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ス

水

地

宗
・

明

内
　
　
容

七六五四三ニー
て
び
き
。
物
の
概
念
に
つ
い
て
。

対
象
の
法
則
。
意
識
関
係
説
と
内
在
対
象
説
。
意
識
の
対
象
的
分
差
に
対
す
る
カ
ト
コ
フ
の
批
判
。

統
一
対
象
の
法
則
。

物
対
象
の
法
…
則
。

共
意
託
号
と
閥
接
表
象
。

分
析
と
云
い
か
え
の
実
例
（
対
象
、
真
、
あ
り
、
な
し
、
存
在
、
非
存
在
、
可
能
姓
、
不
可
能
性
、
善
、
学
的
。
）

歴
史
的
な
こ
と
。

一
　
て
　
び
　
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の

　
一
　
レ
イ
ス
ム
ス
（
ヵ
魚
ω
ヨ
ニ
ω
）
と
は
物
主
義
の
意
で
あ
る
。
（
ラ
テ
ン
語
冨
ω
よ
り
。
）
物
主
義
と
は
、
物
対
象
の
法
則
を
基
礎
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
哲
学
上
の
一
つ
の
立
場
で
あ
る
。
物
対
象
の
法
面
．
と
は
、
「
仮
に
存
在
し
て
い
る
と
し
て
、
物
で
は
あ
り
え
な
い
も
の
は
、
思
わ
れ
え
な



　
　
い
。
（
し
た
が
っ
て
、
存
在
し
て
も
い
な
い
）
」
と
い
う
心
理
学
上
の
一
つ
の
附
記
で
あ
る
。
云
い
か
え
る
と
、
「
我
々
が
思
う
も
の
は
す

　
　
べ
て
、
も
し
そ
れ
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
　
一
つ
の
物
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
と
い
う
唯
一
最
上
の
普
遍
概
念
の
も
と
に
包
ま
れ
う
る
も

　
　
の
で
あ
り
、
か
つ
、
か
か
る
も
の
だ
け
で
あ
る
」
、
「
も
し
何
か
を
思
う
者
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
者
は
必
ら
ず
、
も
し
そ
れ
が
存
在
す
る

　
　
な
ら
ば
物
で
あ
ろ
う
も
の
を
、
思
う
者
で
あ
ろ
う
」
、
「
何
ら
か
の
物
を
思
う
の
で
な
い
思
う
者
は
不
可
能
で
あ
る
（
考
え
ら
れ
え
ず
、
あ

　
　
り
え
な
い
）
」
と
い
う
法
則
で
あ
る
。
も
う
一
度
云
え
ば
、
何
者
か
が
何
か
を
思
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
何
か
は
、
さ
し
あ
た
っ
て

　
　
そ
の
存
否
は
不
明
で
あ
る
が
、
し
か
し
も
し
そ
れ
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
必
ら
ず
一
つ
の
物
で
あ
ろ
う
。
（
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
、
も
ち

　
　
ろ
ん
、
い
か
な
る
物
で
も
な
い
。
あ
り
も
し
な
い
も
の
が
、
何
か
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
。
　
一
つ
の
語
り
つ
げ
判
断
が
正
し
い
な

　
　
ら
ば
、
そ
の
主
語
た
る
も
の
は
存
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
）
し
か
し
も
し
訳
語
表
現
の
上
に
お
い
て
、
我
々
が
い
か
な
る
物
で
も
な
い
も
の
を

　
　
思
う
如
く
に
見
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
逗
留
表
現
が
不
適
正
な
の
で
あ
る
。
た
署
し
こ
＼
に
「
思
う
臨
と
は
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ー
ギ
タ
ー
レ

　
　
に
同
じ
く
、
表
象
す
る
、
覇
断
ず
る
、
感
情
を
も
つ
（
欲
す
る
を
含
む
）
の
三
種
に
大
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
す
べ
て
の
意
識
状
態
を
総

　
　
称
す
る
語
で
あ
る
。
（
い
わ
ゆ
る
「
作
用
」
は
実
は
状
態
で
あ
る
。
両
者
を
区
劉
し
な
い
。
）
こ
の
門
訴
は
フ
ラ
ン
ツ
・
ブ
レ
ン
タ
！
ノ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
（
同
○
◎
ω
c
Q
…
H
り
H
刈
）
に
よ
っ
て
、
お
よ
そ
一
九
〇
一
年
よ
り
一
九
〇
六
年
に
わ
た
っ
て
、
確
立
さ
れ
た
。

　
　
　
（
1
）
　
レ
イ
ス
ム
ス
と
い
う
名
称
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
6
9
開
。
練
鎚
び
ぎ
ω
露
の
命
名
で
あ
る
。
た
だ
し
、
い
ま
だ
原
文
献
を
明
ら
か
に
な
し
え
な
い
。

　
　
　
　
O
悟
O
■
国
無
犀
。
く
》
¢
簿
騨
。
。
鑑
。
財
諜
灘
α
q
o
⇔
R
舞
芝
曾
巳
ρ
8
訟
①
鷹
詳
島
↓
ン
8
黛
浴
。
お
G
。
↓
や
目
心
メ

　
　
　
（
2
）
　
物
対
象
の
法
購
と
い
う
名
は
、
私
が
名
づ
け
た
仮
称
で
あ
る
。
日
本
馬
学
会
編
集
『
暫
学
』
第
十
一
号
、
　
一
九
六
一
。
ブ
レ
ン
タ
；
ノ
ー
学
派

　
　
　
　
は
こ
の
法
則
に
特
定
の
名
称
を
与
え
て
い
な
い
。

　
　
　
（
3
）
　
》
準
鑑
国
霧
雪
”
N
①
冨
器
。
ゲ
禦
鎧
旨
σ
q
¢
昌
師
N
風
け
び
①
軽
銀
。
℃
■
8
（
む
コ
捲
艮
§
0
6
①
器
臨
。
・
o
匿
｛
r
2
簿
ξ
ノ
謀
。
。
器
濤
。
，
織
叶
【
ヨ
山
嵐
簿
ぞ
び
遂
…
深

　
　
　
　
H
8
G
。
．
）

　
　
　
2
　
こ
の
法
則
を
正
し
く
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
人
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
「
物
」
と
い
う
語
の
意
味
を
、
よ
く

　
　
わ
き
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
哲
学
文
献
に
お
い
て
、
物
と
い
う
語
は
つ
ね
に
一
定
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
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レ
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ニ
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哲
学
研
究
　
第
四
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二
八

08

@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

8
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ミ
ル
は
「
物
」
の
下
に
「
個
体
」
の
み
を
解
し
、
レ
ー
ム
ケ
は
「
物
」
と
「
物
体
」
と
を
同
一
の
意
味
に
使
丁
し
た
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
た
「
物
主
義
」
と
い
う
名
称
を
造
っ
た
コ
タ
ル
ビ
ン
ス
キ
ー
そ
の
人
も
、
物
主
義
に
唯
物
論
的
解
釈
を
与
え
た
。
人
は
ま
た
し
ば
し
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
「
物
」
と
い
う
語
を
一
属
性
と
の
対
立
に
お
い
て
一
…
ウ
ー
シ
ア
（
ア
キ
デ
ン
ス
の
基
体
、
。
。
信
ぴ
。
。
＄
馨
冨
）
の
意
味
に
使
規
す
る
。
　
こ

　
　
れ
ら
の
例
は
、
物
と
い
う
語
が
多
義
に
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
、
ひ
い
て
ま
た
物
主
義
が
、
す
で
に
そ
の
語
義
に
お
い
て
、
人
々
に
誤

　
　
解
さ
れ
る
べ
き
危
険
に
面
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
ー
の
物
主
義
に
お
い
て
は
、
物
と
は
、
単
に
ウ
ー
シ
ア
で
も
、

　
　
物
体
で
も
、
物
質
、
素
材
で
も
、
個
体
で
も
な
い
。

　
　
　
（
1
）
　
8
ζ
同
芦
諺
謬
匙
誘
冨
。
｛
普
㊦
勺
7
象
。
ヨ
窪
鋤
o
m
昏
①
げ
蕉
田
舞
回
議
帥
p
（
r
N
宍
｛
a
．
H
G
。
8
”
〈
○
磨
口
燭
■
餅

　
　
　
（
2
）
ト
寄
夢
涛
ρ
℃
露
。
ω
8
に
①
募
○
箋
巳
鼠
も
。
。
・
窪
。
・
。
冨
頃
二
課
○
も
．
。
。
。
。
■

　
　
　
（
3
）
累
¢
ω
舞
9
Φ
勺
語
。
。
・
。
冨
δ
し
ご
お
簗
霞
霧
H
霧
ピ
。
．
b
。
直
・

　
　
　
（
4
）
　
国
×
「
σ
q
弊
○
◎
ω
誓
ヨ
勺
酒
団
汗
窪
艮
諺
芭
Φ
げ
鴇
じ
d
山
．
H
．
お
ω
P
℃
◆
目
G
。
。
す
で
に
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
し
か
り
Q

　
こ
こ
で
「
物
」
と
い
う
名
で
意
味
さ
れ
る
概
念
は
、
我
々
の
有
す
る
諸
概
念
の
う
ち
で
、
も
っ
と
も
普
遍
的
な
、
ま
た
そ
の
意
味
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

も
っ
と
も
単
純
な
概
念
で
あ
る
。
（
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
単
純
な
概
念
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
物
の
概
念
も
、
な
お
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
意
味
で
複
合
的
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
時
閥
論
に
ふ
れ
る
こ
と
な
く
し
て
は
説
明
さ
れ
え
な
い
。
）
そ
の
生
成
の
順
序
に
お
い
て

も
一
い
か
な
る
表
象
も
物
の
表
象
な
の
で
あ
る
か
ら
…
1
物
の
概
念
は
他
の
い
か
な
る
概
念
に
も
先
立
つ
。
（
℃
臨
旨
。
宙
ぢ
富
に
Φ
o
窪

＄
戦
け
Φ
器
■
）
そ
れ
ゆ
え
さ
し
あ
た
っ
て
「
物
」
を
定
義
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
（
物
対
象
の
法
則
が
充
分
に
理
解
さ
れ
た
後
に
は
、

物
と
は
表
象
さ
れ
う
る
も
の
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
時
間
論
と
の
菊
合
に
お
い
て
は
、
物
と
時
間
的
な
も
の
と
は
岡
一
の

概
念
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
し
か
し
多
大
の
説
明
を
要
求
す
る
。
）
我
々
が
今
な
し
う
る
こ
と
は
、
物
（
屋
ρ
Φ
霧
お
巴
ρ
U
ヨ
σ
q
w
U
一
山
σ
q
甲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

9
①
9
乏
①
器
コ
）
と
非
物
（
H
H
周
Φ
幾
一
①
o
謄
）
と
を
例
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
に
お
い
て
我
々
は
、
物
と
零
物
の
境
界
に
つ
い
て
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

々
が
一
物
主
義
者
も
し
か
ら
ざ
る
者
も
i
大
体
は
容
易
に
一
致
し
う
る
こ
と
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
幾
つ
か
の
場
合
に
は
、
当



の
も
の
が
物
で
あ
る
か
非
物
で
あ
る
か
に
つ
い
て
入
念
な
考
慮
が
要
求
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
始
め
か
ら
す
べ
て
の
人

々
の
一
致
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
集
合
体
や
、
点
、
線
、
瞬
聞
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
境
（
か
ぎ
り
、
○
婦
Φ
⇔
N
①
）
な
ど
は
そ
の
例

で
あ
る
。

　
　
　
一
つ
の
赤
い
も
の
は
一
も
し
そ
れ
が
存
在
す
る
な
ら
ば
ー
ー
一
つ
の
物
で
あ
る
。
し
か
し
赤
や
赤
み
や
赤
さ
は
決
し
て
物
で
は
な
い
。

　
　
一
つ
の
判
断
す
る
者
は
物
で
あ
る
が
、
判
断
は
物
で
は
な
い
。
二
つ
の
も
の
、
例
え
ば
二
つ
の
由
は
、
物
で
あ
る
。
（
そ
れ
ぞ
れ
も
一
つ
の

　
　
物
で
あ
り
、
全
部
も
一
つ
の
物
で
あ
る
。
）
し
か
し
一
一
は
物
で
は
な
い
。
　
一
般
に
抽
象
名
詞
（
普
通
名
詞
で
は
な
い
）
は
物
を
名
指
さ
ず
、

　
　
物
の
概
念
を
意
味
し
な
い
。
欠
如
、
不
足
、
無
な
ど
は
物
で
は
な
い
。
「
人
闘
で
な
い
も
の
」
は
、
も
し
こ
の
表
現
が
完
全
な
否
定
語
と
解

　
　
さ
れ
る
な
ら
ば
、
物
で
は
な
い
。
他
方
、
人
問
で
な
い
何
か
（
例
え
ば
犬
）
は
物
で
あ
り
う
る
。
一
般
に
否
定
語
（
2
Φ
α
q
葺
駒
落
）
は
物
を

　
　
名
指
さ
な
い
。
欠
如
語
（
℃
N
一
く
Q
陣
一
く
鋤
）
は
し
か
し
、
解
し
様
い
か
ん
で
、
あ
る
い
は
物
を
名
指
し
、
あ
る
い
は
名
説
さ
な
い
。
不
合
理
な

　
　
も
の
（
諺
ぴ
撃
鼠
㊤
）
の
う
ち
、
そ
の
要
素
が
す
べ
て
物
で
あ
る
も
の
は
、
例
え
ば
一
匹
の
入
魚
や
丸
く
て
四
角
な
も
の
は
、
も
し
こ
れ
ら

　
　
が
仮
に
存
在
す
る
な
ら
ば
、
物
と
し
て
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
時
間
的
な
も
の
、
空
間
的
な
も
の
は
物
で
あ
る
が
、
時
閥
、
空
聞
は
物
で

　
　
は
な
い
。
真
理
、
法
則
は
物
で
は
な
い
。
「
し
か
じ
か
の
こ
と
」
は
物
で
は
な
い
。
可
能
性
、
不
可
能
性
、
必
然
性
、
存
在
、
非
存
在
な
ど

　
　
は
物
で
は
な
い
。
ま
た
可
能
な
も
の
、
不
可
能
な
も
の
、
必
然
な
も
の
、
存
在
す
る
も
の
な
ど
も
物
で
は
な
い
。
過
去
、
現
在
、
未
来
は

　
　
物
で
は
な
い
。
過
玄
の
も
の
、
未
来
の
も
の
、
あ
っ
た
も
の
、
あ
ろ
う
も
の
も
物
で
は
な
い
。
真
、
善
、
美
は
物
で
は
な
い
。
ま
た
、
真

　
　
な
る
も
の
、
善
い
も
の
、
美
し
い
も
の
も
物
で
は
な
い
。
　
一
般
に
反
省
語
（
菊
①
繭
①
雑
少
く
簿
）
は
物
を
名
福
さ
ず
、
物
の
概
念
を
意
味
し
な
い
。

　
　
い
わ
ゆ
る
「
反
省
概
念
」
は
実
は
概
念
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
反
省
概
念
と
は
、
そ
の
概
念
に
直
観
が
対
応
し
て
い
る
の
で
は
な

　
　
い
け
れ
ど
も
、
直
襯
に
も
と
づ
き
、
反
省
を
通
し
て
形
成
さ
れ
る
と
見
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
。
例
え
ば
、
不
可
能
な
も
の
と
い
う
概
念
は
、

　
　
外
的
直
観
か
ら
は
形
成
さ
れ
え
な
い
し
、
内
的
直
観
か
ら
も
薩
接
に
は
形
成
さ
れ
え
な
い
け
れ
ど
も
、
我
々
が
何
か
を
必
然
挫
を
も
っ
て
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ェ
九
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三
〇

