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《
だ
が
併
し
、
初
め
の
も
の
が
す
べ
て
の
後
の
も
の
を
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
最
初
の
も
の
が
最
後
の
も
の
を
、

い
る
と
し
た
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
》
（
ご
曾
Q
っ
℃
讐
〔
ン
（
寒
紘
》
細
断
魚
津
5
（
δ
7
鵡
痢
乱
N
棄
①
庁
q
ρ
ω
．
な
⇔
O
一
）

な
お
更
に
最
も
遠
く
追
い
越
し
て

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
學
が
、
基
礎
的
存
在
論
と
し
て
、
人
間
存
在
の
實
存
論
的
分
析
を
志
し
た
こ
と
か
ら
、
一
半
し
て
、
こ
の
よ
う
な

媒
介
の
道
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
端
的
に
「
存
在
」
そ
の
も
の
の
思
索
へ
と
進
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
、
言
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
し

え
れ
ば
「
存
在
」
の
思
索
は
、
自
畳
存
在
、
印
ち
心
労
（
麟
メ
紳
Q
弓
酔
φ
切
N
）
と
し
て
の
人
間
の
存
在
理
解
を
手
が
か
り
と
し
て
求
め
ら
れ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

と
を
や
め
、
む
し
ろ
正
に
面
影
（
範
（
’
の
翼
窪
N
）
と
し
て
「
存
雀
」
の
呼
び
か
け
の
内
に
出
て
・
立
つ
人
間
が
、
そ
の
呼
び
か
け
に
呼
慮
し
、

　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
　
　
　
　
（
2
）

聴
古
す
る
こ
と
だ
と
せ
ら
れ
、
　
「
存
在
偏
の
思
索
と
は
「
存
在
偏
か
ら
の
思
索
で
あ
る
、
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
一
1
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
　
レ

の
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
學
の
い
わ
ゆ
る
縛
向
と
し
て
、
多
く
の
批
評
家
や
解
繹
鋳
た
ち
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
指
摘
を
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
が
そ
の
ま
ま
承
認
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
そ
こ
に
何
等
か
の
展
開
が
見
ら
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
　
　
レ

は
、
事
費
で
あ
ろ
う
。
そ
の
事
實
だ
け
は
認
め
る
か
の
よ
う
に
、
葡
も
そ
れ
が
軍
な
る
無
断
で
は
な
い
と
辮
明
す
る
か
の
よ
う
に
、
ハ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：

デ
ッ
ガ
ー
は
、
　
芝
器
翼
ζ
①
3
℃
『
畷
ω
弾
～
の
第
六
版
（
一
九
四
九
）
に
書
き
加
え
ら
れ
た
序
論
の
中
で
、
あ
る
い
は
ま
た
ご
げ
費
鳥
魯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

閏
瓢
壼
き
争
奪
器
（
一
九
四
六
～
四
九
）
の
中
で
、
自
分
麿
身
の
初
期
の
立
場
、
特
に
ω
の
ぎ
§
瓜
N
Φ
騨
の
立
場
に
關
す
る
若
干
の
補
注
的
自



己
解
繹
を
示
し
て
い
る
。
韓
向
と
書
う
に
せ
よ
、
展
爾
と
早
う
に
せ
よ
、
と
も
か
く
或
る
新
し
い
立
場
は
、
從
っ
て
ほ
ぼ
、
こ
れ
ら
の
仕

事
と
前
後
す
る
時
期
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
（
1
）
　
南
霧
碧
窯
①
㌶
勺
ξ
。
。
弾
即
①
．
》
気
r
ω
．
δ
柳
窪
霧
陣
簿
二
三
蕊
～
焦
δ
困
、
露
δ
。
・
o
℃
ぼ
①
～
ω
畏
し
。
潜
野

　
（
2
）
6
び
窪
餌
2
顕
∬
ヨ
銭
。
・
聲
詳
ψ
伊

　
（
3
）
　
た
と
え
ば
、
《
：
：
：
「
存
在
」
そ
の
も
の
を
そ
の
潰
縮
に
お
い
て
明
白
に
考
え
る
た
め
の
道
を
、
思
索
に
封
し
て
開
こ
う
と
い
う
、
　
そ
の
方
向

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
へ
の
途
中
に
あ
る
の
が
、
『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
試
み
ら
れ
た
思
索
で
あ
る
。
　
・
：
…
甲
賀
が
人
間
と
し
て
あ
る
、
　
そ
の
本
質
の
領
域
を
雷
い
現
わ

　
　
す
べ
く
、
「
環
存
在
」
（
U
霧
。
ぎ
）
と
い
う
名
稻
が
選
ば
れ
た
の
は
、
「
存
在
」
そ
の
も
の
の
開
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
こ
d
魁
、
．
と
は
こ
の
こ
と
を
意
味

　
　
す
る
）
に
封
ず
る
入
闘
の
本
質
の
關
係
と
、
　
一
方
ま
た
人
間
の
本
質
に
封
ず
る
「
存
在
」
の
開
係
と
を
、
圓
時
に
か
つ
一
語
で
以
て
著
い
當
て
る
た

　
　
め
で
あ
っ
た
。
》
（
ω
・
麗
し
も
。
）

　
（
婆
）
　
《
併
し
な
が
ら
開
、
存
在
と
時
問
』
の
中
で
は
（
ψ
悼
這
）
、
…
…
「
現
存
在
」
が
あ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
「
存
在
」
は
あ
る
の
だ
、
と
雷
わ
れ

　
　
な
か
っ
た
か
。
確
か
に
そ
の
魎
り
。
だ
が
こ
の
こ
と
の
意
味
は
、
「
存
在
」
の
明
る
み
が
生
起
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
「
存
筏
」
は
人
問
に
渡
さ

　
　
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
葡
も
こ
の
σ
餌
と
い
う
こ
と
、
即
ち
「
存
在
」
そ
の
も
の
の
明
る
み
が
、
そ
れ
の
戯
相
と
し
て
生
起
す
る
こ
と
は
、

　
　
　
「
存
在
」
そ
の
も
の
の
慮
り
つ
け
る
と
こ
ろ
に
他
な
ら
な
い
。
…
…
か
の
命
題
は
、
讐
存
在
」
が
入
間
の
作
品
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
を
、
決
し
て

　
　
意
味
し
て
は
い
な
い
。
》
（
ω
胸
潔
）

工O13

　
と
こ
ろ
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
の
猫
自
な
歴
史
的
、
な
い
し
は
解
繹
學
的
な
研
究
の
關
心
が
、
そ
れ
ま
で
は
古
典
的
な
存
在
論
か
ら
ド
ゥ

ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
に
、
あ
る
い
は
更
に
デ
カ
ル
ト
や
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
や
ニ
イ
チ
ェ
に
向
け
ら
れ
て
來
た
と
考
え
ら
れ
る
の
に
封
し

て
、
正
に
こ
の
韓
向
あ
る
い
は
展
開
の
疇
期
に
お
い
て
は
、
目
立
っ
て
そ
れ
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
リ
ル
ケ
に
、
他
方
で
は
併
し
、
原
初
期

ギ
リ
シ
ャ
の
思
想
家
た
ち
に
韓
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
見
お
と
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
こ
こ
で
特
に
間
題
と
し
て
と
り
上
げ
た
い
の

は
、
後
者
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
方
面
の
仕
事
と
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
公
に
し
て
い
る
も
の
は
、
麟
。
ぎ
≦
①
α
蔓
。
の
中
に
辱
め
ら
れ
て
い

る
O
巽
ω
鷲
¢
o
ゲ
儀
＄
》
渇
⇔
甑
葺
き
準
率
（
一
九
慰
六
）
、
〈
○
溝
蝕
σ
q
①
に
欝
偶
〉
無
ω
簿
器
の
中
に
誉
め
ら
れ
て
い
る
ピ
。
α
q
o
。
・
（
一
九
四
四
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

鐸
。
騨
餌
（
一
九
五
二
）
、
≧
⑦
静
①
獲
（
一
九
四
三
）
の
四
篇
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
は
、
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
、
へ

原
初
期
ギ
リ
シ
ャ
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

二
五
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二
六

姓玲
　
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
二
三
の
断
篇
に
、
猫
自
な
、
ま
た
か
な
り
綿
密
な
、
そ
し
て
或
る
統
一
的
な
解
繹
を
施
し
て
い
る
。

　
　
そ
の
解
繹
の
跡
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
、
こ
の
小
論
の
意
圓
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
1
）
　
年
代
は
す
べ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
公
刊
さ
れ
る
前
に
、
講
演
と
し
て
、
あ
る
い
は
未
骸
表
の
草
稿
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
き
を
示
す
。
鎮
9
塗

　
　
　
　
の
テ
ー
マ
は
、
　
一
九
五
一
～
五
二
の
講
義
≦
霧
｝
お
…
聾
σ
Φ
露
一
お
謬
囎
の
中
で
扱
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
瞬
名
の
謡
物
に
は
、
そ
の
テ
ー
マ
に
っ

　
　
　
　
い
て
實
際
に
講
義
き
れ
た
、
よ
り
簡
軍
な
部
分
だ
け
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
暑
々
は
先
ず
、
二
つ
の
黙
で
根
本
的
な
見
通
し
を
立
て
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
（
一
）
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
、
そ
の
新
し
い

思
想
的
立
場
の
形
成
と
原
初
期
ギ
リ
シ
ャ
の
研
究
と
が
、
上
遽
の
よ
う
に
、
ほ
ぼ
李
課
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
も
の
と
す
れ
ば
、
後
者

は
慨
然
、
前
者
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。
事
實
、
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
や
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
や

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
思
想
を
限
定
し
て
い
る
、
原
初
期
ギ
リ
シ
ャ
と
い
う
こ
の
時
代
が
、
　
《
す
べ
て
の
後
の
も
の
を
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
…
－

最
後
の
も
の
を
、
な
お
更
に
最
も
遠
く
遽
い
越
し
て
》
、
薫
る
べ
き
思
索
の
立
場
を
豫
示
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
書
わ
れ
る
と
き
、
彼

等
は
正
に
そ
の
重
る
べ
き
思
索
の
立
場
へ
と
、
か
な
り
強
引
に
ひ
き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
來
る
べ
き
思
索

の
立
場
と
は
、
彼
等
と
現
代
を
へ
だ
て
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
史
の
全
傳
統
に
審
決
し
よ
う
と
す
る
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
の
新
し
い
立
場

一
…
「
存
在
」
の
思
索
の
立
場
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
（
二
）
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
存
在
」
の
思
索
と
い
う
立
場
は
、
そ
れ
が
い
ま

だ
形
成
の
途
上
に
あ
る
故
に
か
、
あ
る
い
は
そ
の
本
質
的
な
鰯
約
の
故
に
か
、
そ
れ
自
身
を
規
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
か
な
り
不
分
闘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

な
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
少
く
と
も
、
そ
れ
が
來
る
べ
き
哲
學
の
立
場
で
あ
る
と
自
負
し
う
る
た
め
に
必
要
な
、
何
等
か
の
意
味
で
の
論

理
化
の
可
能
性
が
論
議
の
封
象
に
な
り
、
《
「
存
在
」
と
は
何
か
。
「
存
在
」
と
は
「
存
准
」
そ
れ
霞
身
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
経
験
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

か
つ
そ
れ
を
語
る
こ
と
を
、
集
る
べ
き
思
索
は
學
ば
ね
ば
な
ら
な
い
》
と
い
っ
た
箇
所
が
、
批
判
的
な
意
圓
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
る
の
も
、

こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
卑
湿
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
批
劇
的
論
議
に
加
わ
る
こ
と
は
、
力
に
鯨
る
こ
と
で
も
あ
る
し
、
ま
た
問
題
は
先

ず
枳
手
を
理
解
す
る
こ
と
だ
と
い
う
正
論
に
、
こ
の
場
合
特
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
從



つ
て
原
初
期
ギ
リ
シ
ャ
へ
と
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
、
上
遽
の
事
情
の
故
に
、
　
「
存
在
」
の
思
索
と
い
う
こ
の
立
場
を
理
解
す
る
た
め
の
、

一
つ
の
重
要
な
手
が
か
り
を
與
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
事
實
、
以
下
に
要
約
し
よ
う
と
す
る
解
繹
に
は
、
解
繹
と

い
う
に
は
絵
り
に
多
く
の
自
己
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
こ
で
、
箪
者
が
特
に
注
認
し
た
い
こ
と
は
、
難
解
な
古
い
言
葉
を
解
繹
す
る

と
い
う
仕
方
で
、
そ
の
自
己
が
十
分
置
綿
密
な
言
葉
の
積
重
ね
に
よ
っ
て
、
書
い
う
べ
く
ん
ば
、
か
な
り
論
理
化
さ
れ
た
形
で
語
ら
れ
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
ご
糊
）
2
（
｛
窪
踏
¢
ヨ
⇔
三
舞
胃
一
3
ω
■
一
ゆ

IO15

二

　
「
存
在
」
の
思
索
の
立
場
か
ら
原
初
期
ギ
リ
シ
ャ
の
思
想
が
解
像
さ
れ
る
の
だ
と
云
え
ば
、
輪
講
ひ
と
は
先
ず
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
名
を
、

　
　
　
　
　
へ

そ
の
周
知
の
有
（
、
肉
曹
）
の
読
と
共
に
思
い
お
こ
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
吾
々
も
ま
た
、
パ
ル
二
面
デ
ス
に
つ
い
て
、
特
に
そ
の
．
踊
曹
に
つ

い
て
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
ど
の
よ
う
に
解
了
し
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
i
↓
）
の
こ
と
は
併
し
、
後
に
明
ら
か
に
さ
れ
る

よ
う
に
、
原
初
期
ギ
リ
シ
海
、
に
お
け
る
「
存
在
」
の
根
源
的
な
経
験
へ
と
さ
か
の
ぼ
る
べ
く
、
そ
の
ま
さ
に
溝
え
な
ん
と
す
る
最
後
の
痕

跡
か
ら
始
め
る
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
だ
が
。
竃
○
町
餌
の
中
で
主
題
的
に
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
断
篇
は
、

歌
ヒ
の
語
を
工
箇
所
に
含
ん
で
い
る
次
の
も
の
で
あ
る
。

　
嫡
＆
N
9
勲
伽
ミ
～
ξ
o
セ
怨
賊
勲
～
o
営
雲
建
映
暑
へ
ξ
ミ
§

　
リ
ノ
い
へ
　

こ
じ
へ
　

し
や
　
　

　
　
り

　
O
窺
N
寝
b
食
℃
偽
C
N
O
C
偽
O
℃
N
O
の
》
偽
℃
壼
篭
0
℃
黛
謎
q
蚕
①
℃
O
ヒ
侮
q
嫡
へ
℃
u

　
＆
息
濤
へ
り
こ
ξ
馬
院
＆
潭
℃
誌
、
煙
触
ミ
ミ
曲
映
ミ
ミ

　
職
謡
。
遷
昏
愉
恥
8
q
歌
旨
。
の
り
師
鵠
⑳
～
敏
需
ミ
。
号
．
伽
獣
＆
q
建

　
o
贈
§
野
帖
ミ
駄
℃
嚇
、
書
喬
峯
へ
∵
：
…
（
男
鎚
ぴ
q
諺
①
簿
◎
。
）

　
　
　
　
原
初
期
ギ
り
シ
ャ
と
ハ
イ
ー
ア
ッ
ガ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
七
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二
八

