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ク
リ
ス
ト
数
的
直
言
思
想
に
と
っ
て
、
罪
の
問
題
が
そ
れ
を
動
か
し
逡
め
る
原
動
力
で
あ
っ
た
や
う
に
、
菓
亜
の
宗
教
思
想
に
乱
し
て

　
　
生
死
の
問
題
が
そ
の
主
動
機
と
な
っ
て
居
た
こ
と
事
は
れ
な
い
。
た
と
ひ
今
B
佛
教
が
宗
教
的
信
仰
と
し
て
私
蓬
を
支
配
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ほ
形
而
上
霊
的
思
想
と
し
て
は
、
そ
の
影
響
が
決
し
て
溝
滅
し
て
居
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
生
死

輪
廻
の
宗
教
は
す
で
に
科
畢
の
啓
蒙
に
依
っ
て
彿
ひ
去
ら
れ
た
と
は
い
へ
、
な
ほ
我
々
の
生
が
何
庭
か
ら
託
て
何
庭
に
去
る
か
、
生
存
の

　
　
　
　
　
死
の
不
思
議
は
い
か
に
解
す
べ
き
か
、
と
い
ふ
如
き
問
は
、
依
然
と
し
て
私
蓬
の
哲
學
的
思
索
の
主
動
力
と
な
っ
て
居
る
の

　
　
　
　
も
ち
ろ
ん
西
歓
思
想
に
於
て
も
、
罪
は
死
を
意
味
し
、
そ
れ
か
ら
の
救
濟
は
不
死
永
生
に
繋
が
る
。
そ
の
古
り
、
生
死
の
問
題

が
そ
こ
に
存
し
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
で
き
ぬ
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
直
擾
に
死
が
哲
學
の
慈
心
問
題
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
た
こ
と
比
較
的

稀
で
あ
る
。
そ
の
黙
に
、
器
官
東
亜
人
の
思
索
と
喰
遽
ふ
所
が
あ
る
こ
と
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
。
殊
に
西
欧
の
近
代
思
想
を
支
へ
る
生

の
解
放
充
寳
と
い
ふ
思
想
は
、
よ
し
そ
れ
が
繭
洋
古
典
哲
學
の
傳
統
に
結
附
き
理
想
主
義
の
主
張
に
合
理
化
せ
ら
れ
て
も
、
な
ほ
私
達
に

と
っ
て
、
侮
か
空
々
し
い
感
じ
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
を
冤
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
た
び
死
の
避
く
べ
か
ら
ぎ
る
不
思
議
を
思

ふ
と
き
、
生
の
果
無
さ
が
絵
り
に
も
ひ
し
ひ
し
と
私
達
の
心
に
迫
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
私
は
．
さ
う
い
ふ
不
満
を
懐
き
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な
が
ら
西
洋
哲
學
を
學
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
し
か
る
に
私
が
一
九
二
二
…
一
九
二
三
の
一
年
聞
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
學
に
留
學
し
て
、
當
時
私
講
師
で
居
ら
れ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授

　
　
　
の
講
義
を
聴
く
機
會
を
得
る
に
及
び
、
教
授
の
哲
學
に
煮
て
死
の
自
讃
が
そ
の
中
心
的
根
本
支
柱
と
な
っ
て
居
る
こ
と
に
心
を
打
た
れ
、

　
　
　
こ
こ
に
こ
そ
私
の
求
め
る
哲
學
の
道
が
あ
る
と
思
は
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
私
は
教
授
に
依
り
、
始
め
て
哲
學
す
る

㍉
　
　
道
を
教
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
正
に
教
授
は
私
の
師
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
感
謝
響
く
能
は
ざ
る
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。

　
　
　
　
爾
來
三
十
五
年
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
は
繋
馬
そ
の
思
索
を
深
め
無
く
し
、
精
緻
な
る
思
想
を
描
蓋
し
て
、
今
日
他
に
比
す
べ
き
も
の

　
　
　
な
き
猫
創
的
な
る
哲
學
を
展
開
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
今
や
そ
の
影
響
西
欧
諸
國
か
ら
我
國
に
ま
で
及
び
、
門
下
各
省
に
散
在
す
る
有
様
で

　
　
　
あ
る
。
し
か
も
そ
の
聲
名
に
加
ふ
る
に
強
健
を
以
て
古
稀
を
迎
へ
ら
れ
、
内
助
の
夫
人
と
共
に
一
家
の
清
福
を
享
受
せ
ら
る
る
こ
と
、
教

　
　
　
授
の
高
誼
を
受
く
る
者
の
等
し
く
挽
と
す
る
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
私
も
そ
の
末
端
に
列
な
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
記
念
論
文
集
に
一

　
　
　
篇
を
寄
稿
し
得
る
こ
と
を
光
榮
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
中
國
で
編
ま
れ
惣
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
、
臨
濟
繹
の
創
始
考
臨
濟
輝
師
の
言
行
を
警
め
た
臨
濟
鍮
の
中
に
、
同
時
代
の
繹
匠
鷺
山
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と

　
　
死
、
臨
濟
の
師
黄
舌
か
ら
猫
施
し
て
一
家
の
見
識
を
樹
て
た
こ
と
を
禰
撫
し
て
、
　
「
見
師
と
饗
し
け
れ
ば
師
の
年
徳
を
減
ず
」
と
蘇
っ
た
こ
と

　
　
、
が
認
意
れ
て
居
る
。
そ
の
語
は
湖
る
と
、
潟
由
黄
粟
の
師
た
る
百
丈
が
黄
漿
を
褒
め
た
語
に
下
す
る
と
傳
へ
ら
れ
る
。
と
に
か
く
私
は
も

　
　
　
ち
ろ
愚
書
を
華
や
臨
濟
擬
す
る
如
き
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
ハ
玄
ア
。
ガ
教
授
に
依
．
薮
へ
ら
れ
た
「
死
の
藁
」
の
方

　
　
　
法
は
、
そ
の
後
の
私
自
身
の
思
索
に
潤
て
更
に
徹
底
を
要
求
す
る
こ
と
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
。
教
授
も
ま
た
そ
の
思
想
を
深
め
て
細
緻

　
　
　
周
匝
、
、
精
妙
無
比
と
も
い
ふ
べ
き
哲
學
を
展
熾
せ
ら
れ
た
。
し
か
も
死
の
決
断
畳
悟
は
依
然
と
し
て
教
授
の
哲
學
に
於
け
る
支
桂
と
な
つ

　
　
　
て
居
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
謙
っ
て
考
へ
る
と
、
教
授
の
哲
學
は
飽
く
ま
で
存
在
學
で
あ
っ
て
、
死
は
、
存
在
と
し
て
自
ら
を
實
現
す
る

　
　
　
生
の
、
自
覧
に
封
ず
る
標
識
に
止
ま
る
か
ら
、
現
實
な
る
死
そ
の
も
の
が
薬
篭
の
契
機
と
し
て
、
観
念
詩
趣
論
的
に
自
得
せ
ら
れ
る
と
い

　
　
　
ふ
こ
と
は
な
い
。
箪
に
可
能
性
を
表
は
す
極
限
的
観
念
と
し
て
要
講
せ
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
死
そ
の
も
の
が
直
接
現
實
に
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自
魔
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
不
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
主
調
否
定
的
に
濫
立
し
な
が
ら
相
啓
す
る
生
を
媒
介
と
し
て
死
が

閥
接
的
に
日
豊
せ
ら
れ
、
特
に
實
存
者
の
協
同
態
（
カ
ト
リ
ッ
ク
の
い
は
ゆ
る
「
聖
徒
の
交
は
り
」
o
o
ヨ
諺
窪
巳
○
ω
き
9
0
2
ヨ
）
に
於
て
、

生
者
を
媒
介
と
し
死
が
復
活
的
に
自
畳
せ
ら
れ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
思
は
れ
る
。
こ
れ
は
死
の
決
断
を
生
の
媒
介
に
於
て
間
接
的

に
、
蟹
騰
と
し
て
、
復
活
的
に
自
訳
す
る
辮
謹
法
に
罵
す
る
。
そ
の
限
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の
自
詳
論
筏
論
が
、
決
断
的
死
の
可
能

性
を
観
念
的
標
識
と
し
て
、
そ
れ
の
媒
介
に
依
り
生
の
存
在
自
得
を
ば
書
謎
解
羅
に
於
て
、
分
析
論
的
に
展
關
す
る
の
と
封
霊
的
で
あ
る
。

も
と
よ
り
そ
れ
が
實
騰
の
行
的
自
魔
で
あ
る
以
上
は
、
否
定
的
封
立
者
の
統
一
と
い
ふ
も
、
岡
時
に
統
一
の
封
立
契
機
を
緊
張
の
媒
介
動

力
と
し
て
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
飽
く
ま
で
辮
讃
法
の
分
裂
性
を
霞
署
し
、
分
裂
と
統
一
と
の
不
詳
の
循
環
渦
動
を
成
す
こ

と
、
分
析
論
的
存
在
學
の
同
一
性
的
組
織
を
形
成
す
る
の
と
は
異
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
今
日
「
死
の
時
代
」
と
も
い
ふ
べ
き
歴
史

の
危
機
に
臨
ん
で
、
生
の
存
在
學
が
ご
律
背
反
の
行
詰
ま
り
に
陥
る
こ
と
避
け
が
た
き
際
、
若
し
我
々
を
救
ふ
哲
學
が
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
死
の
辮
憲
法
で
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
否
定
で
き
ま
い
。
こ
れ
が
私
の
推
測
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
西
蔵
的
思
考
の
行
詰
ま
り

を
打
開
す
べ
き
、
輝
の
東
亜
的
思
考
に
外
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
。
私
は
こ
の
や
う
な
立
場
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の
生
の
存
在
學
と

専
決
す
る
こ
と
が
、
私
の
教
授
よ
り
受
け
た
學
恩
に
直
ゆ
る
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
と
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
私
の
希
求
す

る
と
こ
ろ
は
曇
賢
の
外
に
は
な
い
。
之
を
認
め
て
、
或
は
教
授
に
諭
し
禮
を
失
す
る
か
も
知
れ
な
い
私
の
不
遜
を
、
寛
恕
せ
ら
れ
ん
こ
と

を
切
に
希
ふ
し
だ
い
で
あ
る
。

闘

　
虞
實
な
る
も
の
は
永
遠
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
軍
に
時
間
的
な
る
も
の
は
生
滅
し
攣
嚇
す
る
こ
と
を
逸
れ
な
い
か
ら
、
た
と
ひ
そ
れ
が

語
ら
れ
思
考
せ
ら
れ
る
限
り
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、
岡
時
に
そ
れ
が
「
も
は
や
無
い
も
の
」
と
し
て
、
或
は
「
ま
だ
無
い

も
の
」
と
し
て
、
有
に
し
て
無
、
無
に
し
て
有
で
あ
る
と
い
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
こ
の
や
う
な
矛
盾
が
そ
の
ま
ま
薩
ち
に
翼
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實
で
あ
る
と
主
張
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
矛
震
律
に
支
配
せ
ら
れ
る
思
考
に
と
っ
て
許
さ
れ
る
所
で
は
な
い
。
偲
と
か
し
て
こ
の
や
う
な
矛

慮
が
打
超
え
ら
れ
、
膚
無
に
係
は
ら
ぬ
超
越
的
に
闘
一
な
る
も
の
が
、
瞬
一
律
に
從
っ
て
農
饗
と
せ
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
從

っ
て
時
の
膚
無
交
代
に
累
せ
ら
る
る
こ
と
な
き
永
遽
が
翼
費
の
本
質
に
属
す
る
と
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
ふ
つ
う
に
パ
ル
メ
ニ
デ
ス

の
エ
レ
や
主
義
と
い
は
れ
る
も
の
が
、
　
一
多
の
欝
立
を
超
え
る
絶
野
一
を
以
て
澱
實
性
の
要
件
で
あ
る
と
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の

概
念
的
な
る
一
鞭
の
形
式
的
封
立
を
更
に
具
燈
化
し
て
、
蓮
動
攣
化
の
時
間
的
二
律
背
反
の
矛
盾
を
も
非
藁
の
本
質
的
規
定
に
属
す
る
も

の
と
し
、
之
を
螺
賛
そ
の
も
の
か
ら
排
除
し
て
、
亭
亭
は
永
遠
不
動
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
た
と
い
ふ
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
其
人
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
エ
レ
や
學
派
の
始
組
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
却
て
こ
の
い
は
ゆ
る
エ
レ
や
主
義
を

超
出
し
た
人
と
い
は
れ
る
べ
き
筈
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
彼
の
暴
意
は
「
存
在
と
非
存
在
と
は
同
一
に
し
て
同
一
に
あ

ら
ず
」
と
い
ふ
主
張
を
以
て
、
ど
こ
ま
で
も
辮
謹
法
を
貫
か
う
と
し
た
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
ふ
つ
う
に
彼
と
封
難
し
て
、
流
動
攣
化

と
樹
立
門
下
と
を
翼
端
と
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
て
居
る
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
封
も
て
さ
へ
も
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
が
形
式
上
「
存
在
と

非
存
在
と
は
隊
一
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
と
い
ふ
理
由
で
こ
れ
に
反
樹
し
た
の
で
は
な
く
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
が
辮
論
法
を
貫
徹
せ
ず
に

中
途
で
打
切
っ
て
、
調
て
反
封
の
早
耳
を
認
め
、
勢
立
流
動
を
支
配
す
る
生
の
時
間
的
秩
序
す
な
は
ち
デ
ィ
盗
心
ュ
ソ
ス
的
生
死
輪
廻
を
、

蕊
賢
な
り
と
す
る
紳
秘
主
義
に
逃
避
し
た
こ
と
を
攻
撃
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
紳
秘
主
義
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
彼
の
発
墨
史

講
義
（
瓢
。
α
q
。
鮒
≦
の
葬
⑦
●
○
碁
ぎ
壽
屋
的
昏
や
匿
」
。
。
》
○
り
』
0
9
G
。
ミ
）
に
、
彼
の
絶
封
媒
介
的
無
封
観
念
論
に
一
致
す
る
も
の
と
解
離
せ

ら
れ
、
存
在
と
葬
存
在
と
の
同
一
、
思
想
卸
存
在
の
蕊
實
を
主
張
し
た
も
の
と
し
て
、
　
「
お
ほ
よ
そ
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
命
題
で
、
私
自

身
の
論
理
學
に
採
用
せ
ら
れ
な
い
も
の
は
な
い
」
と
ま
で
樗
揚
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
は
、
い
は
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
思
辮

的
製
出
論
燕
手
秘
主
義
の
結
果
に
外
な
ら
な
い
β
か
へ
っ
て
へ
…
ゲ
ル
の
か
か
る
蛮
功
過
的
観
念
論
を
攻
撃
し
て
、
飽
く
ま
で
具
膿
的
な

る
翠
黛
辮
謹
法
を
主
張
し
た
自
由
論
以
後
の
シ
ェ
リ
ン
グ
や
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
観
念
實
在
論
は
、
正
に
「
存
在
と

非
存
在
と
は
岡
一
に
し
て
岡
一
に
あ
ら
ず
」
と
い
ふ
辮
謹
法
を
貫
い
た
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
思
想
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
辮
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甘
塩
の
徹
底
せ
る
代
表
者
と
看
な
さ
れ
る
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
（
＜
騨
切
餌
諺
露
閃
費
ぞ
○
お
①
搾
℃
峯
。
ω
o
讐
ざ
や
回
G
。
O
い
O
o
導
h
鶏
斜
串
○
溝

労
Φ
夢
即
§
8
驚
銭
霧
。
冨
団
9
ワ
b
。
ば
凸
嵩
）
。
彼
に
擦
れ
ば
、
永
遽
は
時
間
を
蔭
ら
の
内
に
融
か
し
去
る
も
の
で
は
な
く
、
調
て
薩
ら
．
時
間

の
酌
に
降
下
し
、
天
上
の
光
明
は
下
界
の
導
管
に
一
た
び
没
し
て
か
ら
正
義
の
蓮
聖
女
紳
に
復
活
せ
し
め
ら
れ
、
時
間
の
流
蒋
を
媒
介
と

し
て
自
ら
を
貸
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
、
そ
の
藁
實
な
る
存
在
は
、
「
も
は
や
在
ら
ず
」
と
い
ひ
、
「
未
だ
在
ら
ず
」
と
い
ふ
非
存
在
と
の
、

死
復
活
離
弁
換
、
或
は
そ
れ
に
因
る
生
滅
的
有
限
性
を
、
進
ん
で
臨
ら
に
容
れ
認
む
る
と
こ
ろ
の
忍
の
藤
江
否
定
を
媒
介
と
し
て
成
立
す

る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
す
な
は
ち
「
在
り
」
と
い
ひ
㎝
，
在
ら
ず
」
と
い
ふ
反
省
野
々
の
思
考
こ
そ
、
存
在
の
述
語
的
規
定
と
し
て
思
考

的
に
存
在
を
代
表
し
こ
れ
と
礒
一
な
り
と
い
は
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
岡
一
と
い
ふ
の
も
思
考
的
規
定
で
あ
る
以
上
は
、
存
在

的
に
は
同
～
で
あ
っ
て
同
一
で
な
い
と
い
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
翼
賢
的
存
在
と
臆
見
的
思
考
と
が
忌
門
で
あ
っ
て
岡
一
で
な
い
の

が
、
辮
謹
法
の
規
定
な
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
存
在
・
思
考
の
一
多
の
關
…
係
を
蟹
座
法
的
に
展
開
し
た
も
の
が
、
プ
ラ
ト
ン
後
期
の
封
話

篇
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
思
考
と
存
在
と
の
質
的
七
夕
が
同
一
に
し
て
岡
田
な
ら
ず
と
い
ふ
観
念
蟹
在

論
と
、
そ
の
辮
謹
法
的
岡
一
即
異
事
の
、
　
一
部
重
な
る
「
量
的
封
立
の
相
邸
」
と
の
二
重
の
辮
鐙
法
を
も
っ
て
、
　
一
般
的
に
存
在
と
非
存

在
と
は
岡
一
に
し
て
紛
乱
な
ら
ず
と
い
ふ
鋤
象
的
辮
謹
選
を
、
質
と
量
と
の
界
面
に
亙
り
具
膿
的
に
展
開
貫
徹
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
、
け
だ
し
直
接
的
抽
象
的
な
る
有
（
師
無
）
が
質
的
に
縄
墨
化
せ
ら
れ
て
物
心
の
封
立
八
相
印
と
な
り
、
更
に
そ
れ
が
「
反
復
」
的
に

高
次
抽
象
に
於
て
一
様
化
せ
ら
れ
て
量
の
一
議
絹
郎
と
な
る
の
は
、
辮
修
法
そ
の
も
の
の
辮
讃
法
的
展
開
に
外
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の

論
理
學
が
そ
の
展
開
を
以
て
開
始
せ
ら
れ
た
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
ま
さ
に
こ
れ
に
先
導
し
た
も
の
と
い
は
れ
る
。
叢
叢
法

の
、
分
析
論
理
と
紳
秘
主
義
と
の
中
聞
に
占
め
る
位
置
が
、
こ
こ
に
始
め
て
明
に
せ
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
過
書
で
は
な
い
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ

ソ
ス
的
「
生
の
哲
學
」
を
代
表
す
る
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
反
秘
し
て
、
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
下
界
降
下
、
死
滅
浄
化
の
儒
仰
に
、
立
脚
す
る

と
こ
ろ
の
オ
ル
フ
ィ
ッ
ク
の
影
響
下
に
立
つ
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
、
そ
の
黙
か
ら
「
死
の
哲
學
」
の
如
上
法
を
開
い
た
人
と
考
へ
て
も
よ
い
。

そ
の
思
想
を
縫
承
登
展
せ
し
め
た
プ
ラ
ト
ン
の
後
期
馬
瀬
法
ほ
、
彼
自
身
の
中
期
イ
デ
ャ
論
の
影
響
の
下
に
立
ち
な
が
ら
、
却
て
彼
に

　
　
　
　
生
の
存
姦
學
か
死
の
辮
灘
法
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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哲
脚
Ψ
研
究
　
　
第
照
頁
八
十
三
贈
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

反
了
し
て
「
生
の
哲
學
」
を
組
織
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
分
析
論
に
…
翻
し
、
　
「
死
の
二
心
」
を
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
ク
リ
ス
ト
教

が
出
て
か
ら
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
に
封
ず
る
ト
マ
ス
の
ア
リ
ス
ト
テ
リ
ス
ム
の
封
立
を
通
じ
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ニ
ス
ム
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ス
コ
ラ
主
義
ア
リ
ス
ト
テ
リ
ス
ム
の
馬
立
を
遍
じ
、
今
日
に
至
る
ま
で
忍
者
は
西
歎
思
想

を
貫
流
し
つ
つ
錯
綜
す
る
。
し
か
も
哲
學
の
歴
史
的
…
批
判
に
封
ず
る
範
疇
と
し
て
、
こ
の
二
種
の
欝
欝
の
春
立
は
、
更
に
今
日
特
に
重
要

の
意
味
を
も
つ
と
思
は
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
西
欧
思
想
は
だ
い
た
い
一
貫
し
て
生
の
立
場
に
支
配
せ
ら
れ
、
近
世
に
於
て
ス
コ
ラ
哲
學

に
取
っ
て
代
っ
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
科
學
思
想
も
、
明
に
生
の
立
場
に
弄
し
、
今
日
「
死
の
時
代
」
に
際
し
て
そ
れ
が
行
詰
ま
っ
て
も
、

な
ほ
「
死
の
哲
學
」
へ
の
韓
換
は
試
み
ら
れ
て
居
な
い
や
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
意
外
に
も
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
・
プ
ラ
ト
ン
の
辮

讃
法
は
、
東
亜
の
忍
思
想
と
湿
ず
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
現
在
西
欺
思
想
が
そ
の
行
詰
ま
り
に
際
し
て
東
璽
の
繹
思
想
に
感
心
を

喚
起
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
如
く
思
は
れ
る
の
は
、
岡
時
に
再
び
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
・
プ
ラ
ト
ン
の
哲
學
の
顧
み
ら
れ
る
べ
き
理
由
に
な
り
は
し

な
い
か
と
思
は
ざ
る
を
得
ぬ
。
こ
れ
私
が
初
め
に
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
・
プ
ラ
ト
ン
の
試
論
法
の
輪
講
附
け
を
試
み
よ
う
と
す
る
ゆ
ゑ
ん
で
あ

る
。　

さ
て
我
々
が
有
限
栢
封
的
な
る
存
在
者
と
し
て
、
自
己
の
存
在
が
非
存
在
に
纒
綿
せ
ら
れ
、
自
己
の
規
定
と
し
て
の
有
が
同
時
に
無
と

し
て
規
定
せ
ら
れ
る
こ
と
を
知
る
の
は
、
出
面
に
自
他
の
封
立
を
超
え
る
無
隈
絶
無
者
の
統
一
根
糧
に
於
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上

は
、
そ
れ
は
い
は
ば
逆
に
無
限
絶
封
者
が
我
々
を
媒
介
と
し
て
自
ら
を
知
り
、
從
っ
て
我
々
は
無
限
絶
封
者
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
れ
を
知
り
ま
た
我
々
自
ら
を
知
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
同
様
に
我
々
が
時
間
に
制
せ
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
我
々
の
存
在
が
攣
易
的
で

あ
る
こ
と
を
知
る
の
は
、
そ
の
根
石
に
永
遠
が
あ
り
、
永
遽
が
我
々
を
知
り
我
々
に
於
て
自
ら
を
知
る
に
依
る
の
で
あ
る
と
も
い
は
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
と
こ
ろ
で
永
遠
は
轟
然
に
無
始
不
生
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
若
し
永
遠
が
始
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
未
だ
そ
れ
が

存
在
し
な
か
っ
た
時
が
あ
り
、
そ
れ
は
時
に
於
て
始
ま
り
生
じ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
そ
の
た
め
永
遠
は
時
に
制
約
せ
ら
れ
、
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從
っ
て
時
に
從
厨
す
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
冬
営
の
否
定
で
な
く
し
て
何
で
あ
ら
う
か
。
し
か
し
な
が
ら

岡
時
に
、
永
遠
が
無
始
不
生
で
あ
る
と
共
に
、
無
終
不
滅
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
元
受
我
々
の
思
考
に
と
っ
て
は
、

可
逆
性
冬
芝
性
と
い
ふ
も
の
が
或
意
味
に
於
て
必
然
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
攣
化
封
立
を
そ
の
ま
ま
に
放
任
す
る
こ
と
は
、

矛
盾
を
斥
け
自
己
岡
一
を
要
求
す
る
思
考
の
本
性
に
曹
く
も
の
で
あ
っ
て
、
若
し
そ
れ
が
半
里
の
必
然
に
從
ひ
避
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で

あ
る
場
合
に
は
、
思
惟
の
機
構
に
依
り
そ
れ
に
調
整
を
加
へ
て
、
樹
象
の
無
矛
野
性
同
訓
性
を
恢
復
す
る
の
が
、
思
考
の
本
質
的
要
求
だ

か
ら
で
あ
る
。
一
方
へ
の
偏
筒
は
そ
れ
と
正
反
封
な
る
方
両
へ
の
偏
僑
に
依
っ
て
之
を
補
正
し
、
以
て
自
己
同
一
性
を
全
燈
に
於
て
恢
復

し
維
持
し
ょ
う
と
い
ふ
の
が
、
思
惟
の
可
逆
性
封
土
性
の
傾
向
に
外
な
ら
な
い
。
、
さ
て
そ
の
や
う
な
一
様
挙
等
の
構
造
が
典
型
的
に
實
現

せ
ら
れ
た
も
の
は
何
か
と
い
へ
ば
、
そ
れ
は
す
な
ほ
ち
幾
何
學
の
醤
象
と
認
め
ら
れ
る
室
問
に
外
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
同
一
性
論
理
の
存

荘
表
現
は
室
間
、
し
か
も
そ
の
同
一
性
的
要
件
を
最
も
箪
純
奉
直
に
瀟
足
す
る
と
こ
ろ
の
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
室
問
、
で
あ
っ
た
ゆ
ゑ
ん
は
こ

こ
に
存
す
る
。
思
考
が
そ
の
同
一
性
的
要
求
を
可
逆
性
封
構
性
に
於
て
満
足
し
、
い
は
ゆ
る
騰
系
的
完
備
に
写
せ
ん
と
す
る
と
き
、
そ
れ

が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
室
間
を
・
濃
墨
と
す
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
永
遠
思
考
が
こ
の
室
聞
性
を
典
型
的
圏
式
と
し
て
行
は
れ
た

と
し
た
な
ら
ば
、
ど
う
い
ふ
結
果
に
立
到
る
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
正
に
永
遠
の
無
始
不
生
と
醤
稻
的
な
る
無
終
不
滅
が
設
定
せ
ら
れ
て
、

爾
方
向
の
問
に
可
逆
性
が
保
た
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
に
依
っ
て
、
永
遠
が
そ
の
内
部
に
時
間
的
攣
易
の
動
性
を

含
む
も
、
そ
の
三
聖
の
可
逆
的
な
る
に
依
り
之
を
揚
棄
し
て
、
封
稽
的
同
一
性
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
と
思
惟
せ
ら
れ
る
。
從
っ
て
ま
た

時
間
の
攣
易
性
も
永
遠
の
内
部
に
包
み
込
ま
れ
、
そ
の
超
越
的
な
る
権
を
破
っ
て
之
を
分
裂
崩
飛
せ
し
め
る
こ
と
は
な
い
と
せ
ら
れ
る
わ

け
で
あ
る
。
幾
何
學
的
に
は
時
問
を
第
四
次
元
と
し
て
、
ニ
ウ
ト
ン
力
畢
に
於
け
る
如
く
豊
凶
的
に
そ
れ
を
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
室
間
化
す
る

の
が
、
そ
の
行
き
方
に
外
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
の
や
う
に
時
間
を
室
間
化
し
て
割
去
の
内
部
に
包
み
込
む
と
し
た
な
ら
ば
、
時
間
は
室
間
の
溝
造
契
機
と
し
て
そ
れ

の
形
態
そ
の
も
の
を
規
定
す
る
如
く
に
そ
れ
に
入
込
む
と
い
ふ
こ
と
は
で
き
ぬ
筈
で
あ
る
。
ニ
ウ
ト
ン
カ
學
に
於
て
、
時
間
軸
が
室
間
の

　
　
　
　
生
の
存
在
學
か
死
の
辮
謹
法
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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哲
学
研
究
第
四
頁
八
十
蕊
号
八

三
次
元
に
封
ず
る
第
四
次
元
と
し
て
外
か
ら
そ
れ
に
添
加
さ
れ
る
の
は
そ
の
蜜
例
で
あ
る
。
し
か
る
に
素
封
性
論
は
、
物
理
攣
的
に
測
定

せ
ら
れ
る
空
間
と
時
間
と
が
光
遽
度
を
媒
介
と
し
て
内
面
的
に
制
約
し
合
ひ
、
い
は
ゆ
る
「
室
間
・
時
間
」
渕
ρ
。
仁
旨
・
N
o
搾
す
な
は
ち
「
世

界
」
を
①
＃
が
、
封
立
面
統
一
と
し
て
聯
合
を
形
造
る
こ
と
を
教
へ
た
。
そ
の
要
素
た
る
世
界
羅
は
、
い
は
ゆ
る
「
こ
こ
・
い
ま
」
出
δ
型

旨
傘
§
で
あ
っ
て
、
箪
な
る
「
こ
こ
」
で
は
な
い
。
今
頃
の
公
理
主
義
数
畢
が
避
け
て
問
題
と
し
な
い
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
、
「
位
置
が
あ
っ