10
8
　
退
け
る
判
断
を
内
的
に
経
験
し
た
上
で
、
反
省
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
反
省
概
念
は
、
判
断
内
容
を
対
象
と
す
る
。

　
　
前
期
ブ
レ
ン
ク
ー
ノ
ー
は
こ
の
説
を
と
っ
た
。
マ
ル
テ
ィ
は
概
念
形
成
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
一
…
H
ヨ
壇
）
o
旨
①
鷲
δ
欝
（
例
え
ば
、
判
断
す

　
　
る
も
の
と
い
う
概
念
を
形
成
す
る
）
、
丙
。
ヨ
℃
角
器
営
δ
欝
（
関
係
概
念
を
形
、
齢
す
る
）
と
並
べ
て
一
こ
の
意
味
で
三
図
①
紙
§
を
あ
げ

　
　
た
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
反
省
と
は
、
ロ
ッ
ク
の
そ
れ
と
少
し
く
異
な
る
。
こ
の
よ
う
に
非
物
は
、
概
括
す
れ
ば
、
抽
象
語
、
否
定
語
、

　
　
反
省
語
が
名
ざ
す
と
想
像
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
非
物
は
ま
た
、
ス
コ
ラ
哲
学
者
た
ち
の
用
語
を
借
れ
ば
、
Φ
器
窮
鋤
。
鼠
の
と
い
う
語
で

　
　
一
括
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
そ
の
語
の
原
義
よ
り
す
れ
ば
、
た
穿
対
象
と
し
て
の
み
心
の
中
に
存
在
し
え
、
本
来
の
意
味
で
は

　
　
存
在
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
「
非
物
」
に
対
立
す
る
「
物
」
（
欝
ω
L
鶏
疑
）
と
い
う
語
が
、
「
実
物
」
、
さ
ら
に
「
実
在
物
」
の
意
味
を

　
　
も
つ
に
至
っ
た
の
も
、
そ
れ
ゆ
え
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
元
来
は
、
非
実
在
物
や
存
在
し
え
な
い
も
の
す
ら
、
物
か
ら
雷
除
さ
れ
る
べ

　
　
き
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
も
、
我
々
が
そ
れ
を
表
象
し
う
る
か
ぎ
り
、
物
で
あ
る
。
一
部
ス
コ
ラ
哲
学
者
、
例
え
ば
ス
ア
レ
ズ
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
器
巴
置
と
塗
○
欝
ω
と
を
対
置
す
る
用
語
法
は
、
物
の
概
念
を
不
当
に
せ
ば
め
た
も
の
で
あ
る
。
物
は
非
物
に
対
置
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
我
々
は
こ
こ
で
エ
ン
ス
。
ラ
チ
オ
～
ニ
ス
を
、
対
象
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
対
象
と
解
す
る
。

　
　
　
（
1
）
　
深
雲
霞
し
o
ρ
o
搾
（
N
鉱
欝
濤
。
｝
堅
ρ
⊆
雛
α
q
煽
。
。
拍
）
ワ
リ
G
。
．
し
ご
お
篤
目
合
ρ
＜
○
言
も
・
ぼ
窪
田
簿
窪
毎
戸
∩
ご
さ
Φ
湯
島
①
ロ
こ
づ
①
嬉
塁
簿
。
。
①
ぼ
H
露
G
。
や
器
O
．

　
　
　
（
2
）
　
誤
噸
累
髪
曙
》
○
の
鍵
ヨ
ヨ
色
毎
ω
o
一
崔
聾
。
捧
じ
d
島
．
口
》
》
馨
．
累
日
O
日
。
◎
℃
．
ぬ
．

　
　
　
（
3
）
8
慈
鍵
容
壽
罫
N
眠
い
。
一
二
。
く
・
ヨ
ぎ
財
聾
き
瓢
○
Φ
σ
q
①
類
ω
鐙
鼠
審
戦
く
。
蓑
亀
琶
α
q
戸
。
。
箕
℃
●
ω
9

　
　
　
（
4
｛
）
↓
壽
箆
。
タ
・
。
・
茸
響
G
簿
．
ワ
。
。
G
。
．
》
謬
鐸
西
洋
古
典
学
雑
誌
第
九
号
七
〇
頁
。

　
3
　
レ
イ
ス
ム
ス
は
、
我
々
が
思
う
も
の
は
す
べ
て
、
た
ず
一
つ
の
普
遍
概
念
の
も
と
に
統
一
さ
れ
う
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
統
一
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
エ
）

念
が
物
と
呼
ば
れ
る
べ
き
か
否
か
は
、
す
な
わ
ち
名
称
の
い
か
ん
は
、
レ
イ
ス
ム
ス
の
実
質
に
と
っ
て
重
要
で
は
な
い
。
と
は
い
え
物
と

い
う
語
は
話
麟
ま
霧
も
・
の
三
白
と
か
零
ω
と
か
窪
ω
欝
巴
。
な
ど
の
中
世
以
来
の
用
法
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
ほ
し
い
ま
ま
に

新
造
さ
れ
た
爾
譜
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
＼
に
物
と
は
、
ア
弓
ス
ト
テ
レ
一
・
ハ
が
、
単
に
心
の
中
に
の
み
存
在
す
る
「
真
と
い
う
意
瞭



　
　
で
の
有
る
も
の
偏
な
ど
か
ら
区
記
し
て
、
「
本
来
の
意
味
で
有
る
も
の
」
（
の
器
℃
駿
。
・
Φ
）
と
呼
び
、
十
の
カ
テ
ゴ
リ
ヤ
に
区
励
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
に
、
ほ
穿
梢
当
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
1
）
　
じ
ご
話
簿
9
。
欝
ρ
芝
接
浮
①
津
二
誕
岱
切
く
践
①
暴
℃
．
δ
c
。
■

　
　
　
（
2
）
H
P
際
興
Φ
α
Q
鼠
⑦
巳
①
げ
鴇
Φ
℃
誌
も
高
ゲ
↓
舞
箆
。
壽
犀
陣
」
。
ρ
簿
も
6
刈
。
。
嚢
●

　
　
　
4
　
存
在
や
存
在
す
る
も
の
の
「
概
念
」
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
る
。
こ
＼
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
物
（
1
1
有
る
も
の
）
と
は
存
在

　
　
す
る
も
の
と
岡
意
味
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
表
象
さ
れ
え
な
い
も
の
は
存
在
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
我
々
が
表

　
　
期
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
後
に
発
見
さ
れ
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
経
験
さ
れ
る
。
し
か
し
我
々
が
表
象
し
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
も

　
　
の
に
つ
い
て
は
、
存
在
肯
定
蝉
騒
を
我
々
は
決
し
て
下
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
A
あ
り
と
い
う
挙
隅
は
下
さ
れ
う
る
が
、
し
か
し
A
は
蓑

　
　
象
さ
れ
え
な
い
、
と
い
う
主
張
は
矛
盾
を
含
む
。

　
　
　
つ
い
で
な
が
ら
、
人
は
物
主
義
者
に
対
し
て
詰
問
し
た
。
書
は
「
非
物
は
表
象
さ
れ
え
な
い
、
非
物
は
存
在
し
な
い
」
と
云
う
が
、
ま

　
　
さ
に
そ
の
主
張
に
お
い
て
、
潜
は
非
物
を
表
象
し
て
い
る
で
は
な
い
か
と
。
し
か
し
非
物
が
表
象
さ
れ
え
な
い
と
は
、
適
正
に
表
現
す
れ

　
　
ば
、
何
人
も
、
何
か
を
表
象
す
る
者
を
正
当
に
う
べ
な
う
と
同
質
に
、
物
を
表
象
す
る
者
と
し
て
の
こ
の
者
を
正
当
に
否
み
え
な
い
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ

　
　
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
　
　
＊
　
ゆ
話
黛
p
。
旨
P
毒
節
聞
げ
①
醤
鷹
揖
儀
晦
く
箆
窪
N
ワ
リ
Q
o
．
℃
q
・
箸
財
。
び
σ
q
δ
く
。
洲
H
唱
零
円
い
H
囲
’

　
　
　
5
　
さ
て
レ
イ
ス
ム
ス
は
、
い
か
な
る
理
由
を
も
っ
て
非
物
を
我
々
の
対
象
領
域
か
ら
し
め
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
非
物
は
余
分
の
も
の
で
あ
る
。
真
理
、
真
実
に
つ
い
て
の
理
論
そ
の
ほ
か
の
理
論
は
、
非
物
な
く
し
て
充
分
に
建
設
さ
れ
う
る
。
第
二
に
、

　
　
非
物
は
無
用
、
無
益
で
あ
る
。
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
如
き
主
観
主
義
者
は
、
非
物
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
を
信
ず
る
者
に
と
っ
て
は
あ

　
　
り
、
信
ぜ
ぬ
者
に
と
っ
て
は
あ
ら
ぬ
と
主
張
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
知
識
論
、
真
理
論
に
お
け
る
非
物
の
想
定
は
、
主
観
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
の
克
服
と
い
う
当
初
の
目
的
を
達
し
え
な
い
。
第
三
に
、
非
物
の
想
定
は
多
く
の
不
合
理
を
含
む
。
こ
の
点
を
指
示
す
る
こ
と
が
、
物
対

118
　
　
　
　
　
　
レ
イ
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ム
ス
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三
ニ

ー28　
　
象
の
法
則
の
証
明
を
構
成
す
る
。
第
四
に
レ
イ
ス
ム
ス
は
、
雷
語
表
現
の
上
か
ら
滴
れ
ば
我
々
が
非
物
を
対
象
に
し
て
い
る
か
の
如
く
見

　
　
え
る
諸
場
合
に
起
る
実
さ
い
の
心
理
状
態
を
説
明
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
以
下
の
我
々
の
説
明
は
、
こ
れ
ら
の
諸
点
を
、
こ
の
順
序
に

　
　
で
は
な
い
が
、
か
な
り
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
（
1
）
（
2
）
囚
9
。
。
巳
”
U
冨
℃
甑
。
ω
。
喜
冨
弾
じ
σ
お
艮
雪
。
。
。
ワ
H
O
偽
．

二
　
対
象
の
法
刷

　
1
　
我
々
は
物
対
象
の
法
則
を
証
明
し
よ
う
と
欲
す
る
。
そ
の
た
め
に
し
か
し
我
々
は
先
ず
「
対
象
の
法
則
」
を
、
次
に
「
統
一
対
象

の
法
則
」
を
確
立
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
こ
れ
ら
の
名
称
は
便
宜
上
坐
に
し
ば
ら
く
名
づ
け
て
お
く
に
す
ぎ
な
い
。
）

　
思
う
も
の
は
、
必
ら
ず
何
か
を
思
う
も
の
で
あ
る
。
何
か
を
思
う
も
の
で
な
い
思
う
も
の
は
、
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
を
対
象
の
法
購

と
呼
ぼ
う
。
例
え
ば
、
聞
く
も
の
は
何
か
を
聞
く
。
何
を
も
聞
か
な
い
聞
く
も
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
信
ず
る
も
の
は
何
か
を
信
じ
、
否

む
も
の
は
何
か
を
否
む
。
愛
す
る
も
の
は
何
か
を
愛
し
、
欲
す
る
も
の
は
何
か
を
欲
す
る
。
か
く
し
て
対
象
の
法
則
は
、
思
う
も
の
と
い

う
概
念
に
は
「
何
か
」
の
概
念
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
（
そ
の
ば
あ
い
、
こ
の
「
何
か
」
の
概
念
が
一
義
的
で
あ
る
か
多

義
で
あ
る
か
は
、
今
は
ま
だ
闘
わ
な
い
。
）

　
と
こ
ろ
で
我
々
は
主
張
す
る
。
対
象
の
法
則
は
自
明
で
あ
る
と
。
我
々
は
内
的
知
覚
と
そ
れ
か
ら
の
抽
象
に
よ
っ
て
、
思
う
も
の
と
い

う
概
念
を
形
成
す
る
。
そ
う
し
て
こ
の
概
念
を
分
析
す
る
だ
け
で
、
対
象
の
法
劉
は
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
一
つ
の
判
断
が
自
明
で
あ
る

と
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
何
人
も
誤
ま
り
え
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
れ
以
上
の
経
験
と
帰
納
を
要
す
る
こ
と
な
し
に
、
こ
の
判
断

を
構
成
す
る
概
念
の
み
か
ら
、
壷
中
さ
と
い
う
あ
る
独
特
の
性
格
を
そ
な
え
て
、
こ
の
指
寄
が
生
じ
、
か
つ
、
他
の
い
か
な
る
明
白
な
糊

断
も
こ
の
判
断
に
矛
盾
し
え
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
）



，813

　
2
　
対
象
の
法
則
に
つ
い
て
犯
さ
れ
た
誤
解
（
意
識
関
係
説
と
内
在
対
象
説
。
）

　
対
象
の
法
鰯
は
、
適
正
に
は
、
「
も
し
思
う
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
者
は
必
ら
ず
何
か
を
思
う
者
で
あ
ろ
う
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
。

け
れ
ど
も
こ
の
法
則
は
、
し
ば
し
ば
不
適
正
に
表
現
さ
れ
、
そ
う
し
て
一
こ
の
法
則
を
主
張
し
た
人
々
に
よ
っ
て
す
ら
、
し
ば
し
ば
一

1
誤
解
さ
れ
た
。

　
対
象
の
法
則
に
よ
れ
ば
、
　
一
人
の
思
う
者
を
う
べ
な
う
者
は
、
何
か
を
思
う
者
を
う
べ
な
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
は
こ
㌧
か
ら
し
て
次
の

如
き
誤
り
を
犯
し
た
。
人
は
こ
れ
を
「
思
っ
て
い
る
者
が
あ
る
な
ら
ば
、
思
わ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
解
釈
し
た
。
す
．

な
わ
ち
彼
ら
は
、
思
う
も
の
を
う
べ
な
う
者
は
、
そ
の
対
象
た
る
思
わ
れ
る
も
の
を
う
べ
な
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
彼
ら
は
、
思
う
と
は
、
特
に
知
る
と
は
、
一
種
の
関
係
で
あ
る
と
、
し
か
も
一
種
の
共
存
関
係
で
あ
る
と
晃
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
今
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い

意
識
関
係
説
と
我
々
は
呼
ぶ
。
意
識
は
共
存
関
係
の
一
種
な
り
と
い
う
こ
の
説
に
従
え
ば
、
こ
の
種
の
関
係
の
底
（
｛
離
下
鮎
節
b
P
①
昌
け
二
溢
P
）
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ん

あ
る
思
う
者
を
う
べ
な
う
者
は
、
そ
の
端
（
け
Φ
触
b
P
一
鵠
錯
ω
）
で
あ
る
思
わ
れ
る
も
の
（
対
象
）
を
も
う
べ
な
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
両

者
は
共
存
の
関
係
に
立
っ
て
い
て
、
　
一
方
の
存
在
か
ら
必
然
的
に
他
方
の
存
在
が
推
論
さ
れ
う
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
人
は
「
だ
れ
か
が
何
か
を
思
う
」
と
「
侮
か
穿
、
だ
れ
か
に
よ
っ
て
、
思
わ
れ
る
」
と
い
う
二
つ
の
表
現
が
、
単
に
同
じ
意

味
を
表
わ
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
共
に
適
正
な
表
現
で
あ
る
と
冤
な
し
た
。
つ
ま
り
、
後
者
も
、
前
者
の
如
く
、
何
か
に
つ
い
て
何
か

を
語
る
一
つ
の
語
り
つ
げ
判
断
を
完
全
に
表
わ
し
て
い
る
と
兇
な
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
「
だ
れ
か
が
何
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

を
思
っ
て
い
る
」
な
ら
ば
、
「
何
か
穿
思
わ
れ
て
い
る
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
し
て
「
思
わ
れ
て
い
る
」
が
こ
の
何
か
の
述
語

