
、
心
の
寄
り
震
う
場
所

で
あ
る
と
は
、
樗
後
の
深
い
視
覧
に
よ
っ
て
萬
人
が
結
び
付
酵
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
彼
が
見
る
色
と
形
は
彼
れ
の
霞
が
産
繊
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
う
な
ら
、
な
ぜ
そ
れ
は
彼
が
見
る
以
前
に
す
で
に
在
る
も
の
と

し
て
で
は
な
く
、
彼
が
そ
の
瞬
間
に
産
評
す
る
も
の
と
し
て
、
過
程
を
邉
う
て
次
第
に
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
か
。
當
然
で
あ
ろ
う
。
産

出
す
る
主
訴
そ
の
も
の
は
見
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
見
ら
れ
る
も
の
は
産
出
せ
ら
れ
た
参
詣
の
み
で
あ
る
。
見
ら
れ
た
客
槻
は
そ
こ

に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
見
ら
れ
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
我
々
の
臼
は
、
そ
の
も
の
が
い
か
に
小
さ
く
て
も
、
そ
の
全
膿

を
二
時
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
時
間
を
追
う
て
違
っ
た
部
分
を
晃
つ
ず
け
る
の
で
あ
る
。
孤
立
し
た
断
片
で
は
な
く
て
、
一
つ
の
も

の
の
部
分
で
あ
る
。
す
で
に
存
在
す
る
も
の
で
な
い
扁
つ
の
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
「
一
つ
の
も
の
」
が
萬
人
の
露
の
結
合
黙
と
な
る
の
は
、
輩
に
そ
の
色
と
形
の
構
造
の
み
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
も
の
の
も
つ

種
々
の
性
質
、
物
理
學
的
、
化
學
的
、
繧
濟
的
、
そ
の
ほ
か
種
々
の
立
場
か
ら
諒
解
せ
ら
れ
る
意
味
が
協
力
す
る
の
で
は
な
い
か
。
も
ち

ろ
ん
そ
れ
も
あ
る
で
は
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
種
々
の
知
識
を
媒
介
と
し
て
人
々
が
交
通
す
る
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
意
昧
に

お
い
て
の
人
々
の
結
合
は
、
實
は
餓
分
の
迫
加
で
あ
る
。
一
つ
の
由
は
他
の
詰
物
と
も
、
ど
の
皮
と
も
蓮
つ
た
、
そ
れ
の
み
に
露
有
の
観

畳
構
造
を
も
つ
て
い
る
。
そ
の
山
に
つ
い
て
の
種
々
の
知
識
が
加
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
色
と
形
が
そ
の
由
と
し
て
見
ら
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
ら
の
知
識
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
山
が
冤
え
る
の
で
は
な
い
。

IOO3
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硯
畳
の
世
界
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
欝
の
結
合
黙
も
し
く
は
心
の
寄
り
合
う
場
所
…
は
、
試
み
に
言
葉
の
世
界
を
封
照
し
て
み
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
　
一
そ
う
明
白
に
諒
解
せ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
我
々
は
書
葉
を
學
ぶ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
気
葉
を
も
ち
、
そ
れ
を
話
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
書
葉
は
そ
れ
を
教
え
た
人
が

は
じ
め
て
創
造
し
た
の
で
は
な
い
。
彼
も
ま
た
す
で
に
存
歯
す
る
言
葉
を
學
び
、
そ
れ
を
私
に
傳
え
た
の
で
あ
る
。
需
葉
は
無
限
の
人
間

を
通
し
て
流
通
す
る
。
愛
宕
が
無
数
の
人
々
に
見
ら
れ
、
こ
の
山
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
叢
か
れ
る
の
と
同
一
で
あ
る
。
し
か
し
一
つ
の

風
景
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
愛
宕
は
、
室
に
そ
び
え
る
色
と
形
の
一
つ
の
統
一
で
あ
る
。
　
「
あ
た
ご
」
と
い
う
骨
細
は
、
箪
に
こ
の
音
の
み

を
も
っ
て
人
々
に
語
り
糠
が
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
は
胴
に
異
質
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
雷
葉
の
意
味
と
は
何
で
あ
ろ
う
。

　
一
篇
の
小
設
が
も
し
精
密
に
環
實
の
事
件
を
興
す
、
云
わ
ば
一
つ
の
記
録
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
は
小
冊
の
描

爲
と
精
密
に
一
致
す
る
事
寳
が
、
ほ
か
に
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
云
い
か
え
る
と
、
記
録
は
そ
れ
が
述
べ
て
い
る
事
實
そ
の
も

の
で
は
な
く
て
、
事
實
と
は
切
り
離
さ
れ
た
別
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
認
録
は
事
實
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
軍
に
事
實

を
語
る
垂
葉
で
あ
る
。
こ
こ
で
確
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
書
葉
は
言
葉
と
は
別
の
何
か
の
事
事
を
語
る
べ
き
能
力
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
雷
葉
が
何
か
の
事
實
を
語
る
。
そ
れ
を
聞
き
、
そ
れ
を
讃
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が
そ
れ
を
見
な
か
っ
た
、
或
は
す
で
に
な
く
な
っ

た
事
實
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
成
立
し
た
場
所
、
時
間
、
人
物
、
物
な
ど
の
種
々
の
全
軍
、
事
件
な
ど
を
、
言
葉
の
語
る
か
ぎ
り
に