　
W
・
ク
ラ
ン
ツ
の
謙
課
に
よ
れ
ば
、
こ
の
章
句
は
次
の
よ
う
な
意
味
に
理
解
さ
れ
る
。

　
思
惟
と
、
そ
の
あ
る
こ
と
が
思
惟
さ
れ
た
も
の
と
は
、
同
じ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
な
ぜ
な
ら
、
思
惟
が
そ
こ
に
お
い
て
語
り
癬
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
あ
る
も
の
な
し
に
は
、

　
汝
は
思
惟
を
見
出
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
だ
ろ
う
。
翌
翌
、
侮
も
の
も
あ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
な
い
で
あ
ろ
う
、

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ

　
あ
る
も
の
以
外
に
は
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
モ
イ
ラ
が
こ
れ
に
定
め
た
か
ら
で
あ
る
、

　
一
切
で
あ
り
、
不
攣
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
。
：
・
…

　
伽
含
は
普
通
、
右
の
凝
繹
で
も
そ
う
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
「
存
在
す
る
も
の
」
の
意
味
に
理
解
せ
ら
れ
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
で
は
特
に
、

師
含
鑓
で
な
く
師
曹
と
い
う
こ
の
昏
乱
形
が
、
一
に
し
て
一
切
な
る
萬
有
（
の
實
騰
）
を
意
味
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
費
際
、
そ
の
よ
う

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
《
あ
る
も
の
以
外
に
は
、
何
も
の
も
あ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
な
い
で
あ
ろ
う
》
（
三
～
闘
黒
髪
）
と
雷
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
併
し
な
が

ら
、
存
葎
す
る
も
の
は
「
存
在
す
る
も
の
」
の
み
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
柔
な
る
同
語
反
復
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
そ

れ
を
十
分
野
承
知
の
上
で
、
而
も
あ
え
て
8
欝
8
δ
α
q
冨
の
み
が
唯
一
の
正
し
い
論
理
の
立
場
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
論
理
學
は
ま
だ
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
右
の
あ
る
い
は
普
通
の
解
繹
で

は
、
こ
の
黙
に
先
ず
、
若
干
の
論
議
の
餓
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
更
に
は
ま
た
、
　
《
思
惟
が
そ
こ
に
お
い
て
語
り
出
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
あ
る
も
の
な
し
に
は
、
汝
は
思
惟
を
見
出

す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
だ
ろ
う
》
（
二
～
三
行
騒
）
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
思
惟
も
ま
た
「
存
在
す
る
も
の
」
の
一
つ
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
な
の
か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
と
も
こ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
解
繹
す
る
よ
う
に
（
＜
o
重
切
辱
α
Q
2
9
禽
象
①
O
霧
合
賦
。
｝
隊
Φ
胤
巽

｝、

I
げ
。
。
o
郊
膨
ρ
薯
芝
×
譲
》
挿
．
諺
雛
壇
ψ
留
か
）
、
《
思
惟
が
そ
こ
に
お
い
て
語
り
出
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
》
ー
ー
つ
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

「
精
到
」
が
そ
こ
に
お
い
て
具
象
化
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
現
量
の
「
存
在
す
る
も
の
篇
が
な
け
れ
ば
、
《
汝
は
思
惟
（
即
ち
「
精
神
」
）

を
児
出
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
だ
ろ
う
》
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
な
ら
ば
一
下
、
そ
の
よ
う
な
恩
惟
、
師
ち
「
精
神
篇
に
粗
し
て
《
同



　
　
じ
で
あ
る
》
（
一
行
躍
）
と
書
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
何
に
な
る
の
か
。
。
営
繋
讐
騨
寝
℃
曹
無
声
が
そ
れ
で
あ
る
。
逐
語
的
に
は
こ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
《
思
惟
さ
れ
た
も
の
が
そ
れ
の
故
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
》
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
風
の
解
灘
を
一
貫
す
る
な
ら
ば
、
《
思
惟
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
さ

　
　
れ
た
も
の
》
と
は
、
　
「
精
紳
」
の
現
籔
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
ず
、
從
っ
て
そ
れ
が
何
の
故
に
あ
る
の
か
と
問
う
と
き
に
は
、

　
　
正
に
た
だ
「
精
紳
」
そ
の
も
の
の
故
に
、
と
答
え
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
　
「
精
紳
」
が
「
精
紳
」
そ
の
も
の
と
《
同
じ

　
　
で
あ
る
》
こ
と
に
な
り
、
ま
た
し
て
も
携
種
の
同
語
反
復
に
、
よ
り
遽
切
に
は
、
あ
ま
り
に
も
ヘ
ー
ゲ
ル
風
な
絶
醤
的
観
念
論
に
婦
着
す

　
　
る
。
こ
こ
で
併
し
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
《
思
惟
と
：
・
…
同
じ
で
あ
る
》
と
考
え
て
い
る
も
の
、
鋭
い
か
え
れ
ば
、
　
《
思
惟
さ
れ
た
も
の
が

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
そ
れ
の
故
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
》
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
明
ら
か
に
紋
v
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
ま
た
、
ど
の
よ
う

　
　
に
理
解
さ
れ
る
に
し
て
も
、
と
も
か
く
一
念
論
と
は
無
縁
な
湿
る
も
の
で
あ
る
。
ー
ー
ー
以
上
、
＆
ヒ
を
「
存
在
す
る
も
の
」
の
意
味
に
理

　
　
解
し
て
か
か
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
全
く
軍
純
な
解
繹
を
ひ
き
出
す
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
ヘ
ー
ゲ
ル
風
に
掘
り
下
げ
た
平
取
を
加
え
る

　
　
に
し
て
も
、
結
局
は
遠
く
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
蔭
意
を
離
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
、
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
は
考
え
る
。

　
　
　
歌
で
は
そ
れ
で
は
、
　
「
存
在
す
る
も
の
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
切
の
存
在
す
る
も
の
を
越
え
た
、
そ
れ
ら
の
唯
一
の
根
源
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
「
存
在
」
そ
の
も
の
、
そ
れ
故
實
は
無
二
へ
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
《
「
存
荘
」
を
離
れ
て
は
（
蝕
、
礁
）
、
勉
の
何
も
の

　
　
も
あ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
な
い
で
あ
ろ
う
》
（
蕊
～
四
行
濫
）
と
は
、
読
明
を
ま
つ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
伽
曹
を
こ
ん
な
風
に

　
　
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
吾
々
の
正
身
的
な
知
魔
の
封
象
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、
む
し
ろ
正
に
超
感
畳
的
な
、
書
い
か
え
れ
ば
理
性

　
　
的
な
幽
門
…
一
即
ち
狡
義
に
お
け
る
ξ
m
轡
の
封
象
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
書
え
ぱ
、
吾
々
が
理
性
的
な
思
辮
、
即
ち
き
①
ひ

　
　
を
爾
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
　
一
切
の
存
在
す
る
も
の
の
超
越
的
な
根
源
に
、
確
か
に
「
一
者
」
あ
る
い
は
「
存
在
」
そ
の
も
の
と

　
　
し
て
の
伽
含
が
あ
る
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
存
在
」
と
「
思
辮
臨
と
は
、
か
く
し
て
た
が
い
に
附
趨
を
一
に
す
る
も
の
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
へ

　
　
《
同
じ
で
あ
る
》
（
一
行
臼
）
わ
け
だ
し
、
ま
た
《
「
存
在
」
が
な
け
れ
ば
、
「
思
甥
」
を
工
夫
す
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
（
＆
…
…
＆
息
象
へ
り
）
》

17

@
（
二
～
三
行
鼠
）
と
い
う
こ
と
も
、
う
な
ず
け
る
。
－
…
1
・
こ
れ
は
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
に
よ
っ
て
、
新
プ
ラ
ト
ン
士
風
の
丈
六
と
見
な
さ
れ
て

犯　
　
　
　
　
　
原
初
期
ギ
リ
シ
ヵ
、
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
　
　
哲
學
研
究
　
第
四
百
七
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

1810

@
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
は
併
し
、
以
上
の
よ
う
に
、
歌
℃
を
た
だ
「
存
在
す
る
も
の
」
と
理
解
す
る
こ
と
を
も
、
あ
る
い
は
翠
に
超
越
的
な
「
存

　
　
在
し
そ
の
も
の
の
よ
う
に
解
濡
す
る
こ
と
を
も
、
共
に
と
ら
な
い
。
特
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
風
の
、
ま
た
新
プ
ラ
ト
ン
訟
訴
の
解
繹
は
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
語
に
そ
れ
ぞ
れ
「
存
在
す
る
も
の
」
あ
る
い
は
「
存
在
」
を
含
意
さ
せ
る
と
い
う
遽
い
こ
そ
あ
れ
、
い
ず
れ
も
そ
れ
が
お
の
ず
か
ら
霞
己

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
を
現
わ
し
て
く
る
（
息
§
）
ま
ま
の
姿
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
お
の
ず
か
ら
自
配
を
現
わ
し
て
く
る
も
の
（
且
ミ
の
）
に
封

　
　
し
て
は
、
或
る
超
越
的
な
見
地
に
立
ち
、
そ
こ
か
ら
の
、
な
い
し
は
そ
こ
へ
の
思
緋
を
こ
れ
に
加
え
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
共
に
ヨ
⑦
－

　
　
3
も
財
遂
♂
o
げ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
　
ン
富
欝
も
ぴ
鴇
節
は
併
し
、
疑
い
も
な
く
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
は
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
パ
ル
メ

　
　
ニ
デ
ス
が
伽
含
の
語
を
以
て
幽
い
理
わ
峯
、
う
と
し
て
い
る
も
の
は
、
實
在
が
お
の
ず
か
ら
自
己
を
現
わ
し
て
い
る
姿
そ
の
も
の
で
な
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
姿
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
決
し
て
箪
に
「
存
在
す
る
も
の
」
と
い
う
こ
と
で
も
、
ま
た
輩
な
る
「
存
在
」
と
い
う

　
　
こ
と
で
も
な
く
、
實
は
た
だ
伽
含
の
語
形
i
文
法
的
に
言
え
ば
祥
忌
分
詞
形
－
…
i
が
表
現
し
よ
う
と
す
る
遽
り
、
そ
の
都
度
存
在
す
る

　
　
も
の
の
存
在
を
過
不
足
な
く
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
、
　
「
存
在
し
て
い
る
し
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
に
移
し
て
考

　
　
え
れ
ば
、
伽
曾
は
決
し
て
ω
Φ
ぎ
の
意
味
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
輩
に
鎚
霧
ω
魚
Φ
欝
審
を
意
味
す
る
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
正
に
創
霧

　
　
ω
①
δ
旨
瓢
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
、
と
読
明
さ
れ
る
。
い
わ
ば
そ
れ
は
、
「
存
在
す
る
も
の
」
の
内
に
見
ら
れ
る
限
り
で
の
「
存
在
」
、
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
葉
の
十
分
な
意
味
に
お
い
て
「
存
在
す
る
も
の
」
の
「
存
在
」
、
　
つ
ま
り
「
存
在
す
る
も
の
」
と
「
存
在
」
と
の
か
か
る
二
重
性
そ
れ
自

　
　
身
を
含
意
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
初
期
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
や
か
ま
し
く
主
張
し
た
存
在
論
的
子
別
の
立
場
、
部
ち
「
存
在
」
と
「
存
在
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ぢ
　
　
へ

　
　
池
の
」
と
を
嚴
密
に
簸
没
し
よ
う
と
い
う
立
場
と
、
　
一
言
は
な
は
だ
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
よ
う
。
併
し
な
が
ら
．
二
重
性
と
い

　
　
う
こ
と
を
十
分
に
正
し
く
理
解
す
る
な
ら
ば
、
　
「
，
存
在
し
を
「
存
在
す
る
も
の
」
と
の
二
属
性
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
こ
そ
、
か
え
っ
て

　
　
そ
れ
を
「
存
在
す
る
も
の
し
か
ら
麟
に
闘
催
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
、
と
了
鰐
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
軍
学
に
「
存
在
す



　
　
る
も
の
扁
か
ら
臨
溺
さ
れ
た
「
、
存
在
」
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
存
在
す
る
も
の
」
か
ら
濁
立
に
、
か
く
し
て
「
存
在
す
る
も
の
㎏
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
並
ん
で
～
た
と
え
そ
れ
を
越
え
て
と
い
う
意
味
に
で
は
あ
っ
て
も
一
思
念
せ
ら
れ
、
お
そ
ら
く
は
ま
た
、
一
つ
の
「
存
在
す
る
も
の
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
で
あ
る
か
の
よ
う
に
1
1
た
と
え
最
高
の
、
あ
る
い
は
超
越
的
な
「
存
在
す
る
も
の
」
と
し
て
で
は
あ
っ
て
も
…
一
思
緋
さ
れ
る
こ
と
に

　
　
な
り
が
ち
で
あ
る
。
　
「
存
在
す
る
も
の
」
と
の
二
重
性
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
「
存
在
」
は
、
た
と
え
て
需
え
ば
、
湿
る
物
膿
の

　
　
表
に
封
ず
る
裏
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
か
。
表
と
裏
と
は
、
励
々
に
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

　
　
而
も
ま
た
同
時
に
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
本
質
的
に
謹
鯛
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
髪
際
ま
た
擾

　
　
別
…
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
比
喩
が
承
認
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
更
に
次
の
こ
と
を
も
晒
示
し
て
い
る
。
「
存
在
す
る
も
の
」

　
　
と
の
二
重
性
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
「
存
在
」
は
、
「
存
在
す
る
も
の
」
を
通
し
て
の
み
窟
己
を
あ
ら
わ
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

　
　
か
ら
、
實
は
か
え
っ
て
「
存
在
す
る
も
の
」
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
同
時
に
そ
れ
自
身
の
固
有
な
あ
り
方
を
隠
し
て
い
る
の

　
　
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
存
在
」
と
「
存
在
す
る
も
の
扁
と
の
二
重
性
は
、
そ
れ
故
書
い
か
え
れ
ば
、
「
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
」
と

　
　
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
」
と
の
二
璽
性
で
あ
り
、
か
く
し
て
ま
た
戯
者
の
本
質
的
な
澱
甥
は
、
「
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
」
と
「
現
わ
れ
て
い

　
　
る
も
の
」
と
の
匿
甥
、
よ
り
適
切
に
は
、
自
己
を
隠
す
こ
と
に
お
い
て
の
み
自
己
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
も
の
と
、
現
わ
れ
て
い
る
こ
と

　
　
を
自
己
を
隠
す
も
の
に
の
み
負
う
て
い
る
も
の
と
の
騒
別
で
あ
る
、
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
　
「
存
在
す
る
も
の
」
が
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
」
と
し
て
、
書
い
か
え
れ
ば
、
現
に
見
ら
れ
る
通
り
の
あ
り
方
に
あ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
、
そ
の
意
味
で
の
環
存
す
る
も
の
と
し
て
解
繹
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
「
存
在
す
る
も
の
」
と
の
二
魚
心
に
お
い
て
と