で
あ
る
な
ら
ば
f
語
り
つ
げ
判
断
は
主
語
の
存
在
を
前
提
す
る
か
ら
（
鉢
⇔
。
亭
①
艮
雲
霞
子
鼠
賢
聖
け
二
心
げ
暮
斜
国
⇔
邑
ぎ
昌
、
ω
閃
㊦
箆
や

。。

刀
j
一
何
か
は
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
一
方
に
お
い
て
、
思
う
も
の
が
あ
れ
ば
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
と
前
説
し
、
他
方
に
お
い
て
し
か
し
、
記
憶
や
想
像
な
ど
に
さ

　
　
　
　
レ
ィ
ス
ム
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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誤
爆

14
8
　
い
し
て
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
対
象
が
実
在
し
え
な
い
と
い
う
明
ら
か
な
事
実
を
考
慮
す
る
と
き
、
そ
こ
に
内
在
対
象
説
が
登
場
す
る
。
こ

　
　
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
思
わ
れ
る
も
の
（
対
象
）
は
、
思
わ
れ
て
い
る
と
き
、
心
の
中
に
一
人
の
心
の
中
に
で
あ
れ
、
神
の
心
の
う
ち
に

　
　
で
あ
れ
一
外
界
の
も
の
で
も
な
く
、
心
の
作
用
、
状
態
で
も
な
く
、
第
三
の
何
か
（
8
旨
冨
影
虐
江
）
と
し
て
、
存
在
し
、
あ
る
い
は

　
　
成
立
し
、
あ
る
い
は
与
え
ら
れ
て
い
る
（
審
件
章
窃
α
Q
鳶
）
と
い
う
。

　
　
　
も
ち
ろ
ん
、
内
在
対
象
説
を
誘
致
し
た
理
由
と
過
程
は
一
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
否
、
多
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
と
に
か
く
、
哲
学

　
　
の
歴
史
を
貫
く
こ
と
二
千
数
百
年
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
、
ス
コ
ラ
哲
学
者

　
　
た
ち
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
、
ロ
ッ
ク
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
バ
…
ク
リ
、
ヒ
．
　
…
ム
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
ボ
ル
ツ

　
　
ァ
ー
ノ
ー
に
お
い
て
、
前
期
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
ー
に
お
い
て
、
マ
イ
ノ
ン
グ
、
フ
ッ
セ
ル
ら
に
お
い
て
、
印
象
と
し
て
、
イ
デ
ア
と
し
て
、

　
　
形
相
と
し
て
、
。
。
℃
o
o
δ
ω
ぎ
8
纂
圃
§
餌
冨
。
。
と
し
て
、
　
エ
ン
ス
・
ラ
チ
オ
…
ニ
ス
と
し
て
、
観
念
と
し
て
、
現
象
と
し
て
、
表
象
自
体
、
命

　
　
題
自
体
と
し
て
、
ノ
エ
ー
マ
と
し
て
、
○
亙
⑦
霧
ぞ
と
し
て
、
様
々
の
一
…
時
に
外
見
上
は
内
在
対
象
を
否
認
す
る
か
の
如
く
装
い
つ
つ

　
　
ー
ー
現
れ
た
の
が
こ
の
対
象
内
在
の
理
論
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
イ
デ
ア
論
批
判
、
デ
カ
ル
ト
の
ス
コ
ラ
的
。
。
唱
Φ
o
冨
ω
批
判
も
、

　
　
内
在
対
象
説
の
批
判
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
根
は
さ
ほ
ど
に
深
く
、
そ
の
漏
も
ま
た
大
で
あ
っ
た
。
他
方
ガ
ブ
リ
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
（
2
）

　
　
ル
・
ビ
ー
ル
、
ア
ル
ノ
ー
、
り
ー
ド
、
レ
ー
ム
ケ
ら
の
名
は
、
内
在
対
象
説
批
判
の
歴
史
に
燦
と
し
て
輝
い
て
い
る
。
し
か
し
内
在
対
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
説
の
も
っ
と
も
有
効
な
批
判
は
、
後
期
ブ
レ
ン
タ
…
ノ
ー
の
レ
イ
ス
ム
ス
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。

　
　
　
対
象
の
法
則
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ス
コ
ラ
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
し
、
特
に
近
代
に
お
い
て
前
期
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ

　
　
…
に
よ
っ
て
、
「
経
験
主
義
の
立
場
か
ら
の
心
理
学
」
（
H
。
。
翼
b
づ
餌
畠
肩
H
ハ
碧
．
押
伽
窃
）
に
お
い
て
、
心
理
現
象
の
自
然
現
象
に
対
す
る
特

　
　
性
と
し
て
、
強
調
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
ば
あ
い
に
お
い
て
も
、
対
象
の
法
則
は
内
在
対
象
説
と
混
じ
り
あ
っ
た
ま
㌧
で
事
え
ら
れ

　
　
て
い
た
。
思
う
も
の
は
何
か
を
思
う
と
云
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
何
か
は
心
の
中
に
内
在
し
て
い
る
も
の
と
晃
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か

　
　
ら
例
え
ば
ツ
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
ー
は
そ
の
「
表
象
の
内
容
と
対
象
に
つ
い
て
の
理
論
に
寄
せ
て
」
（
H
G
Q
¢
心
）
の
始
め
に
、
こ
う
述
べ
た
。



　
国
ω
冨
け
①
貯
霞
匹
興
び
。
ω
§
鮎
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簿
毎
嵩
①
φ
蛋
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傷
≦
o
臨
く
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嵩
艮
④
ヨ
ゆ
⇔
島
び
霧
欝
同
簿
①
欝
①
⇔
ω
聾
N
o
瓢
。
財
℃
。
う
《
o
ぴ
9
0
σ
q
一
〇
v
瓢
器
ω
乙
。
け
げ
」
①
鳥
①
ω

℃
聲
。
ぼ
。
。
o
財
①
℃
ぴ
器
質
O
B
2
ρ
餌
無
Φ
賦
Φ
鐸
一
ヨ
ヨ
9
謬
①
9
①
鐸
の
①
σ
蔓
①
霧
＄
降
創
ぴ
①
臥
①
げ
①
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
後
期
ブ
レ
ン
タ
…
ノ
ー
は
内
在
対
象
説
を
否
認
し
た
が
、
意
識
の
「
志
向
性
篇
は
こ
れ
を
保
有
し
た
。
対
象
の
法
劉
が
純
粋
な
形
で
把

え
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
時
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
↓
げ
◎
ヨ
9
δ
。
伽
閃
魚
9
国
。
管
。
均
獅
罵
。
。
o
昌
筈
。
ぎ
冨
に
の
9
償
白
鳳
。
≦
○
議
”
瞬
。
。
。
。
◆
属
“
○
ぴ
⇔
℃
◆
×
H
＜
陰
瞬
ω
ω
・
H
く
「
○
ン
鋤
℃
9
頃
・

　
（
2
）
　
旨
菊
Φ
財
ヨ
岸
ρ
℃
窯
δ
8
り
凱
①
註
ω
○
目
島
⇔
似
毒
冨
焔
a
o
鐵
ω
o
げ
節
坤
H
鷲
O
．

　
（
3
）
○
’
囚
毘
8
メ
ゆ
。
≦
霧
。
・
珍
獣
“
○
①
σ
q
①
塁
窮
庚
♂
留
。
響
醇
｝
H
簿
密
や
H
（
≧
。
ぼ
く
塙
ξ
儒
δ
σ
Q
の
鋒
艮
①
評
蜜
。
ぎ
δ
σ
蔓
一
㊦
じ
づ
（
｛
晶
9
む
。
。
9
）

　
（
4
）
　
b
ご
お
艮
⇔
⇔
P
＜
○
轟
¢
o
財
降
び
①
同
象
①
国
巴
搾
Φ
昌
艮
昌
『
這
b
σ
O
や
日
G
Q
ρ

　
　
　
3
　
他
方
に
お
い
て
対
象
の
法
囎
は
…
一
そ
の
純
粋
な
形
に
お
い
て
で
あ
れ
、
不
純
な
形
に
お
い
て
で
あ
れ
i
幾
ら
か
の
入
々
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
反
対
を
受
け
た
。
感
情
の
領
域
に
お
け
る
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
反
紺
に
対
し
て
は
、
す
で
に
ブ
レ
ン
ク
ー
ノ
ー
が
答
え
て
い
る
。
さ
ら
に
バ
ー

　
　
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
が
、
そ
の
著
書
8
び
Φ
塑
昌
9
ぞ
臨
⑦
o
臨
簿
ぎ
仙
這
鎗
に
お
い
て
、
マ
ッ
ハ
に
拠
り
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
ー
に
反
対
し
、
、
・

　
　
対
象
の
法
則
を
否
認
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
の
さ
い
ラ
ッ
セ
ル
は
し
か
し
、
対
象
の
法
購
を
ま
っ
た
く
誤
解
し
て
い
た
。
ラ
ッ
セ
ル
の
誤

　
　
解
は
云
わ
ば
二
野
で
あ
っ
た
。
一
方
に
お
い
て
彼
は
「
経
験
主
義
の
立
場
か
ら
の
心
理
学
」
の
著
者
を
誤
解
し
た
。
他
方
に
お
い
て
彼
は
、

　
　
後
期
の
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
ー
に
ま
っ
た
く
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
。
ラ
ッ
セ
ル
は
対
象
の
法
則
を
、
感
情
の
領
域
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、

　
　
思
考
の
領
域
に
お
い
て
も
、
否
認
し
た
（
や
嶺
・
ち
鑓
年
版
）
。
こ
の
全
面
的
否
認
に
お
い
て
彼
は
、
リ
ー
ド
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
、
ス
タ
ウ
ト

　
　
ら
の
イ
ギ
リ
ス
の
心
理
学
者
た
ち
と
も
素
立
す
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
全
面
的
も
し
く
は
鄙
分
的
に
、
対
象
の
法
鑓
を
認
め

　
　
た
か
ら
で
あ
る
。
（
そ
の
さ
い
し
か
し
こ
れ
ら
の
人
々
も
、
対
象
の
影
響
を
完
全
に
は
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
。
）
ラ
ッ
セ
ル
の
設
解
の
第

　
　
一
は
、
彼
が
対
象
の
法
則
に
お
け
る
「
対
象
」
（
よ
り
適
切
に
は
「
何
か
」
）
を
、
心
の
外
に
存
在
す
る
も
の
と
解
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

　
　
の
解
釈
が
、
ブ
レ
ン
タ
…
ノ
ー
の
意
図
の
、
ほ
と
ん
ど
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
誤
解
で
あ
る
こ
と
は
、
ラ
ッ
セ
ル
そ
の
人
が
引
粥
し
た
ブ
レ
ン

ー58

　
　
　
　
　
　
レ
イ
ス
ム
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
認
＝
漁
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一
瓢
六

16
8
　
タ
！
ノ
ー
の
湯
葉
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
当
時
の
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
…
は
、
こ
の
場
合
の
「
何
か
」
を
心
の
中
に
い
わ

　
　
ば
存
在
し
て
い
る
も
の
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ラ
ッ
セ
ル
に
先
立
つ
こ
と
二
十
五
年
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
ス
タ
ウ
ト
が

　
　
こ
う
注
意
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
8
ぴ
①
図
（
開
ゆ
降
け
　
拶
欝
匙
　
無
智
Φ
β
け
曽
β
○
）
蜘
。
昌
。
口
器
①
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①
≦
○
巳
。
・
．
o
ε
①
o
叶
．
p
昌
畠
．
同
島
回
。
欝
8
、
ぎ
浄
①
。
。
簿
ヨ
③
給
湿
⑦
・
じ
ご
富
艮
g
。
路
。
．
ω

　
　
．
○
ぼ
①
o
肯
、
置
叶
ゲ
Φ
鶏
筥
Φ
日
面
餌
嵩
鳴
の
へ
℃
お
ω
①
簿
9
識
。
戸
、
叢
雲
効
⇔
帥
℃
℃
Φ
鋤
鑓
φ
8
冒
o
o
嵩
巳
。
鼠
。
賃
ω
鐸
①
ワ
。
ω
掌
H
け
δ
扇
げ
簿
切
村
Φ
欝
欝
爵
O
≦
O
巳
伽

　
　
8
嵩
p
。
8
艮
①
馨
（
ぎ
ゲ
累
歳
）
○
｛
℃
H
Φ
。
。
Φ
艮
ゆ
瓢
。
戸
8
ゲ
①
0
9
Φ
9
0
｛
毒
魚
。
げ
函
鶴
三
ω
℃
妻
田
（
の
δ
β
0
8
簿
①
導
。
臨
鷲
の
器
白
船
瓢
。
⇔
い
搾
冨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
匪
簿
8
署
窪
。
び
叶
ゲ
①
o
o
⇔
8
轟
酔
。
臨
℃
器
ω
①
簿
象
δ
⇔
同
。
Q
器
隔
Φ
巴
お
穿

　
　
　
ラ
ッ
セ
ル
の
こ
の
誤
解
の
理
霞
は
、
第
一
に
、
「
内
容
」
と
「
対
象
」
と
を
区
別
し
、
後
者
を
心
の
外
の
も
の
と
す
る
ツ
ワ
ル
ド
ウ
ス

　
　
キ
ー
、
マ
イ
ノ
ン
グ
ら
の
用
語
法
で
あ
る
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
ー
に
あ
っ
て
は
し
か
し
、
対
象
と
内
容
と
は
同
義
で
あ
っ
た
。
第
二
に
ラ
ッ

　
　
セ
ル
は
、
知
の
成
立
の
基
礎
を
求
め
て
の
み
心
理
学
に
行
っ
た
。
そ
の
結
果
彼
は
、
心
と
外
界
の
結
倉
と
い
う
点
に
の
み
注
目
し
た
の
で

　
　
あ
る
。
対
象
の
法
購
は
し
か
し
、
意
識
の
本
質
的
性
格
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
純
心
理
学
的
研
究
に
お
い
て
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
！
に
よ
っ

　
　
て
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
純
心
理
学
的
研
究
に
お
い
て
は
、
ラ
ッ
セ
ル
の
云
う
ご
と
き
（
唱
胸
懸
）
斡
毒
。
臨
恥
ω
螺
員
。
鐸
づ
鎚
凶
コ
σ
q
二
ω
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
も
の
が
存
在
す
る
か
否
か
は
問
題
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
「
我
々
の
ま
わ
り
の
」
と
い
う
語
が
、
心
理
学
的
に
傭
を
意
味
し
う
る
か
P

　
　
　
ひ
る
が
え
っ
て
ラ
ッ
セ
ル
そ
の
人
の
積
極
的
主
張
を
見
れ
ば
、
彼
は
H
夢
陣
巳
肉
の
代
り
に
6
げ
①
お
δ
帥
鋒
〇
二
α
q
螺
冒
白
①
と
云
わ

　
　
ん
と
欲
し
て
い
る
（
マ
H
O
。
）
彼
に
と
っ
て
夢
。
嬬
σ
q
窪
ω
は
面
白
8
ヨ
Φ
碧
伽
σ
q
o
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
興
味
あ
る
こ
と
に
、
　
ラ
ッ

　
　
セ
ル
は
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
と
共
に
主
張
し
た
、
○
が
づ
。
ぴ
賦
な
ど
の
語
は
、
そ
れ
慮
身
で
は
意
味
を
有
し
な
い
語
で
あ
る
と
。

　
　
け
れ
ど
も
ラ
ッ
セ
ル
が
屍
逃
し
た
こ
と
は
、
静
○
郎
σ
q
窪
ω
と
い
う
語
も
そ
の
点
で
は
○
吋
や
鴇
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
思
い
」

　
　
そ
れ
自
身
は
、
分
析
に
よ
っ
て
析
出
さ
れ
た
要
素
で
は
な
く
、
た
穿
の
こ
と
ば
に
す
ぎ
な
い
。
「
思
い
」
を
う
べ
な
う
か
の
如
く
に
語
る
者