お
い
て
諒
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
愛
宕
の
眺
望
が
一
つ
の
事
件
の
中
に
一
つ
の
契
機
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
聖
者

は
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
、
愛
宕
の
風
景
を
ま
の
あ
た
り
兇
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
た
だ
そ
れ
ら
の
書
葉
を
讃
ん
で
i
愛
宕
の
ま
ぼ
ろ
し

と
で
も
い
う
よ
う
な
影
を
、
ほ
の
か
に
思
い
浮
べ
な
が
ら
i
事
件
の
中
の
愛
宕
の
効
果
を
捉
え
る
だ
け
で
あ
る
。
番
葉
の
意
味
を
諒
解
す

る
の
で
あ
る
。

　
雪
葉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
意
味
は
、
そ
の
心
葉
だ
け
が
も
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
雷
葉
が
語
る
よ
う
な
光
景
が
存
在
し
、
も
し
く



　
　
は
事
件
が
生
じ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
事
賢
を
、
他
の
事
實
と
は
違
っ
た
一
つ
の
事
實
と
し
て
成
立
せ
し
め
る
、
云
い
か
え
る
と
、
そ
う

　
　
い
う
運
算
の
生
ず
る
原
函
、
経
過
、
結
果
を
隈
諒
す
る
論
理
が
在
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
常
に
一
つ
の
事
實
に
は
、
そ
の
成
立
を
限
定
す
る
、

　
馬
漕
以
前
の
背
後
が
豫
記
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
事
實
の
成
立
に
急
く
こ
と
の
で
き
な
い
固
有
の
構
造
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

　
　
が
そ
の
事
實
の
根
源
的
な
意
味
で
あ
る
。
私
は
諸
鴛
の
注
意
を
願
う
。
意
味
は
凝
固
し
た
型
で
は
な
い
。
無
隈
の
創
造
を
内
に
製
し
た
論

　
　
理
の
深
淵
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
限
定
せ
ら
れ
て
輔
つ
の
事
蟹
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
一
つ
の
事
件
は
こ
の
意
味
の
無
隈
の
創
造
の
、

　
　
翠
に
一
つ
の
形
態
で
あ
る
。
黄
葉
が
意
味
を
語
る
と
は
こ
の
事
費
の
意
味
を
語
る
の
で
あ
る
。
雷
葉
の
語
る
の
は
書
葉
と
な
っ
た
意
味
で

　
　
あ
る
。
事
賢
の
背
後
に
豫
想
せ
ら
れ
る
意
味
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
が
根
源
的
な
意
志
に
よ
っ
て
事
實
と
し
て
現
れ
、
そ
れ
を

　
　
通
し
て
言
葉
の
世
界
に
現
れ
た
。
云
い
か
え
る
と
、
鋸
葉
の
意
志
が
こ
の
事
實
を
語
る
書
葉
を
限
定
し
た
の
で
あ
る
。
一
つ
の
事
實
と
そ

　
　
れ
を
語
る
雷
葉
は
、
根
源
的
な
意
味
の
二
つ
の
別
の
形
態
で
あ
る
。
意
味
が
事
實
を
作
る
に
反
し
、
欝
葉
は
事
賢
を
作
る
こ
と
は
で
き
な

　
　
い
。
作
ら
れ
た
事
賓
を
語
り
う
る
の
み
で
あ
る
。
亀
嵩
は
意
味
の
一
つ
の
現
れ
で
あ
る
。
過
去
に
置
か
れ
た
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
諒
解

　
　
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
青
葉
の
成
立
で
あ
る
。
そ
れ
が
花
蘂
が
事
實
を
語
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
根
源
的
に
書
葉
は
背
後
の
緑
門
を
負
う
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
限
定
せ
ら
れ
た
事
忌
に
結
び
付
く
、
帥
ち
そ
れ
を
語
る
、
そ
う
し
て
そ
れ

　
　
ゆ
え
に
明
白
に
事
實
か
ら
蔑
済
せ
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
。
書
葉
は
書
葉
の
世
界
に
お
け
る
－
他
の
何
も
の
と
も
取
り
換
え
る
こ
と
の
で
き

　
　
な
い
－
確
乎
た
る
賢
在
で
あ
る
。
転
質
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
も
の
の
箪
な
る
影
で
は
な
い
。
言
葉
と
し
て
の
人
問
の
生
命
、
精
紳
の
一
つ

　
　
の
形
態
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
言
葉
は
根
源
的
に
美
を
も
つ
て
い
る
。
知
的
、
道
徳
的
そ
の
他
い
か
な
る
種
類
の
生
葉
に
も
、
強
精
そ
の

　
　
も
の
が
書
葉
と
し
て
の
生
命
、
七
節
を
聞
か
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
文
藝
の
世
界
に
お
け
る
存
在
で
あ
る
。
そ
の
下
る
構
成
が
文
藝
の
作

　
　
昂
で
あ
る
。

　
　
　
「
…
…
そ
の
方
、
老
人
で
す
が
…
…
了
度
六
十
歳
で
し
よ
う
か
」
「
貴
女
が
そ
の
人
に
持
っ
て
い
る
も
の
は
…
…
」
「
何
で
し
よ
う
。
信