　
　
ら
え
ら
れ
る
べ
き
「
存
在
偏
は
、
ど
こ
ま
で
も
た
だ
、
　
「
，
現
存
す
る
も
の
」
の
「
現
存
し
と
し
て
、
な
い
し
は
「
現
存
す
る
も
の
」
を
そ

　
　
の
「
、
現
存
」
へ
と
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
隠
れ
た
根
源
と
し
て
、
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
歌
v
と
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
「
現
存
す
る
も

　
　
の
」
の
「
現
存
」
を
雷
い
現
わ
し
た
も
の
だ
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
問
題
の
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
辮
篇
は
、
全
面
と
し

19

@
て
次
の
よ
う
に
解
繹
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
先
ず
後
孚
か
ら
一
《
ま
た
貸
際
、
「
存
在
す
る
も
の
」
の
「
存
在
」
（
書
い
か
れ
ば
、
「
現

10　
　
　
　
　
　
原
初
期
ギ
リ
シ
ャ
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
二
一



　
　
　
　
　
　
哲
學
研
究
　
第
霞
否
七
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
囁
　
　
　
　
　
三
ご
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@
存
す
る
も
の
」
を
そ
の
「
現
存
」
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
）
と
し
て
で
な
け
れ
ば
、
何
も
の
が
あ
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
そ
れ
と
い
う
の
も
、
モ
イ
ラ
が
、
　
一
切
の
動
か
な
い
も
の
（
つ
ま
り
、
そ
の
都
度
の
「
現
存
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
）
の
あ
る
こ
と

　
　
へ
と
、
こ
れ
を
結
び
つ
け
い
て
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
》

　
　
　
最
後
の
部
分
、
　
「
モ
イ
ラ
」
云
々
の
箇
所
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
い
ま
だ
説
明
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
こ
で
、
ク
ラ
ン
ツ
の
、
そ
し

　
　
て
お
そ
ら
く
は
普
通
の
解
繹
と
の
顯
著
な
ち
が
い
は
、
《
一
切
の
動
か
な
い
も
の
（
◎
鶏
婁
野
“
還
8
ヒ
）
》
と
い
う
の
を
、
通
説
に
反
し
て
、

　
　
《
こ
れ
（
＆
）
》
師
ち
歌
ヒ
そ
の
も
の
の
規
定
と
は
晃
な
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
た
だ
「
存
在
す
る
も
の
」
の
意
味

　
　
に
讃
ま
れ
る
わ
け
で
、
＆
℃
部
ち
「
存
在
」
か
ら
一
先
ず
は
随
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
存
在
論
的
畷
別
の
立
場
が
、
明

　
　
ら
か
に
こ
こ
に
は
見
ら
れ
る
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
、
伽
曾
の
夢
路
そ
の
も
の
の
ち
が
い
か
ら
起
っ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、

　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
羅
の
も
う
一
つ
の
き
め
手
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
他
な
ら
ぬ
ミ
。
昔
黛
と
い
う
語
で
あ
る
。
こ
の
語
は
普
通
、
「
、
蓮

　
　
命
」
と
課
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
蓮
命
と
は
一
膿
何
を
意
味
す
る
の
か
。
ま
た
蓮
命
が
何
故
、
「
モ
イ
ラ
」
と
名
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
い
の
か
。
字
義
通
り
に
は
、
、
ミ
禽
と
は
分
け
前
を
意
味
す
る
。
蓮
命
は
、
人
生
に
お
け
る
各
人
の
分
け
前
、
な
い
し
は
そ
の
よ
う
な
分

　
　
け
前
を
各
人
に
も
た
ら
す
定
め
だ
と
す
れ
ば
、
確
か
に
「
モ
イ
ラ
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。
喰
ミ
禽
を
併
し
、
思
索
的
な
語
と

　
　
し
て
、
つ
ま
り
そ
の
本
質
的
な
意
味
の
ま
ま
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
「
分
輿
」
と
い
っ
た
豊
町
を
で
も
選
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
へ

　
　
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
う
す
れ
ば
質
際
、
《
「
分
輿
」
は
、
一
切
の
「
存
在
す
る
も
の
」
が
あ
る
こ
と
に
「
存
在
」
を
結
び
つ
け
て
い
る
》
と

　
　
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
う
な
ず
け
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
《
結
び
つ
け
て
い
る
く
鮮
畿
鷲
亀
）
》
と
い
う
よ
う
な
強
い
表
現
を
、
ど
う

　
　
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
更
に
は
ま
た
、
　
「
存
下
す
る
も
の
」
を
意
題
す
る
と
さ
れ
る
、
か
の
《
動
か
な
い
も
の
》
と
い
う
語
の
濁
自
な
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
繹
は
、
な
ぜ
必
要
な
の
か
。
「
存
在
」
は
確
か
に
、
す
べ
て
の
「
存
在
す
る
も
の
」
に
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
　
…
、
現
存
す
る
も
の
」
に
結

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
（
嗣
常
語
と
し
て
は
、
足
か
せ
な
ど
に
よ
っ
て
）
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
す
べ
て
の
「
現
存
す
る
も
の
」
を
そ
の
「
現

　
　
存
」
へ
と
も
た
ら
す
根
源
で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
麟
身
は
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
「
現
存
す
る
も
の
」
の
「
現
存
」
と
し
て
の
み
、
あ
ら
わ



　
　
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
　
《
動
か
な
い
も
の
》
と
は
、
そ
れ
故
と
も
か
く
も
「
現
存
す
る
も
の
篇
を

　
　
意
味
す
る
、
と
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
そ
れ
は
、
通
読
の
よ
う
に
、
萬
有
の
不
攣
の
實
膿
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
い
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
（
1
）

　
　
ぱ
、
そ
の
都
度
の
「
現
存
し
に
定
着
し
て
い
る
も
の
、
と
い
っ
た
意
瞭
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
の
み
、
や
や
膚

　
　
由
な
謙
澤
を
試
み
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
ー
ー
《
そ
れ
と
い
う
の
も
、
「
存
在
」
は
、
　
一
切
の
「
現
存
」
に
定
着
し

　
　
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
へ
と
、
労
餓
ハ
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
》

　
　
　
（
王
）
　
「
現
存
す
る
も
の
」
の
あ
り
方
を
こ
ん
な
風
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
後
顧
の
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
解
繹
の
部
分
で
、
よ
り
詳
し
く
読
明
さ
れ

　
　
　
　
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
さ
て
そ
れ
で
は
、
前
孚
は
ど
の
よ
う
に
解
輝
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
第
一
に
、
《
思
推
さ
れ
た
も
の
（
嵐
ミ
§
）
が
そ
れ
の
故
に

　
　
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
》
と
は
、
何
か
。
ま
た
そ
れ
が
、
《
思
惟
（
ξ
s
）
と
…
…
岡
じ
で
あ
る
》
と
言
わ
れ
る
の
は
、
何
故
な
の
か
。
こ
こ

　
　
で
先
ず
、
《
思
惟
さ
れ
た
も
の
》
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
思
想
」
な
い
し
は
「
観
念
」
の
こ
と
を
考
え
る
の
は
、
適
當
で
な
い
。
ξ
無
℃
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
ギ
リ
シ
ャ
語
と
し
て
の
第
一
義
に
お
い
て
は
、
た
か
だ
か
何
か
を
注
意
し
て
騰
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
臥
壽
黛
一
即
ち
注
意
し
て
見
ら
れ
た
も
の
の
み
が
、
始
め
て
ま
た
、
　
「
思
想
」
な
い
し
は
「
槻
念
」
の
意
味
で
の
思
惟
さ
れ
た
も
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
一
撃
、
そ
の
《
注
意
し
て
見
ら
れ
た
も
の
が
そ
れ
の
故
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
》
と
は
、
何
か
。
テ
キ

　
　
ス
ト
の
構
文
か
ら
二
っ
て
、
そ
れ
が
次
の
行
の
伽
曾
一
邸
ち
「
存
在
す
る
も
の
」
の
「
存
在
」
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
疑
い
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
實
際
ま
た
、
習
々
が
何
か
を
注
意
し
て
冤
る
の
は
、
そ
の
も
の
が
吾
々
の
注
意
を
ひ
く
べ
く
、
あ
ら
か
じ
め
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
更
に
書
え
ば
、
そ
れ
が
何
等
か
の
あ
ら
わ
に
園
立
つ
た
姿
で
現
存
し
て
い
る
か
ら
、
よ
り
粒
切
に
は
、
そ
の
も
の
の
「
あ
ら
わ
に
な
っ
て

　
　
い
る
」
姿
の
内
に
、
實
は
か
え
っ
て
何
か
が
「
隠
さ
れ
て
い
る
」
と
感
知
さ
れ
る
か
ら
一
つ
ま
り
は
、
か
の
「
存
在
す
る
も
の
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
「
存
在
」
と
い
う
こ
と
が
含
む
二
重
性
に
よ
っ
て
、
吾
々
の
そ
の
行
爲
が
う
な
が
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

21

@
《
注
意
し
て
見
る
》
と
い
う
こ
と
は
、
《
注
意
し
て
見
ら
れ
た
も
の
が
そ
れ
の
故
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
》
の
内
に
、
正
に
そ
の
成
立
の
根

io　
　
　
　
　
　
原
初
期
ギ
リ
シ
ャ
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
蕊
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@
源
を
負
う
て
い
る
の
だ
、
と
書
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

　
　
　
併
し
な
が
ら
、
こ
の
爾
者
の
蘭
係
が
、
《
岡
じ
で
あ
る
（
燵
＆
＆
℃
弓
懸
q
慧
）
》
と
い
う
よ
う
な
、
や
や
軍
議
に
す
ぎ
る
表
現
で
糾
い
現
わ

　
　
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
は
や
こ
れ
を
、
通
読
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
濁
汚
に
成
立
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
「
思
惟
扁
と
「
存
在
」
と
の
一
致
を
意
味
す
る
、
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
あ
る
い
は
ま
た
バ
ー
ク
リ
ー
風
に
、
　
Φ
ω
。
。
Φ
壱
興
2
覧

　
　
と
い
っ
た
意
味
で
の
主
観
的
観
念
論
に
わ
り
切
る
わ
け
に
も
ゆ
か
な
い
。
こ
の
謎
め
い
た
表
現
を
と
き
明
か
す
た
め
に
は
、
い
さ
さ
か
勝

　
　
手
な
牽
強
附
會
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
が
、
而
も
あ
え
て
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
自
身
の
考
え
た
こ
と
を
通
し
て
、
よ
り
根

　
　
源
的
に
は
當
然
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
へ
と
さ
か
の
ぼ
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
と
漸
つ
た
上
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
；
は
、
こ
れ
に
次
の
よ

　
　
う
な
解
繹
を
加
え
て
い
る
。
饗
遡
江
は
、
そ
の
與
え
ら
れ
た
語
源
を
そ
の
ま
ま
に
、
こ
の
一
文
の
主
語
と
と
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て

　
　
そ
の
《
同
じ
（
一
つ
の
）
こ
と
》
と
い
う
の
は
、
金
文
の
主
題
で
あ
る
糊
、
存
在
」
の
二
重
性
そ
の
も
の
を
さ
す
、
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
紳
諏
は
ま
た
、
で
あ
る
の
意
味
に
で
は
な
く
、
が
あ
る
、
な
い
し
は
現
成
す
る
の
意
味
に
住
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
一
行

　
　
目
の
全
膿
は
、
《
同
じ
一
つ
の
こ
と
（
即
ち
「
存
在
」
の
二
重
性
）
が
、
一
方
で
は
「
注
意
し
て
見
る
こ
と
」
（
を
可
能
な
ら
し
め
る
根
諜
）

　
　
と
し
て
あ
り
、
一
方
で
は
ま
た
、
　
「
注
意
し
て
見
ら
れ
た
も
の
」
が
そ
れ
の
故
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
（
部
ち
「
存
在
す
る
も
の
」
の

　
　
「
存
在
」
）
と
し
て
現
成
す
る
》
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
残
り
の
部
分
の
内
で
問
題
に
な
る
の
は
、
《
（
「
注
意
し
て
見
る
こ
と
」
が
、
）
そ
こ
に
お
い
て
（
即
ち
「
存
在
す
る
も
の
」
の
「
存
在
」

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
に
お
い
て
）
語
り
串
さ
れ
た
も
の
（
　
　
　
　
　
　
　
へ
鵠
⑩
£
袋
輔
へ
q
襲
。
り
℃
O
℃
）
と
な
っ
て
い
る
》
と
い
う
表
現
の
、
解
羅
如
何
で
あ
る
。
こ
れ
は
併
し
、
《
「
注
意

　
　
し
て
冤
ら
れ
た
も
の
し
が
そ
れ
の
故
に
（
帥
ち
「
存
在
す
る
も
の
」
の
「
存
在
」
の
故
に
）
あ
る
》
と
い
う
、
前
文
の
表
現
と
封
癒
す
る

　
　
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
黙
に
氣
づ
き
さ
え
す
れ
ば
、
問
題
は
お
の
ず
か
ら
に
解
け
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
、
「
語
り
串
さ
れ
た
も
の
」
と

　
　
い
う
の
は
、
前
文
に
お
け
る
「
注
意
し
て
見
ら
れ
た
も
の
」
と
全
く
同
様
に
、
あ
る
い
は
た
か
だ
か
、
そ
れ
よ
り
は
や
や
具
騰
化
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
形
に
お
い
て
、
「
注
意
し
て
兇
る
」
と
い
う
働
き
の
現
實
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
、
を
含
意
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
解
繹
は
併
し
、
語
り
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ヘ
　
　
へ

出
す
一
…
郎
ち
直
読
§
と
い
う
語
の
本
質
的
な
意
味
規
定
に
よ
っ
て
、
裏
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
人
の
根
源
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
へ

経
験
に
お
い
て
は
、
℃
黙
婁
§
と
は
、
何
よ
り
も
先
ず
、
何
か
に
つ
い
て
そ
の
名
を
欝
う
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
從
っ
て
そ
れ
は
、

あ
ら
か
じ
め
そ
の
何
か
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
も
の
が
そ
れ
自
身
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
こ
と
（
1
隅
時
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
の
こ
と
の
内
に
何
か
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
）
に
基
づ
い
て
、
そ
の
上
で
こ
れ
を
、
特
に
吾
々
の
仕
方
で
あ
ら
わ
な
ら
し
め
る
こ
と
、

で
あ
る
他
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
「
あ
ら
わ
に
さ
れ
た
も
の
」
（
試
筆
§
q
烹
ヒ
＄
）
は
、
常
に
既
に
「
注
意
し
て
見
ら
れ
た
も

の
し
と
し
て
、
後
者
は
ま
た
前
者
と
し
て
の
み
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
部
分
の
全
膿
は
、
今
や
始
め
て
十
分
に
解
明
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
一
…
《
實
際
、
「
淺
意
し
て
見
る
こ
と
」
が
「
あ
ら
わ
に
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の
は
、
「
存
在
す
る
も
の
」

の
「
存
在
」
に
お
い
て
（
師
ち
「
存
在
」
の
二
重
性
が
現
成
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
）
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
汝
は
「
注

意
し
て
見
る
こ
と
」
を
（
現
賢
の
行
爲
と
し
て
）
見
荒
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
で
あ
ろ
う
》
と
い
っ
た
風
に
。