て
大
き
さ
が
な
い
も
の
」
と
い
ふ
黙
の
定
義
は
、
軍
に
幾
何
學
の
立
場
で
理
解
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
こ
こ
・
い
ま
」
と
い
ふ
「
室

間
・
時
問
」
す
な
は
ち
「
客
擬
・
主
農
」
の
観
念
寳
在
論
的
立
場
に
於
て
、
始
め
て
存
在
論
的
に
難
字
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

室
聞
的
に
無
限
可
分
な
る
限
り
大
き
さ
の
あ
る
存
在
を
、
麟
今
（
こ
こ
・
い
ま
）
の
定
立
行
爲
に
依
り
不
可
分
作
用
の
媒
介
に
隔
て
自
畳

す
る
観
念
實
在
論
に
露
な
ら
ぬ
。
ま
さ
に
パ
ル
質
置
デ
ス
の
「
思
考
・
存
在
岡
一
し
の
立
場
で
成
立
す
る
辮
謹
法
的
本
質
で
あ
る
。
プ
ラ

ト
ン
の
分
割
論
が
存
在
者
の
本
質
即
存
在
の
本
質
と
認
め
た
「
不
可
分
形
絹
」
簿
◎
密
◎
欝
①
箆
霧
も
、
ま
た
こ
れ
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
が
辮
謹
法
的
に
の
み
可
能
な
る
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。
相
封
性
論
の
物
理
學
は
、
古
典
哲
麗
・
の
存
在
慮
鐙
に
恐
し
重
要
な
る
糊
鰭
棘
媒
介

と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
叢
雲
も
ま
た
辮
謹
法
的
と
い
ふ
外
な
い
。
か
く
て
室
間
は
そ
の
要
素
た
る
多
元
の
岡
時
共
存
を
統
一
す
る
た

め
に
、
時
間
に
制
約
せ
ら
れ
て
そ
の
形
態
を
即
自
か
ら
封
自
に
ま
で
自
書
的
に
攣
隠
せ
ら
れ
、
時
貸
は
そ
の
黒
黒
に
室
間
的
同
時
性
を
契

機
と
し
て
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
の
数
學
的
表
示
に
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
侮
學
が
具
艦
的
に
要
當
す
る
と
せ
ら
れ

る
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。
さ
て
そ
の
時
間
の
契
機
と
し
て
の
岡
時
性
は
、
各
現
在
の
刹
那
の
有
す
べ
き
性
格
で
あ
り
、
ま
さ
に
永
蓮
の
象
徴
と
な

る
。
今
や
時
間
は
永
遠
の
内
部
・
に
包
み
込
ま
れ
る
薩
在
的
動
姓
に
は
感
ま
ら
ず
、
各
現
在
に
於
て
永
違
が
自
ら
を
分
裂
せ
し
め
自
己
否
定

的
に
裂
溝
を
作
っ
て
院
自
薦
に
蒔
”
聞
に
下
降
し
、
或
は
時
間
を
自
己
に
協
力
参
加
せ
し
め
る
た
め
に
、
超
越
か
ら
内
在
に
自
己
を
調
隠
し

賢
現
す
る
と
こ
ろ
の
、
渦
動
中
心
の
協
瞬
態
〔
O
o
ヨ
⑦
冒
。
。
o
同
類
粋
餌
豪
く
凝
笹
①
置
Φ
葺
お
呂
を
形
造
る
わ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
時
間
は
始
愚

な
き
不
生
と
し
て
永
遽
に
通
じ
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
自
身
の
動
性
攣
易
性
を
自
己
に
保
ち
て
、
永
遽
に
封
ず
る
開
場
通
路
と
な
る
。
聴

聞
の
未
來
が
過
去
の
既
存
確
定
に
封
し
、
將
來
に
費
す
る
不
確
定
性
を
そ
の
性
格
と
す
る
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。
す
な
は
ち
時
間
は
、
過
去
の
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方
向
に
於
て
永
遠
の
無
始
不
生
を
分
膚
し
な
が
ら
、
未
來
に
向
っ
て
は
無
終
不
滅
と
い
ふ
こ
と
な
く
、
終
末
の
可
能
と
そ
の
到
來
の
不
確

定
と
を
保
持
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
此
様
に
、
未
來
の
終
末
可
能
と
そ
の
到
來
の
不
確
定
と
が
、
時
そ
の
も
の
の
本
質
的
構
造
に
属

す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
の
終
末
可
能
と
そ
の
到
來
の
不
確
定
と
は
必
然
に
、
現
在
の
媒
介
を
通
じ
て
行
爲
的
に
過
宏
そ
の
も
の
を
も
規

定
し
そ
れ
を
更
薪
す
る
こ
と
に
な
り
、
今
や
過
去
が
無
始
不
生
と
し
て
永
遠
の
露
盤
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
、
首
鼠
と
共
に
終

末
に
曝
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
可
能
的
不
確
定
に
媒
介
せ
ら
れ
て
各
現
在
に
更
新
復
活
せ
ら
れ
、
高
次
「
反
復
」
に
再
興
再
開
せ
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
す
な
は
ち
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
「
反
復
」
を
永
遠
と
解
し
た
意
味
に
於
て
、
終
末
即
再
興
が
「
反
復
」
的
に
永
遠
に
置
換
へ
ら
れ
、

現
荘
の
「
反
復
」
渦
動
が
永
遽
の
象
徴
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
に
よ
り
今
や
永
遠
の
充
賢
完
結
は
自
己
否
定
的
に
否
定
せ
ら
れ
、

時
の
室
間
的
封
稽
性
可
逆
性
が
積
分
的
全
騰
に
鞭
て
は
揚
棄
せ
ら
れ
て
、
た
だ
現
在
の
刹
那
に
於
け
る
微
分
的
極
微
振
動
性
〔
ヨ
霧
笛
捗
や

。。一

a
鋤
Φ
＜
笹
峯
甑
。
昌
0
9
G
o
o
ゲ
≦
営
㈹
鋸
魏
σ
q
天
爵
U
漆
興
野
鋤
鐵
〕
と
し
て
の
み
維
持
せ
ら
れ
る
に
止
ま
る
。
こ
の
現
在
の
刹
那
に
於
て
は

過
去
劫
來
の
時
が
否
定
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
却
て
そ
の
終
末
を
機
會
に
爆
撃
の
不
確
定
が
、
必
然
即
自
葭
に
決
断
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
可
能

性
を
保
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
自
由
の
決
断
は
、
も
は
や
永
遠
の
充
實
完
結
存
在
が
現
在
を
張
詰
め
る
の
で
な
く
、
却
て
永
遠

の
自
己
否
定
に
依
る
無
の
非
存
在
が
存
在
の
重
曹
と
し
て
存
す
る
に
依
っ
て
、
み
つ
か
ら
可
能
と
な
り
「
反
復
」
せ
ら
れ
る
。
す
な
は
ち

そ
れ
は
永
遽
の
「
反
復
」
に
於
け
る
自
己
否
定
の
裂
隙
空
孔
と
し
て
の
無
に
、
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
。
更
に
約
癒
す
れ
ば
、
永
遽
の
自

己
否
定
的
無
の
重
畳
反
復
が
時
の
成
立
根
源
で
あ
り
、
そ
の
無
の
自
箆
的
現
成
と
し
て
み
つ
か
ら
無
の
象
徴
と
な
り
、
必
然
印
自
由
の
決

断
を
行
ず
る
も
の
、
ま
さ
に
量
的
騙
事
主
髄
と
し
て
の
自
己
で
あ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
主
騰
細
行
爲
は
各
現
在
を
通
じ
て
挙
劇

的
に
並
列
せ
ら
れ
る
の
で
な
く
、
過
量
と
未
來
と
の
交
互
否
定
と
し
て
の
無
の
現
在
が
、
過
去
の
否
定
的
終
末
印
未
來
の
肯
定
的
起
墾
と

し
て
の
韓
換
の
緊
張
媒
介
黙
と
な
る
に
依
り
、
立
質
的
に
重
滅
せ
ら
れ
「
反
復
」
的
に
高
次
化
せ
ら
れ
る
。
す
な
は
ち
永
遠
は
現
在
の
無

を
否
定
媒
介
契
機
と
し
て
、
自
ら
を
霞
己
否
定
的
に
時
聞
に
於
て
還
相
的
に
現
成
し
、
切
断
的
に
無
の
砂
壌
と
し
て
緊
張
連
塾
す
る
。
そ

の
立
膿
的
七
一
の
媒
介
は
無
の
自
魔
主
導
た
る
自
己
に
外
な
ら
な
い
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
説
い
た
「
反
復
」
も
こ
れ
で
あ
る
。
彼
が
「
反

　
　
　
　
生
の
存
在
學
か
死
の
繋
麗
法
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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哲
学
研
究
　
第
四
菖
八
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

復
」
を
永
遠
に
封
ず
る
宗
教
的
範
疇
と
な
し
、
そ
れ
に
於
て
自
由
が
成
立
す
る
と
し
た
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
（
露
①
葬
①
α
q
寒
村
〔
r
園
超
簿
｝
陣
ざ
炉
8
r

ξ
目
。
譲
鼠
φ
）
。
そ
れ
は
正
に
死
復
活
の
蜜
践
的
自
畳
の
虚
心
法
的
概
念
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
辮
謹
的
性
格
は
、
相
通
ず
る
如
く

見
え
な
が
ら
實
は
封
礁
的
な
る
ニ
イ
チ
ェ
の
永
久
隅
蹄
の
李
面
的
媚
環
に
、
之
を
比
較
す
る
と
き
一
層
明
に
な
る
で
あ
ら
う
。

　
ニ
イ
チ
ェ
の
読
い
た
永
久
隅
蹄
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
代
表
す
る
、
生
の
嚢
生
、
生
長
、
成
熟
、
枯
死
の
春
夏
秋

冬
的
更
代
と
そ
の
四
季
の
年
次
循
環
と
の
繰
返
し
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
は
生
死
の
無
窮
な
る
更
代
循
環
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
死
は
生
の

附
帯
現
象
に
過
ぎ
ず
、
生
の
み
が
優
勢
に
持
績
す
る
。
死
が
そ
れ
自
身
と
し
て
畳
悟
薄
畳
せ
ら
る
る
に
依
り
却
て
生
を
そ
れ
に
入
込
ま
せ

生
を
復
活
的
に
肉
上
鞍
擁
せ
し
め
る
た
め
の
緊
張
的
動
力
と
な
り
媒
介
契
機
と
な
る
と
い
ふ
如
き
こ
と
は
、
全
然
無
い
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
生
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
循
環
隅
蹄
が
、
輩
に
同
一
水
準
衝
上
の
繰
返
し
と
し
て
、
　
「
反
復
」
の
自
鷺
的
立
国
的
向
上
な
る
と
根
本
的

に
聯
立
す
る
ゆ
ゑ
ん
が
あ
る
。
　
「
反
復
」
は
決
し
て
単
な
る
生
の
更
代
彼
環
に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
死
復
活
の
向
上
自
覧
に
於
て

成
立
す
る
の
で
あ
る
。
生
の
存
在
的
持
績
と
異
な
り
、
無
の
切
断
印
持
綾
な
る
超
越
的
自
畳
に
於
て
成
立
す
る
が
故
に
、
　
「
反
復
」
は
生

の
持
綾
の
輩
に
無
終
不
窮
な
る
に
毒
し
、
そ
の
や
う
な
悪
無
限
な
ら
ぬ
翼
無
限
た
る
を
得
る
。
こ
れ
そ
の
永
遽
と
解
せ
ら
る
る
ゆ
ゑ
ん
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
や
う
な
自
国
を
衝
く
と
こ
ろ
の
デ
ィ
オ
ニ
．
一
ソ
ス
主
義
は
、
た
と
ひ
ニ
イ
チ
ェ
に
於
け
る
如
く
ア
ポ
ロ
の
代
蓑
す

る
知
性
の
抽
象
に
反
響
し
て
生
の
具
髄
的
怪
盗
を
主
張
す
る
も
、
死
を
一
畳
に
於
て
生
の
「
反
復
」
向
上
に
封
ず
る
媒
介
契
機
に
縛
ず
る

こ
と
な
く
、
た
だ
生
死
更
代
の
循
環
に
止
ま
る
限
り
、
そ
の
循
環
同
蹄
の
同
一
性
は
、
費
は
そ
の
排
す
る
ア
ポ
ロ
主
義
の
岡
一
性
的
抽
象

に
近
づ
く
こ
と
を
蔽
ひ
得
な
い
。
こ
れ
は
却
て
生
の
否
定
で
あ
り
、
蟹
・
調
、
固
化
、
沈
滞
、
澗
潟
の
頽
落
態
で
あ
る
。
生
は
却
て
そ
れ
に

倦
む
。
そ
こ
に
薪
し
き
贋
値
の
創
造
が
な
い
以
上
は
、
い
は
ゆ
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
る
外
な
い
で
あ
ら
う
。
若
し
知
性
の
抽
象
を
斥
け
る

な
ら
ば
、
生
の
同
一
性
化
も
ま
た
排
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
同
一
性
の
抽
象
は
、
た
だ
具
硬
化
の
否
定
的
媒
介
契
機
と
し
て
の
み
承

認
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
ニ
イ
チ
ェ
も
永
久
燭
蹄
を
、
初
め
か
ら
直
接
に
一
切
現
賢
肯
定
の
心
力
意
志
の
積
極
的
根
砥
と

し
た
の
で
は
な
く
、
却
て
反
封
に
そ
の
否
定
的
媒
介
契
機
と
な
し
、
縛
換
の
緊
張
動
力
た
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
い
か
に
そ
れ
が
灌
筆
意
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志
に
射
し
不
可
鋏
の
媒
介
契
機
で
あ
っ
て
も
、
永
久
隅
蹄
は
罹
力
意
志
の
裏
面
を
張
り
渡
し
之
を
鍛
錬
し
緊
張
せ
し
む
べ
き
否
定
契
機
と

し
て
の
動
力
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
自
己
に
属
せ
ず
む
し
ろ
蓮
命
に
厨
す
る
。
生
も
生
の
ま
ま
の
直
接
態
に
於
て
は
、
自

己
の
意
志
に
依
っ
て
直
接
支
配
せ
ら
れ
な
い
露
命
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
生
の
辮
謹
法
と
い
ふ
べ
き
も
の
が
こ
こ
に
潜
む
。
か
く

し
て
生
の
辮
謹
法
は
生
自
身
に
属
す
る
も
の
と
し
て
自
　
覚
せ
ら
れ
、
初
め
に
は
否
定
契
機
に
止
ま
っ
た
と
こ
ろ
の
永
久
圓
蹄
が
、
積
麺
的

に
生
の
自
惚
内
容
と
な
る
。
そ
の
限
り
直
接
な
る
生
は
、
否
定
を
通
り
死
を
媒
介
と
し
て
、
始
め
て
構
力
意
志
の
一
切
肯
定
に
高
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
ニ
イ
チ
ェ
の
ツ
ァ
ラ
ト
ス
ト
ラ
教
説
の
蔭
實
は
、
直
接
的
生
に
基
づ
く
の
で
な
く
そ
れ
の
辮
謹
法
的
使
出
に
あ
っ
た
と
い

は
ね
ば
な
ら
ぬ
（
N
鶏
⇔
爵
。
。
謹
二
二
・
8
①
群
U
興
○
魯
⑦
士
爵
①
・
U
δ
ω
冨
ぴ
①
瓢
ω
δ
領
e
。
権
力
意
志
と
は
、
自
己
に
封
ず
る
蓮
命
的
な
る
も

の
を
す
べ
て
、
自
ら
の
意
志
し
た
所
に
依
っ
て
構
成
せ
ら
れ
た
も
の
と
設
定
し
、
自
己
以
外
の
何
も
の
に
も
繋
縛
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
自

由
に
意
志
す
る
と
こ
ろ
の
意
志
、
す
な
は
ち
い
は
ゆ
る
「
意
志
へ
の
意
志
」
に
外
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
橿
力
意
志
に
依
っ
て
、
一

切
を
肯
定
す
る
と
こ
ろ
の
超
人
の
運
命
愛
な
る
も
の
は
、
そ
の
自
己
解
放
の
た
め
途
に
何
も
の
を
も
意
欲
す
る
こ
と
な
き
非
意
欲
と
な
る

外
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
こ
れ
は
、
生
に
留
ま
る
限
り
狂
氣
の
沙
汰
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
死
を
通
る
こ
と
に
依
っ
て
始
め
て
そ

れ
は
可
能
と
な
る
。
進
ん
で
死
を
不
断
に
畳
悟
す
る
意
志
の
み
、
非
意
欲
の
意
欲
と
し
て
、
何
も
の
を
も
意
欲
す
る
こ
と
な
き
が
故
に
一

切
を
意
欲
す
る
意
志
た
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
無
難
輝
師
の
い
は
ゆ
る
、
生
き
な
が
ら
死
人
と
な
り
て
な
り
は
て
て

思
ひ
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
明
白
に
究
復
活
の
韓
換
で
あ
り
、
播
環
周
蹄
な
ら
ぬ
創
造
「
反
復
」
の
玉
傷
法
に
依
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
デ
ィ
オ
瞬
　
ユ
ソ
ス
は
ク
リ
ス
ト
に
更
は
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。
ニ
イ
チ
ェ
が
、
時
を
壌
滅
せ
し

め
て
永
遠
を
恢
復
せ
ん
が
た
め
に
は
、
過
去
に
封
ず
る
怨
恨
に
執
着
す
る
復
讐
心
を
奪
却
し
て
、
過
去
の
逆
轄
を
意
志
す
る
こ
と
を
必
要

な
り
と
し
た
ゆ
ゑ
ん
は
、
た
だ
現
在
の
刹
那
に
於
け
る
未
來
に
依
る
過
去
の
単
帯
を
、
賢
践
的
に
死
復
活
に
於
て
自
堕
し
た
者
の
み
、
之

を
了
解
し
得
る
所
で
は
な
い
か
。
ツ
ァ
ラ
ト
ス
ト
ラ
第
二
部
に
於
け
る
解
脆
剥
く
。
潟
儀
鶏
図
醜
叡
の
§
鱗
　
の
深
き
教
は
、
時
の
現
在
に
於

け
る
永
遠
の
辮
讃
法
を
外
に
し
て
解
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
こ
の
や
う
に
現
在
の
刹
那
は
、
永
遠
と
實
存
と
が

　
　
　
　
生
の
存
在
學
か
死
の
辮
讃
法
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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哲
学
研
究
　
三
囲
頁
八
十
三
簿
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

禧
饗
無
し
つ
つ
互
に
協
嗣
す
る
闘
鎮
部
開
放
の
豊
門
た
る
開
孔
で
あ
る
か
ら
、
専
掌
の
存
在
が
か
く
の
如
く
霞
己
否
定
的
に
自
ら
を
無
化

し
て
そ
の
開
孔
に
費
存
を
成
立
せ
し
め
る
騎
係
を
、
　
コ
騨
は
愛
な
り
」
と
い
ふ
意
味
に
撃
て
愛
と
い
ふ
な
ら
ば
、
賢
存
も
ま
た
自
己
否
定

的
に
聖
算
に
服
濁
し
、
永
遠
の
愛
を
恩
寵
と
し
て
自
ら
享
受
感
謝
す
る
に
於
て
、
正
に
愛
「
紳
に
封
ず
る
愛
」
を
行
ず
る
と
い
は
れ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
自
由
決
断
は
、
永
逡
の
隈
定
に
認
識
し
て
必
然
即
自
瞭
を
賢
現
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
か
か
る
永
遠
と
饗
存
と

の
交
互
愛
こ
そ
、
正
に
時
の
現
成
で
あ
る
。
時
に
於
て
永
遠
は
愚
存
に
自
ら
を
象
徴
化
す
る
と
い
っ
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
象
徴
は
、
表

現
が
生
の
直
接
登
展
た
る
有
に
属
す
る
と
解
せ
ら
れ
る
に
反
し
、
必
ず
否
定
を
媒
介
と
し
無
を
原
理
と
し
て
成
立
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
端
的
に
い
へ
ば
、
そ
れ
は
生
に
属
す
る
の
で
な
く
、
死
復
活
の
惣
魔
に
厨
す
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
右
に
述
べ
た
如
く
永
遠
と
時
と
の
茎
立
的
協
同
の
主
騰
的
媒
介
と
し
て
、
人
間
費
存
が
自
製
定
立
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
考
は
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
教
授
が
芝
緩
韓
寓
簿
趨
ξ
ω
涛
”
の
第
四
版
（
一
九
三
四
年
）
に
附
加
さ
れ
た
後
語
乞
二
一
≦
o
属
（
ω
・
魔
－
臨
）
に
潤
て
展
開
せ
ら

れ
た
と
こ
ろ
の
深
き
思
想
に
通
じ
、
よ
し
そ
の
路
は
違
ふ
に
し
て
も
、
蹄
着
す
る
厨
は
全
く
岡
じ
で
あ
る
と
い
は
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
は
一
挺
そ
の
遍
り
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
暫
學
に
於
て
は
路
の
根
違
は
必
然
に
蹄
着
黙
の
栢
違
を
意
味
す
る
。

教
授
が
常
に
発
言
せ
ら
れ
る
如
く
、
教
授
の
思
想
が
い
は
ゆ
る
西
欧
的
思
考
を
徹
底
し
て
そ
の
行
く
べ
き
方
向
と
蹄
結
と
を
自
畳
す
る
こ

と
を
鮭
鱒
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
私
の
考
方
は
必
ず
し
も
さ
う
い
ふ
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
教
授
の
思
想
は
西
歓

的
思
考
の
特
色
で
あ
る
科
學
的
思
考
の
立
場
か
ら
出
登
し
な
が
ら
、
そ
の
謝
象
た
る
存
在
者
の
客
観
的
思
推
が
陰
に
前
提
し
聯
想
す
る
と

こ
ろ
の
根
無
と
し
て
の
、
　
㎝
、
存
在
」
の
主
騰
的
思
考
に
夏
鳶
し
、
そ
の
自
畳
せ
ら
れ
た
統
一
的
意
味
聯
繋
㎜
を
、
再
び
客
観
的
思
惟
の
分
析

論
的
構
造
に
蓑
環
せ
ら
れ
た
書
葉
の
解
繹
に
於
ヴ
、
、
再
構
成
的
に
展
開
せ
ら
れ
ん
と
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
落
し
襲
撃
的
語
用
に
從

ひ
、
そ
の
客
犠
的
思
惟
の
同
一
律
矛
盾
律
に
支
配
せ
ら
れ
る
論
理
を
分
析
論
と
い
ふ
に
塾
し
、
そ
の
根
源
と
な
る
「
存
在
」
の
、
無
を
媒

介
と
す
る
超
越
的
根
擦
の
自
魔
と
し
て
の
、
主
爆
撃
思
考
法
を
、
辮
謹
法
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
教
授
の
思
想
は
分
析
論
か
ら
出
登
し
て
辮
謹

法
的
根
無
に
潮
漏
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
行
爲
的
に
徹
底
す
る
こ
と
な
く
再
び
降
っ
て
、
再
建
的
に
そ
の
根
源
を
分
析
論
に
展
開
せ
ら
れ
ん
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と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
は
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
で
分
析
論
の
論
理
が
同
一
律
と
矛
盾
律
と
を
、
あ
た
か
も
互
に
表
裏
一
枚
を
成
す
李
面
的

二
重
原
則
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
封
し
辮
謹
法
は
矛
盾
即
同
一
、
岡
一
隅
矛
膚
の
謙
轄
相
入
と
い
ふ
べ
き
、
　
「
封
立
の

統
一
」
帥
「
統
一
の
献
立
」
を
ば
、
思
考
が
立
髄
的
に
主
騰
の
行
爲
に
於
て
自
覧
し
、
そ
こ
で
は
蓑
裏
が
分
た
れ
な
が
ら
動
的
立
禮
的
に

お
の
つ
か
ら
稲
入
轄
換
し
合
ふ
こ
と
、
例
へ
ば
今
日
の
位
椙
数
學
8
8
0
ぴ
σ
Q
δ
の
初
め
と
な
っ
た
メ
…
ビ
ウ
ス
の
環
帯
寓
α
げ
貯
給
。
げ
霧

ゆ
琶
餌
に
於
攣
る
如
き
も
の
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
こ
の
矛
鷹
の
同
一
（
同
時
に
同
一
の
矛
盾
）
と
い
ふ
動
的
韓
換
の
自
誓
に
立
脚
す

れ
ば
、
思
考
は
分
析
論
か
ら
出
て
再
び
分
析
論
に
還
る
表
現
解
繹
の
二
重
的
構
逡
を
ば
、
み
つ
か
ら
霞
己
否
定
的
自
贅
の
統
一
（
郭
聯
5
3
立
）

に
齎
し
、
内
外
表
裏
を
行
爲
的
に
緊
張
書
換
せ
し
め
る
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
は
矛
燈
的
封
立
が
即
銀
甲
で
あ
り
、
岡
陣
、
に

同
一
が
卸
矛
盾
的
封
立
で
あ
る
か
ら
、
縄
封
と
糎
封
、
超
越
と
内
在
、
永
遠
と
時
間
、
時
間
と
室
間
、
宙
と
他
、
と
い
ふ
如
き
封
立
は
、

一
方
不
噺
に
存
在
の
労
裂
と
し
て
登
現
し
な
が
ら
、
購
時
に
他
方
動
的
行
催
主
醗
の
自
魔
に
於
て
矛
盾
的
に
統
一
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
命
題
の
、
　
「
思
考
と
存
在
と
の
陶
一
」
と
い
ふ
も
、
こ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
思
は
れ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
教
授

の
存
在
論
に
嘗
て
は
、
無
は
「
存
在
」
の
存
在
考
に
粥
す
る
超
越
の
標
示
と
し
て
海
飽
く
ま
で
「
存
在
」
に
從
属
し
「
存
在
」
に
奉
仕
す

る
の
に
封
し
、
辮
謹
法
に
去
て
は
存
在
も
、
そ
の
否
定
契
機
と
し
て
の
存
在
者
の
媒
介
に
依
り
、
無
の
無
と
し
て
縄
封
無
に
擬
せ
ら
れ
、

死
復
活
の
立
場
に
緊
張
動
化
せ
ら
れ
る
こ
と
に
依
り
韓
換
媒
介
せ
ら
れ
る
。
從
っ
て
も
は
や
存
在
は
、
直
接
現
存
》
鐸
≦
o
ω
窪
に
止
ま
る

こ
と
を
許
さ
れ
ず
、
自
魔
を
通
じ
飽
く
ま
で
絶
険
媒
介
に
嘗
て
絶
雪
融
に
否
定
郎
肯
定
せ
ら
れ
て
、
無
が
即
有
に
轄
ず
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
内
外
相
封
濡
し
、
そ
の
意
味
聯
瀾
が
主
観
の
解
繹
と
い
ふ
観
念
論
に
依
っ
て
追
補
附
加
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ

ろ
の
表
現
に
封
し
、
解
答
の
主
観
性
を
介
入
せ
し
め
ず
、
観
念
論
の
鯨
地
を
残
さ
ず
し
て
印
観
念
蟹
在
論
冠
＄
マ
露
蕾
ヨ
器
と
な
り
、

端
的
に
賢
存
の
行
爲
惣
魔
即
要
望
内
容
（
い
は
ゆ
る
開
先
）
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
内
爵
的
に
蟹
在
化
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
象
徴
に
外
な
ら

な
い
。
表
現
の
主
膿
は
薩
接
な
る
生
で
あ
る
に
鉗
し
、
象
徴
は
死
に
於
て
黛
に
麟
す
る
主
艦
に
署
し
て
の
み
成
立
す
る
。
前
者
は
種
的
で

あ
る
に
難
し
、
後
者
は
個
的
で
あ
る
。
す
な
は
ち
象
徴
は
、
表
現
が
存
在
の
同
一
性
分
析
論
に
從
薦
し
そ
の
解
糖
が
縮
封
的
主
観
雛
を
腕

　
　
　
　
生
の
存
姦
學
か
死
の
辮
謹
法
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
ご
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哲
学
研
究
　
第
四
百
八
十
三
号
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

し
得
ざ
る
に
饗
し
、
絶
尽
無
の
辮
謹
法
に
依
っ
て
観
念
賢
在
論
的
に
自
立
す
る
と
い
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
分
析
論
と
辮
謹
法
と
の
町

立
は
、
こ
の
表
現
封
象
徴
の
關
係
に
於
て
、
最
も
分
明
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
前
者
は
観
念
論
的
で
あ
る
の
に
後
者
は
観
念
商
界
論

的
た
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
教
授
の
分
析
論
に
熾
し
て
、
私
は
辮
謹
法
を
と
る
。
西
歓
的
思
考
の
特
色
が
前
者
に
あ
る
の
に
嘉
し
、

策
亜
的
思
考
特
に
輝
の
公
案
的
立
場
は
、
後
者
に
合
す
る
所
が
多
い
。
若
し
以
下
の
私
の
論
述
が
、
西
欧
的
思
考
の
限
界
を
超
ゆ
る
も
の

を
、
輝
的
と
も
い
は
れ
る
べ
き
辮
謹
法
に
つ
い
て
少
し
で
も
示
し
得
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
私
に
と
り
望
外
の
幸
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。

　
若
し
言
ふ
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
私
に
は
近
來
の
磁
器
思
想
の
輝
に
封
ず
る
驕
心
は
、
全
く
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
如
く
に
思

は
れ
る
。
そ
も
そ
も
今
日
量
売
文
化
の
科
學
主
義
が
そ
れ
の
銀
簾
の
限
界
黙
を
超
え
て
、
科
學
技
術
の
止
ま
る
所
を
知
ら
ぬ
蛮
達
を
促
し

た
結
果
は
、
本
來
入
墨
の
編
祉
の
た
め
に
進
め
ら
れ
た
當
初
の
目
的
に
反
し
て
、
そ
れ
が
人
類
の
破
滅
と
い
ふ
矛
盾
に
立
到
ら
ん
と
し
つ