05

@
頼
感
と
い
っ
た
ら
一
番
近
い
で
し
ょ
う
か
。
…
：
貴
方
と
の
こ
と
さ
え
梢
談
で
き
た
ん
で
す
も
の
」
「
桐
捜
し
た
P
　
何
と
雷
い
ま
し
た
」

工。

　
　
　
　
　
　
結
　
　
舎
　
　
黙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
　
哲
學
研
究
第
照
頁
七
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

06
沁
　
　
「
よ
か
ろ
う
、
と
言
う
ん
で
す
。
で
も
、
眼
は
否
定
し
て
い
ま
し
た
」
（
井
上
靖
「
あ
し
た
掘
る
人
」
、
朝
臼
新
聞
駄
版
、
二
九
九
－
三
〇
〇
頁
）

　
　
實
業
界
の
名
士
で
あ
り
、
品
性
も
傑
れ
た
老
人
が
、
全
く
清
潔
な
、
父
親
の
よ
う
な
好
意
か
ら
、
一
人
の
若
い
娘
が
新
鮮
な
店
舖
を
繧
響

　
　
す
る
た
め
の
資
金
を
適
當
に
輿
え
、
折
に
ふ
れ
て
は
庭
世
の
方
途
を
教
え
も
し
、
ま
た
そ
の
好
意
に
封
ず
る
娘
の
種
々
の
感
謝
を
受
け
て
．

　
　
も
い
た
。
娘
に
も
し
か
し
来
る
べ
き
も
の
が
棄
て
、
結
婚
の
可
否
に
つ
い
て
の
意
晃
を
、
こ
の
寛
容
な
保
護
者
に
問
う
た
。
こ
こ
に
引
か

　
　
れ
た
最
後
の
一
語
が
、
老
人
の
答
え
で
あ
っ
た
。
老
人
は
そ
れ
を
よ
い
と
云
っ
た
。
藥
情
を
聞
い
て
、
彼
れ
の
良
識
に
質
し
て
も
、
岡
意

　
　
し
が
た
い
も
の
疑
わ
し
い
も
の
は
認
め
な
か
っ
た
。
確
か
に
よ
い
と
判
断
し
て
そ
う
云
っ
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
れ
の
闘

　
　
の
色
は
、
娘
が
そ
れ
と
見
て
取
っ
た
ほ
ど
明
白
に
、
そ
の
結
婚
を
喜
び
え
な
い
彼
の
胸
底
を
の
ぞ
か
し
て
い
た
。
そ
れ
に
は
し
か
し
何
の

　
　
理
由
も
他
に
は
な
い
。
娘
が
彼
を
去
る
と
い
う
こ
と
だ
け
の
悲
し
み
で
あ
る
。
老
人
は
き
ょ
う
ま
で
ひ
た
す
ら
に
、
他
意
の
な
い
好
意
を

　
　
も
っ
て
見
守
っ
て
來
た
。
云
わ
れ
る
ま
で
は
氣
付
か
ず
に
い
た
、
云
わ
れ
れ
ば
愕
然
と
し
て
受
け
取
る
ほ
か
も
な
い
絶
望
的
な
、
老
境
の

　
　
悲
し
さ
寂
し
さ
が
こ
こ
に
語
ら
れ
た
。
人
間
の
心
の
深
淵
に
は
こ
う
い
う
一
面
も
あ
る
と
、
指
を
さ
し
て
見
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
う
し
か
し
云
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
老
入
が
そ
う
い
う
寂
し
さ
悲
し
さ
を
感
じ
た
と
、
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
は
い
な
い
、
云
わ
ば
私

　
　
が
勝
手
に
そ
う
思
う
だ
け
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
し
か
し
私
が
そ
う
思
う
の
か
。
老
人
の
深
い
寂
し
さ
と
私
が
云
う
の

　
　
は
、
賢
は
私
の
感
じ
た
寂
し
さ
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
不
幸
に
し
て
…
或
は
幸
に
i
－
こ
の
老
人
が
置
か
れ
た
よ
う
な
、
の
み
な
ら
ず
、
少

　
　
し
で
も
そ
れ
に
似
た
よ
う
な
境
地
に
身
を
暖
い
た
こ
と
は
な
い
。
何
の
経
験
も
過
去
に
は
な
い
。
私
に
そ
れ
を
感
じ
さ
せ
た
の
は
、
眼
は

　
　
否
定
し
て
い
ま
し
た
と
い
う
雷
葉
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
書
葉
に
は
娘
の
悲
し
み
も
語
ら
れ
て
い
る
。
娘
は
老
人
の
目
に
否
定
を
悔
ん
だ
。

　
　
お
そ
ら
く
か
す
か
な
も
の
で
あ
っ
た
に
重
い
な
い
目
の
動
き
の
中
に
、
そ
の
意
味
を
冤
落
さ
な
か
っ
た
ほ
ど
、
娘
は
老
人
の
心
に
敏
感
で

　
　
あ
っ
た
。
こ
の
一
蓮
の
瓦
之
の
少
し
萌
に
、
結
婚
を
決
意
す
る
の
に
老
人
が
邪
魔
に
な
る
と
娘
が
云
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
娘
が
そ
の
庇
護