三

　
以
上
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
要
す
る
に
、
　
「
存
在
」
が
「
存
在
す
る
も
の
」
の
「
存
在
」
と
い
う
、

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

二
重
牲
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
「
存
在
」
の
一
一
重
盤
と
は
、
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
」
と
「
隠
さ
れ
て
い
る
も

の
」
と
の
二
重
性
に
他
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
の
二
黙
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
第
二
の
黙
に
つ
い
て
は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
確
か
に
そ
れ

を
維
験
し
て
い
た
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
併
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
十
分
に
深
く
思
索
し
て
は
い
な
い
！
「
存
在
し
の
二
重
性
は
、
　
「
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

輿
」
と
い
う
形
で
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
か
く
し
て
そ
の
現
わ
れ
て
い
る
一
読
の
み
が
張
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
一
と
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
の
思
索
を
吾
々
は
、
か
の
食
い
人
（
O
財
さ
謎
ミ
リ
）
と
呼
ば
れ
る
ヘ
ラ
ク
睡
イ
ト
ス
の
内
に
求
め
う
る
と
考
え
る
の
が
、
自
然
で
あ
ろ

う
。
先
ず
そ
こ
で
、
　
「
購
い
武
篇
の
典
型
的
な
書
葉
の
一
つ
と
し
て
、
次
の
断
篇
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

　
S
尋
お
還
騨
需
亀
禽
突
N
9
　
（
距
嶺
ヨ
窪
二
ゆ
G
。
）

　
　
　
　
原
初
期
ギ
リ
シ
ャ
と
ハ
イ
ー
ア
ッ
ガ
i
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二

ﾜ
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三
六

　
こ
れ
は
普
通
、
《
自
然
は
時
と
し
て
隠
れ
る
こ
と
を
好
む
》
と
い
っ
た
意
味
に
、
あ
る
い
は
ま
た
、
《
事
物
の
本
質
は
隠
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
好
む
》
と
い
っ
た
意
味
に
、
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
は
併
し
、
目
凹
無
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
後
者
は
更
に
S
尋
お
と
い
う
語
に

つ
い
て
、
そ
の
解
輝
が
全
く
不
遽
切
で
あ
る
か
、
淺
薄
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
慧
ミ
リ
と
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喫

「
お
の
ず
か
ら
自
己
を
現
わ
し
て
く
る
も
の
」
、
よ
り
適
切
に
は
む
し
ろ
、
「
お
の
ず
か
ら
自
己
を
現
わ
し
て
く
る
こ
と
」
そ
の
こ
と
を
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

翻
す
る
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
、
黛
ミ
の
↑
黛
s
が
、
一
意
な
ぜ
そ
ん
な
風
に
理
解
さ
れ
う
る
の
か
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
生
じ
て
く
る

と
い
う
意
味
の
語
で
は
な
い
の
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
に
よ
れ
ば
、
生
ず
る
と
い
う
こ
と
も
滅
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
一
般
に
す
べ
て
の
事

象
の
あ
り
方
が
、
ギ
リ
シ
ャ
人
の
芸
評
と
思
索
の
中
で
は
、
根
本
的
に
は
た
だ
「
競
わ
れ
て
い
る
し
か
、
　
「
隠
さ
れ
て
い
る
」
か
の
見
地

に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
色
々
な
例
鐙
が
示
さ
れ
る
が
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
漸
篇
そ
の
も

の
も
、
そ
の
例
謹
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
§
ミ
リ
ー
－
そ
の
意
味
を
、
さ
し
當
っ
て
は
不
問
に
付
し
て
お
こ
う
－
…
…
は
、
《
隠
さ
れ
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
を
愛
す
る
》
と
意
わ
れ
て
い
る
。
愛
す
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
網
倉
に
好
意
を
抱
く
も
の
ど
う
し
が
、
相
手
の
た
め
に
自
若
の
穿

在
を
捧
げ
あ
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
併
し
、
相
互
に
霞
己
の
本
質
的
な
も
の
を
、
貰
手
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
喜
ん
で
謡
え
る

こ
と
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
§
ミ
の
は
一
条
、
何
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
に
言
え
う
る

の
か
。
隠
さ
れ
る
と
は
、
現
わ
れ
て
い
る
も
の
が
隠
さ
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
現
わ
れ
て
い
る
も
の
の
背
後
に
賄
捻
さ
れ
る
こ
と
、
で
あ

る
他
は
な
い
。
S
鋒
お
は
そ
こ
で
、
「
隙
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
め
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
正
に
こ
の
「
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
」
を
輿
え
ね
ば

な
ら
な
い
。
《
「
隠
さ
れ
て
い
る
ご
と
」
を
愛
す
る
》
と
雷
わ
れ
る
§
ミ
リ
の
本
質
が
、
不
断
に
お
の
ず
か
ら
「
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
し
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
同
時
に
併
し
、
「
現
わ
れ
て
く
る
も
の
」
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
は
決
し
て
「
隠

さ
れ
て
い
る
こ
と
」
を
排
除
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
不
断
に
「
現
わ
れ
て
く
る
も
の
」
で
あ
り
う
る
た
め
に
は
、

そ
の
都
度
そ
れ
磨
身
の
背
後
に
「
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
を
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
何
か
蘇
る
「
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
」
を
必
要
と
す
る
。

「
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
が
、
「
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
し
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
も
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
《
S
鳳
ミ
の
一
即
ち
「
現
わ
れ
て
く
る



　
　
こ
と
」
が
「
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
を
愛
す
る
》
と
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
意
味
に
解
さ
れ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
か
く
し
て
こ
の
一
篇
は
、
實
在
の
根
底
に
お
い
て
、
　
「
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
し
と
「
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
の
一
一
重
姓
を
看
破
し
た

　
も
の
、
と
玉
壷
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
併
し
、
こ
れ
は
は
た
し
て
問
蓮
い
な
く
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
霞
身
の
テ
1
マ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

　
　
か
。
そ
の
こ
と
を
よ
り
一
そ
う
確
か
め
る
た
め
に
、
吾
々
は
更
に
逡
ん
で
、
次
の
断
篇
を
と
り
上
げ
て
み
よ
う
。

　
　
＆
交
尊
智
鼠
ヒ
越
怨
袴
§
き
盤
の
誌
ミ
へ
甲
へ
δ
）

　
　
決
し
て
漕
滅
す
る
こ
と
の
な
い
も
の
か
ら
、
ひ
と
は
ど
う
し
て
身
を
隠
し
て
い
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
（
W
・
ク
ラ
ン
ッ
鐸
）

　
　
　
吾
々
の
観
心
か
ら
、
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
《
決
し
て
漕
…
滅
す
る
こ
と
の
な
い
も
の
（
銭
、
ミ
鋤
魯
＾
ぜ
論
。
霧
）
》
と
い
う
の
が
、
何
を
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
味
す
る
か
で
あ
る
。
二
三
ミ
↑
き
＄
と
は
、
字
義
通
り
に
は
、
何
か
の
中
へ
入
る
、
從
っ
て
ま
た
、
沈
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
沈
む
と
は

　
　
併
し
、
そ
れ
が
何
の
中
へ
入
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
、
ギ
リ
シ
ャ
風
に
理
解
す
れ
ば
、
総
じ
て
た
だ
「
隙
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
の
中
へ
入
る

　
　
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
賎
、
も
融
欲
v
起
驚
と
は
そ
こ
で
、
《
決
し
て
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
な
い
も
の
》
、
書
い
か
え
れ
ば
、
《
常
に
現

　
　
わ
れ
て
い
る
も
の
》
の
意
味
に
、
解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
纏
は
そ
の
通
り
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
併
し
な
が
ら
、
嚴
密
に
は
そ
う
で

　
　
な
い
、
と
書
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
歌
ξ
v
（
隠
さ
れ
て
い
る
）
を
打
溝
し
て
い
る
の
は
、

　
　
噺
じ
て
塾
ふ
き
驚
（
決
し
て
な
い
）
と
い
う
一
語
で
は
な
く
、
む
し
ろ
明
ら
か
に
、
下
ふ
：
：
：
越
鳳
（
時
に
…
…
な
い
）
な
る
表
現
な
の
で
あ

　
　
り
、
そ
こ
か
ら
し
て
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
當
の
下
ふ
と
い
う
否
定
詞
の
用
法
如
何
で
あ
る
。
文
法
書
の
概
設

　
　
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
、
ふ
は
主
と
し
て
。
・
蝦
げ
甘
蓉
凱
く
①
の
中
で
用
い
ら
れ
る
否
定
詞
で
あ
り
、
そ
の
勲
で
、
主
と
し
て
躍
象
。
鎮
署
の
の
中

　
　
で
用
い
ら
れ
る
＆
と
は
．
癌
別
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
＆
が
端
的
に
こ
と
が
ら
そ
の
も
の
の
否
定
を
意
味
す
る
の
に
辞
し
て
、
息
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
む
し
ろ
、
こ
と
が
ら
の
凝
る
條
件
的
な
否
定
、
な
い
し
は
、
或
る
條
件
の
も
と
に
成
立
つ
否
定
的
な
見
方
を
慧
味
す
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
書
い
か
え
れ
ば
、
前
者
が
こ
と
が
ら
の
積
槻
的
な
否
定
で
あ
る
の
に
甥
し
て
、
後
奢
は
或
る
條
件
の
も
と
で
こ
と
が
ら
を
否
定
す
る
と
共

25

@
に
、
ま
た
む
し
ろ
他
の
條
件
の
も
と
で
は
、
岡
じ
こ
と
が
ら
が
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
も
、
溜
極
的
に
含
意
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ

10　
　
　
　
　
　
原
初
期
y
ぐ
n
ソ
シ
ャ
と
ハ
イ
ー
ア
ッ
ガ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一瓢

ｵ
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@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
饗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
つ

10

@
の
場
含
、
「
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
が
否
定
さ
れ
る
数
件
は
、
蓉
駄
…
即
ち
そ
の
時
々
に
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
＆
ミ
窃
3
含
謹
2
と

　
　
は
そ
こ
で
、
確
か
に
そ
の
時
々
の
仕
方
に
お
い
て
は
「
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
が
な
い
、
そ
の
限
り
で
は
常
に
「
現
わ
れ
て
い
る
」
わ
け

　
　
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
而
も
そ
の
こ
と
に
お
い
て
、
瀬
戸
に
ま
た
、
常
に
何
か
が
「
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
を
も
含
意
し
て
い
る
よ
う
な
も

　
　
の
、
な
い
し
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
事
實
、
《
そ
の
時
々
に
決
し
て
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
な
い
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
》
は
、
た
え
ず
た
だ
「
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
か
ら
そ
の
都
度
現
わ
れ
て
く
る
も
の
　
　
郎
ち
か
の
S
尋
へ
の
で
あ
る
他
は
な
い
。
ま

　
　
さ
し
く
こ
れ
は
、
「
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
「
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
の
二
重
性
に
封
ず
る
、
　
一
つ
の
よ
り
思
索
的
な
表
現
で
な
く

　
　
し
て
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
つ
い
で
な
が
ら
、
こ
の
一
文
の
解
傭
を
完
結
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
越
の
特
に
問
題
的
な
部
分
を
除
い
て
は
、
ハ
イ
デ
ッ

　
　
ガ
…
も
大
乱
、
ク
ラ
ン
ツ
の
糠
課
に
從
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
む
ろ
ん
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
か
な
り
異
な
る
。
《
ひ
と
は
ど
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
て
身
を
隠
し
て
い
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
》
と
は
、
人
間
な
い
し
は
紳
々
が
、
端
的
に
「
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
の
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、

　
　
憂
い
か
え
れ
ば
、
何
等
か
の
仕
方
で
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
」
と
し
て
の
み
、
彼
等
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
、
意
味
す
る
の
だ
と
さ

　
　
れ
る
。
こ
れ
は
併
し
、
ひ
と
が
決
し
て
誰
か
の
、
あ
る
い
は
何
か
の
隠
を
の
が
れ
え
な
い
か
ら
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
た
だ
、

　
　
《
そ
の
時
々
に
決
し
て
「
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
　
の
な
い
も
の
》
一
」
即
ち
「
存
在
す
る
も
の
」
の
「
存
在
」
と
い
う
原
理
の
故
に
そ
う

　
　
な
の
だ
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
問
題
は
た
だ
、
な
ぜ
特
に
人
間
な
い
し
は
紳
々
と
解
さ
れ
る
よ
う
な
、
《
ひ
と
（
謎
の
）
》
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
つ
い
て
だ
け
、
そ
の
隠
さ
れ
て
い
て
、
な
お
か
つ
あ
る
こ
と
の
不
可
能
が
雷
わ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
黙
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
漸

　
　
篇
か
ら
そ
の
疑
問
を
解
く
こ
と
は
、
困
難
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
ま
た
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に
し
て
は
い

　
　
な
い
。

　
　
　
（
1
）
　
《
こ
れ
は
、
ア
ポ
ロ
ン
や
ア
テ
ミ
ス
の
身
近
に
住
む
一
入
の
思
想
家
の
諮
っ
た
雷
葉
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
言
葉
が
争
心
と
の
対
話
で
あ
る
こ
と
、

　
　
　
　
從
っ
て
ま
た
N
お
の
内
に
は
、
紳
々
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
》
（
≧
。
夢
。
貯
…
＜
○
同
器
、
σ
q
①
§
篇
》
無
ω
欝
ρ
G
。
』
謡
）
と
い
う
わ
け



　
　
　
　
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
の
例
に
よ
っ
て
、
「
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
「
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
の
二
重
性
と
い
う
こ
と
が
、
確
か
に
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト

　
　
ス
の
思
索
に
お
け
る
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
や
や
詳
細
に
玄
翁
し
え
た
か
と
思
う
。
併
し
な
が
ら
、
は
た
し
て
そ
の

　
　
二
重
性
が
、
「
存
在
」
の
本
質
的
な
一
一
璽
構
造
と
見
な
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
ー
ー
－
《
現
わ
れ
て
く
る
も
の
（
こ
と
）
》
だ
と
か
、
《
そ
の
時
々

　
　
に
決
し
て
隠
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
（
こ
と
）
》
だ
と
か
い
っ
た
表
現
に
よ
っ
て
、
野
際
に
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
が
「
存
在
す
る
も
の
」
の

　
　
「
存
在
」
を
考
え
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
黙
に
な
る
と
、
い
ま
だ
か
な
り
論
議
の
蝕
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
吾

　
　
々
は
、
疑
い
も
な
く
「
存
在
す
る
も
の
」
の
「
存
在
」
に
つ
い
て
の
思
索
を
含
ん
で
お
り
、
か
っ
こ
の
爾
者
の
二
重
性
を
明
書
し
て
い
る

　
　
の
だ
と
さ
れ
る
、
次
の
断
篇
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
o
巽
伽
途
Q
へ
躍
謡
N
へ
嶺
ま
N
o
陶
こ
鐸
。
～
ご
§
鶏
の

　
　
　
書
気
ミ
無
℃
さ
且
℃
伽
驚
ミ
．
遷
℃
寝
曾
奨
．
（
帥
O
）

　
　
　
普
通
の
解
繹
に
よ
れ
ば
、
こ
の
一
篇
は
、
《
汝
等
が
私
に
で
は
な
く
、
ロ
ゴ
ス
に
聞
き
、
　
こ
れ
に
岡
じ
て
、
怠
者
が
萬
有
で
あ
る
と
語