つ
あ
る
こ
と
蔽
ふ
べ
く
も
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
科
學
に
射
す
る
文
化
批
判
は
現
代
の
課
題
で
あ
る
と
い
は
れ
る
有
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
私
は
、
こ
の
挑
判
が
依
然
と
し
て
、
科
曲
輪
恩
惟
の
依
っ
て
立
つ
分
析
論
の
立
場
に
終
始
し
て
行
は
れ
る
の
が
常
で
あ
る
こ
と
を
、
檬

ら
な
く
思
は
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨
は
、
科
學
研
究
が
人
闘
の
薦
融
増
進
と
い
ふ
羅
的
に
反
し
て
人
類
の
破
滅
と
い
ふ

結
果
に
立
到
ら
ん
と
し
つ
つ
あ
る
の
は
、
そ
の
研
究
の
無
反
省
無
統
制
な
る
行
過
ぎ
の
た
め
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
矛
盾
を
反
省
し
て
無
制

隈
な
る
進
歩
を
抑
へ
、
研
究
に
統
麟
を
加
へ
て
含
葭
的
な
る
調
和
を
計
る
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
も
ま
た

此
様
な
立
場
を
採
り
、
鼻
綱
調
和
の
醤
的
論
的
同
一
性
を
貫
徹
せ
ん
と
画
せ
ら
る
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
（
国
⑦
凱
。
α
q
鷺
び
く
霞
R
謬
。
§
（
桝

諺
氏
ω
聾
器
一
O
δ
閃
墨
σ
q
¢
p
鴛
び
恥
跨
6
①
畠
鉱
犀
）
。
た
だ
し
そ
の
際
、
教
授
の
根
本
思
想
に
從
ひ
、
存
在
者
に
つ
い
て
の
科
學
的
思
惟
を
一

た
び
無
の
深
淵
に
否
定
し
て
、
そ
れ
を
超
え
る
存
在
の
思
考
、
す
な
は
ち
い
は
ゆ
る
本
質
的
思
考
、
の
哲
學
の
立
場
に
立
ち
、
存
在
の
恩

恵
に
感
謝
し
て
自
己
を
犠
牲
に
し
、
自
若
と
し
て
捨
離
の
高
幡
自
由
を
確
保
す
る
の
が
、
歴
史
的
人
間
の
使
命
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
こ
と

は
（
麟
。
討
≦
Φ
α
q
ρ
…
妻
。
建
U
皆
窪
興
”
）
、
軍
な
る
常
識
な
い
し
心
志
の
立
場
に
止
ま
る
と
こ
ろ
の
見
解
と
異
な
る
、
教
授
の
哲
學
思
想
の
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特
色
で
あ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
急
熱
の
深
き
ド
イ
ツ
思
想
の
患
吹
き
を
感
ず
る
の
は
、
も
と
よ
り
私
一
人
で

は
な
い
と
思
ふ
。
し
か
し
礫
っ
て
考
へ
る
と
、
科
學
は
好
適
の
立
場
か
ら
そ
れ
の
研
究
蛮
蓮
を
断
念
せ
し
め
、
い
は
ゆ
る
清
貧
の
高
貴
に

満
足
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
ら
う
か
疑
な
き
を
得
な
い
。
か
か
る
統
制
を
説
く
道
徳
的
説
教
に
依
っ
て
科
學
が
人
間
の
自
由

に
支
配
し
得
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
今
田
の
玉
垂
的
原
子
力
競
争
の
含
む
矛
盾
が
十
分
に
謹
明
す
る
所
で
は
な
い
か
。
若
し
歴
史
に
於

け
る
運
命
の
合
目
的
性
を
前
提
し
て
、
　
「
存
在
」
の
語
る
所
に
聴
從
す
る
の
が
人
間
饗
存
の
使
命
で
あ
る
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

明
白
に
理
想
主
義
観
念
論
で
あ
っ
て
、
存
在
を
主
観
の
要
請
に
基
づ
き
解
塾
す
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
象
徴
の
観
念
實
在
論
主
義
で
は

あ
り
得
ま
い
。
そ
れ
で
は
科
學
技
術
の
進
歩
を
そ
の
ま
ま
に
承
認
し
て
、
そ
の
結
果
が
齎
す
炎
心
な
い
し
そ
の
絶
滅
を
自
主
的
に
肯
ひ
、

却
て
そ
の
否
定
の
深
底
翻
意
底
の
愛
を
感
得
し
逡
ん
で
死
復
活
を
行
ず
る
も
の
と
は
い
は
れ
な
い
。
か
か
る
槻
念
論
は
運
命
を
愛
す
る
の

で
な
く
、
恩
命
に
甘
へ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
主
観
的
な
る
葭
的
論
的
同
一
性
を
も
っ
て
、
客
観
的
矛
盾
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
る
も
の
で

な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
癒
し
若
し
も
之
を
可
能
に
す
る
途
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
矛
盾
を
燭
避
す
る
た
め
に
同
一
性
的
思
考

の
自
由
な
る
宝
鑑
を
抑
へ
、
そ
れ
を
阻
止
統
制
す
る
こ
と
を
試
み
る
の
で
な
く
、
反
魂
に
分
析
論
の
不
可
避
な
る
限
界
と
し
て
必
然
に
現

出
す
る
と
こ
ろ
の
二
律
背
反
的
矛
盾
を
積
極
的
に
肯
ひ
、
そ
の
矛
盾
の
心
な
き
底
に
死
ん
で
復
活
せ
し
め
ら
れ
る
、
心
身
無
の
童
画
に
身

を
委
ね
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
際
身
を
委
ね
る
所
の
客
観
的
環
境
的
事
態
は
、
も
ち
ろ
ん
自
殺
の
主
観
的
恣
意
を
超
え
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
正
に
歴
史
的
蓮
命
の
必
然
に
介
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
の
内
に
亡
霊
が
自
己
を
犠
牲
に
し
進
ん
で
そ
の

た
め
に
死
す
る
と
こ
ろ
の
事
態
で
あ
る
が
故
に
、
も
は
や
主
髄
の
外
か
ら
こ
れ
に
封
立
的
に
は
た
ら
く
存
在
者
で
あ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。

却
て
存
在
も
ま
た
自
ら
を
忙
裏
し
、
人
皇
の
た
め
に
自
ら
を
開
放
し
て
、
爾
者
の
交
互
的
な
る
自
己
否
定
に
依
り
、
ま
さ
に
最
長
無
的
旧

幕
と
し
て
の
、
存
在
郎
自
己
と
い
ふ
べ
き
も
の
と
な
る
。
す
な
は
ち
、
上
來
読
い
た
無
の
象
徴
に
外
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
が

存
在
の
十
字
抹
殺
と
し
て
）
置
と
記
さ
れ
た
も
の
も
こ
れ
に
網
當
す
る
で
あ
ら
う
（
N
舞
ω
①
騨
欝
σ
q
ρ
ψ
。
。
O
）
。
し
か
し
そ
の
十
字
抹
殺

が
輩
に
主
観
的
観
念
に
止
ま
ら
ず
、
嗣
時
に
観
念
重
三
論
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
死
復
活
に
於
て
自
魔
せ
ら
れ
る
絶
望
無
即
愛
、

　
　
　
　
生
の
存
在
學
か
死
の
繋
謹
法
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



16

　
　
　
　
哲
w
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一
六

す
な
は
ち
佛
激
に
い
は
ゆ
る
忍
の
、
象
徴
的
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
そ
れ
は
往
相
的
に
否
定
せ
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
蝉

て
石
窟
的
に
善
悪
の
彼
岸
な
る
清
廉
と
し
て
肯
定
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
い
は
ゆ
る
火
中
蓮
と
呼
ば
れ
る
ゆ
ゑ
ん
に
外
な
ら
な
い
。
と

に
か
く
そ
れ
は
、
存
在
部
自
己
、
自
己
部
論
法
と
い
は
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
歴
史
的
必
然
が
即
自
由
と
し
て
主
艦
化
せ
ら
れ
、
そ

れ
に
身
を
委
ね
死
す
る
賢
存
は
激
て
復
活
せ
し
め
ら
れ
て
、
死
復
活
の
終
末
論
的
事
態
を
現
在
の
刹
那
に
簸
て
微
分
的
に
自
暴
せ
し
め
ら

れ
る
の
み
な
ら
ず
、
更
に
霞
己
の
愛
す
る
他
者
主
面
に
封
し
協
力
者
と
し
て
彼
等
の
集
團
に
参
加
す
る
こ
と
に
依
り
、
積
分
的
に
歴
史
的

必
然
即
自
由
な
る
協
同
騰
的
實
獲
者
と
な
る
。
コ
ロ
ノ
ス
に
自
ら
選
ん
だ
死
を
死
ん
で
、
暗
き
地
下
の
巌
々
の
恵
に
復
多
し
、
そ
の
死
を

悲
し
む
こ
と
を
止
め
た
老
オ
イ
デ
ィ
ボ
ス
の
臨
己
否
定
的
普
遍
愛
は
、
そ
の
愛
を
兄
弟
へ
の
種
的
愛
に
韓
じ
た
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ー
ネ
の
た
だ

濁
り
な
る
費
存
の
愛
に
於
て
、
還
椙
的
媒
介
的
に
復
活
蜜
現
せ
ら
れ
て
、
現
實
の
協
同
主
導
性
に
象
徴
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
歴
劇
的
行
爲

者
と
し
て
死
復
活
す
る
無
燈
の
協
同
態
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
協
岡
の
数
喜
に
愛
が
満
さ
れ
る
。
復
活
の
感
謝
讃
美
は
そ
れ
に
係
は
る
わ

け
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
い
は
ゆ
る
「
聖
徒
の
交
は
り
」
も
こ
れ
に
外
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
生
者
が
自
力
心
添
に
依
っ
て
聖
者
と
な
り
、

聖
化
せ
ら
れ
た
死
面
と
の
交
は
り
に
入
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
漁
者
の
交
互
愛
を
通
じ
、
生
者
が
死
者
の
清
浄
に
感
癒
し
媒
介

的
に
浮
化
せ
ら
れ
て
、
生
死
を
超
ゆ
る
聖
な
る
道
交
に
於
け
る
賢
存
協
同
を
成
す
と
い
ふ
意
味
で
あ
ら
う
。
そ
の
忽
劇
の
喜
喜
瀟
足
は
、

た
と
ひ
感
情
的
に
遊
戯
三
昧
に
比
せ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
翠
に
最
高
遊
戯
の
美
的
満
足
で
は
な
く
、
死
を
以
て
獄
ち
得
ら
れ
る
最

も
嚴
風
な
る
纂
態
と
し
て
、
編
戸
の
歓
喜
と
い
ふ
べ
き
逆
読
的
な
る
も
の
で
あ
り
、
直
接
的
有
に
心
し
絶
田
無
の
媒
介
態
と
し
て
無
限
の

隔
た
り
を
保
つ
。
そ
れ
の
根
擦
と
す
る
瞬
は
欝
存
協
岡
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
自
已
中
心
の
美
的
観
念
的
遊
戯
三
昧
で
は
な
い
。
そ
れ
は

輩
に
存
在
の
事
忌
に
簾
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
な
く
絶
封
無
の
交
互
的
愛
で
あ
り
、
藩
命
の
合
目
的
性
に
甘
へ
る
の
で
な
く
端
的
に
身
命

を
髄
つ
と
こ
ろ
の
絶
野
良
離
で
あ
る
。
そ
の
愛
に
於
け
る
復
活
は
ま
さ
に
蟻
封
無
の
轄
換
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、
生
の
存
在
恢
復
や
纏
縫

延
長
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
刹
那
的
頭
嚢
性
に
於
け
る
永
逮
の
時
的
象
徴
に
参
画
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
は
ち
そ

れ
は
絡
頭
論
的
韓
換
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
復
活
後
の
生
の
持
綴
な
ど
は
、
そ
れ
が
榊
話
に
属
す
る
限
り
、
閥
題
に
な
ら
ぬ
。
た
だ
進
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ま
つ
ご

ん
で
自
ら
肯
ふ
終
末
末
期
が
、
そ
の
ま
ま
直
ち
に
緊
張
的
療
動
力
と
な
っ
て
復
活
に
轄
ず
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
繹
宗
の
本
山
妙
心
寺
の

開
山
た
る
驕
山
鴬
玄
の
、
　
「
慧
玄
が
這
裡
に
生
死
無
し
」
と
い
ふ
語
は
、
縄
春
の
生
死
に
封
ず
る
境
涯
を
端
的
に
言
表
は
し
た
も
の
と
し

て
代
表
的
な
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
意
味
は
た
だ
に
、
生
と
そ
の
否
定
た
る
死
と
が
述
語
と
し
て
、
同
一
主
語
に
然
し
そ
の
弱

り
で
圃
別
が
無
い
、
全
く
相
封
的
で
夫
々
展
賢
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
論
理
的
梱
封
性
を
主
張
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
更
に
詩
人
リ
ル
ケ
に
於
て
見
る
如
く
、
生
と
死
と
を
贋
義
の
生
と
し
て
の
存
在
の
表
裏
爾
爵
に
籾
号
す
る
も
の
と
鰐
し
、
そ
の
意
味

に
於
げ
る
存
在
論
欝
欝
封
性
を
以
て
生
死
の
撮
管
存
在
な
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
で
も
な
い
と
思
ふ
。
生
死
の
糟
醤
性
は
翠
に
生
の
表
現

解
繹
の
立
場
で
，
未
だ
生
と
死
と
の
、
夫
々
の
肯
定
的
現
實
性
と
否
定
的
可
能
性
の
封
立
を
、
解
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
逡
裡
無
生

死
と
は
い
へ
な
い
誇
で
あ
る
。
撃
て
生
の
薩
接
肯
定
が
そ
の
否
定
た
る
死
に
不
断
に
曝
さ
れ
、
そ
れ
を
自
認
し
進
ん
で
そ
れ
を
肯
ふ
に
至

っ
て
、
死
が
生
の
媒
介
と
な
り
復
活
的
生
を
否
定
の
否
定
と
し
て
安
定
す
る
に
依
り
、
不
断
に
死
に
つ
つ
生
き
る
生
死
の
轄
換
交
融
が
爾

者
を
絡
み
合
は
せ
、
死
が
生
の
行
爲
自
畳
的
緊
張
動
力
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
死
の
不
安
は
生
の
安
心
に
縛
じ
、
死
の
苦
難
は
自

覧
晶
帯
に
猛
て
生
の
漱
喜
と
合
一
す
る
。
こ
れ
が
い
は
ゆ
る
這
裡
無
生
死
で
あ
ら
う
。
從
っ
て
こ
こ
に
い
ふ
ど
こ
ろ
の
復
活
は
、
死
に
先

だ
つ
生
の
岡
一
性
恢
復
な
い
し
縫
績
で
な
く
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
反
復
」
に
於
け
る
如
く
高
次
化
で
あ
り
創
造
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

私
が
絶
甥
無
窪
窪
と
い
ふ
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。
こ
れ
愛
は
ま
さ
に
創
造
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
れ
に
反
し
、
同
一
性
論
理
の
観
念
論

に
鞭
て
は
、
い
か
に
死
と
い
ふ
限
界
を
進
ん
で
霞
己
に
負
ふ
こ
と
が
生
け
る
現
存
在
の
能
力
に
属
す
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
、
死
が
無
限

の
秘
義
を
御
す
る
無
の
聖
駆
〔
G
o
O
鰐
O
ぎ
匙
①
ω
宏
陣
O
簿
ω
〕
と
し
て
（
誕
。
践
Φ
σ
q
σ
q
O
さ
く
霞
窪
似
σ
q
⑦
鐸
》
気
録
齢
ρ
ω
殴
H
ミ
）
、
不
可
測
な
る
も
の

の
基
準
と
認
め
ら
る
る
も
（
Q
り
●
嵩
O
山
曾
…
H
ミ
）
、
そ
れ
は
す
べ
て
要
請
に
止
ま
り
理
念
に
過
ぎ
な
い
。
最
高
の
遊
戯
三
昧
に
擬
せ
ら
る

る
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
（
ω
・
量
り
）
。
辮
論
法
の
槻
念
賢
在
論
的
死
復
活
の
叢
論
に
於
て
、
醤
人
に
死
し
新
人
に
復
活
し
た
費
存
者
こ
そ
が
、

復
活
の
主
騰
と
し
て
永
遠
の
象
徴
と
な
り
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
意
味
に
於
て
紳
子
と
し
て
實
存
協
隅
に
参
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
存
在
は

箪
な
る
白
油
中
心
の
美
的
擬
念
論
的
遊
戯
三
昧
で
は
な
い
。
人
間
の
最
高
現
認
た
る
宗
教
的
賓
存
に
外
な
ら
ぬ
。
そ
の
立
場
か
ら
人
間
の

　
　
　
　
生
の
存
在
攣
か
死
の
辮
欝
法
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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一
八

無
即
愛
が
行
爲
蜜
践
せ
ら
れ
る
の
が
ク
リ
ス
ト
教
の
愛
で
あ
り
、
一
層
守
髄
的
に
は
大
乗
佛
教
の
菩
薩
道
で
あ
る
。
こ
こ
に
何
故
、
一
層

具
贈
…
的
と
い
ふ
か
と
な
ら
ば
、
ク
リ
ス
ト
教
の
愛
に
於
て
は
、
自
己
の
信
仰
と
封
他
宜
教
と
を
同
時
に
並
行
せ
し
む
る
に
乏
し
、
菩
薩
行

は
自
己
の
優
道
よ
り
も
先
に
他
人
の
悟
道
解
脱
を
意
蒸
す
べ
し
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
た
め
に
は
却
て
自
己
の
解
脱
を
犠
牲
に
し
、

自
の
作
佛
を
他
の
窪
溜
ま
で
営
営
し
差
控
へ
て
、
そ
の
結
果
、
直
接
に
は
自
己
作
佛
の
障
擬
と
思
は
る
る
如
き
倫
理
的
悪
行
爲
を
も
、
早

番
無
心
な
る
善
の
彼
岸
に
於
て
、
衆
生
に
伍
す
る
方
便
の
た
め
に
敢
て
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
倫
理
と
宗
教
と
の
否
定
的
媒
介
は
、
た
と

ひ
宗
教
の
倫
理
に
封
ず
る
超
越
を
認
む
る
も
内
容
的
に
は
そ
の
間
に
否
定
断
絶
を
自
畳
す
る
こ
と
な
く
、
同
一
性
的
遽
綾
的
に
い
は
ゆ
る

倫
理
的
宗
教
た
る
こ
と
を
性
格
と
す
る
ク
リ
ス
ト
教
に
は
認
め
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
の
大
乗
佛
教
の
特
色
で
あ
る
。
前
者
に
於
て
よ
り
も
後

者
に
於
て
、
自
己
犠
牲
の
愛
は
一
段
徹
底
せ
ら
れ
具
騰
化
せ
ら
れ
て
屠
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
人
間
は
入
間
で
あ
る
限
り
有
隈
網
封
者
で
あ
る
か
ら
、
い
か
に
佛
牲
を
具
ふ
る
も
そ
の
ま
ま
同
一
性
的
に
絶
野
者
と
し
て
の
佛
と
な
り
、

永
遠
の
溝
浮
に
住
し
生
死
を
超
え
て
絶
封
の
歓
喜
に
生
き
る
こ
と
は
で
き
る
も
の
で
な
い
。
生
き
る
と
い
ふ
こ
と
が
す
で
に
死
の
不
安
著

幅
に
纒
綿
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
之
を
離
脱
す
る
に
は
進
ん
で
自
ら
を
他
の
爲
に
犠
牲
と
な
し
、
他
の
解
醗
丁
霊
の
た
め
に
は
自
己
の
解

脱
を
後
に
廻
し
、
そ
の
目
的
に
野
す
る
衆
生
越
度
の
方
便
と
し
て
、
自
ら
進
ん
で
こ
れ
に
伍
し
、
直
接
に
は
自
己
の
作
図
の
障
凝
と
な
る

如
き
悪
を
も
、
や
む
を
得
ざ
る
限
り
敢
て
同
指
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
で
も
清
浮
無
心
に
立
つ
限
り
は
、
善
悪
の
彼
岸
に
超
出

す
る
と
い
は
れ
る
。
し
か
し
稲
灘
的
人
間
と
し
て
は
そ
れ
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
苦
た
る
を
菟
れ
な
い
か
ら
、
生
は
必
然
に
苦
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
た
だ
そ
の
苦
に
甘
ん
じ
他
の
作
佛
の
た
め
に
自
の
作
佛
を
差
控
へ
る
自
己
犠
牲
が
、
却
て
無
の
賢
践
的
修
練
と
し
て
愈
ム
自
己

の
本
質
た
る
佛
姓
の
實
現
を
推
進
す
る
に
由
り
、
苦
が
喜
に
裏
附
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
き
に
述
べ
た
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
「
存
在
と

非
存
在
と
は
同
一
で
あ
っ
て
同
一
で
な
い
」
と
い
ふ
意
味
に
於
て
、
自
己
否
定
の
苦
が
自
己
肯
定
の
喜
と
局
一
で
あ
っ
て
同
一
で
な
い
蘭

学
に
相
等
輸
入
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
可
能
静
黙
佛
の
本
性
を
輩
に
自
己
一
人
の
能
力
に
止
め
以
て
そ
れ
を
直
接
に
贅
現
す
る
の
で
な

く
、
煮
て
自
己
否
定
的
に
他
人
の
作
佛
の
た
め
に
、
進
ん
で
自
己
を
犠
牲
と
し
て
苦
を
忍
び
、
現
實
の
底
に
伏
在
す
る
根
源
悪
の
雰
合
理
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性
を
歎
き
な
が
ら
、
そ
れ
に
縛
ぜ
ら
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
自
他
協
力
、
以
て
佛
性
實
現
の
約
束
を
信
じ
獣
喜
に
感
謝
す
る
の
が
、
人
間
の

達
し
得
る
至
高
存
在
と
し
て
の
菩
薩
で
あ
る
。
そ
の
否
定
が
即
肯
定
で
あ
り
、
苦
が
印
喜
で
あ
る
と
い
ふ
自
訴
の
内
容
が
す
な
は
ち
忍
と

い
は
れ
る
も
の
で
あ
ら
う
。
私
が
從
燈
心
即
製
と
呼
ん
だ
も
の
も
こ
れ
に
外
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
偏
し
忍
は
決
し
て
軍
に
雰
合
理
を
そ
の

ま
ま
に
諦
め
る
漕
極
主
義
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
誤
解
は
自
単
本
位
の
利
己
心
に
愛
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
自
他
協
同
の
巌
饗
界

を
建
設
す
る
た
め
の
積
極
的
實
蹟
智
を
見
誤
る
結
果
に
外
な
ら
ぬ
。
た
だ
之
を
ク
リ
ス
ト
教
の
理
想
主
義
に
比
較
す
れ
ば
、
寛
容
忍
受
の

側
面
が
顯
著
な
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
忍
の
宇
が
、
漫
心
の
上
に
存
在
の
刃
を
加
へ
る
の
で
も
わ
か
る
。
今
日
歴
史
の
危
機
に
曝
露

せ
ら
れ
た
乱
闘
の
非
合
理
性
自
己
矛
盾
性
は
、
本
曇
人
間
の
理
性
的
本
質
を
前
提
と
す
る
理
想
主
義
の
限
界
を
ま
ぎ
れ
も
な
く
示
す
と
い

は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
西
欧
思
想
の
行
業
ま
り
、
東
亜
思
想
に
激
す
る
關
心
の
高
ま
り
は
、
そ
の
謹
徴
で
あ
ら
う
。
こ
の
黒
酒
が
溝
極
的
諦
念

と
し
て
で
な
く
、
理
想
主
義
の
限
界
ま
で
理
性
的
道
徳
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
り
存
在
の
根
源
悪
的
非
合
理
的
根
抵
を
思
ひ
知
ら
せ
な
が

ら
、
そ
の
た
め
に
人
間
を
縄
望
せ
し
め
自
殺
の
自
己
矛
盾
に
遽
込
む
こ
と
な
く
却
て
そ
の
絶
封
否
定
印
肯
定
に
人
間
存
在
を
轄
じ
、
苦
拶

の
底
に
自
他
協
奏
解
腕
の
歓
喜
を
臨
謹
せ
し
む
る
こ
と
こ
そ
、
死
復
活
の
饗
存
協
同
に
封
ず
る
希
望
を
支
へ
る
ゆ
ゑ
ん
で
は
な
い
か
。
輩

に
み
つ
か
ら
死
を
決
断
す
る
能
力
を
自
贅
し
、
更
に
他
に
向
っ
て
同
じ
能
力
の
霞
魔
を
宣
べ
傳
へ
て
そ
れ
を
促
す
だ
け
に
止
ま
る
か
、
或

は
ま
た
愛
を
入
聞
の
道
と
し
て
教
読
響
濁
す
る
に
過
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
な
ほ
未
だ
自
己
の
活
け
る
信
仰
を
他
に
頒
ち
傅
へ
る
こ
と
は
で
き

ぬ
。
そ
の
や
う
な
宣
傳
教
譲
の
観
念
論
よ
り
も
、
死
の
決
断
、
愛
の
出
撃
こ
そ
が
遙
に
重
要
な
の
で
あ
る
。
原
子
力
時
代
は
い
は
ば
「
死

の
時
代
」
で
あ
る
。
近
世
の
生
本
位
、
科
學
技
術
萬
能
の
時
代
は
、
現
在
そ
の
絡
末
に
臨
ん
で
居
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
死
を
避

け
る
た
め
に
科
學
技
術
を
統
綱
す
る
こ
と
は
、
本
農
科
學
技
術
の
母
胎
で
あ
る
生
の
屋
的
論
に
は
、
そ
れ
が
槻
念
論
の
立
場
に
止
ま
る
隈

り
で
き
る
筈
が
な
い
。
た
だ
そ
の
離
結
た
る
矛
慮
を
塁
壁
の
底
ま
で
徹
底
し
、
そ
れ
が
た
め
に
没
落
維
滅
の
極
、
死
に
ゆ
く
こ
と
が
生
の

蓮
命
な
る
こ
と
を
素
直
に
忍
受
し
慮
由
に
肯
ふ
と
同
時
に
、
永
蓮
の
刹
那
に
轄
換
復
活
せ
し
め
ら
れ
る
微
分
的
獣
喜
を
味
ひ
感
謝
し
て
、

更
に
自
ら
愛
す
る
他
者
の
三
時
協
同
に
嘗
て
積
分
的
に
之
を
實
現
確
識
す
る
こ
と
が
、
生
の
図
嚢
論
を
超
え
る
絶
封
的
安
心
の
編
祉
に
外

　
　
　
　
生
の
存
在
學
か
死
の
辮
謹
法
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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哲
学
研
究
　
第
照
百
八
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
．
扁
○

な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
こ
の
人
類
協
陶
の
立
場
が
成
立
す
る
や
う
に
協
力
す
る
こ
と
こ
そ
＼
遊
戯
三
昧
で
な
く
歴
史
的
嚴
粛
の
責
務
で
あ

る
。
そ
の
實
行
が
た
と
ひ
い
か
に
困
難
を
極
む
る
も
、
す
で
に
環
存
在
の
不
安
を
底
の
底
ま
で
味
は
っ
た
筈
の
今
日
の
實
存
に
と
っ
て
、

残
さ
れ
た
唯
一
の
安
心
歓
喜
の
途
と
し
て
不
可
能
で
は
な
い
と
思
は
れ
る
。
右
に
暴
げ
た
策
亜
の
代
表
的
宗
教
と
し
て
一
切
の
痴
話
的
附

帯
観
念
を
洗
ひ
去
り
、
、
ク
リ
ス
ト
教
に
も
ふ
つ
う
の
場
合
に
な
ほ
附
随
す
る
と
こ
ろ
の
紳
話
的
観
念
と
、
當
爲
理
想
主
義
と
を
超
越
的
韓

換
に
ま
で
絶
封
否
定
し
て
、
無
の
實
存
的
象
徴
に
農
賢
を
現
感
化
し
た
騨
の
、
い
か
な
る
工
律
背
反
的
矛
盾
を
も
忍
に
於
て
超
え
、
死
復

活
的
に
そ
れ
を
突
破
す
る
と
こ
ろ
の
修
謹
一
如
の
安
心
は
、
科
學
を
同
．
撤
す
る
必
要
な
く
却
て
そ
れ
を
二
律
背
反
の
限
界
に
押
詰
め
る
こ

と
に
よ
り
徹
底
即
突
破
す
る
。
か
く
し
て
分
析
論
の
絶
愛
否
定
と
し
て
の
辮
謹
法
に
簸
て
、
歴
史
的
動
的
観
念
蜜
在
論
を
確
保
し
、
哲
學

の
革
曳
行
爲
懲
魔
と
し
て
の
愛
知
的
統
一
と
手
を
握
る
満
足
を
見
出
す
で
あ
ら
う
。
フ
ラ
ン
ス
象
徴
派
の
代
表
的
急
激
マ
ラ
ル
メ
　
繋
馬
∵

一
鍵
毫
髪
の
晩
年
の
詩
『
霧
の
一
榔
偶
然
を
康
棄
す
る
こ
と
な
し
』
¢
口
O
o
離
℃
伽
o
d
傍
智
奪
鉱
ω
欝
”
動
ぴ
。
一
心
鋤
冨
鵠
霧
錠
鳥
に
示
さ
れ
た

如
く
、
死
の
決
断
魔
悟
も
死
の
起
こ
る
偶
然
を
奪
敵
し
て
死
を
必
然
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
原
子
力
職
事
の
結
果
、
種
の
集
團
死
が
起