　
　
の
も
と
か
ら
去
る
こ
と
に
よ
る
老
人
の
心
緒
を
思
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。
　
（
そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
娘
が
こ
の
人
に
も
つ
も
の
を
信
頼
感

　
　
と
い
っ
た
ら
一
番
近
い
で
し
ょ
う
か
と
云
っ
た
。
た
し
か
に
は
云
い
切
ら
な
か
っ
た
。
更
に
微
妙
な
、
問
わ
れ
た
ら
お
そ
ら
く
は
っ
き
り



　
　
否
定
す
る
よ
う
な
心
事
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
の
か
と
、
そ
れ
も
ま
た
心
の
深
さ
を
測
る
錘
と
な
る
よ
う
な
問
い
も
あ
り
う
る
が
一

　
　
老
人
の
方
に
も
一
そ
れ
に
は
今
は
立
ち
入
ら
な
い
）

　
　
　
限
は
否
定
し
て
い
ま
し
た
と
い
う
短
か
い
雷
葉
に
は
、
そ
れ
を
精
し
く
説
明
す
る
た
め
に
は
、
多
く
の
雷
葉
が
必
要
で
あ
る
よ
う
な
老

　
　
人
の
心
理
が
、
国
者
の
諒
解
を
懸
想
し
て
含
め
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
国
者
が
そ
れ
を
補
え
と
要
求
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
讃

　
　
者
は
護
者
で
あ
る
、
作
家
で
は
な
い
。
彼
に
は
「
書
か
れ
て
い
な
い
も
の
」
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
こ
に
書
か
れ
た
雷
葉
を

　
　
譲
む
こ
と
だ
け
が
、
直
ぐ
に
老
人
の
胸
中
を
諒
解
せ
し
め
、
深
い
寂
し
さ
を
感
ぜ
し
め
た
の
で
あ
る
。
私
の
寂
し
さ
が
老
人
の
寂
し
さ
で

　
　
あ
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
「
老
入
」
は
私
を
含
む
萬
人
の
譲
者
で
も
あ
っ
た
。

　
　
　
小
説
の
語
る
華
墨
を
離
れ
て
、
人
物
も
野
駈
も
事
件
も
在
る
の
で
は
な
い
。
思
想
も
行
動
も
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
事
實
は
、
現
實
そ
の

　
　
も
の
で
は
な
く
て
、
蓄
葉
と
し
て
の
事
實
邸
ち
書
藁
の
世
界
へ
蘇
生
し
た
事
實
の
み
で
あ
る
。
車
曳
の
意
味
を
離
れ
て
事
蜜
を
諒
解
す
る

　
　
こ
と
は
で
き
な
い
。
無
限
の
事
費
が
、
思
想
と
行
動
が
、
さ
ま
ざ
ま
の
場
所
と
疇
と
の
環
境
の
中
に
進
行
す
る
状
況
が
語
ら
れ
る
。
竪
に

　
　
も
横
に
も
密
接
に
事
實
が
關
期
す
る
。
す
べ
て
の
事
賓
が
1
現
實
の
世
界
に
お
い
て
は
取
る
に
も
足
ら
な
い
些
事
で
あ
っ
て
も
一
そ
こ
で

　
　
は
ひ
と
し
く
重
要
で
あ
る
。
そ
の
小
聖
の
世
界
を
構
成
す
る
た
め
に
、
ど
れ
一
つ
無
視
せ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
一
つ
の
言
葉
も
無
意
味

　
　
に
は
譜
ら
れ
て
い
な
い
。
慨
然
そ
れ
が
諒
解
せ
ら
れ
、
闘
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
が
、
萬
人
に
鞭
っ
て
要
求
せ
ら
れ
て
い
る
。
作
家
の
背
後
に

　
　
「
小
説
の
書
葉
」
が
立
っ
て
そ
れ
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
箪
に
文
藝
の
世
界
に
お
い
て
の
み
で
は
な
い
。
い
か
な
る
事
實
も
人
間
の
前
に
存
在
す
る
と
い
う
に
は
、
雷
葉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
は

　
　
じ
め
て
受
け
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
事
實
は
入
間
に
と
っ
て
は
生
葉
を
離
れ
て
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
書
葉
の
ほ
か
に
事
賢
の
存
崔

　
　
を
豫
想
す
る
か
否
か
が
、
文
藝
と
記
録
を
臨
別
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
言
葉
は
事
賢
に
つ
い
て
語
る
。
事
實
は
そ
れ
を
成
立
せ
し
め
た
意
味
を
負
う
て
、
萬
人
掛
心
の
結
合
黙
と
な
る
。
事
實
を
語
る
言
葉
は

07
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そ
こ
に
含
ま
れ
る
意
味
に
よ
っ
て
ま
た
そ
の
結
合
黙
と
な
る
。
雷
葉
に
お
い
て
書
葉
と
し
て
の
挙
挙
を
語
る
。
そ
れ
を
諒
鰐
す
る
。
心
を
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合
わ
せ
て
一
つ
の
意
味
の
場
に
立
つ
の
で
あ
る
。

二
〇

　
「
一
つ
の
も
の
」
を
意
味
し
な
い
翠
な
る
色
と
形
に
は
、
そ
れ
を
形
成
す
る
種
々
の
部
分
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
す
べ
き
全
膿
と
の