　
　
る
の
は
、
賢
い
こ
と
で
あ
る
》
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
。
先
ず
一
騰
、
《
ロ
ゴ
ス
に
聞
く
》
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
ま
た
そ
も
そ

　
　
も
、
「
ロ
ゴ
ス
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
臥
曾
8
の
語
原
で
あ
る
訳
銀
建
は
、
次
の
よ
う
に
繹
義
さ
れ
る
。
（
一
）
も
と
も
と
そ
れ
は
た
だ
、

　
　
ち
　
　
へ

　
　
置
く
こ
と
を
意
味
す
る
（
↓
冷
σ
q
o
呂
。
（
二
）
置
く
こ
と
は
、
ど
こ
か
へ
躍
く
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
　
そ
れ
は
ま
た
、
翫
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
そ
こ
に
あ
る
何
等
か
の
も
の
と
、
一
し
ょ
に
置
く
こ
と
で
あ
る
。
（
三
）
と
こ
ろ
で
、
慮
る
も
の
を
一
し
ょ
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
た
め

　
　
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
何
か
が
と
っ
て
お
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
し
當
っ
て
は
そ
の
何
か
を
、
ま
た
更
に
は
そ
こ
へ
新
た
に
も
た
ら
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
た
も
の
を
も
、
と
っ
て
お
く
こ
と
が
、
置
く
こ
と
の
眞
の
成
就
で
あ
ろ
う
。
（
四
）
こ
の
こ
と
は
併
し
、
と
っ
て
お
く
べ
き
も
の
を
選
び

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
集
め
る
と
い
う
、
勝
義
に
意
識
的
な
行
爲
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
他
は
な
い
。
（
五
）
而
も
ま
た
そ
れ
は
、
と
っ
て
お
く
と
い
う
行
爲
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
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あ
る
い
は
む
し
ろ
、
と
っ
て
お
く
べ
き
も
の
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
、
自
宅
を
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
實

m　
　
　
　
　
　
原
初
期
ギ
リ
シ
諏
、
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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@
は
そ
の
こ
と
の
内
で
、
と
っ
て
お
く
と
い
う
意
識
的
な
行
爲
の
意
味
が
、
か
え
っ
て
根
本
的
に
韓
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
六
）
と
っ
て

　
　
お
く
と
は
、
何
を
ど
こ
へ
、
と
っ
て
お
く
こ
と
な
の
か
。
侮
か
を
ど
こ
か
へ
、
と
い
う
よ
う
な
ぼ
ん
や
り
し
た
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

　
　
む
し
ろ
た
だ
、
捨
て
お
く
こ
と
に
す
ぎ
ま
い
。
そ
の
都
度
明
ら
か
に
、
こ
れ
こ
れ
の
も
の
を
こ
れ
こ
れ
の
と
こ
ろ
へ
、
と
い
う
こ
と
だ
け

　
　
が
、
始
め
て
暴
に
と
っ
て
お
く
こ
と
で
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
の
本
質
は
、
ま
さ
し
く
何
か
を
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
」
と
し
て
、

　
　
ま
た
正
に
そ
の
「
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
」
の
内
に
、
と
っ
て
お
く
こ
と
な
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、

　
　
隷
N
o
へ
v
は
も
は
や
、
吾
々
の
恣
意
的
な
行
爲
で
あ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ど
こ
ま
で
も
た
だ
、
あ
る
べ
き
も
の
を
あ
る
べ
き
姿
の
ま
ま
に
、

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
あ
ら
し
め
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
（
七
）
よ
り
慣
用
的
に
は
、
N
舎
R
v
と
は
語
る
こ
と
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の

　
　
こ
と
の
根
源
的
な
意
味
が
侮
で
あ
る
か
は
、
齪
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
先
に
も
喰
駆
q
韓
避
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
何
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　

へ

　
　
も
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
」
を
、
そ
の
現
わ
れ
て
い
る
姿
の
ま
ま
に
、
特
に
併
し
、
吾
々
の
仕
方
で
あ
ら
わ
な
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
構
も
驚
時
に
、
隷
獄
避
と
し
て
の
語
る
こ
と
に
は
、
た
だ
軍
に
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
」
を
、
そ
の
都
度
の
現
わ
れ
て
い
る
姿
の
ま
ま
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
あ
ら
わ
な
ら
し
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
傭
等
か
の
統
一
的
な
あ
り
方
に
關
…
し
て
選
び
集
め
、
か
く
し
て
ま
た
そ
の
あ
り
方

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
角
に
と
っ
て
お
く
、
と
い
う
働
き
が
含
意
さ
れ
る
。
そ
の
統
一
的
な
あ
り
方
と
は
併
し
、
そ
の
都
度
の
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
」
が
現

　
　
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
自
身
は
か
え
っ
て
「
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
」
で
あ
る
だ
ろ
う
。
と
っ
て
お
く
こ
と
が
、
か
く
し
て
實

　
　
は
、
　
「
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
」
を
と
っ
て
お
く
こ
と
と
し
て
、
よ
り
適
切
に
は
、
　
つ
現
わ
れ
て
い
る
も
の
」
の
内
に
「
隠
さ
れ
て
い
る
も

　
　
の
」
を
、
腿
時
に
ま
た
、
　
「
環
わ
れ
て
い
る
も
の
」
を
「
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
脇
の
内
に
と
っ
て
お
く
こ
と
と
し
て
、
そ
の
最
も
深
い
意

　
　
味
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
淑
N
§
を
置
く
こ
と
と
解
す
る
に
せ
よ
、
語
る
こ
と
と
解
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
こ
と
の
本
質
的
な
構
造
は
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
へ

　
　
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
を
集
中
し
な
が
ら
選
び
集
め
る
こ
と
に
お
い
て
、
　
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
」
を

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
あ
ら
し
め
つ
つ
、
同
時
に
そ
こ
に
「
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
」
を
と
っ
て
お
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
識
N
§



　
　
が
人
問
の
行
爲
と
し
て
成
立
し
う
る
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
」
と
「
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
」
と
が
搬
ハ
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
れ
て
お
り
、
か
つ
ま
た
そ
の
両
者
の
聞
に
は
、
あ
ら
し
め
つ
っ
と
っ
て
お
く
と
い
う
こ
の
驕
係
が
、
既
に
實
在
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
。
繕
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
、
「
存
在
す
る
も
の
」
と
「
存
在
」
そ
の
も
の
と
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
、
そ
の
両
者
の
一
一
璽
性
そ

　
　
れ
自
身
で
あ
る
他
は
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
　
「
存
在
」
の
二
重
性
は
、
人
間
の
隷
N
侮
避
に
先
立
っ
べ
き
時
評
そ
の
も
の
の
隷
N
史
ぐ
と
し

　
　
て
と
ら
え
ら
れ
、
端
的
に
そ
の
名
を
嵐
曾
◎
り
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
人
の
、
ま
た
特
に
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
思
索
を
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
け
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
ロ
ゴ
ス
」
と
は
何
か
と
い
う
問
い
は
、
正
に
こ
の
費
在
の
根
底
に
お
け
る
、
あ
ら
し
め
つ
っ
と

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
つ
て
お
く
と
い
う
働
き
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
、
も
は
や
十
分
に
答
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
お
け
る
、
　
「
存
在
」
の
玉
垂
性
の
こ
の
よ
う
な
思
索
は
、
明
ら
か
に
問
題
の
断
篇
の
他
の
箇
所
に
も
反
映
し
て
い

　
　
る
。
《
一
芸
（
．
§
）
》
及
び
《
萬
有
（
鳶
登
婁
）
》
と
い
う
語
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
《
一
者
》
と
は
こ
の
場
合
、
「
ロ
ゴ
ス
し
と
し
て
の
「
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヤ
　
ヘ
　
へ

　
　
在
」
の
二
重
樵
の
、
と
っ
て
お
く
と
い
う
一
面
を
、
ま
た
《
萬
有
》
と
は
、
そ
の
あ
ら
し
め
る
こ
と
の
一
面
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
表
現
し
た

　
　
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
っ
て
お
く
こ
と
は
、
先
に
も
蓮
べ
た
よ
う
に
、
選
び
集
め
る
こ
と
と
し
て
具
膿
化
さ
れ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
し
て
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
選
び
集
め
る
べ
き
も
の
を
、
並
等
か
の
共
通
性
に
お
い
て
統
一
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
究
極
的
な
次
元
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
お
い
て
考
え
れ
ば
、
「
存
在
」
は
、
す
べ
て
の
「
存
在
す
る
も
の
」
を
、
　
ひ
と
し
く
た
だ
「
存
在
す
る
も
の
」
た
ら
し
め
る
唯
一
の
根
源

　
　
一
即
ち
蕊
に
《
一
者
》
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
併
し
、
《
一
者
》
が
す
べ
て
の
も
の
を
根
源
的
に
統
一
す
る
ひ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
は
、
そ
の
統
一
に
お
い
て
す
べ
て
の
も
の
を
と
っ
て
お
く
と
共
に
、
み
ず
か
ら
を
そ
の
こ
と
の
根
源
と
し
て
、
い
わ
ば
よ
り
深
く
と
っ
て

　
　
お
く
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
《
一
筆
》
は
つ
ま
り
、
本
質
的
に
《
「
騒
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
を
愛
す
る
》
よ
う
な
根
源
な
の
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
故
に
ま
た
、
そ
の
根
源
か
ら
あ
ら
し
め
ら
れ
る
も
の
は
、
や
や
も
す
れ
ば
霞
己
の
根
源
的
統
一
を
隠
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
さ
し
當
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
て
は
む
し
ろ
、
多
様
縦
な
い
し
は
蔓
化
の
梢
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
、
そ
の
名
を
ま
さ
し
く
《
萬
有
》
と
呼
ば
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い

29

@
も
の
、
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
特
に
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
と
の
比
較
に
お
い
て
、
確
か
に
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
立
場
の
猫
自
性
を
な
す

10　
　
　
　
　
　
原
初
期
ギ
リ
シ
ャ
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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四
二

も
の
で
あ
ろ
う
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
で
は
、
　
「
存
在
」
の
二
重
性
の
あ
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
一
三
は
、
む
し
ろ
《
一
切
（
§
建
）
》
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
、
而
も
そ
れ
は
ま
た
、
《
動
か
な
い
も
の
（
織
甑
篭
8
℃
）
》
…
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
繹
に
よ
れ
ば
、
「
そ
の
都
度
の
現
存
に
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

着
し
て
い
る
も
の
」
一
－
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
い
わ
ば
こ
の
一
面
の
内
に
、
他
方
の
根
源
的
な
一
面
は
、
ほ
と
ん
ど
全
く
自
己
を
輿
え
つ

く
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
お
り
、
か
く
し
て
「
存
在
」
の
二
重
樵
は
、
結
局
た
だ
「
分
輿
」
と
い
う
形
で
し
か
理
解
さ
れ
な
か

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
二
重
性
と
い
う
こ
と
の
矛
盾
封
立
の
側
管
が
、
十
分
に
球
界
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
、
と
書
っ
て
も
よ
い
。
こ
の

黙
で
、
「
ロ
ゴ
ス
し
は
全
く
落
丁
の
見
方
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
こ
と
に
注
溢
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
「
集
約
」
げ
と

で
も
繹
さ
れ
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
ふ
た
た
び
問
題
の
断
篇
に
も
ど
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
根
本
の
思
想
は
、
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
と

し
て
、
残
さ
れ
た
若
干
の
部
分
を
吟
昧
し
な
が
ら
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
從
っ
て
、
全
篇
の
解
灘
を
試
み
た
い
。
一
先
ず
、
《
ロ
ゴ
ス
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

聞
く
》
と
雷
わ
れ
て
い
た
、
そ
の
聞
く
と
い
う
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
原
文
に
注
意
す
れ
ば
、
こ
れ
は
黎
9
q
§
契
り
と
い
う
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ア
オ
リ
ス
ト
の
分
詞
形
に
な
っ
て
い
る
。
字
義
逸
り
に
は
、
聞
き
お
え
て
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
今
た
ま
た
ま
聞
い

て
は
い
る
が
、
や
が
て
ま
た
聞
か
ぬ
こ
と
も
あ
ろ
う
、
と
い
っ
た
態
度
の
否
定
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
常
に
既
に
聞
い
て
い
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

う
態
度
で
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
聴
属
し
て
、
と
い
っ
た
意
味
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
《
同
じ
て
語
る
（
ミ
ミ
N
S
、
無
て
）
》
ζ
冨
わ
れ
て
い
た
部

　
　
　
　
（
エ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

分
は
、
ど
う
か
。
隷
N
軌
ミ
は
、
語
る
こ
と
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
た
だ
併
し
、
あ
ら
し
め
つ
っ
と
っ
て
あ
4
。
く
、
と
い
う
仕
方
で
の
そ
れ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
り

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
急
騰
と
し
て
は
從
っ
て
、
同
じ
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、
瞬
じ
も
の
を
、
あ
ら
し
め
つ
っ
と
っ
て
お
く
と
い
う
仕
方

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

で
語
る
こ
と
、
と
解
さ
れ
よ
う
。
最
後
に
、
《
一
会
が
萬
有
で
あ
る
（
．
属
ヒ
鳶
駆
馬
飛
）
》
と
書
わ
れ
て
い
た
部
分
は
、
ど
う
か
。
普
通
の
解

繹
は
、
こ
れ
を
風
気
。
需
セ
の
露
的
と
見
な
し
て
、
そ
の
こ
と
を
《
同
じ
て
語
る
の
は
、
賢
い
こ
と
で
あ
る
》
と
い
う
風
に
温
み
す
す
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
へ

の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
抽
象
的
・
公
式
的
に
語
る
だ
け
で
、
賢
い
と
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
賢
い
と
い
う
こ
と
の
内
容
が
、

い
さ
さ
か
室
疎
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
む
し
ろ
、
こ
れ
を
い
、
ミ
↓
曾
曾
の
洞
猛
烈
と
り
、
そ
の
上
で
爾
者
を
涙
需
ミ



の
騒
的
と
見
な
し
、
か
つ
ま
た
そ
の
．
遜
く
謡
登
謎
と
い
う
、
輿
え
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
形
を
そ
の
ま
ま
受
入
れ
て
、
《
同
じ
こ
と
、
即

ち
コ
に
し
て
萬
膚
な
る
も
の
」
を
…
…
》
と
い
う
風
に
理
解
し
て
み
た
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
全
膿
は
次
の
よ
う
に
解
繹
さ
れ
う
る
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ゴ
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ゴ
　
ス

も
あ
ろ
う
か
。
…
1
《
私
に
で
は
な
く
、
「
集
約
」
に
從
っ
て
、
（
「
集
約
」
が
そ
う
す
る
の
と
）
同
じ
も
の
を
、
即
ち
コ
に
し
て
萬
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
る
も
の
」
（
つ
ま
り
は
、
「
存
在
す
る
も
の
」
の
「
存
在
」
）
を
あ
ら
し
め
つ
っ
と
っ
て
お
く
こ
と
…
一
そ
の
仕
方
で
始
め
て
こ
れ
を
正

し
く
語
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
賢
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
》