こ
っ
て
も
、
な
ほ
死
を
戯
れ
て
幾
人
か
の
筆
入
が
生
残
る
と
い
ふ
可
能
性
は
濾
滅
し
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
の
際
一
人
な
い
し
数
入
の
入
の

菩
薩
騎
行
爲
が
、
右
に
蓮
べ
た
人
類
協
同
の
愛
を
實
現
す
る
こ
と
不
可
能
な
り
と
は
い
ひ
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
原
子
力

職
事
に
因
る
人
間
の
集
團
殺
繊
を
是
認
し
よ
う
と
す
る
意
味
で
は
な
い
。
我
々
は
飽
く
ま
で
こ
れ
に
反
議
し
、
職
争
の
絶
滅
に
努
力
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
こ
の
努
力
が
必
ず
實
を
結
ぶ
と
い
ふ
保
護
な
い
し
約
束
は
無
い
の
で
あ
る
。
目
的
論
的
理
想
主
義
が
維
持
せ
ら
れ
る

に
は
、
人
闘
の
矛
盾
に
直
薦
し
て
観
念
論
が
馳
棄
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
で
も
な
ほ
残
る
人
閥
解
放
の
希
望
は
、
實

存
静
岡
の
愛
以
外
に
は
な
い
。
そ
れ
に
依
っ
て
種
と
し
て
の
人
聞
難
論
を
心
し
く
す
る
こ
と
も
可
能
で
な
い
と
は
い
は
れ
ぬ
。
こ
れ
ら
の

希
望
の
賢
現
は
、
菩
薩
道
の
死
復
活
導
流
謹
法
を
重
い
で
外
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
ぬ
、
と
い
ふ
の
が
私
の
確
信
で
あ
る
。
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二

　
さ
き
に
我
々
は
、
時
間
が
そ
の
動
性
愛
原
性
に
撃
て
永
遠
に
内
在
す
る
ば
あ
ひ
、
あ
た
か
も
室
間
の
同
時
共
存
的
全
騰
性
が
永
蓮
の
恒

常
普
遍
性
を
一
面
的
に
代
表
す
る
如
く
、
時
間
そ
の
も
の
へ
椿
聞
の
同
時
性
が
時
間
の
重
爆
契
機
と
し
て
入
込
む
こ
と
を
見
た
。
b
か
し

時
間
の
愛
易
性
が
不
愛
の
恒
常
契
機
を
含
む
と
い
っ
て
も
、
若
し
そ
の
意
味
が
室
間
の
同
時
共
存
的
全
騰
性
が
そ
の
ま
ま
確
聞
に
入
込
む

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
も
は
や
時
間
に
固
有
な
る
本
來
の
動
性
攣
易
性
は
揚
棄
せ
ら
れ
て
そ
れ
は
空
間
的
同
時
共
存
的
全
腱
性
に

勉
ま
れ
、
あ
た
か
も
紳
秘
主
義
に
於
て
，
隠
閥
が
永
遠
に
内
在
し
吸
介
し
盤
さ
れ
る
如
き
重
職
に
露
す
る
で
あ
ら
う
。
本
職
永
遠
は
飽
く
ま

で
時
の
根
源
と
し
て
時
の
動
性
を
保
ち
、
未
來
の
不
確
定
的
解
放
挫
に
於
て
浄
、
れ
を
賢
現
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
、
輩
な

る
空
間
に
は
、
こ
の
未
來
的
不
確
定
は
、
（
そ
れ
が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
無
媒
介
の
輩
純
性
に
志
ま
る
限
り
）
維
持
せ
ら
れ
る
鯨
地
が
無
い
。

從
っ
て
室
間
的
岡
時
共
存
的
全
叢
濃
が
時
間
の
契
機
で
あ
り
得
る
た
め
に
は
、
飽
く
ま
で
時
間
の
動
性
攣
易
性
を
維
持
し
、
寄
現
在
の
相

違
と
攣
韓
と
を
保
ち
つ
つ
、
し
か
も
夫
々
の
刹
那
が
そ
れ
に
相
姦
す
る
過
去
未
來
の
現
在
に
於
け
る
絡
末
論
馬
韓
換
生
起
の
否
定
媒
介
を

以
て
、
各
現
在
に
固
有
の
同
時
性
を
成
立
せ
し
め
つ
つ
立
膿
的
に
重
積
せ
ら
れ
て
同
時
性
の
同
時
性
と
い
は
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
前
に
遽
べ
た
キ
ル
ケ
ゴ
…
ル
の
「
反
復
」
が
、
す
な
は
ち
永
遠
で
あ
る
と
い
は
れ
る
意
味
で
あ
る
。
か
く
し
て
永
遠

は
さ
き
に
い
っ
た
意
味
に
於
て
無
始
不
生
に
止
ま
る
も
の
で
な
く
、
各
現
在
に
於
て
終
末
に
許
し
つ
つ
常
に
新
に
始
ま
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
過
表
の
持
番
と
未
來
の
劇
造
と
が
現
在
に
於
て
交
互
に
否
定
し
合
ひ
、
爾
者
一
た
び
無
に
没
落
し
つ
つ
そ
の
否
定
緊
張
が
終
末

的
媒
介
動
力
と
な
っ
て
、
革
親
臨
爲
が
未
來
に
向
ひ
實
現
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
或
は
こ
れ
を
空
間
の
無
時
間
的
全
艦
性
に
封
ず
る
否
定

契
機
と
し
て
、
各
現
在
の
随
時
性
が
終
末
即
創
始
の
微
分
的
振
動
〔
弦
津
馨
跨
ぎ
乱
。
　
ω
臨
監
ぎ
α
q
蝦
”
α
q
〕
に
於
て
捉
へ
ら
れ
、
反
復
璽
積

せ
ら
れ
て
積
分
的
協
陶
態
〔
貯
零
讐
鉱
。
　
O
Φ
導
魚
器
窪
鎚
暁
畠
　
に
ま
で
組
織
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
際
永
蓮
め
象

徴
と
し
て
、
蟹
存
的
に
實
現
せ
ら
れ
る
現
在
の
瞬
時
性
は
、
更
に
そ
れ
の
綴
底
た
る
永
逡
の
上
で
岡
時
性
の
同
時
性
と
し
て
無
限
に
「
反

　
　
　
　
生
の
存
在
攣
か
死
の
辮
讃
法
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
内
二
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二
二

復
」
学
芸
せ
ら
れ
、
畏
め
ら
れ
深
め
ら
れ
ま
た
高
め
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
あ
た
か
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ツ
ド
が
夫

々
自
ら
の
親
蹴
に
從
っ
て
岡
じ
宇
宙
を
表
象
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
モ
ナ
ッ
ド
の
モ
ナ
ッ
ド
」
〔
ヨ
§
巴
①
山
①
。
。
ヨ
。
血
腫
③
ω
〕
と
い
ふ
べ
き

紳
の
葭
葺
に
統
一
せ
ら
れ
る
の
に
比
較
さ
れ
る
。
彼
の
磯
見
し
た
微
積
分
學
は
、
ふ
つ
う
に
解
せ
ら
れ
る
如
く
、
彼
の
初
期
の
方
法
で
あ

っ
た
と
目
さ
れ
る
観
念
論
飯
岡
一
性
論
理
に
依
っ
て
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
主
語
の
表
は
す
溶
接
の
超
越
的
統
一
性
を
も
っ
て
、
述
語
の

観
念
的
多
様
を
否
定
媒
介
的
に
綜
合
す
る
観
念
蜜
在
論
的
辮
謹
法
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
述
語
は
主
語
に
内
在
す
る
」

℃
鑓
Φ
象
魯
窪
ヨ
ヨ
。
9
撃
げ
一
Φ
9
0
と
い
ふ
『
形
而
上
學
壷
振
』
の
有
名
な
る
根
本
命
題
も
、
一
晃
さ
う
思
は
れ
る
如
く
に
カ
ン
ト
流
の
分

析
判
断
を
も
っ
て
、
カ
ン
ト
の
意
味
の
綜
合
判
断
を
埋
没
し
去
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
軍
に
か
か
る
判
噺
の
論
理
的
繊
造
に
係
は
る
の
で

は
な
く
し
て
、
存
在
の
形
箭
上
鞘
的
規
定
を
言
表
は
し
た
も
の
に
重
な
ら
ぬ
。
す
な
は
ち
分
析
主
な
ら
ぬ
辮
謹
法
を
そ
の
原
理
と
す
る
も

の
な
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
が
傳
統
的
数
學
の
分
析
論
理
に
選
　
訂
せ
ら
れ
な
い
た
め
に
、
　
一
時
紳
秘
主
義
な
る
か
の
’
如
く
誤
り
解
せ
ら
れ

た
の
は
や
む
を
得
な
い
。
し
か
し
今
日
の
嚢
し
き
数
學
の
立
場
と
い
ふ
べ
き
位
梢
数
學
〔
8
0
℃
o
δ
σ
Q
同
①
〕
が
、
彼
か
ら
始
ま
る
こ
と
を
思
へ

ば
、
そ
の
立
脚
地
の
辮
謹
法
的
具
謹
性
は
見
紛
ふ
べ
く
も
な
い
で
あ
ら
う
。
モ
ナ
ッ
ド
が
夫
々
の
親
瓢
に
從
っ
て
表
象
す
る
と
い
ふ
理
由

か
ら
は
催
虚
血
局
所
的
〔
営
経
く
賦
§
鵠
。
犀
巴
〕
と
規
定
せ
ら
れ
る
べ
き
に
拘
ら
ず
、
そ
の
表
象
す
る
所
が
表
象
の
主
禮
そ
の
も
の
を
も
要

素
に
含
む
と
こ
ろ
の
同
一
宇
宙
で
あ
る
と
い
は
れ
る
以
上
は
、
そ
の
局
所
性
も
非
局
所
的
無
〔
昌
○
乱
。
鉄
鉱
Φ
ω
乞
ざ
露
呂
の
統
コ
に
ま
で
揚
棄

せ
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
周
所
的
非
局
所
的
〔
δ
惹
∵
郎
◎
巳
○
騨
紘
〕
と
い
は
れ
る
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

表
象
の
具
騰
的
構
造
が
辮
瓦
燈
に
基
づ
く
こ
と
は
こ
れ
に
依
っ
て
明
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
自
己
が
自
己
を
窟
す
と
い
ふ
自
面
的
蓑
象
す
な

は
ち
い
は
ゆ
る
敷
畳
は
、
ま
さ
に
、
自
己
の
内
部
に
他
者
を
含
み
つ
つ
自
己
岡
一
を
保
つ
と
い
ふ
脱
自
惚
統
一
〔
⑦
厨
寅
欝
。
げ
①
閏
冒
び
①
菖

で
あ
り
、
自
演
他
、
他
藩
自
の
急
斜
法
に
依
る
外
な
い
で
は
な
い
か
。
彼
が
初
期
の
同
一
性
原
理
だ
け
で
は
輩
な
る
無
矛
屠
の
可
能
算
者

℃
o
ω
。
・
諭
乳
母
。
・
を
定
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
止
ま
り
、
そ
れ
に
嘉
す
る
永
久
藁
理
の
み
で
は
現
量
存
在
の
認
識
に
蓬
す
る
能
は
ざ
る
こ

と
に
氣
附
き
、
そ
れ
と
遜
別
せ
ら
れ
る
事
賢
眞
理
の
必
要
を
強
調
し
て
、
こ
れ
が
共
可
能
的
者
8
讐
℃
o
。
。
ω
ま
副
署
ω
の
全
三
皇
調
和
統
一
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を
捉
へ
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
こ
と
は
、
一
見
有
限
か
ら
無
限
に
潮
撰
し
た
具
騰
的
思
想
と
し
て
珍
重
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
、
し
か
し
か
か
る
霞
的
論
だ
け
で
は
未
だ
後
期
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
の
予
土
法
に
は
蓮
せ
ら
れ
な
い
。
あ
た
か
も
カ
ン
ト
の
園
的
論
的

覇
断
力
の
普
遍
が
、
輩
に
求
め
ら
れ
た
観
念
論
的
普
遍
に
、
止
ま
り
、
辮
謹
法
の
観
念
實
在
論
的
普
遍
の
如
く
自
己
否
定
的
無
の
行
爲
的

統
一
で
は
な
い
の
に
比
さ
れ
る
。
前
者
は
生
の
往
相
的
立
場
に
属
し
、
後
者
は
死
復
活
の
還
相
的
立
場
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
微
積
分

〔
U
浅
。
お
艮
乾
§
魁
囲
簿
①
α
q
同
鉱
〕
も
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
自
身
の
い
は
ゆ
る
消
滅
量
〔
〈
O
騰
。
り
O
げ
毛
一
⇔
鳥
①
路
恥
Φ
　
（
高
唱
α
o
o
の
①
〕
と
し
て
微
分
が
極
微

〔
ぎ
落
下
富
玖
ヨ
鋤
γ
娼
器
⇔
蝕
岡
。
げ
遙
色
菖
と
な
る
の
は
、
そ
れ
自
身
輩
濁
で
で
き
る
現
象
で
は
な
く
、
そ
れ
を
箪
元
〔
艶
①
ヨ
Φ
鋒
〕
と
し
て

含
む
積
分
〔
囲
艮
①
α
q
琶
〕
と
栢
印
し
、
積
分
の
超
越
的
無
限
の
全
騰
〔
窪
睾
ω
N
①
鵠
創
①
陰
嚢
。
ゲ
田
口
⑦
昌
黛
ざ
ド
霞
弩
ω
い
臨
3
8
0
け
p
。
導
簿
〕
に
於
て

の
み
濡
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
絶
島
無
の
普
遍
的
全
膣
を
原
理
と
す
る
三
雲
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
個
々
の
モ
ナ

ッ
ド
と
「
モ
ナ
ッ
ド
の
モ
ナ
ッ
ド
」
と
し
て
の
紳
の
モ
ナ
ッ
ド
と
の
關
係
も
、
ま
た
こ
の
微
分
と
積
分
と
の
否
定
超
越
的
統
一
の
關
係
に

比
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
す
な
は
ち
約
言
す
れ
ば
、
微
分
が
積
分
の
内
に
死
ん
で
復
活
し
、
始
め
て
法
界
全
騰
〔
審
ω
σ
q
鎚
結
ω
o
ぎ
〕
の
本

質
的
清
浮
〔
≦
④
ω
①
欝
◎
o
構
O
凶
】
P
ゲ
①
岡
件
〕
を
積
分
的
に
〔
ぎ
富
σ
q
盃
ご
行
嚇
せ
し
め
る
〔
訂
鼠
隠
釦
σ
q
Φ
≦
助
簿
≦
①
巳
Φ
欝
〕
の
で
あ
る
か
ら
、
微

積
分
學
〔
ぎ
節
乱
富
ω
凶
導
巴
器
畠
昌
ρ
⇔
σ
q
〕
は
辮
髪
法
に
依
っ
て
立
つ
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。

　
人
間
實
存
は
あ
た
か
も
今
見
た
モ
ナ
ッ
ド
と
同
様
に
、
た
だ
箪
猫
に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
個
別
軍
猫
と
い
ふ
こ
と
が
す
で

に
、
他
に
封
ず
る
排
他
性
〔
国
媛
鑓
q
獣
鼠
鐡
岱
と
共
に
協
同
性
爲
①
ヨ
Φ
冒
ω
o
富
漆
〕
を
含
む
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
極
端
に
い

へ
ば
、
敵
と
し
て
樹
立
す
み
も
の
を
自
己
と
園
様
に
愛
す
る
と
い
ふ
矛
盾
事
態
を
こ
そ
、
そ
の
本
質
的
縫
造
と
す
る
と
い
ふ
べ
き
で
も
あ

ら
う
。
若
し
封
立
な
き
相
違
を
、
モ
ナ
ッ
ド
の
黒
糖
の
局
所
性
の
如
く
費
存
の
綱
溺
性
の
前
提
と
し
て
思
惟
す
る
に
止
ま
る
な
ら
ば
、
他

者
は
輩
に
自
己
に
よ
っ
て
観
ら
れ
た
観
念
的
相
醐
者
〔
苞
＄
ぎ
。
。
図
。
羅
鮎
掛
〕
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
實
存
性
は
保
謹
せ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
が

爾
者
交
互
的
に
実
存
化
せ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
は
直
接
合
帰
せ
ざ
る
も
の
と
し
て
冠
注
に
相
射
課
し
な
が
ら
し
か
も
相
若
者
し
、

交
換
不
可
能
で
あ
る
と
同
時
に
慌
て
「
殆
ど
同
こ
〔
ぴ
③
ぎ
p
び
⑦
山
霧
ω
飢
ぴ
Φ
〕
と
い
ふ
べ
き
内
容
を
も
っ
て
自
他
相
通
じ
、
局
所
的
非
局
所
的

　
　
　
　
生
の
存
在
攣
か
死
の
辮
讃
法
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
三
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二
四

〔
δ
騨
巴
出
9
ご
犀
巴
〕
と
し
て
類
に
〔
一
葦
O
③
揮
器
〕
統
一
せ
ら
れ
る
も
の
で
な
去
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
自
葛
に
朝
す
る
他
者
を
種
的
に

敵
と
し
な
が
ら
、
し
か
も
之
を
類
の
統
一
に
総
て
自
ε
と
同
様
に
愛
す
る
と
い
ふ
逆
撃
的
事
態
は
、
正
に
謬
言
法
的
に
の
み
成
立
す
る
の

で
あ
る
。
讐
敵
の
聖
訓
あ
る
ゆ
ゑ
ん
で
あ
ら
う
。
箪
な
る
粗
製
は
観
察
の
稲
掛
と
し
て
の
存
在
者
、
す
な
は
ち
「
物
」
の
、
反
省
的
比
較

範
疇
機
翼
の
与
野
Φ
＜
霞
駐
鉱
畠
暑
鳴
犀
舞
①
α
q
o
甑
①
〕
　
に
止
ま
る
か
ら
外
面
的
で
あ
る
。
自
魔
存
在
と
し
て
の
實
存
の
交
互
關
係
　
〔
≦
？

。
濱
⑦
幕
三
σ
q
Φ
ご
d
o
凪
㊦
密
⇔
α
q
〕
は
、
敵
封
と
協
同
愛
と
の
外
に
は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
敵
謝
疎
外
が
愛
の
協
同
に
高
め
ら
れ
た
と
き
、
欝
存

の
最
も
具
燈
繭
な
る
在
方
が
内
面
的
に
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
蜜
蝋
の
樹
立
的
協
同
態
が
、
個
々
の
饗
存
の
本
質
建
足
す

な
は
ち
悪
へ
の
、
自
由
を
容
す
紳
の
愛
と
、
そ
の
自
由
を
、
紳
の
自
己
否
定
性
と
し
て
の
愛
の
た
め
に
犠
牲
と
な
し
、
自
ら
を
否
定
し
て

そ
の
敵
封
罰
立
者
の
た
め
に
自
己
を
献
げ
る
こ
と
に
於
て
、
紳
の
磁
器
な
る
愛
に
貢
嶽
し
協
力
す
る
と
い
ふ
紳
へ
の
愛
と
が
、
交
互
的
に

成
立
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
實
存
が
自
由
決
断
の
主
髄
で
あ
る
以
上
は
、
そ
の
自
由
の
媒
介
契
機
と
し
て
の
否
定
的

封
立
者
す
な
は
ち
我
に
封
ず
る
汝
の
承
認
が
、
敏
く
能
は
ざ
る
こ
と
は
明
で
あ
っ
て
、
そ
の
極
限
形
態
〔
φ
お
言
ぴ
q
①
繋
鉱
畠
と
し
て
の
い

は
ゆ
る
敵
を
、
薄
墨
ら
の
如
く
に
愛
す
る
と
い
ふ
逆
読
的
溝
造
．
姿
が
、
饗
存
協
議
に
と
り
本
質
的
な
る
こ
と
は
争
は
れ
な
い
。
か
く
し

て
蜜
存
は
こ
の
難
敵
の
溝
隠
に
依
り
自
己
否
定
を
賢
現
し
て
交
互
協
同
に
参
加
し
、
霞
己
否
定
を
本
質
と
す
る
紳
を
象
徴
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
融
は
愛
で
あ
る
と
い
ふ
規
定
の
孚
面
と
し
て
、
そ
れ
に
報
謝
す
る
人
聞
の
紳
に
封
ず
る
愛
が
、
た
ま
た
ま
我

の
隣
人
と
し
て
敵
封
に
於
て
も
な
ほ
我
の
愛
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
の
汝
を
、
我
自
脅
の
如
く
に
愛
す
る
こ
と
に
よ
り
、
モ
ナ
ッ
ド
の
同
一

蓄
蔵
表
象
に
於
け
る
と
同
様
、
奉
等
に
個
別
實
存
を
愛
す
る
と
こ
ろ
の
紳
の
本
質
的
愛
に
、
参
加
協
力
す
る
の
で
あ
る
。
も
と
紳
を
愛
す

る
と
い
ふ
も
、
有
限
な
る
入
間
の
愛
が
直
接
に
紳
の
本
質
に
加
ふ
べ
き
何
も
の
を
も
有
す
る
筈
は
な
い
。
た
だ
隣
人
愛
を
遇
じ
て
聞
接
に

紳
の
愛
に
参
加
す
る
こ
と
の
み
が
、
人
間
の
紳
に
議
す
る
内
容
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
紳
へ
の
愛
は
隣
人
愛
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
依
っ

て
、
始
め
て
象
徴
的
に
實
現
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
何
故
に
象
徴
的
と
規
定
せ
ら
れ
る
の
か
と
い
へ
ば
、
そ
の
愛
は
膚
と
し
て
の
紳
の
本
質

存
在
の
充
盗
流
出
し
た
結
果
で
は
な
く
し
て
、
飽
く
ま
で
否
定
媒
介
的
で
あ
り
、
絶
封
無
と
し
て
の
紳
の
超
越
が
、
命
掛
な
る
蜜
存
の
自
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己
否
定
的
愛
に
内
在
す
る
と
こ
ろ
の
、
無
の
媒
介
蘭
係
に
外
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
時
聞
の
構
造
に
即
し
て
い
へ
ば
、
各
現
在
の
刹
那
が

過
玄
と
未
來
と
の
現
在
に
於
け
る
同
時
的
否
定
媒
介
の
統
一
で
あ
る
と
予
州
、
更
に
刹
那
と
刹
那
と
の
永
遠
に
於
薫
る
「
反
復
」
が
、
局

所
的
非
周
屠
的
な
る
動
的
聯
關
の
超
越
的
統
一
を
費
現
せ
ん
と
す
る
の
に
比
惑
れ
る
。
蜜
存
の
個
劉
性
は
そ
の
唯
一
不
可
換
性
の
故
に
、

や
や
も
す
れ
ば
輩
濁
孤
立
性
と
誤
認
せ
ら
れ
て
、
そ
の
排
他
敵
塁
性
が
同
時
に
蒼
黒
の
逆
読
的
矛
慮
事
態
に
ま
で
高
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
い
ふ
封
立
面
薫
習
性
が
、
閑
却
せ
ら
れ
が
ち
な
の
で
あ
る
。
ま
た
蜜
存
の
原
理
が
時
間
に
認
め
ら
れ
る
孚
面
、
無
媒
介
に
時
間
と

無
關
係
と
解
さ
れ
た
り
或
は
時
聞
性
の
直
接
否
定
と
抽
象
的
に
認
め
ら
れ
た
り
す
る
と
こ
ろ
の
、
室
間
の
薄
禄
共
存
的
全
熟
性
に
、
簑
存

協
同
態
が
吸
害
せ
ら
れ
て
、
欝
存
の
直
接
町
鳶
的
心
髄
が
い
は
ゆ
る
世
界
内
部
室
閥
と
し
て
解
羅
せ
ら
れ
光
り
す
る
こ
と
を
見
る
と
、
實

存
の
醤
立
塩
隠
蟹
性
、
そ
の
時
間
的
同
時
性
を
媒
介
と
す
る
永
遠
の
動
的
象
徴
た
る
「
反
復
」
的
協
隅
性
が
、
十
分
具
艦
的
に
思
考
せ
ら

れ
る
こ
と
の
必
要
な
る
を
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
根
本
構
造
が
前
節
に
述
べ
た
や
う
な
死
復
活
に
愚
な
ら
ざ
る
こ
と
は
、
辮
忍
法

の
存
在
論
的
側
面
と
實
存
自
魔
的
側
面
と
の
無
難
網
入
、
す
な
は
ち
辮
讃
法
の
辮
謹
法
的
自
萱
、
な
い
し
欝
欝
…
劉
辮
謹
法
の
立
場
に
於
て
、

見
て
自
注
せ
ち
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
数
學
的
に
い
へ
ば
、
微
分
の
積
分
と
摺
關
的
な
る
乱
訴
消
滅
性
〔
く
鍵
宏
禽
昌
葭
昌
餌
＄
＜
Φ
誘
。
げ
≦
ぎ
山
①
呂

は
死
馬
當
り
、
積
分
に
於
て
微
分
が
否
定
せ
ら
れ
な
が
ら
絶
樹
無
の
永
遠
の
象
徴
に
ま
で
「
反
復
」
積
極
化
せ
ら
れ
る
の
は
復
活
に
外
な

ら
な
い
。
こ
の
や
う
な
微
積
分
學
の
根
本
溝
造
は
、
賢
愚
協
岡
の
辮
謹
法
に
依
る
の
で
な
け
れ
ば
其
騰
的
に
は
理
解
せ
ら
れ
な
い
と
思
ふ
。

こ
の
近
代
数
學
に
…
封
ず
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
解
繹
が
不
十
分
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
の
も
、
彼
の
欝
欝
法
が
理
性
的
論
理
釣
で
あ
り
從
っ
て
蓮
智

慧
同
一
性
を
残
留
せ
し
め
、
具
騰
的
に
切
断
的
媒
介
的
な
る
費
存
辮
讃
法
に
ま
で
徹
底
せ
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
。
微
分
積
分

學
は
辮
謹
法
の
典
型
的
な
る
試
金
石
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
聖
王
に
於
け
る
現
成
公
案
〔
琴
弾
誌
鼻
霧
隅
？
鋤
己
の
代
表
的

な
る
も
の
で
あ
る
。
現
代
位
相
解
析
的
複
素
函
数
論
〔
ヨ
。
山
離
器
8
℃
o
♂
讐
。
・
。
窄
§
帥
ぞ
瀞
。
圃
お
搾
。
ヨ
域
舞
⑦
閃
環
郎
ぎ
8
器
簿
び
8
甑
①
〕
に

至
る
ま
で
の
微
積
分
學
の
骸
展
は
、
辮
謹
法
そ
の
も
の
の
自
己
展
瀾
で
あ
る
と
い
ふ
も
過
書
と
は
思
は
れ
な
い
。
分
析
論
の
血
一
型
と
目
さ

れ
た
数
々
の
流
燈
が
、
今
日
の
位
絹
解
析
〔
8
0
娼
。
ざ
α
q
δ
〕
に
示
さ
る
る
如
く
、
近
傍
〔
2
穿
Φ
〕
、
「
殆
ど
」
〔
切
①
冒
聾
Φ
〕
な
ど
の
概
念
、

　
　
　
　
生
の
存
在
學
か
死
の
癬
謹
法
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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表
裏
包
含
〔
N
爆
ω
麟
繁
藤
。
鵠
。
D
o
甑
冨
ω
器
影
鳥
銭
》
¢
ω
。
。
0
早
期
類
幽
門
昌
熔
①
ゆ
の
。
紫
。
〕
の
理
論
な
ど
に
於
て
、
観
念
費
在
論
的
不
確
定
性
〔
¢
昌
ぴ
。
－

ω
鳳
置
露
夢
。
菖
、
或
は
羽
立
と
同
一
と
の
絶
封
的
相
即
舟
入
性
〔
餌
ぴ
ω
9
蓉
Φ
類
③
o
ぴ
ω
鮎
ぴ
Φ
N
一
⑩
簿
8
α
q
〕
を
展
示
し
て
、
分
析
論
の
精
密
性
を

断
念
し
、
そ
れ
を
超
え
て
、
解
析
學
浮
薙
ぐ
。
。
δ
は
分
析
論
》
舞
望
諦
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
逆
読
辮
欝
欝
を
展
開
し
つ
つ
あ
る
事
態
こ
そ
、

辮
三
法
の
自
己
三
三
で
な
く
し
て
何
で
あ
ら
う
か
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
教
授
の
最
近
の
講
演
『
同
一
性
原
理
』
U
鶏
ω
簿
欝
餌
震
疑
。
口
藻
馨
噂
H
ゆ
旧
劇
は
、
現
在
に
於
け
る
教
授
の
思
想
を
最
も

端
的
に
示
す
も
の
と
し
て
非
常
に
注
目
す
べ
き
重
要
な
る
述
作
の
内
容
を
成
す
の
で
あ
る
が
、
右
に
述
べ
た
如
き
微
分
的
辮
謹
法
の
象
徴

主
義
に
照
ら
し
合
は
せ
て
考
へ
る
と
き
、
教
授
の
思
想
の
性
格
を
甚
だ
顯
著
に
映
し
出
す
も
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
そ
の
貴
重
な

る
潤
創
性
と
私
自
身
が
受
け
た
啓
登
の
多
大
な
る
こ
と
と
に
鑑
み
、
し
か
も
そ
れ
に
封
し
私
の
懐
か
ざ
る
を
得
な
い
疑
問
を
展
開
す
る
た

め
に
、
難
解
な
る
教
授
の
思
想
を
私
の
理
解
し
得
た
所
に
從
ひ
、
そ
の
要
黙
と
思
は
れ
る
も
の
を
摘
録
し
た
い
と
思
ふ
。
と
こ
ろ
で
私
か