間
に
、
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
關
聯
が
幻
想
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
　
「
一
つ
の
も
の
」
の
統
一
が
な
い
。
そ
れ
ら
の
線
と
表
画
の
ど
の
部
分
に

も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
意
味
を
實
現
し
う
る
、
形
と
色
と
大
き
さ
と
占
む
べ
き
位
鐙
に
、
從
う
べ
き
一
つ
の
綱
約
が
な
い
。

わ
か
ら
な
い
と
は
そ
れ
を
云
う
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
に
も
一
つ
の
疑
い
は
あ
る
。
一
人
の
産
家
が
任
意
に
紙
を
染
め
た
一
つ
の
単
襲
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
一
旦
紙
の
上
に
置
か
れ
た

上
は
、
歯
入
の
目
に
ひ
と
し
く
冤
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
人
々
の
霞
の
結
合
黙
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
自
然
の
山
と
こ
の
斑
黙

と
が
繍
叢
と
し
て
臓
別
…
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
見
過
ご
し
が
た
い
権
異
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
一
つ
の
凶
は
誰
の
騒
に
も
す
ぐ
そ
の
山
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
無
限
の
遠
い
曹

か
ら
萬
人
の
羅
が
見
綾
け
て
來
た
、
知
り
ぬ
い
て
い
る
自
然
の
存
在
で
あ
る
。
一
つ
の
色
の
薄
型
も
昔
か
ら
さ
ま
ざ
ま
に
入
に
見
ら
れ
て

い
る
。
着
物
に
つ
い
た
「
し
み
」
で
も
あ
れ
ば
、
板
塀
に
は
ね
た
泥
で
も
ゾ
あ
っ
た
。
す
べ
て
そ
れ
ら
の
斑
勲
が
そ
こ
に
生
じ
た
事
情
は
明

白
に
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
ぐ
に
で
は
な
く
て
も
調
べ
れ
ば
知
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
紙
の
上
の
墨
の
斑
黙
も
讃
家
が
着
け
た
と
い
う

事
實
は
生
白
で
あ
る
。
わ
か
ら
な
い
の
は
そ
の
斑
烈
を
彼
が
叢
い
た
理
由
で
あ
る
。
云
い
か
え
る
と
、
そ
の
斑
貼
の
内
に
包
ま
れ
た
意
味

で
あ
る
。
そ
れ
は
も
の
で
は
な
い
。
人
間
が
外
界
に
在
る
も
の
と
し
て
兇
出
す
一
つ
の
視
萱
構
造
を
行
い
た
の
で
は
な
い
。
彼
と
と
も
に

萬
人
を
支
え
る
深
い
開
魔
が
産
出
し
た
自
然
で
は
な
く
、
彼
ひ
と
り
だ
け
の
覗
量
が
産
出
し
た
一
つ
の
形
象
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
彼
れ
の
目
も
彼
が
葭
分
で
創
造
し
た
も
の
で
は
な
く
、
根
源
的
な
観
…
覚
が
彼
れ
の
図
と
し
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
視

兇
の
現
れ
方
は
要
人
に
よ
っ
て
無
限
の
差
異
が
あ
る
。
重
る
も
の
が
さ
ま
ざ
ま
に
逡
う
。
云
い
か
え
る
と
、
一
人
の
見
る
も
の
が
他
人
に

は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
シ
ョ
ケ
エ
、
域
の
欝
像
を
ル
ノ
ワ
ァ
ル
が
説
き
セ
ザ
ン
ヌ
が
響
い
て
い
る
。
二
黙
の
聖
像
が
す
ぐ
に
は
同
じ
人



　
　
の
も
の
と
兇
え
な
い
ほ
ど
、
大
き
く
遽
っ
て
い
る
。
一
人
の
見
た
も
の
が
一
入
に
は
見
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
見
え
な
か
っ
た
の
で
は

　
　
な
い
。
見
え
て
は
い
た
が
鐵
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
場
合
も
し
ば
し
ば
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
鑑

　
　
家
が
叢
こ
う
と
す
る
も
の
を
明
晰
に
表
わ
す
た
め
に
、
細
部
を
省
略
も
し
く
は
攣
更
す
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
一
つ
の
醤
象
の
繍
鑑
と
爲

　
　
薦
と
を
並
べ
て
、
容
易
に
一
し
ば
し
ば
衝
白
い
1
そ
の
例
謹
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
理
由
が
何
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
論
え
て
い
る
も

　
　
の
を
そ
の
ま
ま
滋
か
な
い
の
は
、
叢
か
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
を
も
し
く
は
碧
く
に
値
す
る
も
の
を
そ
こ
に
は
見
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼

　
　
れ
の
製
作
の
封
象
は
そ
こ
に
は
存
節
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
他
の
叢
濃
は
跨
賞
し
て
鎖
そ
う
と
す
る
ほ
ど
の
も
の
を
そ
こ
に
見
出
す
こ

　
　
と
が
で
き
た
。
そ
れ
が
彼
に
は
見
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
怪
し
む
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
が
観
覧
の
意
志
で
あ
る
。
萬
人

　
　
が
同
じ
も
の
し
か
見
な
い
と
す
れ
ば
、
親
魔
は
死
滅
す
る
。
進
展
も
歴
史
も
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
根
源
的
な
配
管
と
し
て
、
視
蟹
の