　
　
は
、
実
は
思
う
も
の
を
う
べ
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
8
幕
冨
冒
曽
静
○
ζ
α
q
ぼ
。
｛
》
1
1
↓
財
鶏
Φ
冴
9
跨
ぎ
識
量
獣
。
ン
汁
窪
算
ω
o
眺
》
●



　
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
…
の
後
期
の
思
想
に
お
い
て
は
、
対
象
（
対
象
と
し
て
の
対
象
）
は
内
在
も
外
在
も
し
な
い
。
対
象
の
存
否
を
問
う
こ

と
が
す
で
に
無
意
味
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
思
う
者
が
あ
れ
ば
、
何
か
を
思
う
者
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
「
何
か
」
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
そ
の
何
か
の
存
否
は
、
別
途
に
判
断
さ
れ
、
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
何
か
に
つ
い
て
紫
白
な
る
存
在
肯
定
判
断
を
下
す

者
が
あ
る
ば
あ
い
に
だ
け
は
、
そ
の
侮
か
の
存
在
は
臨
ち
に
明
ら
か
で
あ
る
。
）
他
方
、
対
象
（
何
か
と
い
う
意
味
の
対
象
で
は
な
く
、
思

わ
れ
る
も
の
と
し
て
の
思
わ
れ
る
も
の
）
は
、
存
在
は
お
ろ
か
、
表
象
さ
れ
さ
え
も
し
な
い
の
で
あ
る
。
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
。
）
我

々
は
我
々
の
各
心
理
状
態
に
お
い
て
、
何
か
と
何
か
を
思
う
者
と
を
概
念
上
で
は
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
区
携
の
可
能
性
を
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

認
す
る
者
は
、
心
理
現
象
の
分
析
に
あ
4
9
い
て
一
歩
も
進
み
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
対
象
の
法
則
は
、
こ
の
よ
う
な
区
別
を
指
承
し

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
寓
鋤
ヨ
岸
○
詳
ピ
①
〇
三
お
ω
○
鋒
諺
①
欝
℃
ど
葱
塗
堕
ピ
Φ
3
×
凶
．
o
づ
同
窪
痘
郎
P
℃
超
。
｝
6
μ
o
讐
の
く
。
｝
●
ど
℃
．
這
①
．

　
（
2
）
O
・
劉
ω
8
詳
》
惹
望
ざ
陽
箆
凱
。
σ
q
矯
δ
目
G
。
＜
。
轡
同
も
』
ゲ
（
三
白
ω
3
＾
野
H
。
。
8
）

　
（
3
）
　
ρ
眠
鑓
器
“
N
ξ
尉
鰹
捧
〈
○
⇔
じ
ご
禽
算
き
篇
菊
塁
鴇
囲
｝
。
・
”
“
》
p
跳
審
①
号
。
。
○
魚
ω
8
q
。
．
．
（
〉
匿
惹
く
蜜
地
盛
①
α
q
霧
⇔
ヨ
8
℃
の
矯
島
。
δ
σ
q
冨
じ
d
（
｛
■
謡
”

　
　
　
　
ワ
魅
α
’
）

　
（
4
）
　
H
σ
凱
・
や
ω
O
圃
．

　
　
　
4
　
い
わ
ゆ
る
「
対
象
に
よ
る
意
識
の
わ
か
れ
」
に
つ
い
て
。
（
意
識
概
念
の
分
差
に
つ
い
て
の
カ
ト
コ
フ
の
理
論
。
）

　
　
　
我
々
は
し
か
し
、
こ
＼
で
さ
ら
に
一
つ
の
困
難
な
問
題
に
罎
あ
う
。
対
象
の
法
則
が
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
ー
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
と
き
、

　
　
そ
の
基
礎
に
は
次
の
如
き
考
え
が
前
提
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
思
う
も
の
（
意
識
）
と
い
う
概
念
は
、
ω
対
象
（
何
か
）
へ
の
か
＼

　
　
わ
り
か
た
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
分
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
②
対
象
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
も
分
れ
る
と
。
例
え
ば
、
「
一
つ
の
物
体
を
思
う
も

　
　
の
」
は
、
そ
の
対
象
へ
の
か
か
わ
り
方
（
思
い
方
）
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
、
　
一
つ
の
物
体
を
表
象
す
る
も
の
、
そ
れ
を
う
べ
な
う
も
の
、

　
　
そ
れ
を
愛
す
る
も
の
、
な
ど
に
分
れ
る
。
こ
の
分
れ
に
お
い
て
は
、
対
象
は
同
一
の
ま
＼
で
あ
る
。
他
方
、
思
い
方
を
同
一
に
と
穿
め
て
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お
い
て
、
対
象
を
変
ず
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
花
を
表
象
す
る
も
の
は
、
さ
く
ら
を
表
象
す
る
も
の
、
う
め
を
表
象
す
る
も
の
、
な
ど
に
分

　
　
れ
る
。
そ
う
し
て
人
は
し
ば
し
ば
こ
う
考
え
も
し
た
。
さ
く
ら
を
表
象
す
る
も
の
と
梅
を
表
象
す
る
も
の
と
の
ち
が
い
は
、
さ
く
ら
と
う

　
　
め
の
ち
が
い
（
さ
く
ら
の
概
念
と
う
め
の
概
念
と
の
ち
が
い
、
も
し
く
は
、
内
在
対
象
と
し
て
の
さ
く
ら
と
う
め
と
の
ち
が
い
）
で
あ
り
、

　
　
ま
た
、
こ
れ
ら
と
花
を
表
象
す
る
も
の
と
の
ち
が
い
も
、
う
め
、
さ
く
ら
と
花
と
の
ち
が
い
で
あ
る
と
。
人
は
こ
れ
を
、
対
象
に
し
た
が

　
　
っ
て
の
（
も
し
く
は
、
対
象
に
よ
る
）
意
識
の
面
差
（
伽
δ
U
漆
①
塊
2
蕊
舞
働
ご
α
q
匙
舘
切
Φ
≦
舞
い
器
薄
霧
焦
①
白
○
ぴ
騒
々
μ
≦
6
詳
0
9
島
篇
。
ぴ

　
　
無
霧
○
げ
器
節
）
と
呼
ん
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
　
　
た
ん

　
　
　
さ
て
、
も
し
思
う
も
の
と
い
う
概
念
が
一
つ
の
関
係
的
な
概
念
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
底
、
端
、
両
項
に
よ
っ
て
分
差
す
る
こ
と
は

　
　
当
然
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
思
う
も
の
は
、
関
係
、
も
し
く
は
関
係
物
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
通
常
の
意
味
に
お
け
る
一
底
、
端
、

　
　
爾
項
の
存
筏
を
要
求
す
る
…
関
係
で
は
な
い
。
。
ま
た
「
対
象
に
よ
る
意
識
等
差
」
と
云
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
対
象
は
内
在
対
象
で
は

　
　
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
内
在
対
象
な
る
も
の
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
、
外
在
す
る
対
象
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
我
々
は

　
　
存
在
し
て
い
な
い
も
の
を
も
思
い
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
す
で
に
、
「
対
象
が
意
識
を
分
差
さ
せ
る
扁
と
い
う
表
現
は
、

　
　
文
字
通
り
に
は
受
け
欺
ら
れ
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
　
意
識
は
対
象
に
よ
っ
て
も
分
差
す
る
と
い
う
説
に
対
し
て
、
ゲ
オ
ル
ク
・
カ
ト
コ
フ
は
一
つ
の
反
例
を
提
出
し
た
。
も
し
真
に
対
象
が

　
　
「
思
う
も
の
」
と
い
う
概
念
を
分
れ
さ
す
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
対
象
が
普
遍
的
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
「
思
う
も
の
」
と
い
う
概
念
も
普
遍

　
　
的
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
今
、
う
め
を
思
う
も
の
と
い
う
概
念
と
花
を
思
う
も
の
と
い
う
概
念
を
く
ら
べ
れ
ば
、
濁
考
の
普

　
　
遍
雛
の
度
は
ま
っ
た
く
等
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
　
一
人
の
う
め
を
思
う
者
も
、
　
一
人
の
花
を
花
た
る
か
ぎ
り
で
思
う
者
も
、
共
に
癒
観
的
に

　
　
我
々
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
う
め
は
花
の
一
種
で
あ
っ
て
も
、
う
め
を
愛
す
る
も
の
は
、
花
を
花
た
る
か
ぎ
り
で
愛
す

　
　
る
も
の
の
一
種
で
は
な
い
。
こ
の
点
を
確
立
し
て
あ
4
9
く
た
め
に
は
し
か
し
、
入
は
次
の
如
き
表
現
の
あ
い
ま
い
さ
に
注
意
し
て
お
く
の
が

　
　
よ
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
花
を
表
象
す
る
も
の
と
い
う
語
は
、
二
通
り
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
。
　
一
つ
は
、
う
め
を
表
象
す
る
も
の
や
．

’



さ
く
ら
を
表
象
す
る
も
の
な
ど
を
一
括
し
て
、
花
を
表
象
す
る
も
の
と
我
々
が
呼
ぶ
ば
あ
い
、
他
は
、
花
を
花
た
る
か
ぎ
り
で
表
象
す
る

者
（
例
え
ば
、
花
の
一
般
的
性
質
を
研
究
す
る
曲
物
学
者
）
を
下
し
て
、
花
を
表
象
す
る
も
の
と
呼
ぶ
ば
あ
い
で
あ
る
。
区
携
の
た
め
、

前
者
を
「
花
を
表
象
す
る
者
王
」
と
、
後
者
を
「
花
を
表
象
す
る
者
H
」
と
呼
ぼ
う
。
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
概
念
の
普
遍
性
の
関
係
は
、

次
の
如
く
で
あ
る
。

　　

@　

@　

@　_
花
を
叢
す
る
者
H

莚
ど
表
象
す
る
者
王
／
／
鍵
難
墓
者

　
　
　
さ
て
対
象
分
差
説
は
、
花
を
思
う
者
亙
か
ら
花
を
思
う
者
∬
へ
の
分
譲
を
い
か
に
説
明
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
明
ら
か
に
、
そ
れ
は
轄

　
　
ら
の
説
明
を
も
与
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
で
は
、
両
者
の
対
象
は
ま
っ
た
く
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
対
象
長
南
説
は
、
説
明

　
　
す
べ
き
も
の
を
充
分
に
説
明
し
て
い
な
い
。
し
か
し
ま
た
両
者
の
ち
が
い
は
、
か
か
わ
り
方
の
ち
が
い
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
は
共
に
表
象

　
　
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
我
々
は
そ
れ
ゆ
え
あ
ら
た
め
て
問
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
花
を
毒
言
す
る
者
1
の
概
念
を
、
花
を
表
象
す
る
者
∬
の
概
念
と
異
な
ら
し
め
る

　
　
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
カ
ト
コ
フ
の
答
は
こ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
二
次
意
識
の
差
で
あ
る
と
。
今
も
し
こ
＼
に
一
人
の
梅
を
表
象
す
る

　
　
者
が
あ
る
と
し
て
、
我
々
は
し
か
し
こ
の
者
が
花
を
表
象
し
て
い
る
と
し
か
知
ら
な
い
な
ら
ば
、
我
々
の
表
象
に
お
い
て
は
、
こ
の
者

　
　
（
花
を
表
象
す
る
者
王
）
は
花
を
表
象
し
、
か
つ
花
を
表
象
す
る
も
の
と
し
て
の
自
己
を
知
覚
す
る
。
し
か
し
こ
の
者
慮
身
の
内
的
知
覚

　
　
に
お
い
て
は
、
彼
は
梅
を
表
象
す
る
者
と
し
て
の
窪
己
を
知
覚
す
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
花
を
花
た
る
か
ぎ
り
で
表
象
す
る
者
（
花
を
表
象

　
　
す
る
者
H
）
に
つ
い
て
云
え
ば
、
我
々
が
そ
れ
と
し
て
彼
を
表
象
す
る
正
に
そ
の
も
の
と
し
て
一
…
す
な
わ
ち
、
花
を
表
象
す
る
者
と
し

　
　
て
I
l
彼
も
彼
自
身
を
知
覚
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
花
を
表
象
す
る
者
1
の
概
念
は
、
花
を
表
象
す
る
者
H
の
概
念
に
対
し
て
一
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20
8
　
i
す
べ
て
の
、
よ
り
普
遍
的
な
概
念
が
、
よ
り
少
な
く
普
遍
的
な
概
念
に
対
し
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
一
何
ら
か
の
性
格
に
お
い
て
欠

　
　
け
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
よ
り
不
定
で
あ
る
が
、
そ
の
不
定
さ
は
第
二
次
意
識
の
不
定
さ
な
の
で
あ
る
。
こ
㌧
か
ら
し
て
ま
た
、
梅
を
表
象

　
　
す
る
者
と
桜
を
表
象
す
る
者
と
の
ち
が
い
も
、
　
一
兇
そ
れ
は
内
在
封
象
と
し
て
の
梅
と
桜
の
ち
が
い
の
如
く
奪
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

　
　
実
は
梅
を
表
象
す
る
者
と
桜
を
表
象
す
る
者
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
的
知
覚
の
差
に
帰
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
こ
れ
ま
で
「
対
象
に

　
　
し
た
が
っ
て
の
」
と
晃
な
さ
れ
て
き
た
「
意
識
概
念
の
黒
質
」
は
、
実
は
第
二
次
意
識
に
し
た
が
っ
て
の
ち
が
い
な
の
で
あ
る
。
a
に
か

　
　
＼
わ
る
心
理
状
態
の
肉
的
知
覚
と
、
b
に
か
＼
わ
る
心
理
状
態
の
内
的
知
覚
と
が
互
い
に
異
な
れ
ば
こ
そ
、
我
々
は
自
巴
の
a
へ
の
か
＼

　
　
わ
り
と
b
へ
の
か
＼
わ
り
を
区
心
し
う
る
の
で
あ
る
。
以
上
は
カ
ト
コ
フ
の
理
論
の
要
旨
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
一
も
し
こ
れ
が
正
し

　
　
い
な
ら
ば
i
対
象
の
法
躍
に
い
か
に
影
響
す
る
か
。
対
象
の
法
鰯
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
～
に
お
い
て
は
、
　
「
意
識
概
念
の
対
象
に
し
た

　
　
が
っ
て
の
分
差
」
の
上
に
基
い
て
い
た
。
カ
ト
コ
フ
の
理
論
は
、
こ
れ
を
第
二
次
意
識
に
し
た
が
っ
て
の
ち
が
い
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ

　
　
っ
て
、
対
象
の
法
難
を
、
よ
り
深
く
基
礎
づ
け
た
と
見
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
○
似
ぴ
。
Φ
ω
障
①
営
①
弓
・
o
げ
げ
①
器
擢
嬬
識
山
雨
壇
①
H
馨
①
艮
δ
出
雲
ω
二
簗
①
湊
。
ぴ
①
嬢
①
⇒
傷
①
ω
ζ
①
評
営
巴
”
ω
o
埼
鋤
目
①
①
の
。
・
ぎ
巳
○
ω
》
＜
o
⇔
Φ
言
鶏

　
　
鳴
舞
帖
簿
§
自
警
ミ
§
・
・
O
ミ
穿
き
愚
鳶
簿
§
”
富
H
匿
訂
け
幻
監
護
冨
器
。
階
層
筈
興
①
ω
茎
叶
8
磐
畠
冨
ぎ
。
⇔
駿
謬
v
＜
自
①
酵
禽