ら
見
れ
ば
、
現
在
の
教
授
は
永
き
思
想
の
遍
歴
中
に
、
そ
の
出
替
黙
と
な
っ
た
分
析
論
を
そ
の
根
源
へ
根
源
へ
と
潮
及
せ
ら
る
る
に
從
ひ

漸
次
に
辮
謹
法
に
近
づ
き
、
常
に
へ
…
ゲ
ル
と
封
決
し
て
こ
れ
に
反
惜
し
な
が
ら
し
か
も
却
て
こ
れ
に
接
近
し
、
現
在
に
鋳
て
は
教
授
の

存
在
論
は
殆
ど
言
為
法
と
雲
容
的
に
一
致
す
る
所
ま
で
、
そ
れ
自
身
辮
謹
法
的
に
進
展
し
て
來
ら
れ
た
も
の
と
い
は
ざ
る
を
得
な
い
。
し

か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
教
授
は
今
日
な
ほ
辮
讃
法
を
承
認
採
用
せ
ら
れ
ず
、
　
一
た
び
内
容
上
辮
世
法
と
殆
ど
一
致
す
る
根
源
に
ま
で
肉

迫
し
な
が
ら
、
な
ほ
辮
謹
法
的
無
の
根
源
そ
の
も
の
ま
で
湖
及
せ
ら
る
る
こ
と
な
く
、
再
び
逆
に
分
析
論
へ
立
戻
っ
て
存
在
論
を
貫
徹
し

よ
う
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
最
も
著
し
き
顯
は
れ
が
、
辮
謹
法
的
に
の
み
正
し
く
理
解
せ
ら
れ
得
べ
き
こ
と
前
述
の
如
く
な
る
微

積
分
を
、
否
定
媒
介
の
葛
巻
法
か
ら
有
限
主
義
の
有
理
数
分
析
論
〔
謡
講
響
町
ω
o
げ
Φ
》
鐸
鐵
鷺
陣
ぽ
篇
。
壇
餐
鼠
。
冨
冨
⇔
N
⇔
鑓
の
コ
〕
　
に
逆
謁
せ

し
め
、
布
置
溝
築
〔
○
？
珍
。
ε
　
の
艀
力
學
的
均
衡
適
溢
す
な
は
ち
目
的
論
的
全
髄
の
集
合
織
成
を
も
っ
て
、
微
積
分
の
切
断
的
無
即
実

〔
ω
。
囲
蓬
け
§
餌
。
。
。
。
戯
①
U
巨
舞
目
白
〕
な
る
、
動
力
學
的
突
破
即
「
反
復
」
的
…
還
蹄
〔
山
団
ロ
⇔
ヨ
冨
O
げ
Φ
増
U
蛋
H
O
げ
び
毎
O
げ
巴
ω
殉
①
飢
睡
。
・
団
①
肖
q
ゆ
σ
Q
〕
に
、

置
換
へ
ん
と
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
約
書
す
れ
ば
、
教
授
の
思
想
は
、
一
た
び
分
析
論
か
ら
辮
謹
法
へ
と
湖
源
し
つ
つ
、
之
を
徹
底
し
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て
い
は
ゆ
る
百
尺
竿
頭
更
に
一
歩
を
進
め
る
と
い
ふ
意
味
に
於
て
超
越
的
に
「
反
復
」
遼
椙
鄭
突
破
す
る
の
で
な
く
、
飽
く
ま
で
同
一
性

的
内
在
的
に
分
析
論
へ
引
返
し
て
、
辮
謹
法
的
無
の
根
源
を
分
析
論
的
存
在
構
築
に
逆
興
せ
し
め
、
存
在
論
的
に
有
限
化
な
い
し
有
理
数

化
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
れ
を
再
建
再
構
成
し
よ
う
と
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
膚
理
数
的
分
割
偉
鶏
δ
器
一
Φ
8
亀
§
σ
q
〕

は
、
た
と
ひ
そ
れ
を
極
限
に
近
迫
せ
し
む
る
も
、
な
ほ
そ
れ
は
内
在
的
観
念
論
的
志
向
に
止
ま
り
、
決
し
て
切
断
的
無
に
依
る
超
越
的

「
反
復
」
的
高
次
選
相
に
代
置
せ
ら
れ
得
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
背
黒
を
一
言
に
約
す
る
な
ら
ば
、
前
者
が
生
の
直
接
的

立
場
に
終
始
す
る
に
封
し
、
後
者
は
死
復
活
の
轄
換
的
立
場
に
厨
す
る
と
い
は
れ
る
で
あ
ら
う
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
は
、
＜
◎
煙
感
晦
Φ
鑑
昌
価
》
偲
糠
簿
N
⑦
”
H
り
q
も
に
牧
め
ら
れ
た
講
演
『
物
』
U
霧
U
貯
σ
q
”
H
⑩
黛
に
撃
て
、
人
聞
が
死
を

死
と
し
て
死
す
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
生
類
で
あ
り
、
死
こ
そ
無
の
秘
語
〔
ω
。
疑
㊦
ぎ
審
の
2
δ
寓
。
。
〕
と
し
て
存
在
の
本
質
〔
○
の
瓢
お

瓢
霧
ω
忌
避
。
。
鉱
ぴ
ω
畠
を
心
す
る
が
故
に
、
人
間
は
存
在
そ
の
も
の
の
秘
密
と
し
て
現
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
自
ら
死
を
死
す
る
能
力
を

有
す
る
こ
と
が
人
間
の
可
死
性
と
い
は
れ
る
本
質
を
成
す
の
で
あ
っ
て
、
翠
に
現
世
の
生
が
終
得
す
る
こ
と
を
可
死
罪
と
い
ふ
の
で
は
な

い
と
い
ふ
深
い
思
想
を
登
表
せ
ら
れ
た
（
ω
・
疑
↓
）
。
し
か
し
教
授
の
読
か
れ
る
死
の
能
力
が
飽
く
ま
で
能
力
に
止
ま
る
限
り
、
そ
れ
は
観

念
論
を
超
え
得
な
い
か
ら
、
死
の
決
噺
實
行
が
鄭
復
活
選
者
に
韓
ぜ
ら
れ
る
冤
復
活
の
秘
密
は
、
な
ほ
未
だ
具
騰
的
に
蟹
現
せ
ら
れ
る
こ

と
は
で
き
ぬ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
と
よ
り
冠
者
的
に
自
覧
せ
ら
れ
た
死
の
能
力
が
、
存
在
者
認
識
の
立
場
に
於
け
る
封
象
的
存
在
の

可
能
性
に
止
ま
る
も
の
で
な
く
、
自
己
の
内
奥
か
ら
自
貴
せ
ら
れ
る
既
存
的
本
質
な
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
封
象
的
存
在
の
可
能

性
と
い
は
れ
る
も
の
も
實
は
、
主
語
的
自
魔
の
内
容
た
る
能
力
の
投
爲
に
外
な
ら
ぬ
。
勃
断
の
様
態
竃
。
濠
ω
は
一
般
に
主
観
の
反
省
に

由
志
す
る
。
從
っ
て
今
こ
こ
で
、
観
念
論
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
欝
欝
的
認
識
に
蜀
欲
す
る
表
象
の
意
味
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
過

去
的
本
質
の
意
識
と
し
て
當
爲
的
可
能
性
に
止
ま
り
、
未
だ
現
在
に
實
現
せ
ら
れ
た
決
断
行
爲
で
な
い
と
い
ふ
意
味
に
於
て
は
、
や
は
り

襯
念
論
的
と
い
は
れ
る
べ
き
も
の
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
観
念
論
の
限
界
こ
そ
、
ま
さ
に
分
析
論
の
循
環
逆
轄
の
要
講
的
同
一
性
の

立
場
に
封
召
す
る
も
の
と
い
は
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
に
は
否
定
突
破
の
絶
封
無
的
超
越
性
を
媒
介
と
す
る
観
念
實
嘉
言
は
成
立
せ
ぬ
の

　
　
　
　
生
の
存
在
學
か
死
の
辮
謹
法
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



2S

　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
四
百
八
十
三
愚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

で
あ
る
。
之
を
成
立
せ
し
む
べ
き
存
在
の
根
源
と
し
て
の
無
は
、
自
ら
蓮
ん
で
そ
れ
に
身
を
投
ず
る
こ
と
に
よ
り
始
め
て
そ
の
渦
動
を
突

破
し
、
無
か
ら
存
在
へ
「
、
反
復
」
的
に
復
蹄
蓬
回
せ
し
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
こ
の
観
念
實
在
論
の
代
忙
、
存
在
構
築
の
目
的
論

的
醐
一
性
が
理
想
主
義
観
念
論
の
要
請
と
し
て
置
換
へ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
反
復
し
的
鱒
換
は
現
費
に
行
塗
せ
ら
る
る
こ
と
な
く
、

た
だ
そ
の
布
置
構
築
が
槻
念
的
要
講
の
ま
ま
で
残
さ
れ
る
外
な
い
で
あ
ら
う
。
さ
き
に
指
摘
し
た
象
徴
と
し
て
の
、
死
復
活
南
無
の
微
分

振
動
と
い
ふ
べ
き
も
の
が
見
失
は
れ
て
、
生
表
現
と
し
て
の
露
語
の
意
味
解
羅
之
い
ふ
有
理
数
的
観
念
形
象
が
そ
の
代
に
現
は
れ
る
の
も
、

そ
の
た
め
に
外
な
ら
な
い
と
思
贈
れ
る
。
し
か
も
す
で
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の
分
析
論
は
、
教
授
み
つ
か
ら
そ
れ
を
承
認
せ
ら
れ
な
い

に
も
拘
ら
ず
、
論
理
の
渠
魁
法
的
必
然
に
支
配
せ
ら
れ
て
、
實
は
無
の
逆
罰
性
絡
末
惹
起
登
臨
を
そ
の
根
源
と
し
て
自
門
す
る
こ
と
を
三

儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
存
在
の
動
源
と
し
て
生
起
起
襲
麟
ワ
魚
σ
q
蝕
の
と
い
は
れ
る
も
の
を
提
案
し
、
そ
机
が
思
考
と
存
在
、
人
間
と

現
貸
と
の
、
相
互
饗
応
的
委
附
適
慮
を
成
立
せ
し
め
る
と
い
ふ
数
授
の
主
張
は
、
す
な
鳳
ち
そ
れ
に
基
づ
く
。
と
こ
ろ
で
こ
の
生
起
起
蛮

と
い
ふ
概
念
は
、
数
學
的
に
い
へ
ば
、
微
労
概
念
に
相
労
す
る
震
源
を
意
味
す
る
こ
と
は
疑
な
い
。
し
か
る
に
こ
の
辮
謹
法
的
な
る
も
の

を
至
忠
法
的
に
徹
底
突
破
し
閲
時
に
自
畳
還
流
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
観
念
七
珍
論
を
、
死
復
活
に
於
て
籔
下
行
讃
せ
し
め
る
象
徴
主
義
の

路
が
、
分
析
論
に
麗
し
て
開
か
れ
て
居
な
い
以
上
は
、
辮
謹
法
を
中
途
で
喰
止
め
逆
硬
し
て
再
び
分
析
論
に
引
返
し
、
生
起
歯
骨
の
微
分

的
動
源
を
、
そ
れ
と
相
閣
的
に
し
て
そ
れ
の
麗
麗
の
媒
介
と
な
る
積
分
に
於
て
、
否
定
超
越
せ
し
め
る
こ
と
に
依
り
｝
，
反
復
」
的
還
蹄
向

上
せ
し
め
る
代
り
に
、
微
積
分
の
超
越
的
無
難
主
義
に
反
す
る
有
隈
主
義
、
な
い
し
有
理
数
的
極
隈
主
義
の
布
置
構
築
、
す
な
は
ち
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
救
授
の
い
は
ゆ
る
○
？
。
。
仲
Φ
目
の
概
念
を
、
観
念
論
的
に
提
出
す
る
外
に
路
が
な
い
の
は
ぜ
ひ
も
な
い
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
そ
も
そ
も
こ
の
○
①
ω
帥
Φ
嵩
の
概
念
は
す
で
に
一
九
五
〇
年
頃
に
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ユ
教
授
の
用
み
て
居
ら
れ
た
所
で
あ
る
が
（
＜
霞
樗
麟
σ
Q
。

¢
・
ぎ
塗
騨
N
ρ
ω
・
μ
G
。
冷
N
霞
ω
。
一
食
｛
話
α
q
ρ
お
ζ
η
O
ω
・
卜
。
H
）
、
初
は
そ
の
総
勢
法
的
原
罪
を
十
分
に
認
め
て
居
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
ふ
。
綴
字
の
縮
遽
も
こ
れ
に
蘭
係
す
る
の
で
あ
ら
う
。
し
か
る
に
同
一
性
漂
理
の
講
演
に
於
て
は
、
之
を
以
て
辮
謹
的
動
源
た
る

生
起
起
騒
の
前
奏
曲
と
認
め
、
本
・
田
た
る
辮
謹
法
的
蓮
動
に
封
ず
る
不
可
敏
の
媒
介
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
前
奏
蘭
を
恩
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考
す
る
と
こ
ろ
の
主
観
に
封
ず
る
本
抽
の
存
在
が
、
客
観
と
し
て
そ
れ
に
疑
し
自
主
濁
立
の
實
在
性
を
保
存
す
る
こ
と
を
強
調
せ
ら
れ
た

（
疑
①
纂
・
口
・
σ
鋒
》
ω
・
亭
。
㊤
）
。
か
く
て
教
授
が
解
説
の
主
題
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
た
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
命
題
、
「
同
一
な
る
も
の
が
思
考
で

も
あ
り
存
在
で
も
あ
る
し
の
具
膿
的
意
味
が
、
こ
れ
に
よ
り
明
に
な
る
と
い
は
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
教
授
は
一
方
に
於
て
、
か

く
の
如
く
存
在
の
動
源
と
し
て
の
生
起
輪
講
が
、
人
間
の
思
考
、
に
依
る
布
置
構
築
と
ほ
本
來
濁
立
で
あ
っ
て
、
爾
者
、
の
調
和
適
合
は
歴
史

的
運
命
の
恩
恵
と
そ
れ
に
封
ず
る
人
聞
の
順
慮
に
依
る
外
な
い
こ
と
を
力
画
せ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
他
方
人
問
思
考
が
こ
の
存
在
へ
の
日

参
露
出
墨
黒
＄
厚
か
ら
跳
躍
奔
逸
し
て
、
た
め
に
存
在
か
ら
脱
落
し
、
自
己
の
根
源
を
喪
失
し
て
無
底
の
底
に
顯
落
す
る
自
由
を
も
保

持
す
る
こ
と
を
強
調
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
ω
願
b
。
蒔
）
。
從
っ
て
思
考
と
存
在
と
は
同
一
で
あ
る
と
い
ふ
命
題
の
内
容
は
、
決
し
て
箪
な
る

形
式
的
同
一
性
を
意
味
す
る
の
で
な
く
し
て
、
互
に
稲
封
浴
す
る
繭
…
契
機
の
交
轄
的
統
一
な
る
こ
と
當
然
毒
言
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ

れ
ま
さ
に
鴻
恩
法
の
否
定
的
統
一
で
な
く
し
て
何
で
あ
ら
う
か
。
さ
き
に
指
摘
し
た
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
い
は
ゆ
る
周
一
と
い
ふ
言
語
が
、

飽
く
ま
で
「
岡
一
で
あ
っ
て
間
一
で
な
い
」
と
い
ふ
辮
謹
法
的
意
味
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
本
籍
、
存
在
者
（
も
の
）
の
恩
惟
と
し
て
出
饗
す
る
限
り
、
形
式
的
な
る
意
味
の
同
一
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
當

愚
な
る
べ
き
思
考
が
、
更
に
い
は
ゆ
る
本
質
的
思
考
と
し
て
、
存
在
者
の
思
惟
な
ら
ぬ
、
そ
れ
を
超
越
す
る
存
在
思
考
の
具
二
面
立
場
に

ま
で
高
め
ら
る
る
に
及
び
、
そ
れ
を
支
配
す
る
同
一
性
原
理
も
、
分
析
論
の
形
式
的
溝
一
性
か
ら
、
思
考
と
存
在
と
の
各
誌
に
ま
で
分
別

解
放
せ
ら
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か
も
思
考
は
存
在
に
内
省
繰
入
し
、
欝
欝
に
存
在
は
直
接
現
存
》
鐸
≦
①
ω
o
郎
の
た
め
に
思
考

を
必
要
と
す
る
に
由
り
、
再
び
封
立
的
統
一
の
辮
謹
法
に
於
て
交
互
否
定
的
媒
介
に
ま
で
二
軸
統
合
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
の
が
、
分
析
論
の

辮
謹
法
へ
熱
源
せ
ら
れ
る
具
護
化
の
路
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の
分
析
論
が
辮
蝕
法
を
根
擦
と
し
、
そ
れ

に
ま
で
具
艦
化
せ
ら
れ
る
辮
謹
法
的
遽
動
を
含
意
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
見
紛
ふ
べ
く
も
な
い
と
思
ふ
。
教
授
が
傳
統
的
形
而
上
學
に
於

け
る
思
考
の
、
存
在
へ
の
從
鷹
を
拒
否
し
て
、
之
を
自
由
跳
躍
に
ま
で
解
放
せ
ら
れ
な
が
ら
、
逆
に
存
在
を
恩
考
に
よ
っ
て
支
配
せ
ん
と

す
る
述
語
的
槻
念
論
を
も
斥
け
、
思
考
の
布
置
構
築
を
媒
介
と
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
の
機
器
に
依
っ
て
存
在
の
食
立
な
る
談
藪
と
し
て
の

　
　
　
　
生
の
存
姦
學
か
死
の
辮
謹
法
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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〇

生
起
起
算
の
動
源
に
ま
で
濡
入
躍
進
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
思
索
の
精
妙
、
た
だ
ま
さ
に
感
嘆
す
べ
き
所
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
そ
の
い
は
ゆ
る
動
源
な
る
も
の
は
、
ゼ
ノ
ン
の
蓮
動
論
が
、
蓮
動
を
否
定
す
る
理
由
と
な
る
べ
き
二
律
背
反
を
展
開
す
る
こ
と
に

鑑
み
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
そ
れ
を
駁
す
る
た
め
に
『
自
然
學
』
に
於
て
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
、
分
析
論
的
存
在
論
の
欝

欝
と
し
て
の
動
源
、
す
な
は
ち
い
は
ゆ
る
櫃
勢
に
外
な
ら
な
い
と
思
は
れ
る
が
、
今
や
ゼ
ノ
ン
の
師
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
同
一
性
原
理
を
辮

謹
法
的
に
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
潜
勢
現
勢
統
一
の
思
想
を
も
、
形
式
的
同
一
性
の
抽
象
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
、

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
辮
謹
法
に
依
擦
す
る
路
を
開
か
れ
た
の
が
、
ま
さ
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
命
題
の
解
羅
で
あ
る
と
い
っ

て
も
よ
い
で
あ
ら
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
形
而
上
學
』
に
於
て
批
評
し
た
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
中
期
イ
デ
や
論
を
殆
ど

一
歩
も
出
で
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
隠
れ
も
な
い
舌
面
で
あ
る
が
、
若
し
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の
解
せ
ん
と
欲
せ
ら
る
る
如
く
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
分
析
論
の
抽
象
的
理
解
を
救
ふ
も
の
、
パ
ル
量
減
デ
ス
辮
謹
法
に
外
な
ら
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
私
が
解
す
る
意
味
に

於
け
る
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
的
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
の
欝
欝
法
は
、
却
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
分
析
論
を
補
完
し
て
、
そ
れ
を
プ
ラ
ト
ン
中
期
の
イ

デ
や
論
に
反
訳
な
る
立
場
か
ら
プ
ラ
ト
ン
後
期
の
辮
謹
書
へ
韓
ず
る
媒
介
と
な
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
教
授
の
パ
ル
メ
ニ
デ
ス

同
一
性
原
理
の
落
零
は
、
プ
ラ
ト
ン
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
釜
煎
に
短
し
き
光
を
投
ず
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思

ふ
。
け
だ
し
プ
ラ
ト
ン
の
後
期
辮
謹
法
へ
の
轄
機
を
劃
す
る
封
自
画
『
パ
ル
雪
濠
デ
ス
』
は
、
い
は
ゆ
る
エ
レ
や
主
義
の
如
く
存
在
の
唯

一
不
動
を
主
張
す
る
た
め
に
現
象
の
多
を
斥
け
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
反
封
に
一
言
梢
即
す
る
こ
と
を
積
極
的
清
極
的
爾
面
か
ら
辮

謹
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
現
象
の
非
番
を
臆
念
す
る
臆
見
（
疑
ク
サ
）
を
以
て
箪
な
る
假
象
の
経
験
を
意
味
す
る
も
の
と
せ
ず
、

ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
の
一
見
大
臆
と
も
思
は
れ
る
燭
魚
（
図
。
ぎ
ぎ
畿
♂
℃
鎚
ヨ
Φ
三
山
①
の
仁
昌
胃
底
⑦
O
o
ω
。
窪
。
窪
Φ
畠
禽
σ
Q
誌
。
。
窪
。
。
魯
露
憎
議
。
。
。
o
娼
賦
Φ
堕
ω
．

隷
も
り
）
が
主
張
す
る
如
く
慣
習
法
制
（
ノ
モ
ス
）
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
プ
ラ
ト
ン
最
後
の
封

話
篇
『
法
制
』
　
（
ノ
モ
イ
）
に
展
開
せ
ら
れ
た
歴
史
主
義
辮
謹
法
の
骨
組
を
示
し
た
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
し
か
し
若
し
そ
れ
が

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
・
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
の
眞
義
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
生
の
登
展
蓮
動
を
潜
勢
現
勢
の
統
一
と
し
て
理
解
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
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の
存
在
論
理
は
、
三
盛
に
よ
っ
て
始
め
て
時
代
薩
分
を
成
立
せ
し
め
る
歴
史
の
實
蹉
辮
謹
厳
を
盛
り
切
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
筈
で
あ
る
。
想
ふ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
櫃
勢
概
念
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
突
如
」
8
撫
黛
ぜ
還
り
に
示
唆
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、

し
か
も
後
者
の
終
末
即
始
機
と
い
ふ
辮
謹
法
を
改
め
て
、
分
析
論
的
一
方
的
に
生
起
起
登
の
岡
一
性
に
濫
毒
し
た
も
の
前
者
に
外
な
ら
な

い
と
思
は
れ
る
。
心
室
の
概
念
に
含
ま
れ
る
自
由
跳
躍
の
可
能
性
は
、
　
「
突
如
」
の
辮
謹
法
に
於
け
る
否
定
終
末
の
契
機
を
観
念
論
的
に

内
在
化
し
て
潜
勢
存
在
に
掲
牧
し
た
も
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
デ
デ
キ
ン
ト
藁
筆
〔
∪
Φ
儀
。
犀
貯
。
窯
。
。
o
ゲ
興
ω
。
財
a
け
畠
の
辮
講
法
を
、
そ
の

否
定
封
立
的
構
造
か
ら
同
一
性
的
極
限
法
へ
観
念
論
的
に
還
元
し
た
カ
ン
ト
…
ル
の
集
合
論
〔
O
鋤
簿
。
窃
畠
①
罎
Φ
づ
σ
q
①
凱
Φ
ぽ
Φ
〕
に
比
さ

れ
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
の
論
理
主
義
的
講
成
が
ラ
ッ
セ
ル
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
〔
菊
¢
。
。
の
鶴
甲
≦
筥
3
ゲ
Φ
9
儀
〕
　
の
還
元
公
理
〔
男
①
創
三
訂
ぼ
｝
学

界
ω
箕
冒
臥
』
に
蹄
着
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
選
元
公
理
は
も
と
よ
り
、
駆
限
法
と
い
へ
ど
も
、
連
績
の
謎
を
解
く
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
い
は
ゆ
る
数
學
の
基
礎
危
機
〔
O
語
灘
象
9
σ
q
①
⇔
簿
蹄
ω
冨
〕
は
こ
れ
に
由
來
す
る
。
歴
史
攣
革
の
絡
末
邸
急
登

な
る
「
突
如
」
の
辮
謹
法
は
、
劇
毒
の
基
礎
危
機
を
突
破
す
る
道
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
分
析
論
の
超
ゆ
る
能
は
ざ
る
限

界
で
あ
る
。
こ
の
隈
界
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
理
を
春
蝉
的
に
徹
底
突
破
せ
ら
れ
な
い
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
に
も
存
す
る
の
で
は
な
い

か
と
い
ふ
疑
の
起
こ
る
こ
と
、
私
の
邊
憾
と
せ
ざ
る
能
は
ざ
る
所
で
あ
る
。

　
す
で
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
潜
勢
現
勢
の
蘭
係
は
、
自
然
的
因
果
の
必
然
關
係
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
、
着
て
国
育
的
因
果
と
反
樹

に
、
現
勢
が
櫃
勢
に
封
し
て
優
越
を
保
ち
、
前
者
が
目
的
因
と
し
て
後
者
の
當
爲
理
想
な
い
し
極
限
と
な
り
、
從
っ
て
前
者
は
後
者
の
主

騰
的
自
由
を
媒
介
に
し
て
實
現
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
可
能
性
を
自
ら
に
内
含
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
後
者
す
な
は
ち
潜
勢
は
、
前
者
す
な

は
ち
現
勢
の
目
的
蓬
成
に
醤
す
る
能
力
と
し
て
、
現
勢
に
規
制
せ
ら
れ
な
が
ら
、
自
ら
の
自
由
を
保
つ
の
で
あ
る
。
一
層
深
く
そ
の
根
源

を
湖
及
す
る
と
き
、
こ
れ
は
ま
さ
に
、
潜
勢
を
否
定
契
機
と
し
て
含
む
現
勢
の
辮
謹
法
的
統
一
が
、
歴
史
の
賢
騰
的
早
早
を
起
顕
せ
し
め

る
に
依
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
教
授
も
之
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
疑
無
い
。
し
か
る
に
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
教
授
が

至
愚
法
を
徹
底
貫
徹
せ
ら
れ
ず
、
却
て
之
を
分
析
論
に
逆
風
せ
ら
る
る
如
く
思
は
れ
る
こ
と
は
、
い
か
に
巧
緻
繊
細
を
極
め
た
思
索
を
以

　
　
　
　
生
の
存
在
學
か
死
の
繋
謹
法
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
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て
し
て
も
、
容
易
に
救
ひ
が
た
き
困
難
に
導
く
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
中
心
的
難
黙
を
成
す
の
は
、
生
起
起
襲
の
動
源
が
布
置
縫

築
の
有
限
主
義
な
い
し
膚
理
数
主
義
に
轄
ぜ
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
の
本
來
含
む
と
こ
ろ
の
否
定
媒
介
、
す
な
は
ち
微
分
の
有
す
る
溝
滅
性

と
い
ふ
も
の
を
、
喪
失
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
動
源
が
微
分
性
を
失
は
ぬ
限
り
は
、
微
分
の
漕
滅
的
無
性
〔
＜
Φ
登
霞
鼠
弓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

山
登
鳥
③
累
8
び
甑
α
q
犀
①
菖
の
故
に
、
動
源
は
切
断
即
蓮
綴
〔
ω
O
び
ご
一
回
鋤
一
ω
ω
け
①
臨
α
Q
犀
①
謬
〕
と
い
ふ
「
問
」
N
鼠
ω
o
び
。
郎
の
突
如
的
緊
張
的
辮

面
様
〔
①
×
銑
℃
び
欝
霧
鷲
識
σ
q
Φ
ω
冨
目
貫
§
鵯
無
腰
Φ
簿
節
〕
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
豊
漁
は
す
な
は
ち
無
の
媒
介
的
復
号
創
造
性
に
外

な
ら
な
い
ゆ
と
こ
ろ
で
動
源
が
創
造
の
原
理
と
な
る
た
め
に
は
、
創
造
が
無
の
根
源
か
ら
行
は
れ
る
必
要
上
、
過
去
既
存
の
内
容
が
、
そ

の
反
封
な
る
密
漁
急
心
の
傾
向
と
交
互
に
否
定
し
含
ひ
、
一
た
び
無
の
深
淵
に
没
落
壌
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
れ
さ
き
に

指
摘
し
た
如
く
微
分
は
積
分
と
稲
即
し
、
後
者
の
絶
封
無
な
る
超
越
的
全
館
に
於
て
、
　
一
た
び
覆
没
清
滅
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
否
定

を
媒
介
と
し
て
緊
張
せ
ら
れ
、
否
定
の
否
定
と
し
て
選
相
復
活
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
積
分
の
超
越
的
統
一
を
創
造
展
開
す
る
動

源
〔
○
旨
滋
鮎
①
ヨ
。
馨
〕
と
な
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
潜
勢
も
、
動
源
の
微
分
的
自
由
跳
躍
性
を
有
し
得
る
の
は
、

そ
れ
が
、
過
去
既
存
的
存
在
者
の
歴
史
的
頽
落
絡
末
に
即
し
て
未
帯
革
藷
の
封
立
緊
張
と
し
て
互
に
否
定
し
合
ひ
、
　
↓
た
び
無
に
蹄
す
る

こ
と
に
よ
り
攣
貌
浄
化
せ
ら
れ
て
復
活
創
造
の
原
理
と
な
り
、
そ
の
行
爲
的
自
量
と
相
面
的
に
存
在
を
現
勢
に
韓
じ
能
ふ
に
依
る
。
漕
勢

が
現
勢
に
な
る
の
は
同
一
性
の
必
然
に
属
す
る
の
で
な
く
、
否
定
媒
介
の
緊
張
に
於
け
る
主
騰
的
無
の
統
一
に
依
面
す
る
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。

そ
の
原
理
は
す
な
は
ち
魚
住
法
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
顕
倒
没
落
な
い
し
霞
由
錯
誤
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
潜
勢
は
絶
三