　
（
1
）
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
～
は
、
こ
の
語
を
応
諾
句
の
よ
う
に
膨
み
、
以
下
の
部
分
を
そ
れ
に
封
ず
る
録
結
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
更
に
、

　
　
q
o
鷲
含
紳
繋
ヒ
を
§
鷺
含
眠
q
q
建
の
よ
う
に
讃
み
な
お
し
、
か
つ
ま
た
．
圏
．
ぐ
霞
叙
馬
黛
を
8
℃
含
の
属
格
と
見
な
し
て
、
《
ロ
ゴ
ス
に
争
い
、
ロ
．
コ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
が
あ
ら
し
め
る
よ
う
に
あ
ら
し
め
る
な
ら
ば
、
唯
一
の
q
遷
＾
ご
で
あ
る
．
§
て
凄
含
謎
が
現
成
す
る
》
と
い
っ
た
風
に
、
全
快
を
解
乱
す
る
の
で

　
　
あ
る
。
筆
者
に
は
併
し
、
こ
の
解
繹
は
何
と
し
て
も
無
理
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

王031

　
パ
ル
四
種
デ
ス
か
ら
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
へ
と
、
お
そ
ら
く
や
や
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
お
い
て
、
吾
々
は
そ
こ
に
、
　
「
存
在
」
の
二
重
性

の
よ
り
深
刻
な
経
験
を
見
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
道
を
更
に
、
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
に
ま
で
饗
る
と
、
そ
の
挙
人
は
、

確
か
に
よ
り
素
朴
な
仕
方
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
而
も
そ
れ
だ
け
に
な
お
一
そ
う
薩
接
的
に
思
索
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
こ
に
は
「
存
在
」
の
二
重
性
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
霞
お
陣
ω
o
げ
と
さ
え
言
わ
れ
う
る
よ
う
な
姿
に
お
い
て
描
き
出

さ
れ
、
そ
の
極
度
に
矛
盾
的
な
關
係
で
あ
り
、
そ
の
上
で
岡
時
に
ま
た
、
緊
張
的
な
岡
一
關
係
で
あ
る
ゆ
え
ん
は
、
こ
こ
で
始
め
て
十
分

に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
は
た
し
て
こ
の
よ
う
な
解
繹
を
許
し
う
る
も
の
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
た
め
に
、

吾
々
が
と
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
次
の
有
名
な
一
篇
で
あ
ろ
う
。

　
嬬
§
諺
顛
倒
蕊
ミ
の
紳
無
慧
触
の
亀
ミ
霞
～
息
℃
急
鷺
を
亀
り
↓
＆
裂
面
罵
ミ
ミ
湊
誌
＆
送
風
含
，
勲
象
遷
へ
営
為
＆
凱
勲
、
ミ
℃
膚
ミ

　
臥
ミ
ヒ
ミ
き
き
お
＆
の
邑
ミ
帖
房
、
§
誌
息
℃
8
蟻
奇
曾
象
。
鉢
や
℃
＼

　
　
　
　
原
初
期
ギ
リ
シ
ャ
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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哲
學
研
究
　
第
四
蒼
七
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

　
デ
・
、
i
ル
ス
や
ニ
イ
チ
ェ
の
解
羅
に
從
っ
て
、
そ
れ
ら
よ
り
は
や
や
逐
語
的
な
課
を
つ
け
る
と
～
－

　
併
し
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
し
て
事
物
に
生
成
が
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
そ
の
も
の
へ
と
ま
た
消
滅
は
、
必
然
に
從
っ
て
起
る
。
鳳
町
そ

　
れ
ら
は
、
時
閲
の
順
序
に
從
っ
て
、
相
互
に
そ
の
不
正
の
故
に
、
裁
き
と
罰
と
を
思
え
あ
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
「
輪
廻
」
的
な
自
然
哲
學
の
、
　
一
つ
の
素
朴
で
擬
人
的
な
、
そ
し
て
ま
た
當
然
ペ
シ
ミ
ス

テ
、
、
ッ
ク
な
蓑
現
で
あ
る
、
と
見
な
さ
れ
よ
う
。
は
た
し
て
併
し
、
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
J
。
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
論
に
よ
る
と
、
そ
の
よ
う

な
解
繹
の
根
擦
と
な
る
べ
き
肝
心
の
部
分
、
即
ち
始
め
か
ら
…
…
風
解
亀
ミ
に
い
た
る
ま
で
の
部
分
は
、
實
際
に
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス

自
身
の
雷
葉
で
あ
っ
た
と
は
備
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
テ
キ
ス
ト
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
こ
の
一
篇
は
、
『
自

然
學
』
に
封
ず
る
シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
の
話
題
の
中
に
引
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
ギ
リ
シ
ャ
の
著
作
家
の
習
慣
と
し

て
、
引
用
文
が
本
文
と
か
ら
み
合
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
こ
れ
は
　
そ
う
確
實
な
こ
と
で
あ
る

が
、
　
こ
こ
で
何
よ
り
も
問
題
と
な
る
「
生
成
（
胤
携
ミ
リ
）
」
及
び
「
浦
滅
（
息
Q
纂
）
し
の
表
現
は
、
　
そ
の
意
味
で
は
開
ら
か
に
プ
ラ
ト
ン

の
專
門
用
語
で
あ
り
、
そ
れ
故
決
し
て
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
以
上
が
、
そ
の
理
由
と
し

て
遽
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
、
圃
檬
の
理
歯
か
ら
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
は
テ
キ
ス
ト
の
最
後
の
部
分
、
郎
ち
挙
銭
息
て
8
職
慧
含
8

鼠
艶
v
の
部
分
を
も
除
外
し
て
お
り
、
結
局
た
だ
次
の
も
の
だ
け
が
、
　
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
慮
身
の
も
と
か
ら
の
書
斎
と
し
て
、
維
持

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
…
…
養
匙
鋤
殺
喬
含
。
勲
象
養
へ
誌
、
＆
臨
勲
訣
ミ
議
ミ
臥
ミ
℃
ヘ
ミ
蘭
。
へ
の
銭
の
へ
即
今
ミ
房
．

　
も
っ
と
も
併
し
、
バ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
除
外
さ
れ
た
始
め
の
部
分
も
、
内
容
的
に
言
え
ば
、
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
の
思
想
の
間
接

的
な
謹
書
を
含
む
と
見
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
吾
々
は
先
ず
こ
の
部
分
を
吟
味
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
大
づ
か
み
に
こ
れ
を
見
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

「
生
成
」
及
び
「
漕
滅
」
と
い
う
こ
と
が
、
「
存
戯
す
る
も
の
」
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
そ
こ
に
お
い
て
（
　
　
ヒ
　
　
　
　
　
司
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
》
、
嚇
ミ
リ
O
q
q
へ
↑
8
1
慶
O
ヒ
煙
黛
）

あ
る
、
と
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
「
生
．
阪
」
及
び
「
清
穆
」
と
は
、
そ
れ
異
本
質
的
に
は
、
「
存
在
す
る
も
の
」
の
あ
り
方
に
關
し



甲

　
　
て
こ
そ
言
わ
れ
う
る
こ
と
と
し
て
、
存
在
す
る
も
の
が
勝
義
に
「
存
在
す
る
も
の
」
と
な
る
こ
と
、
　
一
方
は
ま
た
そ
れ
が
勝
義
に
…
、
存
在

　
　
す
る
も
の
」
で
は
な
く
な
る
こ
と
、
を
意
味
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
併
し
、
ギ
リ
シ
ャ
風
に
理
解
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
た
だ
、

　
　
「
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
隠
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
」
で
あ
る
他
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
な
お
少
し
く
注
意
し
て
護
む
と
、

　
　
そ
こ
に
は
こ
の
「
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
」
の
由
來
す
る
と
こ
ろ
と
、
一
方
ま
た
「
隠
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
」
の
認
り
つ
く
と
こ
ろ
と
が
、
明

　
　
ら
か
に
同
じ
も
の
を
意
味
す
る
よ
う
に
書
わ
れ
て
い
る
（
嬬
§
…
…
碕
み
焼
＆
琴
・
・
：
：
）
。
「
隠
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
」
の
劉
り
つ
く
と
こ
ろ
と

　
　
は
、
正
に
た
だ
「
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
　
「
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
し
が
「
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
か
ら
生

　
　
ず
る
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
「
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
「
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
の
二
重
性
が
、
存
在
す
る
も

　
　
の
を
「
存
在
す
る
も
の
」
た
ら
し
め
る
根
底
と
し
て
、
こ
こ
に
も
ま
た
確
か
に
経
験
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
進
ん
で
吾
々

　
　
は
、
そ
の
経
験
に
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
が
、
ど
の
よ
う
な
猫
自
の
思
索
を
加
え
て
い
る
の
か
、
と
問
お
う
。
「
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
」

　
　
と
「
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
の
二
重
性
は
、
何
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
成
就
さ
れ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
の

　
　
か
。
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
自
身
の
も
の
と
見
な
さ
れ
た
部
分
の
、
最
初
の
表
現
が
こ
れ
に
答
え
る
。
一
…
ホ
陵
誌
＆
沢
誉
急
℃
と
い
う
の

　
　
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
解
繹
の
方
洵
を
と
る
限
り
、
8
需
含
を
逓
設
の
よ
う
に
「
必
然
」
と
解
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
　
「
必

　
　
然
」
に
從
っ
て
ー
ー
で
は
、
こ
こ
に
掲
げ
た
よ
う
な
問
い
に
封
ず
る
、
實
質
的
な
答
え
に
な
ら
な
い
。
R
、
肋
へ
ぎ
と
は
、
然
ら
ば
何
か
。
究

　
　
極
的
に
は
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
ざ
し
つ
つ
、
吾
々
は
併
し
、
こ
の
表
現
に
績
く
部
分
、
疑
い
も
な
く
こ
れ
を
分
析
的
に
解
明

　
　
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
部
分
か
ら
、
先
に
と
り
上
げ
よ
う
。

　
　
　
一
文
の
主
語
は
、
《
そ
れ
ら
（
＆
臨
）
》
で
あ
る
。
そ
れ
ら
と
は
、
臨
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
　
「
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
「
隠
さ
れ
て

　
　
い
る
こ
と
」
と
の
二
重
牲
に
基
づ
い
て
「
存
在
す
る
も
の
」
を
さ
す
。
そ
れ
ら
が
併
し
、
ど
う
だ
と
書
う
の
か
。
　
「
存
在
す
る
も
の
」
の

33

@
こ
の
よ
う
な
経
験
か
ら
、
一
嵩
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
は
何
を
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
主
語
の
次
に
來
る
勲
還
（
ヒ
）
と
い
う
語
、

10
　
　
　
　
　
　
原
初
期
ギ
リ
シ
ャ
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
、
、

10

@
ま
た
更
に
は
こ
れ
と
封
和
す
る
瓢
黛
甑
袋
（
り
）
と
い
う
語
が
、
先
ず
問
題
と
な
る
。
勲
こ
は
普
通
、
正
義
あ
る
い
は
裁
き
と
課
さ
れ
、
亀
ミ
漣

　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ゐ

　
　
は
從
っ
て
、
不
正
の
意
味
に
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
併
し
、
　
「
存
在
す
る
も
の
」
に
つ
い
て
、
何
を
そ
の
正
義
で
あ
り
、
不
正
で
あ

　
　
る
と
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
通
達
に
從
っ
て
、
事
物
の
濾
滅
す
る
こ
と
ト
郎
ち
そ
の
存
在
し
な
く
な
る
こ
と
を
、
正
義
な
い
し
は
裁
き

　
　
と
考
え
れ
ば
、
不
正
と
は
逆
に
、
そ
の
生
成
あ
い
る
は
存
在
す
る
こ
と
そ
れ
自
身
を
意
味
す
る
他
は
な
く
、
確
か
に
こ
れ
は
ペ
シ
ミ
ス
テ

　
　
ィ
ッ
ク
な
見
解
で
あ
る
、
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
併
し
な
が
ら
、
「
存
在
す
る
も
の
」
に
と
っ
て
、
「
存
在
す
る
こ
と
」
が
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

　
　
の
不
正
を
意
味
す
る
と
は
、
い
か
に
も
唐
突
に
す
ぎ
る
蛮
想
で
あ
る
。
斜
勤
ミ
へ
ぺ
を
た
だ
字
義
通
り
に
、
鋤
帆
、
8
ー
ー
即
ち
何
か
中
る
然
る
ベ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　

へ

　
　
き
も
の
が
脱
落
し
て
い
る
こ
と
、
從
っ
て
ま
た
、
そ
の
も
の
と
の
然
る
べ
き
結
び
つ
き
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
、
と
解
す
れ
ば
ど
う
だ
ろ

　
　
う
か
。
こ
の
場
合
に
は
、
勲
こ
は
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
に
で
は
な
く
、
然
る
べ
き
結
び
つ
き
に
お
い
て
あ
る
こ
と
を
、
あ
る
い
は
端
的
に
、

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　

へ

　
　
そ
の
然
る
べ
き
結
び
つ
き
そ
れ
翻
身
を
意
味
す
る
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
一
騰
併
し
、
　
「
存
在
す
る
も
の
」
に
お
い
て
、
伺
が
そ
の
よ
う

　
　
な
結
び
つ
き
で
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
た
だ
、
　
「
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
「
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
の
結
び
つ
き
、
謡
い
か

　
　
え
れ
ば
、
　
「
存
在
す
る
も
の
」
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
内
に
、
そ
の
隠
さ
れ
た
根
源
と
し
て
の
「
存
在
」
そ
の
も
の
が
結
び
つ
い
て
い

　
　
る
こ
と
、
つ
ま
り
か
の
「
存
在
」
の
二
重
牲
そ
れ
自
身
の
こ
と
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
慮
り
、
そ
し
て
ま
た
否
で
あ
る
。
　
「
存
亡
」
の
根

　
　
源
的
な
二
重
性
の
経
験
が
基
礎
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
し
て
も
、
こ
こ
で
は
併
し
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
は
、
そ
れ
を
更
に
直
接
的

　
　
な
「
存
在
す
る
も
の
し
の
思
量
に
お
い
て
、
實
謹
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
存
在
」
の
二
重
性
の
経
歴
に
基
づ
い
て
、
「
存
在
す

　
　
る
も
の
し
が
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
隔
、
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
都
度
の
現
存
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
限
り
、
こ
れ
は
ま
た
過

　
　
ぎ
ゆ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
過
ぎ
ゆ
く
も
の
は
併
し
、
必
ず
先
ず
以
て
現
存
し
な
い
も
の
と
し
て
あ
り
、
や
が
て
は
ま
た
現
存

　
　
し
な
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
葡
も
一
方
、
現
存
し
な
い
も
の
は
、
現
存
す
る
も
の
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
鳴
し
て
は
、
む
し

　
　
ろ
「
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
し
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
限
り
こ
れ
は
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
」
を
通
し
て
の
み
、
始
め
て
そ
の
背
景
に
、

　
　
そ
れ
自
身
も
「
存
在
す
る
も
の
」
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
　
「
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
「
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
の
二
重
姓
は
、
か