　
　
は
た
ら
き
の
或
も
の
が
、
一
人
に
は
成
立
し
一
人
に
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
一
つ
の
墨
の
斑
黙
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　
　
　
そ
の
斑
黙
を
彼
が
そ
の
紙
に
染
め
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
彼
に
は
た
ら
く
観
箆
の
意
志
に
よ
る
。
そ
れ
が
黒
色
で
あ
る
こ
と
は
筆
を
着
け

　
　
る
時
か
ら
す
で
に
分
か
つ
て
い
る
。
ど
う
い
う
形
が
で
き
上
が
る
か
は
、
そ
れ
が
嶽
か
れ
て
、
即
ち
一
つ
の
事
實
と
な
っ
て
は
じ
め
て
彼

　
　
も
知
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
彼
れ
の
作
風
の
み
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
世
界
に
比
べ
て
個
人
は
溝
た
る
存
在

　
　
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
な
ら
彼
は
「
小
さ
い
密
室
」
で
あ
り
、
「
底
も
な
い
深
淵
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
彼
れ
の
享
受
す
る
恩
寵
が

　
　
あ
り
、
認
れ
難
い
悲
哀
が
あ
る
。
純
然
た
る
思
人
の
覗
畳
の
み
に
よ
っ
て
生
じ
た
一
つ
の
斑
黙
は
、
ひ
と
り
彼
の
み
が
そ
れ
を
産
出
す
る

　
　
こ
と
が
で
き
た
。
他
人
は
そ
れ
に
無
關
…
係
で
あ
っ
た
。
よ
り
深
い
調
壁
の
意
志
に
よ
っ
て
、
そ
の
産
鵬
を
根
源
的
に
分
有
す
る
こ
と
が
で

　
　
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
絡
叢
に
お
け
る
親
魔
の
意
志
を
知
る
道
は
、
叢
く
こ
と
よ
り
ほ
か
に
は
な
い
。
そ
の
道
も
函
難
で
あ
る
。
一
つ

　
　
の
風
景
が
鍵
か
れ
た
。
そ
の
瞬
じ
自
然
を
同
じ
位
置
か
ら
書
す
こ
と
は
で
き
る
。
そ
の
時
そ
こ
に
全
く
隣
じ
二
つ
の
礼
義
は
叢
か
れ
な
い
。

　
　
時
間
が
違
う
。
郎
ち
太
陽
の
光
が
違
う
。
照
さ
れ
る
霞
然
の
明
暗
、
色
調
が
遽
う
。
書
家
の
身
心
の
歌
況
も
蓮
う
の
で
あ
る
。
輔
人
の
鍵

09
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家
が
任
意
に
紙
の
上
に
着
け
た
斑
黙
が
、
他
人
に
諒
解
せ
ら
れ
な
い
の
は
必
然
で
あ
る
。
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誰
に
も
わ
か
る
の
は
、
ひ
と
り
忍
人
の
意
志
の
み
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
を
超
え
る
よ
り
深
い
背
後
の
乱
訴
が
産
出
す
る

も
の
、
彼
ら
以
前
に
在
る
も
の
と
し
て
、
云
い
か
え
る
と
、
萬
人
の
園
の
深
底
に
は
た
ら
く
も
の
の
形
態
と
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
入
間
の
目
の
結
合
黙
で
あ
る
。
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
そ
こ
に
含
め
て
、
そ
れ
を
磨
然
と
云
う
の
で
あ
る
。

　
建
築
も
自
然
で
は
な
い
。
一
人
の
建
築
家
が
自
由
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
美
術
の
重
要
な
輔
面
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は

な
ぜ
か
。
そ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
つ
の
建
築
は
一
つ
の
墨
の
斑
黙
と
も
、
混
雑
し
た
線
と
表
面
と
の
集
合
と
も

違
い
、
巌
密
な
意
味
に
規
定
せ
ら
れ
た
明
確
な
構
造
で
あ
る
。
そ
の
表
面
は
葛
根
で
あ
り
、
も
し
く
は
壁
で
あ
る
。
垂
直
の
線
は
壁
の
輪

郭
で
あ
り
、
斜
の
薗
線
は
丸
根
の
端
で
あ
る
。
一
列
の
長
方
形
は
窓
で
あ
る
。
そ
れ
が
三
列
に
重
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
建
築
が
三
階

の
構
造
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
中
央
の
大
き
い
長
方
形
は
入
口
で
あ
る
。
住
居
で
あ
り
、
そ
の
中
の
書
齋
で
あ
る
。
學
校
で
あ
る
。
美
術

館
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
用
途
に
嚴
密
に
、
最
も
有
用
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
高
さ
と
幅
と
奥
行
と
、
入
瓢
と
窓
と
の
形
状
、
面
積
、
位

置
と
そ
の
關
聯
が
考
慮
せ
ら
れ
て
い
る
。
蜜
に
さ
ま
ざ
ま
の
意
味
を
も
つ
多
く
の
部
分
が
、
多
く
の
段
階
を
な
す
統
一
を
重
ね
て
そ
の
金

膿
を
構
成
す
る
。
一
セ
ン
チ
と
い
え
ど
も
そ
の
關
聯
を
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
繊
密
に
重
力
の
法
則
に
從
い
、
風
土
の
状
況
を
考
量