無
の
否
定
媒
介
、
或
は
具
騰
的
に
は
死
復
活
の
蜜
存
協
岡
に
於
て
、
渦
動
中
心
的
に
〔
臨
ω
芝
貯
ぴ
色
器
⇔
霞
9
〕
は
た
ら
く
外
な
い
わ
け
で

あ
る
。
若
し
輩
に
動
源
の
創
造
性
を
意
味
す
る
に
止
ま
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
生
の
骸
展
原
理
た
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
歴
史
の
革
薪
原
理

〔
男
鰍
。
同
3
鷺
ぎ
誠
』
た
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ら
う
。
何
と
な
れ
ば
革
命
塗
革
な
く
し
て
、
歴
史
の
時
代
色
分
〔
℃
①
鳳
。
融
臨
の
貯
謬
〕
は

あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
潜
勢
も
翠
に
一
方
的
に
動
気
を
意
味
す
る
の
み
で
は
、
歴
史
の
實
獲
的
攣
轄
を
理
解
せ
し
め
る
こ
と
は
で
き

ぬ
。
そ
の
始
骸
は
絡
末
と
相
即
し
、
生
起
は
消
滅
に
媒
介
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
は
ち
過
去
的
勢
力
と
続
編
的
勢
力
と
が
現
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在
に
於
て
封
抗
し
、
清
長
す
る
力
回
雪
緊
張
動
勢
た
る
、
プ
ラ
ト
ン
の
超
過
不
足
〔
0
8
ω
叩
図
嚢
呂
　
と
規
定
し
た
と
こ
ろ
の
辮
謹
法
的

質
料
が
あ
っ
て
、
始
め
て
寒
湿
賢
践
的
歴
史
が
可
能
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
若
し
も
動
源
が
潜
勢
と
し
て
、
そ
の
前
奏
的
媒
介
た
る
布
置

欝
築
の
性
理
数
的
存
在
者
系
列
の
極
限
に
選
元
せ
ら
れ
る
こ
と
、
い
は
ゆ
る
遼
元
公
理
の
要
求
す
る
如
く
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
分
析

論
の
形
式
的
同
一
性
の
優
勢
な
る
た
め
に
、
無
な
る
そ
の
心
癖
法
的
質
料
性
の
根
源
は
浦
散
せ
ざ
る
を
得
ぬ
で
あ
ら
う
。
そ
の
系
列
集
合

を
存
在
者
と
し
て
思
惟
す
る
と
こ
ろ
の
存
在
思
考
の
根
源
を
、
い
か
に
窮
ま
り
な
く
追
及
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
集
合
〔
護
Φ
⇔
鵬
⑦
〕
の
極

限
〔
O
器
9
Φ
〕
で
あ
る
以
上
は
、
そ
れ
へ
の
湖
及
が
現
實
に
蓬
成
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
筈
で
あ
る
。
布
置
構
築
が
そ
れ
の
有
理
数
的
思

惟
の
支
配
を
超
え
る
と
こ
ろ
の
、
そ
れ
の
「
よ
り
原
始
的
な
る
生
起
起
帯
し
の
根
源
に
ま
で
潮
源
せ
ら
れ
、
そ
の
根
源
に
鞭
て
生
起
起
登

を
み
つ
か
ら
涙
り
出
す
（
〈
O
婦
d
く
一
⇔
自
Φ
類
）
可
能
性
の
要
求
せ
ら
れ
る
ゆ
ゑ
ん
で
あ
ら
う
（
賦
預
け
・
9
U
聾
”
ω
・
b
。
ゆ
）
。
前
に
も
鰯
れ
た
メ
ー

ビ
ウ
ス
の
環
帯
〔
竃
α
ぼ
器
ω
畠
③
ω
切
倉
。
民
〕
は
、
こ
の
往
還
的
至
り
出
し
の
位
相
数
學
的
模
型
に
外
な
ら
ぬ
。
或
は
そ
れ
を
カ
ン
ト
の
辮

謹
書
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
辮
謹
法
に
突
破
せ
ら
れ
た
過
程
に
比
し
得
る
で
も
あ
ら
う
。
更
に
個
々
の
モ
ナ
ッ
ド
に
封
ず
る
「
モ
ナ
ッ
ド
の
モ
ナ

ッ
ド
」
の
局
所
的
非
局
所
的
統
一
の
閥
係
も
、
ま
た
そ
れ
に
比
さ
れ
る
。
し
か
し
す
で
に
布
置
構
築
の
思
考
設
計
が
そ
の
媒
介
と
せ
ら
れ

る
限
り
、
生
起
起
螢
の
擾
り
出
し
は
、
決
し
て
翠
な
る
神
秘
主
義
的
存
在
登
出
論
で
あ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
飽
く
ま
で
自
己
否
定
的
媒
介

的
無
の
根
源
に
基
づ
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
後
期
辮
外
法
が
一
纂
直
ち
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
観
想
的
紳
秘
主
義
に
轄

ず
る
も
の
で
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
超
過
不
足
の
質
料
性
を
蟹
践
的
媒
介
と
し
て
保
ち
、
中
期
に
立
て
す
で
に
、
想
起
即
憧
憬
〔
団
甑
零
Φ
サ

q
ロ
σ
Q
巴
の
ω
象
霧
鶴
。
霧
〉
と
し
て
献
身
的
生
産
を
な
す
も
の
と
認
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
エ
ロ
ー
ス
的
精
紳
の
自
己
超
越
に
終
始
し
、
そ
の

限
り
歴
史
的
費
存
協
同
を
形
造
っ
た
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。
個
々
の
微
分
導
爆
源
は
輩
濁
に
清
滅
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
積
分
と
相

即
し
て
可
能
的
に
無
限
な
る
微
分
協
同
の
超
越
的
統
一
に
於
て
、
始
め
て
泊
滅
邸
生
起
の
動
源
た
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て

そ
の
具
膿
的
根
源
は
、
あ
た
か
も
個
々
の
モ
ナ
ッ
ド
が
「
モ
ナ
ッ
ド
の
モ
ナ
ッ
ド
」
た
る
馬
手
モ
ナ
ッ
ド
に
於
て
成
立
す
る
如
く
、
個
々

の
微
分
的
中
源
は
無
と
し
て
「
無
の
無
」
た
る
絶
足
無
に
統
晶
せ
ら
れ
、
之
を
根
源
と
し
て
無
の
協
同
を
形
造
り
、
漕
耳
印
生
起
の
轄
換

　
　
　
　
生
の
存
在
學
か
死
の
辮
謹
法
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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を
成
立
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
同
時
に
布
置
樗
築
の
膚
隈
的
な
い
し
膚
理
数
的
思
考
が
、
い
か
に
そ
の
依
っ
て
立
つ
存
在
か
ら
逸

脱
す
る
こ
と
の
で
き
る
自
由
の
跳
躍
可
能
性
を
保
持
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
自
ら
存
在
に
適
締
す
る
の
で
な
け
れ
ば
自
由
は
蜜
現
せ
ら
れ

な
い
か
ら
、
そ
れ
が
輩
に
観
念
論
的
要
請
に
止
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
で
き
ぬ
。
た
だ
自
ら
墨
壷
の
創
造
的
起
登
に
適
弄
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
微
分
的
存
在
動
源
と
有
限
的
な
い
し
有
理
数
的
思
考
と
は
、
更
に
爾
者
の
交
互
媒
介
的
に
相
慮
す
る
こ

と
を
可
能
な
ら
し
め
る
根
源
に
ま
で
、
遡
源
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
こ
れ
は
切
断
緊
張
耳
管
績
態
の
根
源
た
る
絶
封
無
に

外
な
る
ま
い
。
今
や
「
動
源
の
動
源
」
と
い
ふ
べ
き
絶
封
無
が
「
無
の
無
」
（
》
一
国
）
で
あ
る
と
同
時
に
、
思
考
即
存
在
の
統
一
的
根

源
（
図
一
切
）
と
し
て
、
縦
に
も
横
に
も
辮
謹
法
的
媒
介
（
》
一
重
一
し
d
）
を
交
徹
す
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の

感
嘆
す
べ
き
精
妙
に
し
て
深
蓬
な
る
思
想
は
、
ま
さ
に
辮
讃
法
の
分
析
論
的
展
開
、
な
い
し
還
元
的
再
構
成
と
い
ふ
べ
き
も
の
な
る
こ
と
、

こ
れ
に
依
っ
て
ほ
ぼ
明
に
せ
ら
れ
た
か
と
思
ふ
。

　
そ
れ
で
は
布
置
縫
築
よ
り
一
層
原
始
的
な
る
生
起
鶴
甲
の
根
源
に
ま
で
具
膿
的
に
潮
及
す
る
に
は
い
か
に
す
べ
き
か
と
い
へ
ば
、
根
源

は
今
見
た
通
り
辮
謹
法
的
絶
砂
粒
で
あ
る
よ
り
外
な
い
か
ら
、
そ
こ
で
動
源
の
存
在
的
地
盤
を
質
料
性
か
ら
解
放
し
て
無
に
類
す
る
た
め

に
は
、
さ
し
あ
た
り
思
考
主
膿
自
ら
が
進
ん
で
そ
の
中
に
死
す
る
、
輝
者
の
い
は
ゆ
る
大
死
一
番
な
い
し
身
心
脱
落
と
、
そ
れ
か
ら
實
存

協
問
に
向
上
復
錦
す
る
い
は
ゆ
る
再
蘇
復
活
と
の
往
還
二
網
が
、
相
俊
っ
て
動
源
の
具
禮
的
根
源
を
欝
現
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
と
蟻
蜂
現
勢
の
碕
一
性
的
連
続
的
統
一
を
辮
謹
法
的
に
具
艦
化
し
て
そ
の
媒
介
に
思
考
の
自
由
を
介
入
せ
し
め
る
た
め
に
、
、
存
在
の
自

己
否
定
と
し
て
の
無
に
潮
早
し
、
い
は
ゆ
る
思
考
と
存
在
と
の
同
一
を
、
同
一
で
も
な
く
非
同
一
で
も
な
い
も
の
と
し
て
絶
封
否
定
し
、

却
て
夫
々
の
契
機
の
自
己
否
定
を
通
じ
て
無
の
媒
介
に
蹄
算
せ
し
む
る
こ
と
に
依
り
、
互
に
相
互
交
種
流
通
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
辮
説
法

は
、
た
だ
に
思
考
の
立
場
か
ら
読
述
談
論
せ
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
存
在
の
立
場
か
ら
實
蔑
し
て
自
ら
大
死
を
行
ず
る
こ
と
に

よ
り
、
始
め
て
動
画
の
存
在
論
を
、
有
為
構
築
の
思
考
分
析
論
と
媒
介
す
る
辮
母
法
と
な
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の
分
析
論

の
立
場
か
ら
、
軍
に
死
の
能
力
と
規
定
せ
ら
れ
る
に
止
ま
っ
た
と
こ
ろ
の
死
が
、
今
や
思
考
と
存
在
と
の
自
己
否
定
即
交
互
否
定
に
於
て
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現
費
に
蟹
騰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
爾
者
交
徹
流
血
の
媒
介
た
る
無
を
、
箪
な
る
観
念
論
的
可
能
で
な
い
費
存
協
同
的
現
賢

と
し
て
具
膿
化
し
得
る
。
そ
の
意
味
で
辮
謹
法
は
必
然
に
死
の
潜
艦
的
自
覧
で
あ
り
、
蜜
存
協
岡
に
於
て
向
上
復
活
還
相
せ
し
め
ら
れ
る

と
こ
ろ
の
死
復
活
の
行
儀
的
思
考
た
る
の
で
あ
る
。
死
の
辮
不
法
を
外
に
し
て
、
辮
謹
法
は
賢
在
論
化
せ
ら
れ
る
途
を
有
し
な
い
。
箪
な

る
生
の
辮
讃
法
は
観
念
論
に
外
な
ら
ぬ
。
從
っ
て
そ
れ
は
蟹
は
三
遠
法
で
は
な
い
。
た
だ
死
の
辮
謹
法
の
み
、
辮
謹
法
的
に
観
念
蜜
在
論

た
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。

　
数
學
に
於
て
無
理
数
を
定
義
す
る
た
め
の
有
理
数
の
遍
昇
系
列
と
遮
降
系
列
〔
ω
8
げ
く
禽
α
q
同
曾
の
①
旨
自
①
司
。
蓄
。
¢
p
傷
。
。
冒
び
く
①
憎
匡
①
劉

誹
Φ
吋
鵠
幽
①
閂
9
α
Q
①
恥
の
同
門
紬
織
。
⇒
底
魚
郎
N
帥
窪
①
p
〕
と
が
互
に
喰
違
ひ
〔
㊤
¢
m
魚
篭
伊
β
鳥
⑦
同
α
q
ゆ
げ
。
呂
、
ま
た
直
線
の
切
断
蓮
綴
の
場
合
に
は
、
左

向
の
黙
系
列
と
右
向
の
黙
系
列
と
が
栢
接
合
〔
ω
ざ
ン
慧
雷
門
ヨ
Φ
器
警
瀞
鴇
①
号
せ
ず
常
に
距
離
を
保
つ
際
、
微
分
的
極
微
化
〔
鳥
霞
鍵
Φ
午

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

瓢
巴
①
騨
い
巳
審
臨
馨
僧
誹
陣
⑦
歪
郎
σ
q
〕
の
方
法
に
よ
り
、
そ
の
蚕
齢
ひ
或
は
距
離
を
清
滅
に
近
づ
け
切
断
の
緊
張
貧
富
を
振
動
的
微
分
に
相
當

す
る
無
理
数
〔
騨
裏
銘
。
轡
巴
①
N
g
。
鑓
Φ
呂
と
し
て
定
義
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
集
合
の
極
限
に
止
ま
る
限
り
は
槻
念
論
的
要
請
た
る
を

菟
れ
な
い
。
た
だ
主
意
が
喰
蓮
ひ
〔
諺
器
。
ぎ
簑
仙
窪
嬉
野
窪
昌
σ
q
〕
　
の
分
裂
封
立
の
聞
に
身
を
投
じ
て
一
た
び
死
す
る
こ
と
に
依
り
、
身
心

脱
落
し
て
現
實
の
歴
史
的
必
然
に
復
活
遼
相
せ
し
め
ら
れ
、
始
め
て
こ
の
封
立
を
自
由
に
統
一
し
喰
違
ひ
を
無
に
鶴
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
反
封
方
向
に
於
け
る
瓢
系
列
の
接
会
〔
N
9
9
ヨ
ヨ
①
塁
爵
『
霧
〕
に
つ
い
て
も
事
情
は
同
じ
い
。
こ
の
死
復
活
、
浄
化
遼
根
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
い

経
験
に
於
て
、
緊
張
的
間
の
内
的
二
元
性
に
相
嘗
す
る
振
動
も
、
微
分
の
濾
滅
極
致
た
る
無
の
不
可
分
瓢
才
な
は
ち
プ
ラ
ト
ン
の
後
期
辮

魔
法
に
於
け
る
分
割
論
に
謂
ふ
と
こ
ろ
の
不
可
・
分
形
相
無
。
ヨ
。
昌
①
箆
。
ω
に
還
元
せ
ら
れ
、
ま
さ
に
刹
那
即
永
逡
、
永
遠
即
刹
那
が
蓮
成

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
パ
ル
一
粒
デ
ス
篇
に
い
は
ゆ
る
「
突
如
し
と
呼
ば
れ
た
も
の
も
こ
れ
に
麗
な
ら
ぬ
。
圓
魔
寺
の
開
山
佛
光
縫
師
が

配
本
に
渡
臆
す
る
前
中
國
に
在
っ
て
宋
が
元
に
亡
ぼ
さ
れ
た
際
、
元
兵
に
住
寺
を
襲
は
れ
誠
聴
せ
ら
れ
ん
と
す
る
に
臨
み
て
作
っ
た
と
い

は
る
る
偶
、
乾
坤
孤
鈴
を
立
つ
る
に
地
無
し
、
赴
く
喜
ぶ
人
爵
法
亦
室
な
る
を
、
珍
重
す
大
元
三
尺
の
劔
、
電
光
影
裡
春
風
を
斬
る
、
と

い
ふ
詩
は
、
實
に
此
間
の
消
息
を
適
切
に
象
徴
化
し
て
屠
る
と
思
は
れ
る
。

　
　
　
　
生
の
存
在
學
か
死
の
辮
讃
法
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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と
こ
ろ
で
そ
の
永
遠
は
即
刹
那
で
あ
る
か
ら
に
は
、
決
し
て
有
限
減
た
る
人
血
の
生
の
ま
ま
に
安
住
し
得
べ
き
所
で
は
な
い
。
無
の

コ
黙
な
ら
ぬ
一
荒
」
に
簸
て
、
絶
封
無
即
愛
の
絶
養
性
（
佛
性
）
に
輿
ら
し
め
ら
れ
る
永
蓮
即
刹
那
の
下
露
は
、
必
然
、
自
巴
の
有
限

性
を
不
断
に
自
漏
し
繊
悔
し
て
、
永
遠
の
佛
性
を
自
己
一
人
に
面
取
す
る
こ
と
な
く
、
飽
く
ま
で
そ
れ
を
催
の
衆
生
に
同
施
す
る
た
め
、

自
己
犠
牲
的
に
現
實
の
歴
史
に
還
相
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
大
乗
佛
教
に
い
は
ゆ
る
菩
薩
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
賓
践
的
得
力
が

忍
で
あ
る
。
菩
薩
の
費
存
協
同
に
於
て
は
、
そ
の
生
は
死
を
媒
介
に
し
て
螢
ま
れ
、
無
難
輝
師
の
い
は
ゆ
る
死
人
と
な
り
て
生
き
、
使
徒

パ
ウ
ロ
の
意
味
に
於
て
、
あ
た
か
も
生
き
ざ
る
如
く
（
す
な
は
ち
死
せ
る
如
く
）
に
生
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
絶
封
に
清
浄
、

何
事
を
爲
す
も
全
く
善
悪
の
彼
岸
に
立
つ
わ
け
で
あ
る
。
從
っ
て
そ
の
境
涯
に
於
て
は
、
す
べ
て
が
寛
容
赦
宥
せ
ら
れ
る
。
正
に
絶
封
無

が
「
無
の
無
」
と
し
て
、
す
べ
て
の
現
貿
を
本
質
的
に
愛
し
肯
定
す
る
と
い
は
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
若
し
こ
の
や
う
な
絶
樹
齢
の
交
互
媒

介
が
、
思
考
と
存
在
と
の
岡
一
を
根
擦
附
け
る
根
源
と
し
て
布
置
構
築
よ
り
も
一
如
元
始
的
な
る
動
源
に
象
徴
せ
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
輩
な
る
存
在
の
有
限
同
一
で
な
く
し
て
此
面
無
の
同
一
即
非
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
も
は
や
疑
ふ
建
地
が
無
い
で
あ
ら

、
つ
。

　
果
し
て
し
か
ら
ば
、
生
起
重
事
の
動
源
が
右
の
如
く
有
理
数
的
な
い
し
有
理
的
構
築
の
思
考
を
そ
の
否
定
媒
介
と
す
る
限
り
、
そ
れ
は

慮
ら
の
も
つ
自
己
否
定
性
を
、
後
者
に
部
し
否
定
契
機
と
し
て
保
有
す
る
と
い
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
前
者
が
後
者
を
媒
介

と
し
て
、
存
在
の
自
己
涙
り
出
し
く
2
毒
ぎ
曾
昌
σ
q
の
根
源
た
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
は
、
す
な
は
ち
そ
れ
に
基
づ
く
。
し
か
し
そ
れ

だ
け
で
は
、
な
ほ
そ
の
可
能
は
依
然
と
し
て
輩
な
る
可
能
に
止
ま
り
、
更
に
現
實
と
の
封
決
に
企
て
、
過
去
的
傳
統
的
構
築
の
顯
倒
覆
没

を
原
動
力
と
し
て
未
來
的
革
新
に
向
ひ
積
極
的
に
は
た
ら
き
出
さ
な
く
て
は
、
可
能
が
現
實
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
自
己
否
定
的
根

源
は
潜
勢
と
し
て
生
成
を
裏
附
け
そ
の
内
奥
に
潜
む
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
が
時
勢
的
野
立
者
か
ら
否
定
切
断
に
依
っ
て
緊
張
せ
ら
れ
、

復
活
更
新
的
に
現
勢
化
せ
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
可
能
か
ら
現
實
を
轄
じ
出
す
こ
と
は
で
き
ぬ
。
心
意
生
成
は
嫌
な
る
無
記
の
岡
田
が

引
率
が
れ
る
の
で
な
く
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
反
復
」
に
於
け
る
遙
り
高
次
元
へ
重
適
せ
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
從
っ
て
そ
の
た
め
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に
は
、
自
己
否
定
が
運
命
に
媒
介
せ
ら
れ
自
由
な
る
死
滅
と
し
て
、
積
極
的
に
は
た
ら
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
生
成
に
卜

し
て
は
断
滅
終
末
が
、
そ
の
緊
張
動
力
と
な
り
媒
介
と
な
る
こ
と
が
必
要
な
る
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
、
生
成
は
復
活
で
あ
り
、

復
活
は
向
上
更
新
で
あ
る
か
ら
、
死
の
自
己
否
定
が
生
成
創
造
の
媒
介
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
芳
念
は
た
と
ひ
思
考
の

有
理
数
的
な
い
し
有
限
的
構
築
を
不
可
飲
の
前
奏
曲
と
し
て
そ
れ
に
媒
介
せ
ら
る
る
に
せ
よ
、
即
自
的
に
は
そ
れ
自
身
、
存
在
の
契
機
に

賛
す
る
こ
と
は
疑
は
れ
な
い
。
從
っ
て
そ
の
限
り
で
は
無
限
の
存
在
と
し
て
の
永
遠
に
記
す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
永
遠
は
、
さ
き
に

述
べ
た
如
く
印
自
誓
に
は
無
始
不
生
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
有
で
な
く
無
の
性
格
を
顯
は
す
た
め
に
は
、
一
た
び
否
定
を
通
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
永
遽
で
あ
り
無
限
で
あ
る
以
上
は
、
そ
れ
の
外
に
そ
れ
を
否
定
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
は
あ
る
わ
け
が
な

い
。
從
っ
て
そ
れ
が
否
定
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
の
は
、
そ
れ
自
身
の
自
己
否
定
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
永
遠
の
媒
介
で
あ
る
と
こ
ろ
の
思

考
が
、
却
て
自
由
に
自
ら
を
存
在
に
於
て
否
定
す
る
に
依
り
、
そ
れ
に
封
即
し
そ
れ
を
媒
介
に
し
て
永
遠
が
自
己
否
定
を
行
ふ
と
い
ふ
こ

と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
約
言
す
れ
ば
、
人
問
が
存
在
の
中
に
進
ん
で
死
す
る
に
依
り
、
存
在
が
一
時
永
遠
か
ら
脱
落
し
て
假
に
暫
定
的

に
有
限
と
な
り
講
元
を
も
つ
に
至
っ
た
の
を
、
交
互
蓮
轄
的
に
向
上
媒
介
し
て
「
反
復
」
的
に
再
興
す
る
こ
と
が
、
永
遠
の
契
機
と
し
て

の
動
源
を
、
そ
れ
の
露
己
否
定
的
還
相
的
根
源
へ
と
湖
及
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
於
て
、
存
在
の
動
源
を
し
て
、

思
考
の
有
理
数
的
な
い
し
有
限
的
構
築
の
媒
介
に
由
り
そ
れ
自
身
の
根
源
へ
潮
及
還
蹄
せ
し
め
、
そ
れ
に
由
っ
て
自
ら
を
自
ら
よ
り
撰
り

出
す
単
二
を
行
ぜ
し
め
る
所
の
根
源
な
る
も
の
は
、
思
考
の
主
膿
た
る
人
間
の
費
存
的
死
に
依
る
復
活
向
上
す
な
は
ち
「
反
復
し
以
外
の
、

何
も
の
で
も
な
い
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
有
限
存
在
者
と
し
て
の
人
間
が
、
死
な
ず
に
生
の
ま
ま
存
在
の
根
源
を
顯
は
な
ら
し
め
る
媒
介

と
な
る
こ
と
は
で
き
る
筈
が
な
い
。
そ
の
企
劃
す
る
有
限
構
築
も
、
そ
の
ま
ま
實
現
せ
ら
れ
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
い
は
ば

否
定
契
機
と
な
る
た
め
の
暫
定
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
入
間
主
膿
と
共
に
絶
望
否
定
せ
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

人
間
は
自
ら
選
び
死
ん
で
絶
封
無
に
轄
ぜ
ら
れ
、
向
上
反
復
的
に
高
次
の
本
質
的
清
浄
に
ま
で
高
め
ら
れ
復
活
せ
し
め
ら
れ
て
、
自
ら
絶

樹
無
印
愛
の
象
徴
と
な
る
こ
と
に
依
り
、
存
在
の
根
源
と
し
て
の
無
封
無
を
顯
は
な
ら
し
め
得
る
の
で
あ
る
。
一
層
具
髄
的
に
い
へ
ば
、

　
　
　
　
生
の
存
在
學
か
死
の
辮
謹
法
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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人
闘
は
自
己
の
生
命
を
賭
す
る
決
死
の
行
を
以
て
、
永
蓮
を
時
間
化
し
て
そ
の
持
績
を
中
断
す
る
こ
と
に
依
り
、
却
て
そ
れ
を
存
在
の
動

源
に
於
て
再
興
鄭
更
新
す
る
。
そ
れ
が
過
去
劫
來
の
存
在
持
綾
を
終
末
に
導
き
、
新
時
代
の
攣
革
を
男
帯
に
向
っ
て
開
く
と
こ
ろ
の
人
間

の
現
在
に
於
け
る
革
新
行
爲
に
外
な
ら
な
い
。
そ
の
行
爲
は
過
去
を
固
執
し
そ
の
傳
統
的
、
否
、
む
し
ろ
習
俗
的
持
績
を
、
存
在
者
の
立

場
に
於
て
確
保
し
よ
う
と
欲
す
る
い
は
ゆ
る
保
守
主
義
に
反
抗
し
て
、
之
を
否
定
更
沸
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
必
然
に
そ
の
抵

抗
に
會
ひ
、
當
然
死
を
魔
漏
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
い
ふ
ま
で
も
な
く
寒
詣
主
膿
の
決
死
行
爲
は
、
無
媒
介
に
薦
室
中
に
起
る

も
の
で
は
な
い
。
歴
史
の
時
間
的
契
機
と
し
て
の
、
保
守
革
新
の
欝
欝
に
動
く
時
勢
の
攣
化
に
、
媒
介
せ
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
も
そ
の
封
立
間
に
決
断
を
行
ふ
べ
き
根
擦
は
、
思
考
と
存
在
と
の
同
一
（
卸
非
同
一
）
を
成
立
せ
し
め
る
絶
射
界
で
あ
り
、
今
見
た

如
く
死
を
媒
介
と
し
て
始
め
て
そ
れ
に
鰯
れ
参
領
せ
し
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
そ
れ
は
、
と
う
て
い
有
限
的
思
考
の
立
案
し
規

定
し
得
る
所
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
や
う
な
立
案
購
築
は
、
さ
き
に
越
べ
た
通
り
、
主
膿
の
死
滅
と
共
に
否
定
せ
ら
れ
、
た
だ
絶
樹
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
は
ず
い
　
は
ず

の
否
定
契
機
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
絶
野
無
の
内
容
の
何
た
る
か
を
問
は
れ
て
も
、
た
だ
不
道
不
道
と
答
へ
る
外
な
い
。
信
行

と
い
は
れ
る
も
の
が
、
そ
の
本
質
的
事
態
た
る
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
思
考
の
能
力
を
錬
磨
し
、
そ
の
思
考
辮
謹
の
無
底

の
底
に
死
ん
で
、
無
根
擦
の
根
無
と
い
ふ
べ
き
も
の
に
は
た
ら
か
れ
浮
化
復
活
せ
し
め
ら
れ
て
、
そ
れ
に
謹
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
の
で
あ
る
。
し
か
も
斯
く
生
を
賭
し
て
決
断
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
革
新
行
爲
に
出
つ
る
と
し
て
も
、
な
ほ
未
だ
そ
の
信
行
が
現
實
に
適

中
し
て
行
爲
の
指
命
的
適
合
が
實
凝
せ
ら
れ
る
と
は
隈
ら
ぬ
。
飽
く
ま
で
自
己
投
鋼
、
自
力
悔
悟
を
加
へ
て
自
ら
の
行
爲
を
否
定
に
曝
ら

し
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
繊
悔
に
轄
ぜ
ら
れ
同
心
に
出
で
る
外
な
い
。
　
「
悔
改
め
」
と
い
は
れ
る
も
の
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
否
定
媒
介
的

構
造
は
、
あ
た
か
も
死
復
活
の
そ
れ
に
封
慮
し
、
悔
改
は
主
と
し
て
思
考
的
側
面
を
、
死
復
活
は
存
在
的
側
面
を
表
は
す
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
す
で
に
思
考
と
存
在
と
の
同
一
と
い
ふ
立
場
に
立
つ
以
上
は
、
そ
の
爾
面
が
互
に
媒
介
し
合
っ
て
相
射
慮
す
る
こ
と
は
不
動
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
互
に
媒
介
交
流
し
含
っ
て
、
梅
改
め
も
死
復
活
を
含
み
、
死
復
活
も
悔
改
め
に
裏
附
け
ら
れ
る
事
態