　
　
○
謀
①
お
護
δ
霊
⇔
σ
q
α
①
ヨ
○
玄
①
窪
Φ
銘
畠
豊
ω
鷲
Φ
畠
Φ
昌
＝
⇒
瓢
｛
○
蒔
浄
ゲ
窪
9
巳
。
窪
く
。
雛
①
言
Φ
B
b
d
①
≦
器
。
。
冨
①
凶
ジ
儀
Φ
類
⇒
①
の
α
q
旨
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
蝕
。
窪
¢
昌
価
ζ
昌
口
蝕
。
節
魚
疑
じ
d
①
≦
器
。
。
審
①
獣
σ
q
①
び
Φ
詳
≦
色
。
冨
ω
。
・
器
ゲ
旺
。
ぼ
嚢
。
亀
⑦
ぎ
○
ど
①
ぼ
び
。
臥
鼠
魯
白
富
山
ρ

　
　
　
（
1
）
　
○
．
囚
節
鱒
。
＜
し
o
ρ
o
狩
や
鼻
ゆ
潜
超
タ

　
　
　
（
2
）
　
ぎ
凱
．
ρ
讐
8
8

三
　
統
一
対
象
の
法
則



　
　
　
1
　
対
象
の
法
購
に
よ
れ
ば
、
思
う
も
の
は
何
か
を
思
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
「
何
か
」
と
い
う
語
が
一
義
で
あ
る
か
多
義
で
あ
る
か

　
　
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
購
は
何
も
語
ら
な
か
っ
た
。
我
々
は
今
こ
れ
を
決
定
し
よ
う
と
欲
す
る
。
我
々
は
云
う
、
こ
の
「
何
か
」
と
い
う

　
　
語
は
一
義
で
あ
り
、
「
何
か
」
と
い
う
概
念
は
、
我
々
の
有
す
る
諸
概
念
の
う
ち
で
最
上
位
の
（
も
っ
と
も
普
遍
的
な
）
概
念
で
あ
る
と
。

　
　
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
思
う
も
の
i
見
か
け
の
上
で
で
な
く
、
真
実
に
思
う
も
の
一
は
、
す
べ
て
、
統
一
的
な
一
つ
の
普
遍
概
念

　
　
の
下
に
立
つ
。
こ
れ
を
し
ば
ら
く
統
一
対
象
の
法
則
と
呼
ぼ
う
。
そ
の
証
明
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
今
凝
り
に
最
上
の
類
概
念
が
A
と
B
と
二
つ
あ
る
と
せ
よ
。
仮
定
に
よ
り
、
A
と
B
と
を
統
一
す
る
さ
ら
に
上
位
の
類
概
念
C
は
存
在

　
　
し
な
い
。
す
る
と
、
「
A
を
表
象
す
る
も
2
と
い
う
概
念
覧
と
「
B
を
表
象
す
る
も
の
」
と
い
う
概
轟
と
も
ま
た
、
堕
さ
れ
え
な
い

　
　
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
こ
の
帰
結
は
、
我
々
の
直
接
の
内
的
経
験
に
照
ら
し
て
、
明
ら
か
に
誤
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
　
「
表
象
す
る
」

　
　
（
正
確
に
は
「
表
象
す
る
も
の
」
）
は
一
義
的
な
（
¢
薄
く
O
o
器
）
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
A
と
B
と
も
ま
た
、
何
ら
か
の
概
念
C
に
よ
っ

　
　
て
統
一
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
云
い
か
え
る
と
、
対
象
の
法
則
に
よ
り
、
表
象
す
る
も
の
は
何
か
を
表
象
す
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
何
か
と
い
う
概
念
が
一
義
的
で
な

　
　
い
な
ら
ば
、
表
象
す
る
も
の
と
い
う
概
念
も
一
義
的
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
「
何
か
」
は
「
表
象
す
る
も
の
」
の
本
質
に

　
　
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
（
例
え
ば
、
赤
い
も
の
の
概
念
に
は
色
づ
い
た
も
の
の
概
念
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
も
し
「
色
づ
い
た
も

　
　
の
」
が
多
義
（
題
ρ
急
く
。
。
霧
）
な
ら
ば
、
「
赤
い
も
の
」
の
概
念
も
一
義
的
で
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
「
赤
い
も
の
」
が

　
　
「
色
づ
い
た
も
の
」
を
含
む
し
か
た
は
、
「
思
う
も
の
」
が
「
簿
か
」
を
含
む
し
か
た
と
同
一
で
は
な
い
。
し
か
し
「
何
か
」
が
「
思
う
も

　
　
の
」
の
本
質
に
属
す
る
こ
と
は
、
色
が
赤
の
本
質
に
属
す
る
の
と
隠
様
で
あ
る
。
）
し
か
し
「
表
象
す
る
」
は
一
義
的
な
概
念
で
あ
る
。
そ

　
　
れ
ゆ
え
「
何
か
」
も
一
義
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
今
「
表
象
す
る
篇
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
た
証
明
は
、
判
断
す
る
、
う
べ
な
う
、
否
む
、
愛
す
る
、
憎
む
な
ど
に
つ
い
て
も
、
ま
た
一
般

　
　
的
に
「
思
う
」
に
つ
い
て
も
、
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

218　
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四
瓢

＊
　
切
話
⇒
審
質
ρ
≦
節
び
チ
。
需
β
一
昌
良
瞬
く
蕊
①
詳
潤
℃
．
δ
ζ
a
．
℃
。
。
団
。
プ
。
ぴ
α
q
漕
ぐ
。
｝
．
同
ご
ワ
§
ω
導
O
◆
卜
⊃
も
。
Q
。
い
9
．
〈
o
ピ
押
や
×
巨
H
囲
幽
σ
δ
ピ
Φ
ξ
o

甑
。
簿
蒔
曾
¢
二
亀
マ
も
。
○
。
．
践
舘
巳
”
O
冨
勺
三
｝
o
。
。
o
覧
口
一
〇
幣
じ
d
お
雪
白
。
。
。
マ
同
8
●
穴
躰
叶
渉
。
＜
し
o
p
簿
晩
℃
．
ま
ト
⊃
’

〈
O
一
轟

　
2
　
統
一
対
象
の
法
則
に
対
す
る
反
対
。
統
一
対
象
の
法
則
は
、
「
有
る
も
の
」
と
い
う
語
の
用
法
が
す
べ
て
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
う
る

と
主
張
す
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
有
る
も
の
と
い
う
語
」
あ
る
い
は
そ
の
ほ
か
の
い
か
な
る
藷
で
あ
れ
…
が
我
々
が
表

象
し
う
る
も
の
を
一
般
的
に
名
ざ
す
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
統
一
さ
れ
う
る
意
味
を
も
つ
と
述
べ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
も
の
と
い
う
語
は
、

そ
の
本
義
に
お
い
て
、
表
象
さ
れ
う
る
も
の
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ぱ
統
一
対
象
の
法
鋼
に
反
煙
し
た
。
彼
は
、
あ

る
も
の
と
い
う
語
の
意
味
は
、
そ
れ
が
ウ
ー
シ
ア
を
名
ざ
す
ば
あ
い
と
、
ア
キ
デ
ン
ス
を
名
ざ
す
ぼ
あ
い
と
で
異
な
る
と
主
張
し
↓
．
瓦
。
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

か
な
る
根
本
的
理
由
が
彼
を
し
て
こ
の
主
張
に
い
た
ら
し
め
た
か
は
、
充
分
に
は
明
ら
か
で
な
い
。
推
測
す
れ
ば
、
彼
は
一
つ
の
集
合
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

な
も
の
の
全
体
と
そ
の
各
部
分
と
は
、
同
時
に
現
実
的
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
有
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
と
見
た
。
（
も
し
全
体
が
現
実

に
一
つ
の
有
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
各
部
分
は
可
能
的
に
の
み
一
つ
の
有
る
も
の
で
あ
る
。
逆
も
ま
た
し
か
り
。
）
こ
の
主
張
に
お
い
て
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
に
一
致
し
、
ま
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
従
わ
れ
た
。
さ
て
ア
キ
デ
ン
ス
（
Φ
昌
ω
唱
興
Q
o
o
箆
Φ
器
）
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

つ
の
全
体
で
あ
り
、
ウ
…
シ
ア
は
基
体
と
し
て
ア
キ
デ
ン
ス
の
内
部
に
含
ま
れ
る
一
部
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ア
キ
デ
ン
ス
と
ウ
ー
シ

ア
と
は
無
心
に
有
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
一
つ
の
心
が
何
か
を
思
い
、
そ
の
後
に
そ
の
思
い
を
止
め
た

と
き
、
そ
の
変
化
の
前
後
を
通
じ
て
、
心
は
不
変
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
何
か
を
思
う
心
は
一
つ
の
ア
キ
デ
ン
ス
で
あ
り
、
心
は
そ
の
基

体
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
か
＼
る
変
化
の
前
後
を
遜
じ
て
不
変
に
と
ど
ま
る
基
体
を
こ
そ
、
本
来
の
意
味
に
お
け
る

有
る
も
の
と
認
め
た
。
け
れ
ど
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
前
提
で
あ
っ
た
集
合
体
不
一
の
原
購
は
、
確
立
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

レ
ン
タ
！
ノ
ー
は
こ
れ
を
も
退
け
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
方
面
か
ら
の
、
統
一
対
象
の
法
期
に
対
す
る
反
対
は
無
効
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
プ
ロ
チ
ノ
ス
や
レ
…
ム
ケ
ら
は
、
心
や
心
的
な
も
の
と
物
体
や
物
体
的
な
も
の
と
は
統
一
さ
れ
え
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
れ
ら
の
主
張

は
統
一
対
象
の
法
則
を
く
つ
が
え
し
う
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
こ
れ
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
我
々
は
自



己
が
（
霞
己
に
お
い
て
思
い
つ
つ
あ
る
も
の
が
）
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
か
物
体
的
な
も
の
で
あ
る
か
を
、
内
的
知
覚
に
お
い
て
認
め
う

る
か
。
ま
さ
に
こ
の
知
覚
が
な
け
れ
ば
こ
そ
、
。
。
℃
骨
屋
節
叢
誌
と
ヨ
障
興
圃
獅
房
ヨ
と
の
争
が
起
り
え
、
続
き
え
た
の
で
は
な
い
か
。
す
な

わ
ち
我
々
は
、
内
的
知
覚
に
お
い
て
自
巴
を
、
い
ま
だ
心
的
と
も
物
体
的
と
も
分
れ
ぬ
不
定
の
も
の
と
し
て
知
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
事
実
に
よ
っ
て
も
、
心
的
な
も
の
と
物
体
的
な
も
の
と
を
統
一
す
る
ご
と
き
も
の
が
我
々
の
対
象
た
り
え
な
い
と
い
う
主
張
は
、
退

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

け
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
我
々
や
世
界
が
、
そ
れ
自
身
の
構
成
に
お
い
て
、
心
的
で
も
な
く
物
体
的
で
も
な
い
鐸
窪
霞
鋒

。。

遂
c
か
ら
で
き
あ
が
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
を
含
ま
な
い
。
た
ぐ
心
の
精
神
性
、
非
物
質
性
は
、
別
途
に
証
明
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ

っ
て
、
内
的
知
覚
か
ら
颪
接
に
明
ら
か
な
事
実
で
は
な
い
と
い
う
の
み
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
婆
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）
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①
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四
　
物
対
象
の
法
則

　
　
　
1
　
統
一
対
象
の
法
則
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
い
か
な
る
仕
方
で
で
あ
れ
、
思
う
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、

　
　
と
教
え
る
。
人
が
こ
れ
以
上
を
考
え
る
こ
と
を
欲
し
な
い
か
ぎ
り
、
存
在
動
詞
「
あ
る
〕
の
用
法
は
、
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レ
　
イ
　
ス
　
ム
　
ス

一
つ
の
統
一
的
概
念
の
下
に
立
つ

こ
れ
に
よ
っ
て
何
ら
の
制
隈
も
区

　
　
　
四
三
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24
8
　
甥
も
受
け
な
い
と
見
え
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
「
一
つ
の
可
能
姓
が
あ
る
」
と
「
一
人
の
細
断
者
が
あ
る
」
と
い
う
二
つ
の
命
題
に
お
い

　
　
て
、
「
あ
る
」
は
岡
一
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
一
人
の
判
断
者
と
い
う
概
念
と
、
一
つ
の
可
能
性

　
　
と
い
う
概
念
と
は
、
統
一
対
象
の
法
則
に
よ
っ
て
、
等
し
く
一
つ
の
普
遍
概
念
の
も
と
に
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
前
期
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
ー
は

　
　
こ
の
説
を
と
っ
た
。
（
も
ち
ろ
ん
当
時
の
彼
に
は
、
統
一
対
象
の
法
則
そ
の
も
の
が
、
充
分
に
明
確
に
、
上
に
述
べ
ら
れ
た
如
き
証
明
と
共

　
　
に
、
知
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
）
彼
は
、
思
う
も
の
は
何
か
を
思
う
と
云
わ
れ
る
と
き
の
「
偲
か
」
（
簿
≦
鋤
Q
厚
）
を
「
お
よ
そ
何
ら
か
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
（
碁
①
巳
①
暑
器
）
と
も
云
い
か
え
、
そ
の
下
に
物
（
U
げ
α
q
）
と
非
物
（
d
昌
鰯
ロ
α
q
）
の
応
護
を
立
た
し
め
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
け
れ
ど
も
物
と
非
物
は
は
た
し
て
統
一
さ
れ
う
る
か
。
も
し
統
一
さ
れ
う
る
と
し
た
ら
、
そ
の
統
一
概
念
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
人
が
も

　
　
し
、
そ
れ
は
何
か
で
あ
る
、
思
う
も
の
は
何
か
を
思
う
の
だ
か
ら
、
と
云
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
答
に
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
我
々
は
今
、

　
　
ま
さ
に
そ
の
何
か
が
統
一
的
な
意
味
を
も
ち
う
る
か
否
か
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
つ
ま
り
我
々
は
、
物
と
非
物
が
何
ら
か
の
共

　
　
通
な
姓
格
を
有
し
て
い
る
か
と
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
物
と
非
物
が
等
し
く
何
か
で
あ
る
と
仮
定
す
る
と
き
、
物
と
し
て

　
　
の
何
か
と
非
物
で
あ
る
何
か
と
を
区
甥
す
る
積
極
的
な
（
単
に
否
定
的
で
な
い
）
性
格
が
一
つ
で
も
あ
る
か
と
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
そ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
性
格
が
見
出
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
物
と
非
物
は
、
ま
っ
た
く
類
を
異
に
す
る
、
互
に
統
一
さ
れ
え
な
い
も
の
と

　
　
見
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
だ
と
す
る
と
、
統
一
対
象
の
法
鋼
に
よ
っ
て
、
物
と
非
物
が
共
に
思
わ
れ
う
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、

　
　
我
淘
が
思
う
も
の
は
す
べ
て
物
か
非
物
か
の
ど
ち
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
も
し
人
が
、
そ
れ
は
非
物
の
方
だ
、
我
々
が
思
う

　
　
も
の
は
す
べ
て
非
物
だ
と
い
う
な
ら
ば
、
誤
ま
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
非
物
の
概
念
を
我
々
が
有
す
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
い
か
な
る

　
　
非
物
の
概
念
も
何
ら
か
の
物
の
概
念
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
レ
イ
ス
ム
ス
の
主
張
者
で
な
い
人
々
も
こ
れ
を
認

　
　
　
　
（
2
）

　
　
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
不
足
を
う
べ
な
う
者
は
何
ら
か
の
物
の
不
足
を
、
非
存
在
を
う
べ
な
う
者
は
何
ら
か
の
物
の
非
存
在
を
、
表
象
せ

　
　
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
統
一
対
象
の
法
購
は
、
結
露
象
の
法
則
を
必
然
的
に
伴
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
我
々
が
思
う
も
の
は
、