し
、
さ
ま
ざ
ま
な
肚
會
的
事
情
を
加
算
し
て
、
云
い
か
え
る
と
世
界
の
う
ち
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
現
賢

の
目
的
に
支
配
せ
ら
れ
る
建
築
の
根
源
的
に
巻
斗
す
る
親
覧
構
造
は
、
そ
れ
を
形
成
す
る
線
と
表
弼
と
の
き
わ
め
て
多
様
な
、
そ
う
し
て

明
噺
な
、
一
審
の
曖
昧
も
許
さ
な
い
蘭
聯
を
も
つ
の
で
あ
る
。
一
つ
の
線
は
柱
で
あ
る
か
、
窓
の
縁
で
あ
る
か
、
床
と
壁
と
の
限
界
で
あ

る
か
、
す
べ
て
明
白
で
あ
る
。
す
べ
て
の
線
と
表
面
が
ひ
と
し
く
正
確
に
自
分
の
意
殊
を
語
っ
て
い
る
。
「
わ
か
ら
な
い
も
の
」
は
な
い

の
で
あ
る
。

　
そ
れ
を
見
る
顕
に
は
馨
る
強
制
の
感
情
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
愛
宕
の
風
景
は
こ
の
風
景
と
し
て
、
鳳
…
岩
燕
は
こ
の
建
物
と
し
て
、
す

べ
て
一
つ
の
封
象
は
他
の
何
も
の
に
言
え
て
も
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
、
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
意
識
を
俘
っ
て
い
る
。
彼
が
一
つ

の
も
の
を
労
る
の
は
、
彼
れ
の
目
と
し
て
は
た
ら
く
視
魔
が
そ
の
も
の
の
色
と
形
を
産
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
覗
畳
そ
の
も
の
を
彼
が
創



濁
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
観
魔
の
論
理
は
彼
に
と
っ
て
は
根
源
的
な
強
制
で
あ
る
。
そ
れ
が
視
魔
の
根
源
的
な
意
志
の
自
由
で
あ
る
。

醗
畳
に
は
種
々
の
法
則
が
あ
る
。
三
方
向
が
あ
る
。
光
と
影
が
あ
る
。
線
の
遠
近
、
室
氣
の
遽
近
が
あ
る
。
す
べ
て
覗
魔
が
限
定
し
覗
畳

が
隈
超
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
シ
エ
リ
ン
グ
も
云
う
が
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
限
定
す
る
吾
の
根
源
的
な
行
動
は
厚
身
に
麹
由
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
自
由
は
吾
の
内
的
必
然
盤
か
ら
嫁
す
る
も
の
で
あ
る
。
吾
の
絶
封
自
由
性
は
絶
封
必
然
性
と
國
一
で
あ
る
。
（
穿
弩
β
ω
簿
）

　
自
然
を
叢
家
が
叢
こ
う
と
す
る
。
彼
は
愛
宕
を
愛
宕
と
し
て
画
く
。
彼
に
は
そ
こ
に
強
い
強
制
が
あ
る
。
誰
が
外
か
ら
強
制
す
る
の
で

も
な
い
。
彼
に
は
た
ら
く
覗
鷺
が
、
云
い
か
え
る
と
、
彼
れ
の
「
美
術
家
の
良
心
」
が
、
彼
れ
の
心
の
深
淵
か
ら
彼
を
強
鰯
す
る
の
で
あ

る
。
い
か
に
古
今
の
大
慌
家
が
自
然
を
學
び
、
自
然
の
貫
實
を
1
卸
ち
彼
れ
の
騒
の
眞
實
を
1
見
究
め
る
こ
と
に
苦
心
し
た
か
。
自
然
を

彼
に
見
え
る
よ
う
に
叢
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
彼
が
思
う
の
は
、
抵
抗
を
許
さ
な
い
鼠
取
の
論
理
で
あ
る
。
根
源
的
な
要
求
で
あ
る
。
磯
時

に
彼
は
彼
れ
の
縮
を
、
そ
れ
を
意
識
す
る
か
し
な
い
か
を
間
わ
ず
、
す
べ
て
の
人
が
ま
た
そ
の
風
景
と
し
て
見
る
こ
と
を
豫
想
す
る
。
彼

も
人
も
そ
の
共
通
の
場
に
立
つ
こ
と
を
豫
想
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
繁
者
　
京
都
大
學
名
界
教
授
〔
文
學
部
、
美
學
〕
）
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