　
　
ぐ
し
て
ま
た
、
　
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
」
と
「
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
」
と
の
本
質
的
な
相
互
依
存
の
關
係
と
し
て
實
現
さ
れ
て
い
る
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
二
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
　
「
存
在
す
る
も
の
」
に
と
っ
て
然
る
べ
き
結
び
つ
き
と
は
、
正
に
た
だ
こ
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
勲
竃
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
隊
勲
ミ
黛
の
意
味
も
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
鄭
ち
そ
れ
は
、
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
（
あ
る
い
は
「
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
」
）
が
、
「
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
」
（
あ
る
い
は
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
」
）
と
の
本
質
的
な
結
び
つ
き

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
か
ら
離
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
而
も
、
こ
の
こ
と
が
「
存
在
す
る
も
の
」
の
あ
り
方
と
し
て
書
わ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
た
だ
、
時
と
し
て
そ

　
　
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
　
「
存
在
す
る
も
の
」
に
と
っ
て
は
、
か
の
結
び
つ
き
が
本
質
的
で
あ
る
の
と
聡
時

　
　
に
、
そ
こ
か
ら
離
れ
る
こ
と
も
ま
た
必
然
的
な
の
で
あ
る
。
そ
の
都
度
の
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
」
が
、
そ
れ
自
身
の
固
有
の
あ
り
方
に

　
　
お
い
て
、
完
全
に
現
わ
れ
つ
く
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
（
あ
る
い
は
ま
た
「
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
」
で
さ
え
も
、
侮
か
他
の
「
現
わ
れ
て

　
　
い
る
も
の
」
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
で
は
な
く
、
何
等
か
の
仕
方
で
そ
れ
自
身
が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
）
、
現
實
に
吾
々
は

　
　
「
存
在
す
る
も
の
」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
」
か
ら
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
」
へ
、
そ
こ
か
ら
ま
た

　
　
更
に
「
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
し
へ
と
い
う
よ
う
な
、
因
果
の
系
列
の
全
膿
や
、
あ
る
い
は
、
全
く
「
卜
わ
れ
て
い
る
も
の
し
と
「
隠
さ
れ

　
　
て
い
る
も
の
」
と
の
麗
捌
を
不
必
要
に
も
、
不
可
能
に
も
す
る
よ
う
な
、
永
遽
の
賢
髄
な
い
し
は
究
極
の
物
質
な
ど
、
は
た
し
て
こ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
は
嚴
密
な
意
味
に
お
い
て
、
何
か
穿
る
「
存
在
す
る
も
の
」
で
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
　
「
存
在
す
る
も
の
」
が
、
何
等
か
の
仕
方
で
「
現

　
　
わ
れ
て
い
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
と
共
に
、
更
に
そ
の
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
し
と
は
、
そ
の
都
度
自
恕
の
「
現
存
篇
に

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
定
着
し
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
，
併
し
な
が
ら
こ
の
場
合
、
定
着
が
停
滞
を
意
味
す
る
こ
と

　
　
に
な
り
、
軍
な
る
瞭
己
の
現
在
の
闘
定
的
な
存
立
こ
そ
が
環
存
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
で
も
い
う
か
の
よ
う
に
、
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
」

　
　
が
い
わ
ば
そ
の
圃
執
の
我
意
を
主
張
す
る
な
ら
ば
、
も
は
や
そ
れ
は
、
　
「
存
在
す
る
も
の
偏
で
あ
る
た
め
の
．
司
能
姓
の
悪
擦
を
失
う
わ
け

　
　
で
あ
り
、
從
っ
て
や
が
て
は
そ
の
「
現
存
」
を
さ
え
も
失
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
事
態
は
た
と
え
ば
、
傳
統
を
形
成
す
る
こ
と
の

35
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な
い
不
毛
の
文
化
の
衰
微
と
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
、
軍
慮
性
を
歓
い
た
生
物
の
種
の
死
滅
と
し
て
認
め
ら
れ
よ
う
。
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド

ー0　
　
　
　
　
　
原
初
期
ギ
リ
シ
ャ
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
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@
ロ
ス
も
、
確
か
に
こ
の
こ
と
に
氣
つ
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
　
「
存
在
す
る
も
の
」
が
、
そ
の
都
度
か
の
結
び
つ
き
を
離
れ
て
「
現
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
へ
　
　
ち
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
へ

　
　
す
る
も
の
」
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
蔚
も
そ
の
こ
と
の
自
己
克
服
に
お
い
て
、
た
え
ず
そ
こ
に
、
然
る
べ
き
結
び
つ
き
を
成
就
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
彼
は
そ
の
勲
蕊
ヒ
…
…
鑑
の
翫
勲
戦
勲
の
と
い
う
表
現
の
内
に
物
語
っ
て
い
は
し
な
い
か
。
「
存

　
　
在
す
る
も
の
」
の
あ
り
方
に
蘭
す
る
こ
の
よ
う
な
三
門
は
、
そ
こ
で
決
し
て
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
わ
け
は
な
く
、
む
し
ろ
た
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
嘗
聾
α
q
置
。
ぴ
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
　
「
存
在
す
る
も
の
」
に
と
っ
て
は
、
そ
の
然
る
べ
き
結
び
つ
き
こ
そ
が
正
し
さ
を
意
味
す
る
こ
と

　
　
は
否
め
な
い
か
ら
、
勲
こ
を
試
み
に
「
正
合
」
と
、
難
論
叙
霞
は
ま
た
「
不
正
合
」
と
灘
し
く
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
（
一
）
　
息
り
恥
黛
ミ
窺
り
と
い
う
形
は
、
こ
の
場
倉
、
明
ら
か
に
鋤
ぴ
莚
瓢
く
Φ
凶
⑦
臥
瞬
く
。
の
用
法
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
「
存
在
す
る
も
の
」
の
あ
り
方
に
食
し
て
書
わ
れ
て
い
る
も
う
一
つ
の
表
現
は
、
ま
ミ
の
（
）
覧
ぐ
）
で
あ
る
。
普
通
に
は
こ
れ
は
、
罰
だ
と

　
　
　
ヘ
ロ
へ

　
　
か
償
い
だ
と
か
と
繹
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
語
は
そ
の
場
合
、
臥
遷
（
沸
う
、
償
う
）
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
…
は
そ
れ
を
更
に
臥
S
に
ま
で
還
元
し
て
、
考
え
よ
う
と
す
る
。
臥
e
と
は
先
ず
、
奪
罪
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
し
て
ま
た
、
評

　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
益
す
る
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
、
或
る
も
の
を
奪
重
し
評
言
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
も
の
の
下
値
に
ふ
さ
わ
し
く
、
何
等
か
の
仕
方

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
で
こ
れ
に
報
い
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
際
、
挑
う
と
は
玉
無
を
繕
う
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
し
、
償
う
と
は
當
然
の
補
償
に
値

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
す
る
も
の
に
隠
し
て
辮
冠
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
併
し
、
　
臥
ミ
の
の
意
味
は
、
そ
の
根
源
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
求
め
ら
れ
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
茅
、
れ
は
、
　
門
存
在
す
る
も
の
」
の
本
質
的
な
あ
り
方
の
一
つ
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
既
に
逮
べ
た
よ

　
　
う
に
、
　
「
存
在
す
る
も
の
」
は
さ
し
當
っ
て
先
ず
、
そ
れ
自
身
の
…
、
環
存
」
に
定
着
し
て
い
る
も
の
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
に
固
執
し

　
　
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
お
い
て
、
同
時
に
ま
た
す
べ
て
の
「
現
存
す
る
も
の
」
は
、
た
が
い
に
他
の
「
現
存
す
る
も
の
」
に

　
　
接
し
て
關
興
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
現
存
」
の
内
に
分
散
す
る
こ
と
と
な
る
。
併
し
な
が
ら
、
「
現
存
す
る
も
の
」

　
　
の
こ
の
よ
う
な
仁
心
化
に
よ
っ
て
、
　
「
存
在
す
る
も
の
」
と
し
て
の
そ
れ
ら
の
蓮
關
が
、
全
く
分
解
し
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か

　
　
な
い
。
む
し
ろ
、
す
べ
て
の
「
現
存
す
る
も
の
」
が
そ
の
「
現
存
し
に
定
着
し
う
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
た
が
い
に
他
に
封
し
て
、



　
　
そ
の
こ
と
を
許
し
あ
い
、
支
え
あ
う
と
い
う
關
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
臥
ミ
の
と
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
奪
重
し
あ
う
こ
と
を
言

　
　
う
の
だ
と
せ
ら
れ
、
そ
の
意
味
を
と
っ
て
、
「
配
慮
」
と
い
う
繹
語
が
こ
れ
に
當
て
ら
れ
る
。
「
配
慮
篇
は
併
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
現
存
す

　
　
る
も
の
」
の
個
磁
化
…
…
t
い
わ
ば
相
互
へ
の
「
無
配
慮
」
を
通
し
て
、
そ
の
上
で
こ
れ
の
自
己
克
服
と
し
て
、
成
就
さ
れ
る
他
は
な
い
。

　
　
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
「
正
論
」
が
「
不
正
合
」
を
逸
し
て
、
藤
も
寄
船
に
そ
れ
の
膨
己
克
服
と
し
て
成
就
さ
れ
る
こ
と
と
、
封
鷹
す
る
。

　
　
あ
る
い
は
更
に
、
「
配
慮
〕
の
成
獄
は
「
正
肉
」
の
成
就
の
現
品
的
な
結
果
で
あ
る
、
と
考
え
て
も
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
爾
者
の
瀾
係
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
特
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
勲
芯
℃
蓬
～
臥
ミ
ヒ
の
、
§
“
は
、
　
た
だ
軍
に
三
冠
な
併
列
の
比
丘
で
の
そ
し
て
ま
た
で
は
な
く
、
む
し
ろ
い
わ

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
へ

　
　
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
の
意
味
で
あ
る
、
と
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
編
髄
、
　
「
言
合
」
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
「
配
慮
」
と
を
、
　
「
存
在
す
る
も
の
」
は
ど
う
す
る
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
黛
ま
ピ
ミ
と
い
う
動
詞
が
、
こ
れ
に
答
え
る
。
こ
の
語
は
た
だ
、
與
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
存
在
す
る
も
の
し
が
「
正

　
　
合
」
や
「
配
慮
」
を
與
え
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
「
存
在
す
る
も
の
し
で
あ
り
う
る
た
め
に
、
そ
れ
自
身
、

　
　
「
正
劇
」
と
「
配
慮
」
と
を
舞
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
勲
象
遷
へ
…
…
特
認
蘭
。
へ
の
（
相
互
に
…
…
輿
え
あ
う
）

　
　
と
い
う
構
文
が
、
こ
の
疑
問
を
解
く
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
併
し
、
　
「
正
心
」
を
棚
互
に
輿
え
あ
う
と
い
う
こ
と
が
、
不

　
　
分
明
に
な
ろ
う
。
　
「
正
心
」
と
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
相
互
依
存
的
な
關
係
な
の
で
あ
り
、
量
る
も
の
が
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ

　
　
を
他
に
輿
え
う
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
へ
即
鳶
慧
ミ
の
と
は
む
し
ろ
、
直
接
そ
の
前
の
臥
q
ミ
に
の
み
か
か
っ
て
、
た
だ
こ
れ
を
相
互
へ

　
　
へ

　
　
の
「
配
慮
」
と
し
て
、
明
確
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
正
装
」
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
相
互
へ
の
「
配

　
　
慮
」
と
を
、
　
「
存
在
す
る
も
の
」
は
一
義
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
與
え
う
る
の
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
輿
え
る
と
い
う
こ
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
よ
り
根
源
的
な
意
味
は
、
何
か
或
る
他
の
も
の
に
當
然
属
し
て
い
る
べ
き
も
の
を
、
確
か
に
そ
れ
に
録
厩
さ
せ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
な
い
。
「
存
在
す
る
も
の
」
は
、
「
正
合
」
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
相
互
へ
の
「
配
慮
」
と
を
鐸
厨
さ
せ
る
、
と
讃
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

37

@
だ
が
そ
れ
は
、
ど
こ
へ
p
．
…
一
…
と
吾
々
は
問
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
輿
え
ら
れ
た
一
文
は
、
こ
の
問
い
に
封
ず
る
直
接
の
答
え
を
脱
落
し
て

10　
　
　
　
　
　
原
初
期
ギ
リ
シ
ャ
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
至
聖
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紛
　
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
見
す
ご
し
て
來
た
蕊
、
と
い
う
語
が
、
そ
の
答
え
の
あ
り
か
を
暗
示
し
て
い
る
、
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ

　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
つ
　
　
ヘ

　
　
一
は
雷
う
。
と
い
う
の
は
と
い
う
こ
の
表
現
は
、
前
文
の
分
析
的
な
読
明
を
導
入
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
吾
々
は
逆
に

　
　
そ
の
前
文
の
中
で
、
か
の
保
留
さ
れ
て
い
た
問
題
の
語
…
i
8
幕
＄
て
へ
と
ふ
た
た
び
つ
れ
戻
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
べ
禽
含
こ
そ
が
、
　
「
存
在
す
る
も
の
」
の
「
正
合
篇
と
「
配
慮
」
と
の
麟
属
す
る
と
こ
ろ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
伴
い
か
え
れ
ば
、

　
　
こ
の
「
存
在
す
る
も
の
」
の
本
質
的
な
あ
り
方
が
、
そ
こ
か
ら
し
て
由
聾
す
る
と
こ
ろ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
こ
れ
は
、
思

　
　
索
が
よ
っ
て
以
て
「
存
在
す
る
も
の
」
の
「
存
在
」
を
書
い
現
わ
し
て
い
る
、
最
古
の
名
稻
に
他
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
N
愉
§
と
は
併
し
、
字
義
遽
り
に
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
こ
の
分
詞
形
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
　
ぺ
激
e
と
い
う
動
詞
の
原
義
の
内
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
り

　
　
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
べ
烹
e
と
は
普
通
、
神
託
を
下
す
こ
と
の
意
味
に
解
せ
ら
れ
（
そ
こ
か
ら
し
て
ま
た
沢
鳶
含
は
、
紳
託
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
わ

　
　
命
ず
る
こ
と
の
必
然
性
を
意
味
す
る
と
さ
れ
）
る
の
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
こ
れ
は
、
N
嵐
e
か
ら
の
縛
訊
で
あ
る
。
べ
纂
e
と
は
一
般
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
へ

　
　
求
め
ら
れ
た
も
の
を
渡
す
こ
と
（
神
託
を
下
す
こ
と
は
、
そ
の
一
つ
の
特
殊
な
場
合
）
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
更
に
そ
の
語
原
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
モ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
N
o
な
（
手
）
の
内
に
も
っ
と
考
え
ら
れ
、
根
源
的
に
は
そ
の
渡
す
と
い
う
こ
と
が
、
正
に
た
だ
手
か
ら
手
へ
渡
す
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ

　
　
て
い
る
の
だ
、
と
繹
義
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
N
喬
§
の
た
め
に
簡
約
な
課
語
を
當
て
る
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
「
手
渡
し
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
・

　
　
と
い
っ
た
表
現
に
で
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
實
際
ま
た
「
手
渡
し
し
と
は
、
そ
の
都
度
の
「
現
存
す
る
も
の
」
に
自
己
を
渡
し
な
が
ら
、
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
も
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
藏
己
の
手
中
に
忌
め
て
い
る
、
と
い
っ
た
含
蓄
に
お
い
て
、
確
か
に
か
の
「
存
在
」
の
一
一
重
性
に
封