　
　
す
べ
て
物
で
あ
る
。
た
穿
物
の
み
を
我
た
は
思
い
う
る
。



（
1
）
　
ご
d
お
簿
ρ
・
ρ
ρ
≦
帥
ご
び
㊦
陣
q
p
伽
閃
く
罷
の
嚢
や
緊
u
＜
o
彰
¢
拳
類
同
灘
σ
q
蜂
窪
魯
2
国
肖
騨
窪
β
9
こ
口
。
。
o
◎
刈
唱
■
8
（
擁
名
二
。
ξ
冨
園
田
顕
幽
⇔
〈
挫
2
N

　
や
瓜
①
．
）
O
眺
・
℃
。
。
楼
畠
○
回
。
σ
q
δ
〈
o
ピ
H
■
サ
這
瓜
…
鋳

（
2
）
　
鋭
窯
鶏
受
”
O
Φ
塁
巨
象
無
Φ
G
Q
o
ぴ
無
8
認
b
づ
伍
■
頃
■
諺
江
．
押
や
瓜
餅
Ω
・
圏
奉
盤
ぼ
”
9
0
℃
げ
臨
◎
8
℃
膨
¢
焦
興
○
①
σ
q
9
≦
鍵
け
冨
α
Q
σ
q
◎
〈
§

　
即
ω
o
ン
話
凱
r
じ
ご
鐸
く
戸
や
嵩
9

　
2
　
非
物
の
想
定
よ
り
生
ず
る
指
摘
さ
る
べ
き
第
二
の
帰
結
は
、
無
限
湖
行
の
そ
れ
で
あ
る
。
例
え
ば
「
A
の
不
可
能
性
」
が
あ
る
と

主
張
す
る
者
は
、
「
A
の
不
可
能
性
の
有
り
」
が
あ
る
と
、
ま
た
「
A
の
不
可
能
性
の
非
有
の
非
有
」
が
あ
る
と
主
張
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ

ろ
う
。
か
く
の
如
く
、
　
一
つ
の
非
物
の
想
定
は
無
隈
の
非
物
の
想
定
を
含
ん
で
い
る
。
人
は
無
限
の
非
物
を
永
遠
に
存
在
せ
し
め
、
も
し

く
は
成
立
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
何
の
た
め
に
？
　
ま
っ
た
く
無
用
に
。
そ
う
し
て
現
実
の
無
限
の
多
に
対
す
る
ア
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ

ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
正
当
な
す
べ
て
の
反
論
が
、
こ
の
想
定
に
反
対
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
＊
　
b
d
戦
§
露
湿
P
名
聾
讐
。
諦
¢
洋
傷
旨
く
乙
Φ
塁
や
塗
。
。
ρ
．
囚
霧
弦
”
U
δ
℃
窪
回
。
ω
8
露
①
男
切
嬬
窪
件
器
。
の
マ
H
8
。
。
タ

　
　
　
3
　
第
三
の
不
当
な
帰
結
は
、
こ
の
想
定
は
内
包
な
き
概
念
の
想
定
を
含
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
で
次
の
二
つ
を
認
め

　
　
ら
れ
た
こ
と
と
し
て
前
提
す
る
。
ω
す
べ
て
の
概
念
的
表
象
は
、
内
包
と
外
延
と
を
有
す
る
。
衙
肯
定
判
断
は
表
象
さ
れ
た
も
の
を
そ
の

　
　
全
内
包
に
わ
た
っ
て
肯
定
し
、
否
定
判
断
は
し
か
し
、
表
象
さ
れ
た
も
の
を
そ
の
全
外
延
に
わ
た
っ
て
否
定
す
る
が
、
内
包
全
体
に
わ
た

　
　
っ
て
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
　
一
匹
の
馬
を
欝
定
す
る
者
は
、
　
一
つ
の
動
物
や
一
つ
の
物
を
肯
定
す
る
。
し
か
し
一
匹
の
話
す

　
　
馬
を
否
定
す
る
判
断
は
、
話
す
も
の
を
も
馬
を
も
否
定
し
は
し
な
い
。
さ
て
そ
こ
で
、
例
え
ば
コ
匪
の
馬
の
非
存
在
」
と
い
う
非
物
の

　
　
概
念
を
我
々
が
も
っ
と
仮
定
す
れ
ば
、
こ
の
概
念
の
内
包
に
は
何
が
属
す
る
か
。
入
は
そ
の
よ
う
な
い
か
な
る
性
格
を
も
見
出
し
え
な
い

　
　
で
あ
ろ
う
。
G
り
そ
れ
は
馬
の
内
包
の
、
例
え
ば
動
物
の
、
非
存
在
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
ら
ば
、
一
匹
の
馬
の
非
存
在
を
肯
定
す
る
者
は
、

　
　
動
物
の
非
存
在
を
肯
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
㈲
そ
れ
は
牝
馬
や
仔
馬
や
白
馬
の
非
存
在
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
何
入
も
そ
の
よ
う
な
概
念
分

　
　
析
に
成
功
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
非
物
の
概
念
を
有
す
る
と
主
張
す
る
者
は
、
内
包
な
き
概
念
を
有
す
る
と
主
張
し
て
い
る

258　
　
　
　
　
　
レ
イ
ス
ム
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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＊

8
　
　
の
で
あ
る
。
内
包
な
き
概
念
は
し
か
し
、
い
か
な
る
概
念
で
も
あ
り
え
な
い
。

　
　
　
＊
　
に
d
冨
匿
働
昌
◎
し
8
’
鼠
鉾
唱
■
H
8
超
タ
緊
効
絵
算
ご
p
α
帥
．
や
回
8
．

圏
六

五
共
意
記
号
と
間
接
表
象

　
1
　
し
か
し
レ
イ
ス
ム
ス
の
正
当
さ
を
確
信
す
る
た
め
に
最
も
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
証
明
よ
り
も
む
し
ろ
、
我
々
が
非
物
を
表
象

し
て
い
る
と
見
え
る
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
つ
い
て
正
し
い
観
察
と
分
析
を
行
な
い
、
外
晃
に
反
し
て
実
さ
い
に
は
そ
こ
で
我
々
が
物
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

を
表
象
し
て
い
る
の
を
晃
出
す
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
艶
語
表
現
の
上
に
お
い
て
は
、
古
来
我
々
は
非
物
を
意
昧
す
べ
き
多
く
の
名

（
名
詞
、
形
容
詞
）
を
使
用
し
て
き
た
。
そ
う
し
て
大
多
数
の
人
が
、
こ
れ
ら
の
右
心
表
現
と
思
考
と
の
平
行
を
、
　
一
致
を
、
も
し
く
は

ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
、
公
然
と
か
細
々
裡
に
か
、
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
い
わ
ゆ
る
抽
象
的
表
現
に
つ
い
て
は
人
は
時
折
こ
う

注
意
し
た
。
：
：
：
昏
Φ
ω
億
げ
脚
註
⑦
ω
O
｛
夢
①
ω
O
財
9
霧
臨
8
”
砦
①
同
語
○
。
。
酔
ヨ
霞
ざ
象
Φ
9
≦
醒
O
げ
暁
蝕
δ
舞
O
琴
①
臨
毒
Φ
≦
無
げ
鶴
翫
ω
財

簿
げ
。
。
霞
鋤
9
①
紙
。
・
け
Φ
⇒
8
餌
φ
恥
誘
ω
○
τ
①
ε
碧
①
⇔
搾
○
巳
ぼ
霞
陣
ぐ
。
捧
ぐ
び
団
8
⇔
自
①
冨
。
Q
餓
⇔
鳥
餌
鳥
ヨ
一
仲
⇔
o
O
鰯
巽
8
塊
諺
。
。
ぎ
ω
鼠
①
箕
臨
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

匹
⑳
ヨ
○
露
出
鑓
窪
○
塁
ぴ
§
爵
◎
器
≦
窯
。
ぴ
器
℃
器
ω
①
簿
。
穏
鑓
ぴ
敦
§
識
勘
鶏
烹
①
9
ρ
ま
た
、
8
0
毎
凱
①
湊
欝
⇔
鳥
鋤
騨
鐸
帥
。
暮
。
醜
難
。
奄
勝
ε
浄
写
。
≦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

び
。
毒
8
鉾
ゆ
路
。
・
㌶
詩
論
α
q
¢
鑓
識
く
Φ
狂
雛
σ
q
幻
螢
α
Q
Φ
ヨ
ε
㌶
昌
α
q
蝶
9
α
q
o
≦
搾
び
○
饗
訪
σ
Q
霞
¢
レ
イ
ス
ム
ス
は
こ
の
よ
う
な
主
張
を
．
抽
象
表
現
の

み
に
か
ぎ
ら
ず
、
広
く
非
物
表
現
に
つ
い
て
行
な
い
、
か
つ
、
非
物
は
存
在
し
え
な
い
ば
か
ゆ
か
、
表
象
さ
れ
さ
え
も
し
な
い
と
宣
言
す

る
。
し
か
し
我
々
が
単
に
非
物
の
表
象
を
否
認
す
る
だ
け
で
な
く
、
非
物
が
表
象
さ
れ
て
い
る
と
免
え
る
各
場
合
を
正
し
く
説
明
し
も
す

る
た
め
に
は
、
言
語
お
よ
び
表
象
の
理
論
の
中
か
ら
、
　
一
、
二
を
あ
ら
か
じ
め
説
明
し
て
お
4
9
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
（
1
）
　
じ
σ
器
跨
電
℃
鎗
。
『
く
。
同
．
甜
ワ
×
r
図
×
■
≦
⇔
げ
擁
げ
①
冨
≦
罵
く
．
一
）
帥
8
■

　
（
2
）
　
い
Φ
3
巳
N
v
乞
O
仁
く
①
霊
図
。
。
ω
搾
出
9
も
σ
ω
吻
歴
（
英
訳
を
使
用
し
た
）
O
瞥
冠
’
O
δ
ω
①
一
腹
δ
（
8
㏄
鰹
O
℃
鐵
δ
加
O
℃
窯
8
2
旨
O
鐵
幽
く
｛
ピ



　
　
　
（
3
）
ゆ
Φ
馨
匿
β
芝
。
降
9
く
9
日
℃
昌
。
。
巨
（
b
5
。
≦
壇
｝
£
）

　
　
　
2
　
語
の
う
ち
に
は
、
そ
れ
自
身
で
一
つ
の
心
理
現
象
を
完
全
に
表
現
し
う
る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
前
置
詞
（
助

　
　
詞
）
、
副
詞
、
名
詞
の
斜
格
な
ど
は
後
者
の
例
で
あ
る
。
例
え
ば
「
山
の
」
と
い
う
語
は
、
何
ら
か
の
語
が
補
な
わ
れ
る
と
き
に
の
み
、

　
　
始
め
て
一
つ
の
表
象
を
完
全
に
あ
ら
わ
し
う
る
。
（
例
え
ば
、
山
の
頂
）
こ
れ
に
対
し
て
「
由
」
は
一
つ
の
表
象
を
、
「
私
は
何
か
を
思
っ

　
　
て
い
る
」
は
一
つ
の
朝
露
を
、
完
全
に
表
現
し
う
る
。
さ
て
我
々
が
こ
＼
で
特
に
注
意
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
名
（
名
詞
、
形
容

　
　
詞
）
は
表
象
を
示
す
（
聞
き
手
に
そ
の
表
象
を
呼
び
起
し
、
ま
た
自
己
が
そ
の
表
象
を
有
す
る
こ
と
を
伝
達
す
る
）
記
暑
で
あ
る
が
、
し

　
　
か
し
い
わ
ゆ
る
名
詞
の
う
ち
に
は
、
一
つ
の
表
象
を
完
全
に
示
さ
な
い
一
…
し
た
が
っ
て
真
の
名
で
は
な
い
一
も
の
が
多
く
あ
る
と
い

　
　
う
事
実
で
あ
る
。

　
　
　
ス
コ
ラ
哲
学
者
た
ち
の
一
部
は
、
「
語
り
つ
げ
る
語
」
（
縛
の
鳳
出
P
ド
郎
d
r
ω
　
　
O
㊤
酔
ω
σ
q
O
吋
①
舅
螢
酔
｝
0
9
ω
）
と
「
共
に
語
り
つ
げ
る
語
」
（
酔
興
ヨ
β
湊

　
　
。
・
団
⇔
o
象
。
σ
q
O
お
田
戸
口
。
環
。
。
）
と
を
区
別
し
た
。
前
考
は
元
来
語
り
つ
け
判
断
に
お
い
て
述
語
と
な
り
う
る
も
の
を
指
し
、
後
者
は
「
す
べ
て

　
　
の
」
と
か
「
い
く
ら
か
の
」
な
ど
の
如
く
語
り
つ
げ
に
さ
い
し
て
述
語
と
共
に
使
用
さ
れ
、
そ
の
覇
断
の
全
称
、
特
称
を
指
示
す
る
語
を

　
　
指
し
た
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
や
が
て
こ
れ
ら
の
用
語
の
意
味
は
拡
大
さ
れ
て
、
そ
れ
自
身
だ
け
で
命
題
の
主
語
や
述
語
の
位
置
に
立
ち

　
　
う
る
語
を
「
語
り
つ
げ
る
語
」
と
、
し
か
ら
ざ
る
も
の
を
「
共
に
語
り
つ
げ
る
語
」
と
人
は
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
近
代
に
お
い
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
）

　
　
3
・
S
・
ミ
ル
は
こ
の
用
法
を
採
用
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
ミ
ル
に
あ
っ
て
も
ま
だ
、
こ
れ
ら
の
区
鯛
は
皮
栢
的
で
あ
っ
た
。
彼
は
名
詞

　
　
と
形
容
詞
は
す
べ
て
語
り
つ
げ
る
語
で
あ
る
と
児
な
し
た
如
く
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
名
詞
、
形
容
詞
の
中
に
、
外
見
上
は
語
り
つ
げ
る
語

　
　
と
心
え
て
、
実
は
そ
う
で
な
い
も
の
が
多
く
あ
る
こ
と
に
沸
ま
た
そ
の
哲
学
的
な
意
味
の
重
大
さ
に
、
始
め
て
充
分
に
気
づ
い
た
の
は
、
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
ル
テ
ィ
と
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
…
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
彼
ら
の
思
想
交
換
の
闘
に
生
じ
た
。
（
彼
ら
の
こ
の
立
説
が
時
聞
的
に
も
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
ン
シ
．
一
タ
イ
ン
の
そ
れ
に
先
行
し
、
内
容
的
に
も
整
っ
て
い
る
こ
と
を
、
ク
ラ
ウ
ス
は
指
摘
し
た
。
）
マ
ル
テ
ィ
は
自
意
記
号
（
｝
暮
◎
ω
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
ヨ
睾
艶
6
疑
）
、
共
意
詑
暑
（
ω
着
器
寒
き
酔
罵
§
）
と
い
う
用
語
を
作
っ
て
ス
ロ
ラ
的
用
語
に
代
え
た
。
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四
七
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自
意
記
母
と
共
意
記
号
の
区
刎
は
レ
イ
ス
ム
ス
の
出
現
以
前
に
起
っ
た
。
し
か
も
マ
ル
テ
ィ
は
最
後
ま
で
レ
イ
ス
ム
ス
に
反
対
し
た
。

し
か
し
人
が
こ
の
．
区
携
を
み
と
め
な
が
ら
レ
イ
ス
ム
ス
を
信
じ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
原
則
的
に
立
て
ら
れ
た
こ
の
区
別
の
、
個
々
の
場

合
に
お
け
る
義
理
を
誤
っ
た
か
ら
に
す
ぎ
．
な
い
で
あ
ろ
う
。
正
し
く
遂
行
さ
れ
た
こ
の
区
劃
は
、
レ
イ
ス
ム
ス
に
通
ず
る
主
要
路
の
一
つ