を
成
す
と
い
ふ
の
が
、
一
層
適
當
で
あ
ら
う
。
悔
改
め
か
ら
再
び
革
新
の
決
死
行
爲
に
は
た
ら
き
出
し
、
そ
れ
を
悔
改
め
て
、
ま
た
前
と
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相
似
の
向
上
過
程
を
「
反
復
」
し
、
生
あ
る
間
は
こ
の
死
復
活
の
悔
改
め
を
い
く
ら
で
も
重
ね
る
よ
り
外
に
、
我
々
の
往
く
道
は
な
い
わ

け
で
あ
る
。
こ
の
反
復
向
上
的
動
態
が
、
生
き
つ
つ
死
に
、
死
に
つ
つ
生
き
る
有
限
者
の
實
存
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ

は
決
し
て
軍
に
室
虚
の
同
一
性
的
循
環
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
死
復
活
を
通
じ
て
、
縦
が
反
復
向
上
的
に
重
積
せ
ら
れ
る
の
み

な
ら
ず
、
更
に
横
に
細
砂
せ
ら
れ
、
微
分
が
積
分
の
創
造
的
要
素
と
な
る
如
く
翻
心
協
同
に
ま
で
具
縫
化
せ
ら
れ
て
、
復
館
印
画
薪
的
に

永
遼
に
参
與
す
る
の
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
…
ル
の
反
復
即
永
遠
と
い
っ
た
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
生
死
を
超
え
る
主
演
と
い
ふ
べ
き

も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
こ
の
蟹
存
協
同
に
ま
で
具
騰
化
せ
ら
れ
た
普
遍
の
人
類
形
態
A
－
E
i
B
は
輩
猫
者
の
場
合
の
李
衝
圖
形
的
な
る
に

聾
し
て
、
球
に
比
さ
れ
る
で
も
あ
ら
う
。
そ
れ
は
い
か
な
る
鮎
に
於
て
も
局
所
的
郎
非
局
所
的
に
硬
筆
性
を
有
し
な
が
ら
、
し
か
も
球
自

身
の
無
限
方
向
に
於
け
る
不
断
の
廻
轄
運
動
が
自
己
合
一
的
な
る
に
依
っ
て
、
互
に
相
統
合
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
恒
温
者

に
享
受
せ
ら
れ
得
ざ
る
愛
の
浄
福
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

三

　
以
上
述
ぶ
る
如
く
に
永
遠
が
時
間
化
せ
ら
れ
て
、
そ
れ
が
否
定
を
通
る
こ
と
に
よ
り
、
永
遠
と
し
て
そ
の
有
す
る
勲
爵
性
を
否
定
し
再

騰
成
し
、
連
績
を
切
噺
的
に
成
立
せ
し
め
る
根
源
と
し
て
の
微
分
的
導
爆
を
含
み
て
、
布
置
溝
築
の
分
析
論
よ
り
も
一
層
元
始
的
な
る
絶

封
無
の
根
源
に
ま
で
湖
及
す
る
こ
と
は
、
永
遠
の
直
接
釣
即
膚
釣
存
屈
性
が
人
間
實
存
の
死
に
媒
介
せ
ら
れ
て
、
蝋
た
び
自
己
否
定
的
に

そ
の
熱
弁
的
持
績
性
を
破
棄
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
永
遠
の
無
始
不
生
が
謝
自
費
に
嘗
己
否
定
せ
ら
れ
て
過
去
に
曝
し
有
限
化
せ

ら
れ
時
々
化
せ
ら
れ
る
に
封
癒
し
て
、
現
在
に
於
け
る
人
間
の
死
復
活
の
未
來
解
放
に
賛
し
、
そ
れ
が
過
去
の
断
獄
硬
膏
な
る
無
の
蜜
現

と
し
て
、
こ
れ
に
封
ず
る
媒
介
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
翼
然
で
あ
る
。
永
遠
を
時
間
化
す
る
た
め
に
そ
の
根
源
と
し
て
湖
及
せ

ら
れ
た
縄
封
無
は
、
そ
れ
の
「
無
の
無
」
た
る
内
的
醸
造
の
故
に
、
直
接
の
「
無
」
を
媒
介
契
機
と
し
て
そ
れ
自
身
の
丙
に
含
む
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
時
短
の
終
末
的
否
定
即
永
遽
的
未
來
、
一
層
具
騰
的
に
い
へ
ば
、
過
去
の
否
定
再
興
と
し
て
の
未
來
的
革
新

　
　
　
　
生
の
存
在
攣
か
死
の
欝
謹
法
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕊
九
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で
あ
る
。
時
の
否
定
は
時
の
終
末
と
し
て
の
過
去
否
定
で
あ
り
為
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
当
て
そ
れ
が
永
遠
の
未
來
的
革
薪
再

興
た
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
時
の
動
性
を
成
立
せ
し
む
る
原
理
と
し
て
の
動
源
は
、
分
析
論
の
立
場
か
ら
さ
う
見
え
る
や
う
に
た
だ
未
來

へ
向
ふ
と
こ
ろ
の
進
行
的
動
性
に
止
ま
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
そ
の
緊
張
的
媒
介
動
機
と
し
て
ぜ
ひ
と
も
過
去
の
否
定
断
縄
が
必
要
な
の
で

あ
る
。
あ
た
か
も
微
分
が
い
は
ゆ
る
微
分
係
数
に
於
て
響
動
速
度
を
規
定
す
る
契
機
と
な
る
た
め
に
、
自
ら
微
分
と
し
て
極
微
的
清
里
的

と
な
り
積
分
を
媒
介
と
す
る
否
定
を
遽
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
果
し
て
さ
う
な
ら
ば
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
が
動
源

の
原
語
と
し
て
導
入
せ
ら
れ
た
津
・
①
富
鉱
。
。
（
も
と
認
得
の
意
を
有
す
る
①
ワ
ぎ
σ
q
o
p
か
ら
出
て
、
生
起
起
蛮
の
蟹
存
的
媒
介
性
に
於
け

る
動
源
を
意
味
す
る
に
至
っ
た
も
の
と
い
は
れ
る
）
に
就
い
て
之
を
検
す
る
と
、
そ
の
動
性
は
輩
に
直
接
未
來
に
向
ふ
進
行
を
謂
ふ
の
で

は
な
く
、
飽
く
ま
で
過
去
の
否
定
、
早
鐘
の
切
断
を
職
漁
の
緊
張
媒
介
と
す
る
終
末
論
的
意
味
を
含
ま
な
け
れ
憾
な
ら
ぬ
も
の
と
な
る
わ

け
で
あ
る
。
こ
の
黙
か
ら
見
れ
ば
、
同
じ
く
起
登
期
逆
夢
菖
ω
の
語
を
用
み
な
が
ら
、
そ
の
意
味
を
專
門
の
宗
教
史
の
立
場
上
重
要
な
る

絡
末
論
の
見
地
に
基
づ
け
、
過
去
の
否
定
を
媒
介
と
す
る
未
來
開
放
の
傅
統
革
新
に
重
き
を
置
く
と
こ
ろ
の
ブ
ル
ト
マ
ソ
教
授
の
解
繹
は
、

一
層
適
切
な
る
も
の
と
い
は
ざ
る
を
得
な
い
（
じ
σ
“
｝
§
§
登
密
ω
歩
ω
．
刈
ご
ド
①
9
困
ミ
）
。
同
教
授
も
起
螢
が
箪
な
る
客
観
的
意
味
の
出

格
事
の
蛮
生
○
霧
畠
Φ
ぎ
♂
を
謂
ふ
の
で
な
く
、
思
考
の
媒
介
を
通
じ
主
膿
の
決
漸
を
要
求
す
る
主
客
一
如
の
生
起
起
蛮
な
る
こ
と
を
特

に
注
意
せ
ら
る
る
に
於
て
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
と
相
一
致
す
る
に
拘
ら
ず
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の
場
合
に
認
め
ら
れ
な
い
過
去
否
定

の
契
機
を
、
終
末
論
の
立
場
か
ら
明
白
に
重
要
覗
せ
ら
れ
、
從
っ
て
ま
た
後
者
に
於
け
る
分
析
論
が
、
前
者
に
於
て
は
辮
謹
法
に
ま
で
自

鷺
的
に
弓
鳴
化
せ
ら
れ
て
居
る
こ
と
は
、
上
來
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
に
封
し
勝
馬
法
へ
の
徹
底
を
希
求
し
屠
っ
た
私
に
と
り
、
甚
だ
意
味

深
き
黙
と
い
は
ざ
る
を
得
な
い
。
ブ
ル
ト
マ
ソ
教
授
の
終
末
論
は
た
だ
に
新
約
聖
書
郭
外
の
中
心
と
な
っ
て
居
る
の
み
な
ら
ず
、
教
授
の

持
論
に
基
づ
き
非
紳
話
化
の
立
場
か
ら
辮
謹
法
的
に
實
在
論
証
せ
ら
れ
て
、
歴
史
的
時
問
の
溝
浩
＝
般
に
ま
で
搬
充
せ
ら
れ
、
歴
史
の
成

立
す
る
現
代
の
各
刹
那
が
、
必
然
に
過
去
の
終
末
論
的
否
定
と
未
來
の
解
放
攣
革
と
の
辮
謹
法
的
行
爲
の
統
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と

を
主
張
し
た
も
の
と
し
て
、
注
目
す
べ
き
思
想
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
け
だ
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
潜
勢
に
封
慮
す
る
動
源
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の
概
念
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
生
成
が
主
と
し
て
生
物
の
存
在
に
係
は
る
も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
の
歴
史
を
特
に
固
有
の
封
象
と
し
た

も
の
で
な
い
の
に
相
當
し
て
、
生
成
攣
化
に
は
あ
て
は
ま
る
と
し
て
も
、
歴
史
の
攣
革
行
爲
を
理
解
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
や
む

を
得
ぬ
所
で
あ
る
。
本
來
歴
史
に
固
有
な
る
時
代
遜
分
は
革
命
に
俘
ふ
。
革
命
な
く
し
て
歴
史
は
な
い
。
こ
れ
は
輩
な
る
生
に
見
ら
れ
な

い
と
こ
ろ
の
、
歴
史
の
宣
撫
的
性
格
で
あ
る
。
ブ
ル
ト
マ
ソ
教
授
が
『
歴
史
と
終
末
論
』
震
ω
8
曙
舞
飢
趣
。
。
魯
霧
0
8
σ
q
矯
鳩
H
④
鵯
に
於
て
、

歴
史
の
各
現
在
が
終
末
論
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
さ
れ
た
の
は
、
深
き
考
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
特
に
此
書
の
や
禽
一
お
に

展
開
せ
ら
れ
た
パ
ウ
ロ
、
ヨ
ハ
ネ
の
紳
學
増
齢
に
於
け
る
絡
末
論
的
野
謹
法
は
、
最
も
鮮
か
に
教
授
の
立
場
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

に
基
づ
く
現
代
歴
史
哲
學
批
制
之
實
存
主
義
的
歴
史
哲
學
の
主
張
と
は
（
℃
．
ド
濠
一
襲
㊤
）
、
甚
だ
重
宝
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思

ふ
。　

し
か
し
以
上
述
べ
た
所
だ
け
で
は
、
分
析
論
か
ら
辮
謹
法
を
導
來
す
る
と
い
ふ
一
面
に
偏
し
、
そ
の
面
の
み
が
重
要
下
せ
ら
れ
前
面
に

引
出
さ
れ
て
、
反
封
に
辮
謹
法
を
分
析
論
に
選
元
し
、
そ
れ
を
分
析
論
的
に
再
構
成
し
よ
う
と
試
み
る
他
の
牢
颪
は
、
な
ほ
裏
に
酒
む
と

い
は
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
若
し
果
し
て
第
二
の
側
面
が
成
功
を
約
束
せ
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
た
と
ひ
第
一
の
側
面
か
ら
、
分
析
論

の
こ
律
背
反
的
硬
結
と
し
て
辮
謹
法
的
な
る
も
の
が
導
來
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
や
が
て
分
析
論
に
解
濡
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、

分
析
論
の
外
に
辮
謹
法
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
無
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
七
か
も
假
に
、
痒
み
つ
か
ら
分
析
論
の
立

場
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
第
一
の
側
面
に
從
ひ
上
記
の
如
く
、
主
と
し
て
分
析
論
が
短
冊
法
に
ま
で
、
往
き
急
く
さ
ざ
る
を
得
な

い
ゆ
ゑ
ん
を
往
相
的
に
展
開
す
る
だ
け
で
、
分
析
論
に
封
ず
る
辮
謹
法
の
根
源
性
を
示
し
得
た
と
思
考
す
る
外
な
い
で
も
あ
ち
う
。
し
か

し
な
が
ら
そ
れ
で
は
、
瞳
孔
法
を
分
析
論
的
に
導
賢
し
、
之
を
潮
源
的
に
理
念
と
し
て
設
定
す
る
だ
け
で
、
所
詮
分
析
論
の
立
場
か
ら
辮

謹
法
を
考
察
し
設
論
ず
る
に
止
ま
り
、
未
だ
辮
謹
法
を
辮
謹
法
的
宝
燈
的
に
自
ら
實
察
す
る
も
の
と
は
い
ふ
こ
と
が
で
き
ぬ
。
労
析
論
者

も
分
析
論
を
徹
底
し
て
辮
謹
法
を
播
塾
し
よ
う
と
す
る
以
上
は
、
辮
讃
法
の
必
然
と
思
は
れ
る
鼻
輪
を
再
び
分
析
論
に
還
元
し
て
、
そ
れ

を
分
析
論
的
に
再
横
成
し
よ
う
と
す
る
筈
で
あ
る
。
現
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
数
授
も
ま
た
、
た
だ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
共
に
、
辮
謹
法
を

　
　
　
　
生
の
存
在
學
か
死
の
鐸
慧
法
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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鵬
二

哲
學
的
思
考
法
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
に
は
止
ま
ら
ぬ
。
進
ん
で
分
析
論
に
依
り
、
辮
講
法
的
な
る
も
の
を
分
析
論
に
還
元
し
再
構
成
せ
ん

と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
私
が
辮
讃
法
を
辮
謹
法
的
に
實
践
貫
徹
せ
ん
と
す
る
に
妬
し
、
媒
介
を
提
供
せ
ら
る
る
も

の
の
如
く
で
あ
る
。
立
場
こ
そ
違
へ
、
教
授
の
思
索
の
徹
底
に
封
し
、
今
更
な
が
ち
深
き
尊
敬
を
禁
ず
る
能
は
ざ
る
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。
元

畜
哲
學
的
思
考
の
生
命
は
、
　
一
方
に
於
て
そ
の
首
尾
一
貫
の
論
理
的
貫
徹
性
と
、
他
方
に
於
て
そ
れ
の
山
回
的
存
在
と
の
面
前
に
依
る
存

在
媒
介
性
と
に
あ
る
と
思
は
れ
る
が
、
こ
の
思
考
と
存
在
と
の
誌
面
の
要
求
の
困
窮
極
に
於
け
る
同
一
性
的
封
慮
を
一
般
に
前
提
す
る
の

が
分
析
論
で
あ
り
、
凝
結
の
刹
那
的
心
血
的
統
一
（
即
分
裂
）
の
「
反
復
」
を
行
謹
自
畳
す
る
の
が
辮
讃
法
に
外
な
ち
な
い
で
あ
ち
う
。

そ
の
際
前
者
は
同
一
性
的
思
考
の
構
造
上
、
存
在
と
思
考
と
の
蘭
係
を
も
、
並
列
的
に
相
射
下
せ
し
め
な
が
ら
爾
者
の
要
素
の
組
織
は
輔

甥
一
の
封
事
を
な
し
、
存
在
の
要
求
に
思
考
は
懸
從
し
て
根
無
の
適
慮
を
形
造
る
と
い
ふ
に
寓
し
、
後
者
に
簸
て
は
存
在
と
思
考
と
は
否

定
的
に
封
立
し
つ
つ
、
夫
々
自
己
否
定
的
に
、
良
ら
に
謝
す
る
媒
介
と
し
て
他
を
自
に
含
む
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
要
求
と
か
聴
從
と

か
、
ま
た
適
慮
と
い
ふ
こ
と
を
、
前
者
に
於
け
る
如
く
労
激
論
的
に
、
分
別
脇
立
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
の
間
の
結
合
關
係
と
し
て
設
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
は
ど
こ
ま
で
も
封
他
邸
麗
日
と
し
て
、
自
己
脱
出
即
自
己
蹄
入
の
媒
介
に
鞭
て
成
立
す
る
辮
讃
法
的
自
覧

關
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
数
授
は
、
公
析
論
を
飽
く
ま
で
徹
底
し
て
、
た
と
ひ
分
析
論
の
根
源
と
し
て
、
辮
讃
法
的
に
の
み
了
解
し
得

べ
き
も
の
を
往
相
的
極
量
的
に
は
認
め
ら
る
る
も
、
な
ほ
そ
れ
を
直
ち
に
公
析
論
に
選
元
し
、
分
析
論
的
に
再
建
再
構
成
し
能
ふ
と
、
還

粗
肴
に
思
考
せ
ら
れ
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
上
述
の
如
く
有
理
数
的
布
置
構
築
の
、
微
分
的
生
起
細
砂
動
源
擾
出
し
の
説

が
提
出
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
動
源
は
、
も
は
や
布
置
購
築
の
如
く
技
術
設
計
に
使
用
せ
ら
れ
る
有
理
数
系
列
に
止
ま
る

も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
超
え
そ
れ
の
根
源
と
な
る
無
理
数
〔
貯
鑓
臨
。
口
鋤
⑦
N
蝉
窪
②
口
〕
　
と
の
媒
介
統
一
に
撃
て
成
立
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
故
に
、
そ
の
領
域
は
蟹
数
〔
器
鉱
⑦
N
簿
置
2
∀
の
振
動
態
〔
ω
畠
三
お
§
α
q
答
①
邑
島
〕
で
あ
ら
ざ
る
を
得
ぬ
わ
け
で
あ
る

（｛

R
①
p
鉾
　
蛋
．
　
】
）
騨
ぬ
幽
》
　
ω
’
　
o
o
O
）
。
そ
こ
に
は
有
理
数
離
塁
築
の
思
考
が
、
存
在
の
自
己
否
定
的
供
與
の
媒
介
に
よ
り
存
在
に
含
ま
れ
る
と
共
に
、
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存
在
の
具
騰
化
に
は
思
考
の
抽
象
が
否
定
契
機
と
し
て
そ
の
媒
介
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
曲
者
は
交
互
的
否
定
媒
介
の
統
一

を
形
造
る
を
以
て
、
そ
れ
を
分
離
し
野
立
せ
し
め
て
そ
の
聞
に
要
求
、
聴
從
、
適
慮
と
い
ふ
如
き
分
析
論
的
關
係
を
設
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
筈
で
あ
る
。
思
考
と
存
在
と
の
同
一
は
、
本
來
画
一
に
し
て
非
同
一
な
る
こ
と
腰
越
の
如
く
な
る
も
、
そ
の
た
め
だ
か
ち
で
あ
る
。

し
か
る
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の
思
想
は
数
學
的
に
解
繹
す
る
と
、
こ
の
や
う
な
有
理
数
罠
酔
6
⇒
鉱
①
N
鋤
準
急
無
理
数
樋
管
跳
。
護
冨

N
夢
囲
象
交
互
媒
介
の
基
盤
た
る
素
数
蓮
績
態
底
楚
囚
。
馨
冒
葛
露
篇
鶏
口
①
嚢
。
冨
昌
N
鋤
窪
Φ
β
を
、
専
ら
存
在
の
具
膿
的
在
方
と
し
て
、
そ

こ
を
生
起
起
骸
の
動
源
が
存
在
自
身
に
よ
っ
て
涙
出
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
と
認
め
ら
る
る
に
拘
ら
ず
（
＜
σ
q
ド
く
自
魯
蝕
σ
q
①
¢
・
》
蕊
。
。
弩
N
夕
ψ

謡
i
遷
）
、
弱
毒
の
如
く
布
置
構
築
の
黒
黒
擬
出
し
を
も
ま
た
殆
ど
時
を
同
じ
く
し
て
主
張
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
鑓
①
募
鐸
U
…
鉾
ω
』
り
）
。

こ
れ
は
ま
さ
に
存
在
と
思
考
と
の
同
一
性
を
、
導
者
の
構
造
の
形
式
的
封
慮
と
し
て
分
析
論
的
に
理
解
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
。
数

學
の
選
元
公
理
の
要
請
す
る
所
も
こ
れ
に
外
な
ら
ぬ
と
思
は
れ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
思
考
と
存
在
と
の
漁
者
の
相
郎
網
入
と
い
ふ
辮
讃

法
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
有
理
数
的
構
築
が
無
理
数
的
連
慰
種
を
基
盤
と
し
て
媒
介
的
に
行
は
れ
、
そ
し
て
そ
れ
の
短
章
が
そ
れ

に
擬
出
さ
れ
る
の
は
、
貸
は
動
源
そ
の
も
の
の
本
來
そ
れ
と
交
互
媒
介
的
に
統
一
を
形
造
る
こ
と
に
依
る
と
い
ふ
辮
謹
法
的
事
態
が
、
完

全
に
否
定
せ
ら
れ
る
。
果
し
て
か
く
の
如
く
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
動
源
た
る
微
分
の
蜜
数
連
績
態
に
於
け
る
振
動
性
は
、
も
は
や
溝

滅
す
る
よ
り
外
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
る
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
教
授
は
、
み
つ
か
ら
主
張
せ
ら
れ
た
こ
の
振
動
性
を
維
持
す
る
た
め
に
、
そ

れ
と
捲
落
す
べ
き
有
理
数
的
構
築
に
ま
で
振
動
性
を
賦
無
し
、
根
源
領
域
の
振
動
的
構
築
と
か
浮
鋤
的
建
築
と
か
い
ふ
概
念
を
提
出
せ
ら

れ
た
（
圏
幽
①
詳
聲
　
綴
吟
】
）
一
跨
．
　
ω
。
　
G
◎
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
博
）
。
し
か
し
麟
っ
て
考
へ
る
と
、
人
聞
の
技
術
が
不
断
に
振
動
す
る
建
物
を
四
切
す
る
こ
と
は
、
そ
の
設
計

に
用
ゐ
ら
れ
る
分
析
論
の
綱
限
上
た
う
て
い
で
き
な
い
で
あ
ら
う
し
、
ま
た
我
々
が
そ
の
内
に
安
ん
じ
て
居
住
す
る
こ
と
も
で
き
ま
い
。

若
し
動
力
濾
の
如
き
設
備
に
依
っ
て
電
氣
振
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
弁
難
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
の
理
論
的
思
考
は
も
は
や

分
析
論
を
超
え
る
辮
謹
法
を
要
求
し
、
實
践
的
に
そ
れ
に
参
幽
す
る
人
問
は
生
命
を
賭
し
死
を
魔
余
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
け

だ
し
生
と
死
、
動
と
艀
と
は
、
飽
く
ま
で
媒
介
的
に
相
即
絹
入
す
る
限
り
隈
別
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
爾
者
を
分
離
し
て
か
ら
同
一
性

　
　
　
　
生
の
存
在
學
か
死
の
辮
謹
法
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鵬
三
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的
に
驕
心
附
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
技
術
が
地
上
自
然
を
荒
醸
せ
し
め
た
忌
違
の
状
態
を
、
存
在
者
に
封
ず
る
存
在
の

優
越
（
い
は
ゆ
る
存
在
論
的
差
別
）
の
忘
却
と
い
ふ
根
源
に
ま
で
潮
超
し
、
そ
れ
を
哲
學
的
思
考
に
激
て
自
饗
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
自

畳
と
画
革
的
貿
践
と
梱
俘
ふ
の
で
な
い
限
り
、
根
源
か
ら
存
在
を
薪
に
し
一
層
適
嘗
に
之
を
具
膿
化
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
で
あ
ら
う
。
そ

も
そ
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
が
震
動
的
構
築
の
典
型
と
し
て
前
夕
せ
ら
れ
る
の
は
雷
藷
で
あ
っ
て
、
科
學
的
思
惟
の
労
析
論
が
抽
象
的
な

る
も
の
と
し
て
二
律
背
反
的
矛
盾
に
導
か
れ
、
そ
れ
の
具
騰
的
な
る
根
源
と
し
て
辮
謹
法
的
な
る
も
の
へ
湖
源
せ
ら
れ
な
が
ら
、
再
び
そ

れ
か
ら
下
っ
て
高
次
の
分
析
論
に
還
元
再
建
せ
ら
れ
て
哲
學
の
本
質
的
思
考
に
達
す
る
そ
の
形
象
は
、
す
な
は
ち
詩
作
言
語
で
あ
る
と
せ

ら
れ
る
。
教
授
に
あ
っ
て
は
こ
の
理
由
に
よ
り
思
考
師
詩
作
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
詩
作
言
語
と
い
へ
ど
も
、
そ
れ
が
柔
軟
な
る
浮

動
的
建
築
に
止
ま
る
以
上
は
、
我
々
が
運
命
の
韓
愛
を
煙
れ
て
そ
の
内
に
安
住
し
得
べ
き
家
屋
で
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
現
在
に
於
け
る
一

々
の
作
詩
行
爲
に
於
て
の
み
、
そ
の
翼
實
が
謹
さ
れ
不
断
に
新
に
せ
ら
れ
る
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
か
く
の
如
く
不
断
に
取

鍛
た
れ
改
築
せ
ら
れ
て
、
常
に
新
に
せ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
孚
面
か
ら
い
っ
て
む
し
ろ
そ
れ
の
捨
離
離
脱
に
於

て
こ
そ
、
絶
…
封
無
の
根
源
へ
の
参
與
が
可
能
と
な
る
と
い
ふ
べ
き
で
は
な
い
か
。
輝
が
不
立
文
字
を
標
榜
す
る
ゆ
ゑ
ん
で
あ
ら
う
。
た
と

ひ
偶
頚
の
詩
句
が
永
遽
の
翼
費
を
象
徴
す
る
も
、
そ
れ
は
主
騰
の
不
断
に
罪
な
る
行
鐙
の
重
積
を
通
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
固
定
せ
ら
れ
た

建
築
の
安
静
に
周
一
性
を
保
持
す
る
が
故
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
若
し
そ
れ
が
な
ん
ら
か
の
安
定
性
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
華
語
の
種
的

客
観
的
傅
統
性
に
基
づ
く
外
な
い
わ
け
で
あ
っ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
ド
イ
ツ
詩
人
の
典
型
と
せ
ら
れ
る
の
も
、

そ
れ
が
た
め
と
思
は
れ
る
。
し
か
し
民
族
異
種
的
傳
統
が
直
ち
に
個
的
象
徴
の
如
く
絶
封
普
遍
性
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な

い
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
種
は
無
を
根
擦
と
す
る
も
の
で
な
く
、
有
た
る
存
在
の
特
殊
化
で
あ
る
以
上
は
、
そ
の
安
定
性
は
輩
に
相

質
的
に
止
ま
る
。
絶
封
性
は
た
だ
無
に
の
み
属
す
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
だ
の
に
、
無
の
死
復
活
の
代
り
に
、
生
の
存
在
者
に
樹

す
る
存
在
の
優
越
と
い
ふ
質
的
差
別
を
置
換
へ
る
の
は
、
あ
た
か
も
微
分
○
灘
禽
⑦
簿
囲
物
の
爆
撃
法
的
遡
源
を
、
有
理
数
の
有
限
差
的
系

列
閏
○
囲
σ
q
③
窪
鍵
U
窪
禽
①
コ
N
窪
に
よ
っ
て
置
換
す
る
に
等
し
い
。
か
く
し
て
微
分
動
源
に
於
け
る
清
滅
血
書
が
、
即
生
起
起
登
の
否
定
的
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緊
張
動
力
と
な
り
復
活
更
生
の
媒
介
契
機
と
な
る
こ
と
は
、
三
飯
は
れ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。
さ
き
に
措
篤
し
た
如
く
、
ブ
ル
ト

マ
ソ
教
授
の
辮
謹
法
的
絡
末
論
の
方
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
教
授
の
徹
底
せ
る
分
析
に
比
し
、
歴
史
の
了
解
に
決
し
て
一
層
適
切
で
は
な
い

か
と
私
の
思
考
せ
ざ
る
能
は
ざ
る
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
が
私
の
非
禮
を
寛
假
し
て
私
の
蒙
を
啓
か
れ
る
な
ら
ば
、
幸
こ

れ
に
過
ぐ
る
も
の
は
な
い
。

　
し
か
し
そ
れ
で
は
、
ブ
ル
ト
マ
ソ
教
授
の
御
末
論
的
辮
謹
法
は
、
私
に
と
っ
て
完
全
に
満
足
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
に
、
必
ず

し
も
さ
う
と
は
い
は
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
異
論
の
主
た
る
も
の
は
次
の
黙
に
あ
る
。
す
な
は
ち
教
授
の
立
場
は
本
篇
紳
學
老
若
繹
の

そ
れ
で
あ
り
、
特
に
ク
リ
ス
ト
教
出
現
の
時
代
を
ば
、
東
西
に
罵
る
知
的
解
放
蓮
動
と
し
て
の
グ
ノ
ー
シ
ス
蓮
動
に
依
っ
て
性
格
附
け
る

宗
教
史
學
の
立
場
を
採
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
ク
リ
ス
ト
教
の
解
繹
に
も
歴
史
的
環
境
と
そ
れ
か
ら
の
生
起
と
が
、
現
在
の
我
々
の
主

艦
的
自
魔
よ
り
も
一
層
重
き
を
な
し
、
教
授
自
身
の
標
膀
せ
ら
れ
る
姦
濫
法
を
裏
切
る
と
い
ふ
矛
盾
が
蔽
は
れ
な
い
と
思
ふ
。
恐
ら
く
ク

リ
ス
ト
数
を
信
ず
る
人
々
に
と
っ
て
教
授
の
薪
約
紳
學
寒
詣
繹
は
物
足
ら
ぬ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
歴
史
主
義
的
終
末
論
の
未
來
可