Theα’励zeげ5～κゐαノ～articleα3　aP？ears　in　MOI－e伽7z　o／ze　ntt，inbeノ・げtlzis

・niaga2ine　is　to　be　given　to．crether　with　the　last　instalment　of　the　article．

Vere堂聡量解聡s闘灘賦

von　Juzo　Ueda

　　Das　Sehen，　oder　die　Sichtbarkeit，　ist　ein　urspritngliches　NVirken，　das　（｛ie

Farben　und　die　Formen　aller　Erscheinungen　in　der　Welt　hervorbrin．crt．　Es

ist　durch　die　Augen　des　Menschen　uncl　sonst　nichts，　daes　das　Sehen　wirkt

und　die　optische　Welt　gesehen　wird．　1｛ier　findet　sich　die　ursprtingliclte

Freiheit　des　Sehens　und　auch　zugleich　dessen　ursprtingliche　Notwendigkeit．

Die　menschlichen　Augen　sind　eigentlich　das　Sehen　selbst　in　seiner　lndividua－

litat，　in　seiner　Dlfferenzierung．　Wo　etwas　“berhaupt　vorhanden　lst，　da　ist

schon　ein　anderes　vorausgesetzt．　Und　der　Unterschied　setzt　wieder　die　Ein－

heit　voraus．　So　auch　beim　Menschen．　Die　sichtbare　Welt　besteht　aus

unendlich　verschiedenen　ErscheinungeR，　welche　in　sich　auch　unermeSlich

viele　Stufen　der　Einheit　von　Farben　vnd　Formen　enthalten．　Das　bedeutet

aber，　daes　die　menschlichen　Augen　die　allermannigfaltlgste　Erscheinungen　zu

sehen　verm6gen．　Die　unaustauschbaren　Farben　und　Formen　einer　Blume

ist　ein　ursprangliches　Produkt　des　Sehens　；　und　dieses　Produkt　macht　gerade

den　sichtbaren　Sinn　derjenigen　Blume　aus．　Der　，，Sinn“　．ist　doch　kein　der－

artiges　wie　eine　fixe　GuBform．　Er　ist　vielmehr　ein　Abgrund，　woraus　die

Farben　und　Formen　der　Blume　fortdauernd　hervorgebracht　werden　k6nBen．

DaS　man　eine　Blume　sieht，　wie　sie　da　ist；　im　allgerneinen，　daS　rnan　einen

Gegenstand　erblickt　als　eine　Einheit　eigent“mlicher　Farben　und　Formen，

bedeutet　nichts　anderes，　als　daS　die　Augen　eines　jeweiligen　Menschen　von

dem　Sinn　des　Gegenstandes　dergestalt　bestimmt　sind．　Die　Natur　ist　des－

wegen　der　Vereinigungspunl〈t　des　Sehens　aller　．Menschen，　oder，　der　Sammel一
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platz　aller　menschlicher　Augen．　Wenn　es　sich　anders　vorgeht，　wenn　ein

Maler，　z．　B．，　anstatt　ein　Naturphtinomen　zu　malen，　nur　einen　Fleck　Farbe

aufs　Papier　fallen　1tiBt，　kommt　da　in　den　Flecke　1｛eine　bestimmte　Strukturein一・

heit，　wie　sie　ein　Naturphlinomen　hat，　，vor．　Der　Flecl〈　kann　nie　eineB　Ver－

einigungspunkt　der　Menschenaugen　darbieten　；　das　kann　die　Natur　allein．　Ein

Ktinstlers　der　sein　Bilden　in　der　Treue　zur　Natur　aufrecht　halten　will，　darf

sich　nicht　von　auSen，　von　anderer　Menschen　bestimmen　lassen．　Er　darf　sich

nur　von　seinem　eigenen　Sehen，　das　zugleich　einen　Vereinigungspunkt　aller

menschlichen　Augen　bedeutet，　bestimmen　lassen．　Er　ist　dann　von　dem

k“nstlerischen　Gewissen，　seinem　eigenen　Abgrund，　dazu　g．ezwungen，　seinen

Gegenstand　naturgetreu　wle　m6glich　wiederzugeben．

至）＆s倉最he翌e　Griechefttu職U鍛d簸e蓋degger

evon　Masuo　Tanalsca

　　In　einigen　Zeilen　der　zugesetzten　Einleitung　der　sechsten　Auflage　von

．Was　ist　Metaphysik　？“　（1949）　．cribt　Heidegger，　vielleicht　zum　ersten　Mal，　eine

modifizierende　Selbstauslegung　seines　beginnenden　Standpunktes，　besonders

dessen　in　，，Sehi　und　Zeit“．　Man　dljrfte　daher　glauben，　daS　die　neueste　Ent－

wicl〈lung　seiner　Philosophie，　oder　seine　sogenannte　‘Kehre’　ungefahr　in　dieser

Zeit　angesetzt　worden　ist．　Und　gerade　in　dieser　Zeit　wird　auch　Heideggers

historisches　lnteresse　merklich　an　das　frtthere　Griechentum，　besonders　an　die

SprUclae　von　Anaximander，　Heraklit　und　Parmenides　gerichtet：　，，Aletheia“

（1943），　，，LogoS“　（1944），　，，Der　Spruch　des　Anaximander“　（1946），　．Moira“

（1952）．　Diese　Schriften　enthalten　freilich　Heideggers　eigene　Auslegung　der

griechischen　Texte，　und　doch　darin，　daS　die　Auslegung　eigens　von　seinem

damals　gebildeten　Standpunl〈t　des　Denlgens　an　das　Sein　als　solches　geftthrt

wird，　1〈6nnte　man　woh！　eine　Hinweise　auf　die　Art　und　Weise　dieses

Denkens　bemerken．

　　Die　anfEngliche　Seinserfahrung　der　Griechen　findet　Heidegger　in　Parmeni－

des’　Grundwort　，SE6v‘　das　weder　iin　Sinne　von　bloBem　Seiendem，　noch　von

eihem　transzendenten　Seln，　sondern　w6rtlich　als　das　Seiend，　recht　in　der

Zwiefalt　vom　Sein　des　Seienden　zu　verstehen　ist．　Wenn　diese　Zwiefalt　sich
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