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
年
譜
記
号
論
が
も
っ
と
も
進
歩
さ
れ
た
形
で
提
出
さ
れ
た
の
は
、
レ
イ
ス
ム
ス
の
立
場
よ
り
見
れ
ば
、
ブ
レ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ノ
ー
の
心
理
学
附
録
に
お
い
て
で
あ
る
。
レ
イ
ス
ム
ス
に
よ
れ
ば
、
我
々
が
非
物
を
表
象
し
て
い
る
と
児
え
る
ば
あ
い
、
そ
こ
で
絹
い
ら

れ
て
い
る
非
物
こ
と
ば
は
共
意
記
号
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
だ
け
で
我
々
の
心
理
現
象
を
適
正
に
表
現
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
が
自
意
記

号
に
云
い
か
え
ら
れ
る
と
き
、
非
物
こ
と
ば
の
代
り
に
物
こ
と
ば
が
現
わ
れ
る
。
　
一
つ
の
表
現
が
、
そ
の
意
味
を
変
ず
る
こ
と
な
く
し
て

別
の
表
現
に
転
ぜ
ら
れ
、
そ
う
し
て
一
方
は
非
物
こ
と
ば
を
そ
の
主
語
や
述
語
に
、
他
方
は
物
こ
と
ば
を
主
語
や
述
語
に
も
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
前
者
は
表
現
の
簡
便
の
た
め
に
行
な
わ
れ
た
不
適
正
表
現
（
心
理
現
象
を
適
正
に
表
わ
さ
な
い
表
現
）
と
見
な
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
9
ω
’
窯
同
鍔
諺
鎗
。
。
8
ヨ
○
筋
♂
α
q
昼
。
ゴ
o
o
汀
囲
・
○
プ
騨
ウ
頃
¢
㊧
騨

　
（
2
）
　
｝
ζ
錠
欝
”
d
σ
2
ユ
器
く
Φ
｝
践
件
凱
。
。
く
。
鐸
○
峯
欝
ヨ
舞
二
二
づ
餌
ピ
。
α
Q
白
日
O
Q
り
ω
（
○
①
ω
．
ω
畠
無
『
b
ご
衆
閏
》
蜂
．
鱒
■
酬
り
b
O
O
）
．
覆
◎
¢
葺
①
ワ

　
　
ω
琴
『
¢
⇔
ひ
q
魯
N
霞
Q
吋
§
巳
①
α
q
二
鄭
σ
q
O
ぎ
曾
巴
α
q
ゆ
ヨ
①
ぎ
2
0
巨
p
琶
旨
簿
津
に
口
焦
ω
露
岩
甥
℃
謀
び
。
。
o
℃
ぽ
①
6
0
。
。
‘
G
σ
旨
旨
§
ρ
勺
臨
。
団
警
。
轡
》
⇔
げ
舞
σ
q

　
　
H
×
”
×
H
＜
》
×
＜
6
疑
脅
O
冨
い
Φ
ぴ
婦
Φ
〆
δ
B
慧
。
ぽ
戯
①
謬
Q
陰
①
臨
ワ
⊆
。
頓
も
。
心
騨

　
（
3
）
幽
き
9
N
罎
駁
隻
犀
く
。
p
浮
圏
ぎ
巳
㌘
。
。
。
・
巴
。
・
》
》
》
鯵
p
蓄
。
自
窪
○
①
｝
馨
し
・
．
．
ワ
b
。
8
（
≧
。
旨
く
塗
H
象
①
σ
q
㊦
し
・
⇔
巨
①
出
納
ぎ
ぴ
σ
q
δ
し
ご
伍
●

　
　
刈
伊
搭
ω
O
）

　
（
4
）
　
鎮
鉾
受
》
φ
黒
巽
窪
。
ず
g
鵠
σ
q
①
づ
蟷
ω
≦
．
ワ
的
O
帆
。
ワ
ρ
ρ
●

　
（
5
）
R
．
麟
㌶
彰
δ
P
舞
℃
』
㊤
ρ

　
3
　
次
に
我
々
は
後
期
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
…
の
表
象
理
論
に
ふ
れ
る
。
一
九
一
一
年
の
「
心
理
現
象
の
分
類
」
の
序
文
に
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ

ー
ぼ
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
も
っ
と
も
五
聖
な
革
新
の
一
つ
は
、
私
が
も
は
や
、
心
理
的
な
か
＼
わ
り
が
物
以
外
の
も
の
を
対
象
に
も
ち
う



　
　
る
と
い
う
意
見
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
け
る
私
の
現
在
の
立
場
を
正
し
い
も
の
と
示
そ
う
と
す
る
意
図
が
私
を
強

　
　
い
て
、
ま
っ
た
く
薪
ら
し
い
諸
問
題
を
引
き
入
れ
し
め
た
。
例
え
ば
、
表
象
の
様
式
に
つ
い
て
の
研
究
に
私
は
歩
み
入
ら
ね
ば
な
ら
な
か

　
　
　
　
（
1
）

　
　
つ
た
」
と
。
ま
た
彼
は
一
九
〇
九
年
の
ク
ラ
ウ
ス
宛
書
簡
の
中
で
も
こ
う
述
べ
た
。
「
当
時
私
は
ま
た
、
心
理
的
な
か
＼
わ
り
の
三
つ
の
根

　
　
本
的
な
組
を
立
て
、
そ
う
し
て
今
熱
も
な
お
マ
ル
テ
ィ
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
た
穿
そ
の
う
ち
の
後
の
二
つ
（
判
断
と
惰
意
）
の
み
が

　
　
対
象
に
よ
る
差
溺
以
外
の
差
甥
を
、
す
な
わ
ち
、
か
＼
わ
り
方
の
差
製
を
示
す
と
い
う
意
晃
で
し
た
。
そ
う
し
て
こ
の
理
論
を
固
執
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
か
ぎ
り
私
は
、
対
象
と
な
り
う
る
も
の
に
つ
い
て
の
私
の
意
見
を
改
革
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
し
と
。
人
は
こ
れ
ら
の
こ
と
ば

　
　
か
ら
、
レ
イ
ス
ム
ス
に
お
け
る
表
象
様
式
論
の
重
要
さ
を
察
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
三
種
の
心
理
現
象
の
う
ち
、
「
判
断
す
る
」
に
は
、
う
べ
な
う
と
否
む
と
の
、
感
情
に
は
、
愛
す
る
と
憎
む
と
の
薄
立
が
見
ら
れ
る
が
、

　
　
「
表
象
す
る
」
は
そ
の
よ
う
な
対
立
を
示
さ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
「
表
象
す
る
し
が
一
様
で
あ
っ
て
、
何
ら
の
様
態
の
差
を

　
　
も
示
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
一
つ
の
赤
く
て
熱
い
も
の
を
我
々
が
表
象
す
る
ば
あ
い
に
は
、
赤
い
も
の
と
熱
い
も
の
と

　
　
は
等
し
い
風
に
表
象
さ
れ
、
そ
う
し
て
結
合
さ
れ
て
い
る
が
、
コ
つ
の
山
の
一
本
の
木
」
を
表
象
す
る
ば
あ
い
に
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ

　
　
こ
で
は
山
と
木
は
異
な
る
し
か
た
で
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
代
の
文
法
学
者
た
ち
が
名
詞
、
形
容
詞
の
絡
を
正
格
と
斜
格
に
区

　
　
罰
し
た
と
き
、
彼
ら
は
こ
の
事
実
を
お
ぼ
ろ
げ
に
感
知
し
た
の
か
も
し
れ
ぬ
。
「
山
の
木
」
に
お
い
て
、
「
木
」
は
正
格
（
O
鋤
ω
d
F
ω
　
種
①
O
酔
d
四
〇
脅
）

　
　
に
、
「
山
の
」
（
導
O
⇔
口
。
◎
）
は
斜
格
（
。
霧
器
○
窪
認
震
ω
）
に
お
か
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
ー
も
ま
た
、
表
象
を
正
式
表
象

　
　
（
＜
o
誘
8
留
羅
昌
σ
Q
①
嵩
欝
◎
餌
◎
同
①
9
0
）
と
斜
交
表
象
（
＜
o
謎
3
｝
ご
昌
σ
q
の
昌
導
。
伽
o
o
げ
出
ρ
⊆
信
。
）
に
区
溺
し
た
。
こ
れ
ら
は
ま
た
ブ
レ
ン
タ
ー

　
　
ノ
ー
学
派
（
ク
ラ
ウ
ス
、
カ
ス
テ
ィ
ル
、
カ
ト
コ
フ
）
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
直
接
表
象
、
山
薬
表
象
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の

　
　
表
象
様
式
論
に
お
い
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
我
々
に
重
要
な
の
は
、
次
の
ご
と
き
事
項
で
あ
る
。

　
　
　
間
接
表
象
は
血
温
表
象
に
伴
な
う
。
だ
れ
か
滑
々
か
を
表
象
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
必
ず
一
つ
の
直
接
表
象
が
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら

　
　
ぬ
。
し
か
し
間
接
表
象
が
そ
れ
に
伴
な
う
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
闘
接
衰
象
は
臨
接
表
象
に
伴
な
う
こ
と
な
し
に
は
起
り

298　
　
　
　
　
　
レ
イ
ス
ム
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鱈
九
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五
〇

30
8
　
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
書
語
表
現
の
上
に
お
い
て
は
、
我
々
は
し
ば
し
ば
直
接
表
象
を
省
略
し
て
、
聞
接
表
象
の
み
を
表
現
す
る
の
で

　
　
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
よ
う
な
表
現
に
あ
ざ
む
か
れ
て
、
人
は
自
分
が
問
接
に
表
象
し
て
い
る
も
の
を
直
接
に
表
象
し
て
い
る
か
の
ご
と

　
　
く
思
い
こ
む
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
花
が
愛
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
に
お
い
て
は
、
花
は
薩
接
に
表
象
さ
れ
て
い
る
か
の
ご
と
き
外

　
　
見
を
星
す
る
。
常
人
は
こ
れ
を
「
花
が
赤
い
」
の
花
と
区
別
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
は
こ
の
表
現
は
我
々
に
一
人
の
花
を
愛
し

　
　
て
い
る
者
を
表
象
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
＼
で
直
接
に
表
象
さ
れ
て
い
る
の
は
花
を
愛
す
る
者
で
あ
っ
て
、
花
は
連
接
に
表
象
さ
れ
て

　
　
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
「
花
が
愛
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
命
題
が
正
し
い
か
ぎ
り
、
だ
れ
か
花
を
愛
し
て
い
る
者
が
存
在

　
　
す
る
に
ち
が
い
な
い
が
、
花
は
存
在
し
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
入
は
存
在
し
な
い
も
の
を
も
愛
し
う
る
か
ら
。
ま
た
人
が

　
　
も
し
「
花
が
愛
さ
れ
て
い
る
」
か
ら
「
愛
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
」
と
推
論
す
れ
ば
誤
ま
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
た
ず
「
花
を
愛
し
て

　
　
い
る
者
が
あ
る
」
と
推
論
し
う
る
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
花
は
主
語
で
は
な
く
、
「
愛
さ
れ
て
い
る
」
も
花
の
述
語
で
は
な
い
。
そ
う
し

　
　
て
「
花
が
愛
さ
れ
て
い
る
」
は
語
り
っ
け
判
断
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
．
そ
れ
は
｝
つ
の
語
り
つ
げ
判
断
を
適
正
に
表
現
し

　
　
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
適
正
に
表
現
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
だ
れ
か
穿
花
を
愛
し
て
い
る
」
と
な
る
。
主
語
は
だ
れ
か
で
、
そ
の
述
語

　
　
は
「
花
を
愛
し
て
い
る
」
で
あ
る
。
こ
の
例
に
お
い
て
．
花
は
間
接
表
象
の
対
象
で
あ
り
、
愛
さ
れ
て
い
る
も
の
（
愛
さ
れ
て
い
る
も
の

　
　
と
し
て
の
愛
さ
れ
て
い
る
も
の
）
は
逸
物
で
あ
る
。
里
国
に
表
象
さ
れ
て
い
る
の
は
、
花
を
愛
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
レ
イ
ス
ム
ス
は
、
直
接
表
象
も
閥
接
表
象
も
共
に
物
だ
け
を
対
象
と
す
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
人
が
間
接
表
象
の
対
象
を
直
接
表
象

　
　
か
ら
独
立
す
る
か
の
如
く
に
扱
か
う
と
き
、
あ
た
か
も
我
々
が
非
物
を
対
象
と
す
る
か
の
如
き
外
見
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
言
語
的
に
は
、

　
　
人
は
そ
の
と
き
共
意
思
砦
を
良
意
詑
号
の
ご
と
く
誤
解
す
る
の
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
例
で
「
愛
さ
れ
て
い
る
も
の
」
は
賛
意
記
号
で
あ
る
。

　
　
　
な
お
璽
要
な
定
理
を
つ
け
加
え
て
お
く
と
、
「
間
接
表
象
の
対
象
は
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
正
当
に
う
べ
な
わ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

　
　
か
＼
る
も
の
と
し
て
は
、
　
一
般
に
、
存
在
す
る
と
見
な
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
篇
ま
た
表
象
様
式
論
は
関
係
理
論
に
正
し
い
基
礎
づ
け
を
与

　
　
え
た
。
す
べ
て
関
係
的
な
も
の
の
表
象
は
、
評
説
表
象
と
間
接
表
象
と
の
結
合
で
あ
る
。
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史
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ゆ
お
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轟
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℃
G
。
聴
び
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｝
●
｝
謬
『
蜜
蝋
α
q
．
囚
舞
Φ
α
q
◎
嵩
の
鉱
。
ぴ
お
℃
◎
×
×
も
6
疎
タ
娼
■

H
＄
■
隈
器
↓
沖
℃
ぼ
ド
男
じ
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Φ
艮
．
ワ
黛
詔
．
唱
・
雛
b
σ
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陰
ρ
帥

六
　
分
析
と
云
い
か
え
の
実
例

　
　
　
1
　
対
象
。
非
物
の
多
く
は
ま
た
洌
に
エ
ン
ス
・
ラ
チ
オ
ー
ニ
ス
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
た
穿
対
象
と
し
て
の
み
存
在
し
う
る
と
多

　
　
く
の
人
々
に
よ
っ
て
晃
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
対
象
と
し
て
の
対
象
を
我
々
が
事
象
し
え
な
い
こ
と
、
対
象
な
る
も
の
の
概
念
を

　
　
我
々
が
有
し
な
い
こ
と
、
対
象
と
い
う
語
は
一
つ
の
共
意
語
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
、
我
々
は
ま
ず
示
そ
う
と
試
み
る
。
　
（
こ
＼
で
は
、
対

　
　
象
鐸
思
わ
れ
て
い
る
も
の
、
○
①
α
q
Φ
昌
ω
欝
郎
仙
H
O
①
貯
。
窪
舘
■
）

　
　
　
輔
つ
の
語
が
共
意
語
か
否
か
を
た
め
す
に
は
、
こ
れ
に
「
あ
る
」
と
い
う
存
在
動
詞
を
附
し
て
考
え
て
量
る
の
が
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。

　
　
コ
っ
の
思
わ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
」
、
「
思
わ
れ
て
い
る
人
問
が
あ
る
」
、
「
一
つ
の
物
が
一
つ
の
対
象
で
あ
る
」
、
こ
れ
ら
は
我
々
の
判

　
　
断
を
適
正
に
表
現
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
一
つ
の
思
わ
れ
て
い
る
も
の
A
が
あ
る
翫
に
お
い
て
、
A
は
我
々
に
よ
っ
て
直
接
に
表
象
さ

　
　
れ
て
は
い
な
い
。
我
々
は
A
を
思
う
考
を
臨
接
に
、
A
を
た
穿
間
接
に
の
み
表
象
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
命
題
は
、
A
を
思
っ
て
い
る
者