　
　
す
る
、
一
つ
の
思
索
的
な
表
現
と
な
り
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
こ
れ
は
、
膚
己
を
そ
の
都
度
の
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
「
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
存
す
る
も
の
」
へ
と
、
手
か
ら
手
へ
渡
す
こ
と
と
し
て
、
　
「
現
存
す
る
も
の
に
に
薫
化
と
多
様
性
の
基
礎
を
輿
え
て
お
り
、
そ
の
上
で
更

　
　
に
か
の
「
不
正
合
」
の
「
縞
合
」
と
い
う
、
あ
る
い
は
ま
た
「
無
配
慮
」
の
「
配
慮
」
と
い
う
、
矛
盾
的
統
一
の
毒
素
と
も
な
り
え
て
い

　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
（
玉
）
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
は
こ
れ
に
、
b
コ
箋
¢
o
ン
と
い
う
ド
イ
ツ
語
を
當
て
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
に
固
窟
の
用
、
郎
　
ち
そ
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

瀧
度
の
丹
那
の
理
存
を
も
た
せ
な
が
ら
覧
蒲
も
そ
れ
ら
を
霞
己
の
根
源
的
な
統
一
の
内
に
取
め
て
い
る
、

で
も
謬
き
れ
る
べ
き
語
で
あ
る
。

と
い
っ
た
含
蓄
に
お
い
て
、
「
載
恩
」
と

　
（
2
）
　
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
「
分
與
」
や
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
「
集
約
」
と
の
差
異
に
注
圏
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
こ
の
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
の
断
篇
の
全
騰
に
封
し
て
、
譲
繹
を
試
み
よ
う
。
そ
の
際
、
合
え
ら
れ
た
文
章
の
脈
絡
を
無
幌

す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
か
ら
、
先
に
テ
キ
ス
ト
よ
り
除
外
さ
れ
た
前
後
の
部
分
を
も
含
め
て
、
一
慮
の
統
一
的
な
解
糧
を
ほ
ど
こ
し
て

み
る
こ
と
と
す
る
。
…
一
…
《
（
併
し
な
が
ら
、
「
存
在
す
る
も
の
」
に
「
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
」
が
そ
こ
か
ら
し
て
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
へ

ま
た
そ
れ
は
「
隠
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
」
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
　
こ
の
こ
と
は
正
に
）
「
手
渡
し
篇
の
故
に
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
「
存
在
す
る
も
の
」
は
、
（
時
閣
の
順
序
に
撃
っ
て
）
「
不
正
合
」
（
の
あ
り
方
を
と
り
、
禰
も
同
時
に
そ
の
こ
と
）
の
克
服
に
お
い

て
「
正
合
偏
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
、
（
「
無
配
慮
」
の
克
服
と
し
て
の
）
相
互
へ
の
「
配
慮
」
を
（
成
就
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ

と
は
た
だ
「
手
渡
し
」
の
故
に
そ
う
な
る
他
は
な
い
の
だ
か
ら
、
逆
に
書
え
ば
「
手
渡
し
」
の
避
暑
と
し
て
、
　
「
存
在
す
る
も
の
」
は
こ

れ
を
「
手
渡
し
し
に
）
蹄
厨
さ
せ
て
い
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。
》

五

　
　
　
以
上
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
繹
に
從
っ
て
、
原
初
期
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
「
存
在
」
の
思
索
の
成
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
も
の
、
あ
る

　
　
い
は
少
な
く
と
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
霞
岳
が
標
榜
す
る
「
存
在
」
の
思
索
の
基
本
的
な
内
取
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
要
す
る
に
、

　
　
次
の
よ
う
な
諸
黙
に
ま
と
め
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
（
一
）
「
存
在
」
を
、
「
存
在
す
る
も
の
し
の
「
存
在
」
と
い
う
二
重
性
に
お
い
て

　
　
考
え
る
こ
と
。
（
二
）
「
存
在
す
る
も
の
」
を
「
現
存
す
る
も
の
」
と
し
て
、
寒
い
か
え
れ
ば
そ
れ
を
、
ま
た
そ
れ
の
み
を
、
　
「
現
わ
れ
て

　
　
い
る
も
の
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
。
（
三
）
「
存
在
」
と
は
そ
こ
で
、
そ
の
都
度
「
現
存
す
る
も
の
」
に
お
い
て
自
己
を
現
わ
し
て
い
な
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が
ら
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
常
に
か
え
っ
て
「
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
」
で
あ
る
、
と
理
解
す
る
こ
と
。
（
四
）
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
」
と

10　
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五
一
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「
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
」
と
の
こ
の
二
重
性
は
、
墾
化
と
多
様
性
の
金
縁
で
あ
る
「
存
在
す
る
も
の
し
そ
の
も
の
の
局
面
に
お
い
て
、
そ

　
　
れ
ら
粗
糖
の
矛
盾
思
立
と
、
而
も
同
時
に
媒
介
依
存
の
驕
係
と
し
て
顯
現
し
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
。
一
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、

　
　
結
局
の
と
こ
ろ
、
現
出
の
こ
の
世
界
の
み
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
而
も
純
粋
な
意
味
に
お
い
て
は
、
晃
ら
れ
て
い
る
通
り
の
世
界
が
あ

　
　
る
と
い
う
こ
と
を
、
更
に
言
え
ば
、
そ
れ
が
た
だ
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
の
み
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
承
認
す
る
立
場
の
よ
う
で
あ
る
。
岡

　
　
時
に
併
し
こ
れ
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
界
の
有
が
す
べ
て
で
は
な
い
こ
と
を
、
つ
ま
り
、
澄
界
の
有
が
決
し
て
無
の
拒
斥
で
あ

　
　
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
そ
の
角
に
た
え
ず
無
を
含
ん
で
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
も
承
認
す
る
。
こ
の
顯
で
そ
れ
は
、
か
な
り
東

　
　
洋
的
な
無
の
立
場
に
近
い
よ
う
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
根
本
の
立
脚
撒
は
、
ど
こ
ま
で
も
決
定
的
に
違
っ
て
い
る
（
少
な
く
と
も
、

　
　
前
述
の
こ
あ
る
い
は
四
の
黙
に
お
い
て
）
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
諸
先
師
の
御
教
示
を
乞
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
最
後
に
、
な
お
一
そ
う
感
想
め
い
た
私
見
を
つ
け
加
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
　
「
存
在
」
の
思
索
を
端
的
に
「
存
在
」
そ
の
も

　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
へ
の
思
索
と
し
て
求
め
る
と
き
、
結
局
そ
れ
が
基
本
的
に
は
、
原
初
期
ギ
リ
シ
漉
、
以
上
に
鐵
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
筆
者
に
は

　
　
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
、
「
存
在
」
の
本
質
的
な
意
味
を
規
定
し
て
、
「
明
る
み
に
患
し
な
が
ら
保
有
す
る
と
い
う
仕
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
で
集
約
す
る
こ
と
（
鋼
重
に
薄
舞
θ
①
お
①
鼠
の
く
興
塁
B
巨
§
α
q
）
」
と
書
う
場
合
、
疑
い
も
な
く
こ
れ
は
、
原
初
二
二
リ
シ
淘
、
に
お
け
る

　
　
「
存
在
」
の
経
験
の
、
一
つ
の
別
な
表
現
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
周
知
の
よ
う
に
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
　
「
存
雀
」
を
「
歴
蓮
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
し
て
理
解
す
る
立
場
、
つ
ま
り
は
そ
れ
を
歴
史
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
見
方
を
、
款
し
く
提
出
し
て
は
い
る
。
だ
が
併
し
、
こ
の
場
合

　
　
に
も
そ
の
歴
史
観
は
、
歴
史
を
箪
に
入
聞
の
歴
史
と
し
て
限
定
す
る
こ
と
を
や
め
、
む
し
ろ
そ
れ
を
本
質
的
に
は
「
存
在
」
の
歴
史
と
し

　
　
て
考
え
て
ゆ
こ
う
と
い
う
よ
う
な
、
ま
こ
と
に
反
近
代
的
な
立
場
に
立
つ
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
「
早
急
（
○
①
も
。
o
賦
。
渥
）
」
の
概
念
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

　
　
と
い
え
ば
、
そ
の
都
度
自
己
を
世
界
と
人
閣
の
内
に
磨
り
つ
け
な
が
ら
、
．
而
も
常
に
そ
れ
自
身
を
、
全
膿
の
眞
理
と
し
て
は
く
ら
ま
し
て

　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
い
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
歴
史
の
根
源
に
お
け
る
濁
る
統
一
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
そ
こ
に
は
、
原
初
期
ギ
リ
シ
ャ
的

　
　
な
「
存
在
」
の
経
験
が
顔
を
記
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
　
「
存
在
」
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
た
だ
そ
の
都
度
の
「
現
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わ
れ
て
い
る
も
の
」
の
内
に
慮
己
を
現
わ
す
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
自
身
は
常
に
勤
、
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
上
に
、

何
も
の
を
つ
け
加
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
「
存
在
」
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
語
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ら
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
コ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
　
ゐ

は
前
述
の
よ
う
に
、
あ
る
も
の
を
あ
ら
し
め
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
存
在
」
は
、
む
し
ろ
正
に
「
存
在

す
る
も
の
」
に
す
り
か
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
か
も
蟻
れ
な
い
。

　
（
1
）
　
O
鍵
ω
嘆
霧
甥
〔
冨
し
。
》
塁
蝕
ヨ
飴
宍
陶
袋
一
寓
。
ぎ
芝
£
ρ
幹
q
。
博
一

　
（
2
）
驚
■
鉾
○
‘
¢
も
。
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
こ
か
ら
し
て
「
存
在
」
の
思
索
を
、
純
粋
に
た
だ
「
存
在
」
か
ら
の
思
索
で
あ
る
べ
き
だ
と
了
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
形
成
の
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

性
は
、
ど
こ
ま
で
も
無
筋
で
あ
る
だ
ろ
う
。
併
し
な
が
ら
、
思
索
は
そ
の
場
合
、
も
は
や
輩
に
《
「
底
魚
」
そ
の
も
の
の
謎
の
中
で
詩
作

、
、
　
（
1
）

す
る
こ
と
》
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
少
な
く
と
も
、
　
「
存
在
」
と
「
存
在
す
る
も
の
」
と
の
瞳
別
を
忘
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
威

濃
し
、
同
疇
に
ま
た
義
者
の
二
重
性
に
他
な
ら
ぬ
實
在
の
根
源
的
な
統
一
を
忘
却
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
全
く
た
だ
人
間
中
心
的
な
根
太

づ
け
の
努
力
と
し
て
蛮
乏
し
て
來
た
よ
う
な
、
影
画
上
學
三
思
辮
と
だ
け
は
、
そ
れ
は
今
や
は
っ
き
り
と
訣
甥
す
る
こ
と
が
必
須
で
も
あ

　
（
2
）

ろ
う
。
だ
が
併
し
こ
の
思
索
が
、
何
等
か
の
仕
方
で
、
學
的
思
惟
の
分
限
を
守
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。
も
し
そ
れ
が
可
能
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
「
存
在
翫
そ
の
も
の
か
ら
「
存
在
す
る
も
の
」
を
思
索
す
る
こ
と
、
で
あ
る
他
は
な
い
だ
ろ

う
。
こ
の
要
求
は
、
「
存
在
」
そ
の
も
の
か
ら
の
思
索
と
い
う
積
極
的
な
意
味
で
も
、
ま
た
あ
る
い
は
、
「
存
准
ず
る
も
の
」
の
思
索
を
と

い
う
消
極
的
な
意
味
で
も
、
意
外
に
か
の
曲
面
主
義
の
根
本
前
提
に
近
い
も
の
と
な
る
か
も
知
れ
ぬ
、
と
考
え
る
の
だ
が
、
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。

　
（
1
）
　
鋤
■
勲
○
■
》
ω
’
も
。
蕊

　
（
2
）
＜
α
q
轡
U
2
ω
器
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ヨ
費
§
（
囲
’
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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

2



entfaltet，　dann　entbirgt　sich　das　Seiende　als　dasc　Seiende，　und　so　sich　das

Sein　auch　durchs　Seiende，　aber　zugleich　verbirgt　dies　immer　sich　als　das

Sein　selbst，　dafi－r　Heral〈lits　，A2Wetcr‘　（Un－verborgenheit）　einen　mehr　scharf－

sinnigen　Ausdruck　geben　kann．　，Moipa‘　（Zuteilung）　in　Parmenides　und

，A6rog‘　（Liegen－lassen）　in　Heral〈｝it　sind　als　denl〈ende　AusdrUI〈e　fUr　das　in

dieser　Zwiefalt　erfahrene　Sein　als　solches　anz．usehen．　Von　Anaxi皿ander　wird

dieselbe　Erfahrung　etvLTas　nalver，　aber　noch　grttndiicher　ausgesprochen，　indem

er　die　Zwiefalt　des　Seienden　als　，6tsrp　TJe－g　d6crcicrg‘　（Fug　des　Un－Fugs）　erfaast，

und　diese　zu　，Xpc－toi‘　（Ein一　und　Aushandigen）　des　Seins　zuschreibt．　Solange

man　sich　auf　dieser　Grunderfahrung　des　Seins　begrttndet，　werden　die　Ver－

sicherungen　notwendig　sein，　dass　nach　dem　A6rog　Gleiches　zu　sagen　weise　ist

（Heraklit），　und　daS　das　Denken　vom　’E6v　niemals　abgeschieden　sein　kann

（Parmenides）．

　　Solche　Auslegung　scheint　das　frtthere　Griechentum　auf　folgende　Ansc｝iau－

ungen　zu　orientieren　：　1．　Die　wirkliche　Welt，　und　zwar　nur　diese　west　ohne

Zweifel　an．　2．　Aber　die　anwesende　Vtrelt　ist　gar　nicht　das　Ganze，　denn　das

Sein　der　Welt　kann　nle　die　Verneinung　des　Nichts　sein，　sondern　immer

schon　・vom　Nichts　getragt，　muB　es　vielm．ehr　in　sich　selbst　Nichts　sein．　3．

Das　eigentliche　Denlsten　soll　also　nur　an　das　sich　immer　verbergende　Sein　zu

denken，　oder　h6chstens　aus　dem　sich　jew’ei｝ig　entbergenden　Sein　（des　Seien－

den）　zu　denken　sein．　Diese　wtirden　auch　das　Fundament　des　Denkens　an

das　Sein　als　solches　bedeuten　1〈6nnen．

Tke　Si額撹io痕of甑e酸畿貌沁癒e「Wor蓋d

bl　Seiichi　Kage

　　According　to　the　teleological　theory　of　Kant，　moral　or　intellectual　beingS

are　ends　in　themselves．　On　the　contrary，　natural　things　are　only　m．eans　to

human　belngs．　Generally　speaking，　because　ot’　the　subjective　faculty　of

intelligenee，　they　become　purposes　in　the　nature　and　the　objectlve　quality

of　the　nature　serves　their　purposes．　The　perfeet　teleological　system　of

intellectual　and　natura1　beings　can　‘critically’　be　founded　by　the　‘final　purpose’，

which　is，　as　the　‘transcendental’　principle　of　all　the　purposes　and　means，　given
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