　
　
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
命
題
が
真
な
る
た
め
に
は
、
A
は
必
ず
し
も
存
在
す
る
要
は
な
い
。
し
か
し
A
を
思
う
者

　
　
の
存
在
は
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
「
私
は
A
を
対
象
に
も
つ
し
と
は
、
「
私
は
A
を
思
う
」
と
ま
っ
た
く
同
義
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
対

　
　
風
な
る
語
を
そ
の
前
後
関
係
よ
り
切
り
は
な
し
て
、
こ
の
語
だ
け
に
対
応
す
る
表
象
や
物
を
想
定
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
「
私
が
A
を
思

　
　
う
」
が
分
析
さ
れ
て
、
そ
こ
に
対
象
な
る
も
の
が
析
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。

　
　
　
今
一
般
的
に
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
云
わ
れ
た
こ
と
は
、
表
象
さ
れ
る
も
の
、
う
べ
な
わ
れ
る
も
の
、
否
ま
れ
る
も
の
、
愛
さ
れ
る

　
　
も
の
、
憎
ま
れ
る
も
の
、
な
ど
の
、
種
々
の
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
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し
た
が
っ
て
ま
た
入
が
、
「
私
は
一
つ
の
物
R
の
概
念
を
思
う
」
と
云
え
ば
、
そ
れ
は
「
私
は
R
を
概
念
的
に
思
う
」
と
い
う
意
味
に
ほ
か

　
　
な
ら
な
い
。
我
々
は
物
を
、
あ
る
い
は
概
念
的
に
、
あ
る
い
は
直
観
的
に
、
思
う
け
れ
ど
も
、
概
念
な
る
も
の
は
存
在
し
も
、
思
わ
れ
も

　
　
し
な
い
。

　
　
　
　
O
野
醐
．
℃
薯
象
．
＜
o
剛
・
綴
●
や
ト
。
ま
・
や
潔
S
函
碧
の
σ
Q
o
ユ
①
巳
魯
話
ワ
図
図
H
回
●
閑
鋤
ω
甑
回
雪
o
ρ
鼠
・
や
毬
．

　
　
　
2
　
哲
学
に
お
け
る
非
物
の
も
っ
と
も
主
要
な
と
り
で
は
真
理
論
で
あ
る
。
真
理
、
真
実
の
概
念
を
、
知
の
客
観
性
が
確
保
さ
れ
る
べ

　
　
き
よ
う
に
、
規
定
し
よ
う
と
す
る
哲
学
者
た
ち
の
努
力
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
非
物
の
想
定
が
必
要
不
可
欠
と
見
な
さ
れ
た
。
前
期
ブ
レ

　
　
ン
タ
ー
ノ
ー
お
よ
び
こ
れ
よ
り
出
た
諸
方
向
も
、
ぽ
と
ん
ど
す
べ
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
一
致
し
た
。
マ
ル
テ
ィ
の
レ
イ
ス
ム
ス
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
る
反
対
も
こ
の
点
に
基
い
た
。
彼
は
真
理
論
の
ゆ
え
に
要
物
の
想
定
を
不
可
欠
と
覧
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
後
期
の
ブ
レ
ン
タ
…
ノ
ー
は
、

　
　
逆
に
、
レ
イ
ス
ム
ス
の
正
し
さ
の
ゆ
え
に
、
非
物
を
想
定
す
る
真
理
論
を
退
け
た
。
他
方
真
理
論
は
、
何
ら
の
非
物
の
想
定
を
も
ま
つ
こ

　
　
と
な
く
し
て
確
立
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
一
つ
の
判
断
が
真
で
あ
る
（
す
な
わ
ち
、
　
一
人
の
判
断
者
が
真
に
判
断
す
る
）
と
云
わ
れ
る
と
き
、
真
と
い
う
諮
は
二
通
り
の
意
味
で

　
　
使
周
さ
れ
う
る
。
　
一
つ
は
そ
の
判
断
が
－
一
1
直
接
に
か
間
接
に
か
一
明
白
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
第
一
次
的
な
意
味
に
お

　
　
い
て
は
、
莫
と
い
う
語
は
か
く
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
　
一
つ
の
判
断
が
、
そ
れ
自
身
は
盲
霧
的
で
あ
り
な
が
ら
、
他
の

　
　
明
白
な
判
断
に
、
そ
の
素
材
と
形
式
（
対
象
と
質
、
時
称
な
ど
）
に
あ
4
9
い
て
、
合
致
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
つ
の
真
な

　
　
る
判
断
は
、
真
な
る
ゆ
え
に
明
白
で
あ
り
、
も
し
く
は
、
真
な
る
上
に
明
白
で
あ
り
う
る
の
で
は
な
く
、
明
白
な
る
が
ゆ
え
に
、
「
明
白

　
　
な
」
と
い
う
意
味
で
「
真
な
る
」
と
も
云
わ
れ
、
さ
も
な
く
ば
、
明
白
な
る
判
断
に
、
明
白
さ
以
外
の
す
べ
て
の
点
で
合
致
す
る
が
ゆ
え

　
　
に
、
真
な
番
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
つ
の
判
断
と
判
断
以
外
の
も
の
（
可
能
的
思
想
、
命
題
漬
体
、
存
在
と
非
存
在
、
事
実
な
ど
）

　
　
と
の
合
致
を
も
っ
て
そ
の
判
断
の
真
実
さ
を
定
義
し
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
試
み
は
、
合
致
す
る
か
否
か
の
判
定
そ
の
も
の
が
、

　
　
ま
た
捌
の
判
断
を
要
求
す
る
と
い
う
点
で
、
す
で
に
無
効
で
あ
る
。
た
穿
明
白
性
の
理
論
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
人



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
糞
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
解
き
え
、
主
観
主
義
を
真
に
克
服
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
「
真
な
る
も
の
」
が
「
明
白
な
覇
断
（
明
白
に
判
断
す
る
も
の
）
」
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
の
か
ぎ
り
一
つ
の
物
こ
と
ば

で
あ
る
。
「
明
白
な
」
は
一
人
の
覇
断
者
の
述
語
た
り
う
る
。
し
か
し
第
二
次
的
な
意
味
で
の
真
な
る
霊
山
は
、
そ
れ
自
身
で
は
一
つ
の

完
結
し
た
表
象
を
表
わ
し
え
な
い
。
そ
う
し
て
、
こ
の
意
味
で
A
あ
り
、
も
し
く
は
A
な
し
と
翼
に
覇
断
ず
る
者
は
、
彼
自
身
は
（
時
点

の
変
化
を
除
い
て
）
何
の
変
化
も
受
け
な
い
う
ち
に
、
そ
の
真
実
さ
を
失
な
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
（
三
つ
足
の
人
聞
は
な
い
と
い
う
単
な
る

判
断
は
、
か
か
る
人
闘
の
生
れ
た
瞬
間
に
偽
り
と
な
ろ
う
。
）
か
く
し
て
、
だ
れ
か
が
第
二
次
的
な
意
味
で
真
に
判
断
し
て
い
る
と
云
わ
れ

る
と
き
、
「
真
な
る
」
は
そ
の
だ
れ
か
の
述
語
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
「
真
の
友
」
、
「
真
の
勇
気
」
な
ど
の
、
判
断
に
で
は
な
く
対
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
適
用
さ
れ
た
「
真
の
」
は
、
「
我
々
が
そ
れ
を
う
べ
な
う
の
が
正
し
い
と
こ
ろ
の
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
意
味
で
の
「
真
な

る
も
の
」
も
非
物
で
あ
る
。
対
象
に
つ
い
て
云
わ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
に
も
あ
て
は
ま
る
。

　
（
1
）
　
ζ
費
受
u
O
①
墨
舅
営
魯
Φ
ω
o
訂
一
津
魯
b
ご
負
．
騨
》
葺
」
●
ワ
磨
く
｛
轡

　
（
2
）
　
O
h
ヒ
こ
び
く
興
ω
蓉
劉
曽
ぴ
興
象
Φ
じ
弓
昏
窪
ロ
け
讐
ω
娯
．
8
亀
．
旧
穀
巳
博
○
艮
o
H
o
α
q
猷
。
冨
周
に
誹
熊
　
σ
Q
岩
ω
8
｝
o
胞
。
。
畠
段
　
芝
呂
善
簿
ω
び
①
α
q
臨
蹟
⑦

　
　
（
じ
ご
お
簿
⇔
p
o
庭
O
o
。
。
亀
ω
o
冨
｛
r
N
霞
℃
ぼ
δ
乙
・
8
露
①
山
回
○
③
α
q
露
甲
乙
け
．
）
ω
欝
鑓
唱
潜
思
昏
。
欝
ゆ
ヨ
凱
。
芹
。
じ
ご
昏
H
’
や
α
¶
ω
ρ
ρ

　
（
3
）
穿
．
＜
。
ヨ
¢
湊
費
弓
σ
q
。
・
搾
け
｝
｝
9
窪
甲
ぎ
弓
欝
冨
伽
鱒
し
。
◎

　
　
　
3
　
有
り
、
無
し
、
存
在
、
非
存
在
、
可
能
性
、
不
可
能
性
。

　
　
　
「
あ
る
」
は
う
べ
な
う
判
断
を
、
「
な
い
」
は
否
む
判
断
を
、
「
不
可
能
な
」
は
何
か
を
明
白
に
否
む
判
断
を
表
現
す
る
記
暑
で
あ
る
。

　
　
　
一
匹
の
キ
マ
イ
ラ
の
有
り
（
ω
①
貯
）
を
表
象
し
て
い
る
と
云
う
毒
は
、
実
は
そ
の
キ
マ
イ
ラ
を
う
べ
な
う
者
を
直
接
に
、
キ
マ
イ
ラ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
エ
）

　
　
間
接
に
表
象
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
物
体
の
非
存
在
が
あ
る
」
と
は
、
「
物
体
は
な
い
隔
、
「
物
体
が
あ
る
と
判
断
す
る
者
は
明
白
に
判
断
し
て
い
る
者
で
は
あ
り
え
な
い
」

　
　
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
物
体
の
非
存
在
を
表
象
し
て
い
る
老
と
は
、
物
体
を
明
白
に
う
べ
な
う
者
を
明
白
に
否
む
者
を
表
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34

@
　
　
　
　
　
　
（
2
）

8
　
象
し
て
い
る
者
で
あ
る
。

　
　
　
「
私
は
何
か
の
不
可
能
性
を
表
象
す
る
」
と
は
、
「
私
は
何
か
を
明
白
に
否
む
者
を
表
象
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
「
私
は
何
か
の

　
　
不
可
能
性
を
主
張
す
る
」
と
は
、
「
私
は
何
か
を
明
白
に
否
む
者
を
表
象
し
、
か
つ
自
分
で
も
そ
の
何
か
を
明
白
に
否
む
」
と
い
う
意
味
で

　
　
（
3
）

　
　
あ
る
。
「
可
能
な
」
と
は
「
不
可
能
で
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
可
能
性
を
表
象
す
る
」
と
云
わ
れ
る
者
は
、
実
は
、
何
か
を
不
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
能
と
し
て
退
け
る
者
を
不
可
能
と
し
て
明
白
に
退
け
る
者
を
表
象
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
エ
）
　
切
目
■
℃
。
。
饗
｝
ピ
目
や
δ
込
◎
．

　
　
　
（
2
）
　
H
穿
芝
接
些
．
ρ
切
く
．
や
ト
。
8
・

　
　
　
（
3
）
類
飯
も
●
昏
。
8
．
渕
饗
げ
．
綴
も
お
ω
メ

　
　
　
（
違
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い
。
こ
れ
ら
の
概
念
を
有
し
な
い
。
例
え
ば
「
何
か
穿
よ
い
」
と
は
、
ブ
レ
ン
タ
…
ノ
！
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
我
々
が
そ
れ
を
愛
す
る
愛

が
正
し
い
と
い
う
性
格
を
そ
れ
自
身
に
そ
な
え
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
侮
か
穿
善
い
か
ら
我
々
の
そ
れ
へ
の
愛
が
正
し
い
の
で
は

な
く
、
愛
が
正
し
い
か
ら
、
そ
れ
が
善
い
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
正
し
く
愛
さ
れ
る
も
の
」
は
一
つ
の
思
わ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
対
象
に
つ
い
て
云
わ
れ
た
こ
と
が
こ
れ
に
も
あ
て
は
ま
る
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「
目
的
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も
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る
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な
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目
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正
し
い
か
」
と
は
「
い
か
な
る
欲
す
る
者
が
正
し
く
欲
す
る
者
で
あ
る
か
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
そ
の
他
の
分
析
の
例
、
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に
時
間
論
の
領
域
に
お
け
る
幾
つ
か
の
偽
似
概
念
の
分
析
に
つ
い
て
は
、

有
し
な
い
。
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1
に
最
後
の
対
面
を
行
な
い
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こ
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鞭　一　
THE　OU∬亙NES　OF　TH旦MA亙N

　　　ARTK】L旦S亙N　THIS亙SSUE

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ma…．．一．．．…．．．．．ww．．m．mT　一一．w．．．

CZ7he　outline　of　such　an　article　as　alt）Pears　in　・more　than　one　number　of　this

刀Zag’axine　is　to　be　9ごη8πto．・・ethef”編疏the　las彦i／zstal・i／z鋸げthe　article．

　　　　　Re’i　sRea

by　Muneaki　Mizuchi

　Re’ism　as　is　propounclecl　by　Franz　Brentano　is　founclecl　on　a　principle

that　we　can　never　tl？ink　of　（cog’itare）　anything　but　‘a　t｝iting’　（res．）

　　The　principle　would，　if　trlie，　be　of　much　consequence．　This　line　of

thou．ffhts　is　introduced　here　for　the　first　time　to　Japanese　philosophical

public．

　　The　contents　are　as　following　：

の
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
　
コ
　
　
　
ひ

1
9
μ
り
0
4
（
F
O ・
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　　The　paper　is　rather　short，　but　references　to

　コ

91ven・

the　concept　of　a　thing，

the　law　that　one　who　thinl〈s，　thinl｛s　something，

the　law　that　whatever　one　thinks　falls　uncler　one　univocal　concept，

the　law　that　whatever　one　thinks，　is　a　thing，　in　case　it　exists，

Brentano’s　theories　of　synsemantic　words　and　Vorstellungen　modo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：響

06Z吻。，　　　　　　　　　　　・

a　few　examples　of　analysis　and　translation　of　irreal　（not　exl）ressed

in　res－words）　expressions　into　real　ones．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　sources　have　been　fully

Though　the　way　of　explaining　is　sometimes　my　own，　1　hope　my

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



description　have　not　misrepresented　Brentano’s　thought　substantially

TSae　FOMnda伽麹of薇e　Categorical　1即erat量ve

妙Seik三〇guma

　　1〈ant’s　“Dedul〈tion”　of　tlie　categorical　imperative　consists　of　four　argu－

ments．　They　are：

　　（1）　The　formulae　of　the　categorical　imperative　were　discovered　by

analysing　the　implication　of　ordinary　moral　judgements　and　are　accerdingly

the　necessary　conditions　of　all　moral　laws　and　judgements．

　　（2）　These　principles　are　given　us　as　“fact　oi　pure　reason”．

　　（3）　We　mus£　presuppose　in　action　that　we　are　£ree．

　　（4）　This　pyesupposition　of　freedom　is　not　incompatib｝e　with　the　causal

necessity　which　we　know　to　prevail　in　nature．

　　（1），　（2）　and　（3）　are　Kant’s　moral　philosophy　and　（4）　is　his　theore－

tical　philosophy．　Hi＄　moral　philosophy　stands，　in　itself，　independent　of　his

theoretical　philosophy．　The　latter　cannot　discover　and　justify　the　moral

principles．　lt　only　makes　morality　compatible　with　science　by　reconciling

freedom　wi’th　the　causal　necessity．

り
山