能
に
偏
し
て
自
ら
の
主
二
丁
蜜
存
に
依
る
現
在
の
信
仰
決
断
的
現
習
性
が
不
足
す
る
た
め
と
思
は
れ
る
。
イ
エ
ス
の
死
復
活
も
、
生
け
る

イ
エ
ス
に
親
試
せ
る
直
弟
子
の
愛
に
媒
介
せ
ら
れ
た
實
存
協
同
の
具
厭
性
な
き
、
抽
象
的
な
る
紳
意
服
從
、
自
己
決
断
の
、
擦
り
所
た
る

権
威
と
し
て
、
イ
エ
ス
の
宣
教
事
蹟
を
專
ら
、
終
末
論
的
歴
史
主
義
の
立
場
か
ら
解
遣
す
る
盤
的
未
來
主
義
の
主
張
に
属
す
る
も
の
と
な

る
。
そ
の
未
來
を
規
定
す
る
紳
意
は
、
無
で
な
く
有
と
し
て
無
媒
介
で
あ
る
か
ら
、
蜜
存
的
自
己
の
本
分
は
た
だ
服
從
一
方
と
な
り
、
自

由
と
責
任
、
罪
責
と
繊
悔
の
主
膿
性
は
十
分
に
登
揮
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
ひ
イ
エ
ス
の
死
復
活
に
封
ず
る
主
騰
の
信
仰
を
重
ん

ず
る
と
い
っ
て
も
、
イ
エ
ス
生
前
の
彼
に
封
ず
る
他
人
の
人
聞
愛
の
媒
介
に
依
る
蜜
題
言
岡
な
く
し
て
は
、
そ
の
信
は
具
徳
話
好
在
性
を

も
つ
こ
と
は
で
き
ぬ
。
た
だ
釜
石
観
念
論
に
止
ま
る
外
な
い
。
若
し
そ
れ
に
實
在
性
を
賦
許
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
再
び
紳
話
に
頼
る
外
に

路
は
無
い
で
あ
ら
う
。
教
授
の
原
始
教
年
並
に
パ
ウ
ロ
、
ヨ
ハ
ネ
解
繹
が
、
そ
れ
自
身
グ
ノ
ー
シ
ス
に
傾
く
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。
か
く
て
そ

の
立
場
は
辮
謹
法
を
貫
徹
す
る
代
に
、
観
念
論
か
或
は
紳
話
的
解
繹
に
顯
落
す
る
と
い
ふ
危
瞼
を
俘
ふ
。

　
　
　
　
生
の
存
在
學
か
死
の
辮
謹
法
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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輝
の
根
本
典
籍
た
る
碧
巌
集
に
指
せ
ら
れ
た
第
五
十
五
躍
、
道
警
漸
源
一
家
躬
慰
の
公
案
が
傳
へ
る
如
き
藁
費
は
、
け
だ
し
こ
の
死
復

活
の
問
題
を
反
省
せ
し
め
る
所
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
死
入
の
果
し
て
死
せ
る
か
、
そ
れ
と
も
な
ほ
生
き
る
か
と
い
ふ
問
は
、
間

者
の
如
何
を
離
れ
て
抽
象
的
に
答
へ
得
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
問
者
の
賞
遇
性
に
相
關
的
に
の
み
定
ま
る
の
で
あ
る
。
そ

の
故
に
こ
そ
、
信
道
吾
も
弟
子
漸
源
を
俘
ひ
一
檀
家
を
弔
…
問
せ
る
際
、
漸
源
の
棺
を
拍
っ
て
、
　
「
こ
れ
生
か
死
か
し
と
問
へ
る
に
凄
し
て
、

「
生
と
も
道
は
じ
、
死
と
も
道
は
じ
」
と
い
っ
て
答
を
拒
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
蹄
途
漸
源
た
ま
り
か
ね
て
、
師
を
打
つ
と
傳
へ
ら
れ
る
。

し
か
る
に
道
吾
逝
き
、
漸
源
同
じ
問
を
兄
弟
子
た
る
石
霜
に
饗
し
て
食
じ
拒
否
的
返
答
を
聴
く
に
及
び
、
漸
源
始
め
て
省
あ
り
、
先
師
の

不
道
不
道
が
弟
子
の
自
魔
悟
得
を
促
す
慈
悲
に
外
な
ら
ざ
り
し
こ
と
を
悟
り
、
彼
自
身
に
於
て
師
道
吾
が
復
活
し
現
に
彼
を
指
導
し
つ
つ

あ
る
こ
と
、
す
な
は
ち
先
師
の
死
し
て
復
活
せ
る
こ
と
を
、
主
艦
と
し
て
の
自
己
に
於
て
信
謹
し
、
師
に
封
ず
る
謝
罪
と
感
恩
と
を
行
動

に
衰
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
公
案
は
そ
れ
を
我
々
に
、
漸
源
に
と
っ
て
の
翼
費
と
し
て
可
能
的
歴
史
的
普
遍
の
立
場
か
ら
一
般
的

に
記
述
し
解
嘉
す
る
の
み
で
な
く
、
現
在
の
我
々
の
主
家
的
現
貸
的
貫
賢
と
し
て
自
ら
實
践
的
に
行
讃
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ

ま
さ
に
歴
史
的
蜜
存
的
と
い
は
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
さ
き
に
私
は
閣
山
慧
玄
の
、
　
「
わ
が
逡
裡
に
生
死
無
し
」
の
語
を
引
い
て
、
そ

の
意
味
が
一
見
さ
う
思
は
れ
る
如
く
、
生
と
死
と
の
観
念
的
無
差
別
岡
一
を
謂
ふ
も
の
で
な
く
、
死
が
生
の
否
定
媒
介
と
し
て
そ
の
緊
張

動
力
と
な
り
、
そ
の
決
噺
箆
悟
に
依
っ
て
生
の
復
活
的
暴
言
を
自
認
せ
し
む
る
論
者
相
入
の
行
謹
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
い
っ
た
が
、

若
し
そ
れ
が
嘗
っ
て
居
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
は
生
死
相
關
の
統
一
を
往
相
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
漸
源
の
省
悟
の

具
膿
的
内
容
を
成
す
べ
き
筈
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
堅
し
道
面
漸
源
一
家
弔
慰
の
則
は
、
そ
の
鴬
遷
面
を
こ
こ
ま
で
具
騰
的
に
徹
底
せ

ず
稀
薄
な
る
こ
と
晃
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
代
り
に
、
前
者
に
書
け
た
る
還
相
藤
を
展
開
し
費
存
協
岡
を
明
に
し
た
も
の
と
し
て
、
爾
々

相
補
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ら
う
。

　
と
こ
ろ
で
ブ
ル
ト
マ
ソ
教
授
の
解
繹
に
底
流
と
な
っ
て
居
る
グ
ノ
ー
シ
ス
的
意
味
の
死
は
、
教
授
自
身
の
蟹
存
協
同
に
於
け
る
費
践
的

自
箆
と
し
て
の
死
復
活
の
行
謹
で
は
な
い
。
か
へ
っ
て
そ
れ
が
、
本
門
教
授
の
排
せ
ら
る
る
紳
話
に
蹄
す
る
傾
向
を
課
す
る
こ
と
や
む
を
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得
な
い
。
そ
れ
は
蔽
ひ
が
た
き
矛
膚
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
か
く
し
て
、
辮
謹
法
を
標
榜
せ
ら
る
る
ブ
ル
ト
マ
ソ
教
授
が
辮
謹
法
を
裏

切
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の
認
め
ら
れ
る
如
き
、
現
在
の
没
落
深
底
に
於
け
る
無
の
愚
輩
を
自
ら
行
謹
せ
ら
れ
ず
、
奪
ら
未
來
可
能
と

し
て
の
紳
意
へ
の
服
從
に
重
き
を
置
か
れ
る
た
め
、
そ
の
主
張
た
る
非
鉱
業
化
を
自
ら
制
限
せ
ら
れ
、
却
て
反
封
に
分
析
論
を
固
執
せ
ら

れ
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
が
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
命
題
の
解
繹
に
於
て
は
っ
き
り
辮
謹
法
を
承
認
使
用
せ
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
こ
そ
血
餅
法

そ
の
も
の
の
一
見
皮
肉
な
る
悪
戯
と
で
も
い
ふ
も
の
で
あ
ら
う
か
。
し
か
し
こ
の
や
う
な
否
定
轄
換
運
動
こ
そ
が
、
辮
三
法
の
精
髄
に
外

な
る
ま
い
。
私
が
爾
教
授
か
ら
多
大
の
啓
登
を
受
け
て
、
そ
れ
に
感
謝
し
つ
つ
、
し
か
も
な
ほ
爾
教
授
に
封
し
完
全
に
は
同
意
し
が
た
き

ゆ
ゑ
ん
も
こ
こ
に
あ
る
。

　
こ
の
不
同
意
不
一
致
の
由
っ
て
売
る
所
を
追
及
す
れ
ば
、
爾
教
授
共
に
蓉
静
的
思
考
の
立
場
に
立
っ
て
、
無
で
な
く
有
の
存
在
論
を
解

輝
學
的
に
貫
徹
せ
ん
と
せ
ら
れ
る
に
封
し
、
私
が
辮
謹
法
的
に
無
を
細
謹
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
に
、
そ
の
因
由
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、

上
來
私
の
分
析
辮
締
す
る
所
に
依
っ
て
ほ
ぼ
明
で
あ
る
と
信
ず
る
。
よ
し
隠
約
の
角
に
辮
謹
法
を
承
認
す
る
も
、
或
は
顯
は
に
之
を
標
穆

す
る
も
、
お
ほ
よ
そ
辮
密
法
に
立
脚
す
る
以
上
は
、
最
後
の
維
封
的
な
る
も
の
を
存
在
と
し
て
無
媒
介
の
有
に
止
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
筈
で
あ
る
。
け
だ
し
辮
誼
法
的
に
は
、
い
か
な
る
意
味
の
存
在
も
、
無
に
依
る
自
己
否
定
の
媒
介
を
濫
ら
な
け
れ
ば
、
本
質
的
に
存
在

と
は
い
は
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
自
己
否
定
の
媒
介
が
直
接
に
存
在
そ
の
も
の
か
ら
登
出
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
自
殺
に
比
す
べ
き
存
在
の
矛
盾
行
爲
に
止
ま
り
、
自
己
否
定
の
媒
介
と
は
な
り
得
な
い
、
從
っ
て
さ
う
い
ふ
こ
と
は
許
さ
れ
ぬ
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
却
て
存
在
に
封
面
し
、
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
媒
介
せ
ら
れ
た
も
の
た
ら
し
む
る
た
め
に
、
そ
れ
か
ら
完
全
に
解
放
せ

ら
れ
た
自
由
の
主
膳
的
思
考
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
爾
者
の
統
一
根
抵
は
、
虚
者
を
超
え
る
と
こ
ろ
の
縄
封
無
即
愛
の
縄
野

媒
介
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
具
騰
的
に
は
死
復
活
の
自
負
た
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
復
活
は
他
人
の
愛
を
涌
τ
て
實
現
せ
ら
れ
る
。

自
己
の
か
く
あ
ら
ん
こ
と
を
生
前
に
希
っ
て
居
た
死
者
の
、
生
者
に
と
っ
て
そ
の
死
後
に
ま
で
不
断
に
薪
に
せ
ら
れ
る
愛
が
、
死
者
に
封

ず
る
生
老
の
愛
を
媒
介
に
し
て
繕
え
ず
は
た
ら
き
、
愛
の
交
互
的
な
る
骨
面
協
同
と
し
て
、
死
復
活
を
行
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
根

　
　
　
　
生
の
存
窃
學
か
死
の
辮
謹
法
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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源
は
存
在
と
思
考
と
を
超
え
る
爾
考
の
辮
謹
法
的
同
一
（
即
非
同
一
）
に
外
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
そ
れ
が
存
在
の
紳
秘
主
義
的
蛮
埋

墓
で
も
な
く
、
さ
り
と
て
思
考
の
理
想
主
義
的
観
念
論
で
も
な
い
ゆ
ゑ
ん
は
、
す
で
に
上
に
指
摘
し
た
所
で
あ
る
。
そ
の
爾
者
を
蓑
裏
門

合
一
せ
し
め
た
絶
無
観
念
論
と
い
ふ
も
、
微
分
的
現
然
の
認
否
に
於
け
る
爾
者
の
動
的
梱
入
媒
介
を
離
れ
て
、
直
接
に
積
分
的
全
面
的
な

る
根
合
統
一
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
紳
秘
主
義
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
絶
封
は
た
だ
死
復
活
の
蟹
蹟
に
依
っ
て
の
み
、
刹

那
的
に
そ
れ
に
漏
れ
そ
れ
と
参
辞
す
る
こ
と
の
で
き
る
絶
封
無
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
数
授
は
前
に
述
べ
た
通
り
死
の
自
由
を
能
力
と

し
て
表
明
せ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
同
晦
に
當
爲
と
し
て
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
け
だ
し
能
力
と
當
爲
と
が
表

裏
相
俘
ふ
こ
と
こ
そ
、
理
想
主
義
観
念
論
の
要
講
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
や
う
な
立
場
に
止
ま
る
間
は
、
盛
者
の
空

箱
的
交
互
循
環
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
た
だ
現
在
の
簑
践
の
み
、
こ
の
悪
衡
環
を
断
ち
切
り
そ
れ
を
突
破
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
こ
の
蜜
謹
の
決
断
行
爲
が
思
考
を
超
え
存
在
を
超
え
て
實
存
を
確
立
す
る
。
死
の
敢
爲
實
蔑
の
み
観
念
論
と
賢
在
論
と
の
爾
方
を

突
破
し
て
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
能
力
や
當
爲
を
超
え
る
観
念
賢
在
論
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
内
容
は
翠

猫
の
自
己
に
罰
し
て
直
接
に
、
絶
野
存
在
と
し
て
の
紳
が
或
は
服
從
を
命
令
し
ふ
或
は
そ
の
蟹
行
を
審
判
し
、
更
に
そ
の
背
反
を
庭
罰
す

る
怒
と
そ
れ
を
赦
宥
す
る
恵
と
が
相
強
し
て
、
終
末
論
を
賢
現
す
る
と
い
ふ
如
き
擬
人
主
義
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
紳
話
に
属

す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
自
盛
に
封
ず
る
象
徴
で
あ
る
外
な
い
。
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
ブ
ル
ト
マ
ソ
教
授
の
解
繹
に
從
へ
ば
、
絡
に
榊
秘

主
義
に
轄
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
グ
ノ
ー
シ
ス
の
（
じ
ご
簿
疑
雲
P
U
霧
¢
岩
ξ
臨
け
魯
2
ヨ
’
ω
．
H
G
。
①
）
、
薩
接
な
る
無
人
冥
合
の
所
産
で
は
な

く
し
て
、
飽
く
ま
で
無
の
象
徴
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
岡
教
授
の
標
榜
せ
ら
れ
る
辮
藩
法
は
、
無
で
な
く
有
な
る
騨

の
、
人
間
に
封
ず
る
蔵
接
交
渉
、
不
断
の
問
答
を
通
じ
て
の
、
啓
示
と
信
仰
と
に
成
立
す
る
が
故
に
、
ど
こ
ま
で
も
無
を
根
祇
と
す
る
自

己
否
定
的
轄
換
媒
介
は
そ
こ
に
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
紳
の
媒
介
と
し
て
そ
の
辮
謹
法
的
象
徴
た
る
べ
き
絶
封
導
師
愛

の
塁
審
協
同
も
影
の
薄
き
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
る
に
こ
の
死
者
生
者
の
交
互
愛
に
於
け
る
協
同
憂
慮
を
通
じ
、
生
者
の
自

力
浄
化
に
依
る
の
で
な
く
、
そ
れ
に
先
だ
ち
死
者
の
清
浄
に
感
奮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
者
も
そ
の
限
り
媒
介
的
に
浮
化
せ
ら
れ
て
、
死



者
生
者
共
に
聖
化
せ
ら
れ
浮
き
蓮
交
に
入
る
と
い
ふ
、
生
死
を
超
ゆ
る
費
存
協
岡
こ
そ
は
、
ク
リ
ス
ト
教
の
古
き
信
望
に
属
し
た
い
は
ゆ

る
「
聖
徒
の
交
は
り
」
を
、
営
営
性
か
ら
洗
浮
め
た
も
の
に
外
な
る
ま
い
。
ま
た
初
期
の
ク
リ
ス
ト
営
繕
か
ら
カ
ン
ト
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

に
ま
で
傳
へ
ら
れ
た
「
ク
リ
ス
ト
の
ま
ね
び
〕
の
思
想
も
、
さ
き
に
述
べ
た
藤
の
師
弟
傳
承
の
寳
存
生
叩
上
宗
教
職
工
に
根
羽
附
け
ら
れ

る
も
の
と
思
ふ
。
何
れ
も
生
死
を
超
ゆ
る
、
死
恥
の
存
在
の
生
者
に
於
け
る
復
活
の
自
署
に
お
い
て
成
立
す
る
感
慮
道
交
と
し
て
、
そ
れ

ら
信
望
の
翼
賢
は
、
輩
な
る
存
在
で
も
な
く
思
考
で
も
な
い
、
絶
封
無
郎
愛
の
立
場
に
於
け
る
死
復
活
の
蜜
蹉
、
に
依
っ
て
鐙
骨
せ
ら
れ

る
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
之
を
災
い
て
は
、
観
念
論
を
突
破
す
る
こ
と
も
、
紳
話
を
携
ひ
除
く
こ
と
も
、
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
そ
れ
は
結
局
、
存
在
を
絶
封
と
し
紳
を
永
遽
存
在
と
す
る
西
欧
的
思
考
の
権
を
破
る
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の
存

在
論
も
、
ブ
ル
ト
マ
ソ
教
授
の
終
末
論
も
、
所
謂
無
で
な
く
有
の
立
場
に
立
脚
す
る
以
上
は
、
こ
こ
に
決
す
る
こ
と
不
可
能
な
の
で
は
な

い
か
。
私
が
そ
れ
ら
を
東
亜
思
想
の
無
の
立
場
に
醗
さ
う
と
欲
す
る
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。

　
　
　
　
一
九
五
八
隼
九
月
穴
田
棚
潤
簸
甲
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附
認
。
堕
輪
こ
に
初
め
て
発
表
さ
れ
た
田
辺
先
生
の
御
遺
稿
の
一
つ
は
、
そ
の
成
立
に
関
し
て
、
多
少
の
説
明
を
要
す
る
か
之
思
わ
れ
る
。
先
生
の
鍛

晩
年
の
思
索
は
そ
れ
自
身
に
依
っ
て
「
死
の
哲
学
」
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
い
う
標
題
を
負
っ
た
著
作
が
企
図
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
論
文
も
、

既
に
発
褒
さ
れ
た
「
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
」
（
昭
諏
三
十
三
年
）
と
「
マ
ラ
ル
メ
覚
書
」
（
昭
和
三
十
穴
年
）
と
と
も
に
、
先
生
の
そ
う
い
う
思
索
暖
域
か

ら
生
じ
た
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。

　
先
生
が
こ
の
論
文
を
執
筆
さ
れ
る
に
至
っ
た
直
接
の
機
縁
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
古
稀
記
念
論
文
集
へ
の
御
寄
稿
と
い
う
こ
と
に
存
し
て
い
た
。
そ
の

論
文
集
の
出
版
者
ギ
ュ
ン
タ
…
・
ネ
ス
ケ
氏
は
先
生
の
御
寄
稿
を
御
願
い
し
て
そ
の
御
承
諾
を
得
た
。
晴
が
ま
し
い
処
へ
鼠
る
の
を
好
ま
れ
な
か
っ
た

先
生
が
こ
の
よ
う
な
依
額
を
御
承
諾
に
な
っ
た
こ
と
の
内
に
は
、
古
き
友
人
へ
の
親
愛
の
気
持
、
そ
の
前
年
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
創
立
五
百
年
祭
莫
際

し
て
先
生
に
贈
ら
れ
た
名
誉
学
位
に
対
す
る
答
礼
の
意
味
の
他
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
を
も
な
お
未
徹
底
と
し
て
そ
れ
と
対
決
さ
れ
ん
と
し
た
先

生
の
並
々
な
ら
ぬ
決
意
が
含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
論
文
は
、
最
初
全
訳
さ
れ
る
筈
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
に
判
明
し
た
寄
稿
論
文
一
筆
の
紙
数
制
限
の
た
め
約
半
分
が
割
愛
さ
れ
、
　
ハ
ル
ト
ム

　
　
　
生
の
存
在
學
か
死
の
辮
鐙
法
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
興
九
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哲
学
研
究
　
第
四
薫
八
十
三
暑

五
〇

ー
ト
・
ブ
フ
ナ
ー
言
と
筆
者
と
に
依
っ
て
独
訳
さ
れ
、
先
生
の
御
検
討
を
経
て
、
　
「
死
の
弁
証
法
」
と
い
う
標
懸
の
下
に
右
上
文
集
に
収
載
さ
れ
た

（
寓
錠
鉱
口
識
①
冠
①
σ
q
α
Q
鍵
N
彊
ヨ
刈
O
・
○
①
ぴ
霞
馨
効
α
q
｝
ω
．
Φ
。
。
i
ω
・
冨
ω
お
紹
）
。
謙
訳
の
古
画
れ
の
部
分
を
割
愛
す
る
か
が
困
難
な
閥
題
と
な
っ
た
が
、

先
生
及
び
蕩
谷
先
生
と
の
御
相
談
の
結
果
、
大
体
に
曾
て
先
生
御
自
身
の
思
想
が
語
ら
れ
て
い
る
箇
処
は
す
べ
て
糠
訳
さ
れ
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
及
び
ブ

ル
ト
マ
ソ
と
の
対
決
の
箇
処
は
省
略
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
標
題
も
「
生
の
存
在
論
か
死
の
弁
証
法
か
」
か
ら
「
死
の
弁
証
法
」
に
変

更
さ
れ
た
。

　
こ
こ
に
印
鋼
さ
れ
た
本
文
は
、
先
生
か
ら
筆
者
が
頂
戴
し
た
手
稿
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の
手
稿
に
は
先
生
御
記
身
の
手
で
「
第
三
稿
し
と
蓑
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
先
生
が
簿
記
の
便
宜
を
御
考
慮
下
さ
れ
、
御
自
身
で
清
書
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
又
訳
し
難
い
語
に
は
先
生
が
ド
イ
ツ
語
を
附

記
し
て
下
さ
っ
て
い
る
。
本
文
申
〔
　
〕
で
括
ら
れ
た
籔
処
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
先
生
は
こ
の
論
文
の
中
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
ブ
ル
ト
マ
ソ
と
へ
の
対
決
を
通
じ
て
「
死
の
哲
学
」
の
展
開
を
試
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
意
味

は
、
先
生
が
御
逝
去
に
な
っ
た
今
、
益
々
明
瞭
に
な
り
益
々
意
味
深
い
も
の
に
な
っ
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
生
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
ブ
ル
ト
マ

ソ
も
薫
る
一
つ
の
岡
じ
事
柄
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
そ
の
事
柄
は
、
人
聞
が
有
る
と
い
う
こ
と
が
直
ち
に
そ
れ
で
あ
る
如
き
「
問
」
で
あ
る
。
そ
の
問

へ
の
「
答
」
を
ブ
ル
ト
マ
ソ
は
神
の
雷
へ
の
聴
従
す
な
わ
ち
ク
リ
ス
ト
教
「
信
仰
」
に
求
め
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
儒
仰
と
い
う
道
を
拒
否
し
て
、
閤

を
何
処
ま
で
も
間
と
し
て
持
ち
堪
え
る
「
思
惟
」
の
道
へ
決
断
し
た
。
ク
リ
ス
ト
教
儒
仰
と
哲
学
的
思
惟
、
神
の
雷
と
肩
の
密
旨
、
答
と
問
。
そ
こ
に

は
微
纈
な
筋
道
が
平
行
線
と
し
て
走
っ
て
い
る
が
、
凝
れ
の
一
方
も
、
他
方
の
底
を
突
き
破
っ
て
出
て
来
た
立
場
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
田
辺
先

生
の
「
死
・
復
活
」
も
し
く
は
「
無
即
愛
」
の
哲
学
は
、
問
じ
深
さ
の
問
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
　
「
神
の
書
へ
の
信
仰
」
と
「
有
の
真
性
へ
の
問
」
と
の

両
方
へ
の
対
決
を
通
じ
て
大
乗
仏
教
の
「
菩
薩
道
」
の
自
覚
に
究
極
の
落
磐
を
置
く
立
場
で
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
「
絶
対
無
の
行
的
惣
覚
」

と
い
う
立
場
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
神
の
書
」
（
O
o
綜
。
ω
≦
o
属
）
も
「
有
の
密
旨
」
（
O
③
》
①
ぎ
鉱
の
儀
⑩
ω
ω
醸
霧
）
も
「
絶
対
無
」
（
法
身
）
の
仮
現

と
し
て
霞
覚
さ
れ
得
る
如
き
立
場
で
あ
る
と
、
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
今
更
の
如
く
先
生
の
洞
察
の
年
歯
と
的
確
と
に
畏
敬
と
驚
嘆
と
を
禁
じ
得
な
い
。

　
一
年
有
余
の
身
動
き
な
ら
ぬ
御
病
床
。
そ
こ
で
も
先
生
は
訪
れ
て
来
る
者
に
倦
む
こ
と
な
き
哲
学
的
御
教
示
を
与
え
て
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ

う
い
う
生
に
も
非
ず
死
に
も
葬
ざ
る
処
に
臥
さ
れ
て
先
生
は
一
体
何
を
思
索
し
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
白
狼
河
北
音
三
絶

　
　
　
丹
閥
側
城
｛
潮
音
謝
伐
長
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sehr　dia支ektisとh．Siむh　I）6宙egt．　Desweg．面．慮u6忌．．．das．fblg面δe　R6fetat．．3ich　in

einer　freieR　Weise．． ﾁ士． ¢H飼a3．　W6曲di¢h61b．6忌とh晦k6ぬ1．

Der　Tit・1　zeig亡．・⑳．．．　gi飛“二四曜ρ嘆rτ1’、県号・、．d・h・・三n・Sache　de「

Entscheidung　im　W6seh．　der　PhiloS6phi6．　Ml乏．d6r　Be261chnung　der“Lebe且s－

ontologie”　meint　der　Verfasser．　ni¢ht　eiロe　O巖tologie　vom．　Leben　oder

Leもewesenl．．．sondern．er　ve’狽U．掩h七．．．da撚壷6r；．．　d三6．Grundstellung　der　abendl琶n－

discheh　Metaphysik　S6it．． `fistb艶1eも．．tib・6i：．「亘b窪61　uhd．．　Niet乞sche　bi忌H：eidegger，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　のobwohl　er　erkennt，　dass　im　Gedankengang　des　Letzten　ais　dem　Ubergang

von　der　Metaphysik　deti’．T6d　a1＄：die‘．ra亡sser＄te　Mδgli6hkeit”der　menschlichen

Exi・磁eine　e・t・ch・id・nd・R・11・・Pleit・E・v…u・ht・u・eig・n・dass　di・

metaphysische　Grundstellung　des　abend1互ndischen，　bisherigen　De捻kens，　in　der

die‘‘Ontologie”m691i6h．　und．h6twendig．～vir嬬a血1etzt面Ort　in　das‘‘Leben”

und　d．　h。　in・den・Willen　zum　Leben　gestellt　ist，　und　auch　dass　d三ese　Gru王1d－

stelluhg　der　‘Lebensontologie”gerade　durch　ihre　eigene　Entwicldung，　wie

z．B；．　in．　d6r．　Gestalt　der　m6demen　Wissenschaft　und　Technik，　he’ute　i照

“Atomzeita至ter”．iin．　di6　Gefahr　der　totalen　Vem量chtung．des．．Mensch6nw毎sens

geraten　ist．　Das‘‘Atomzeitalter”，　das　die‘‘Lebensonto16g董e”heraufbeschworen

hat，　ist，　wie．　der　Verfasser　erblick£，　ln　seinern　Wesen　die“Zeit　des　Todes”．

Hierin　steckt．　siCher・　eine　Dialektik，　die　lautet：Wer　lebe且wi11，　der　stirbt，

und．wer．wi士klich　s宅irbtダ．der．lebt．．Wenn　es　der．Philosophie　zur　Aufgabe

gestellt　wird，　einen　Weg．der：Rettung　in　und　aus　der　Gefahr　zu．zeigen，

so．kan簸d三e　Philosophie　nicht　mehr　in　der　Grun（玉stellung　der　r‘Lebens－

ontologie？．．．　bleiben・．．　Sie　Inuss　dah王n亡er　kom磁en．．und　s三ch　vermittels£der

da士in　schon．durchherrschenden　pialekt量k　b量s　zur．‘‘Todesdialektik，’verwan－

deln．．．1assen．　K：urz，　die　Not　der‘‘Zeit　des　Todes”verlangt　von　der　Phlloso－

phie　eine　WenduRg　zur“Todesdialektik”．

Was　heisst　denn　die“Todesdialektik’？Sie　laute宅nach　ihrem　einfachs亀e職

F◎rmel．‘‘Sterben帥a．　Aufersteheバ．　Ihr　Grundstandorち．der‘‘den　Umschlag

vQ滋　Sterben　zum　Auferstehen”　6rm6glicht　und　verwirklicht，　ist　das

｛‘A正）solut合．Nichts　qua　Liebe”．　Um　diese　Grundgedanken　des　Verfassers　z藁

etlittite・ti，　m6chte圭ch　h呈er　kurz　den　ein・igen　Ke・亘punk£seまner　Kritik　a・・

Heidegger　erδrtern．　王n’．‘‘Sein　und　Ze圭t”，．dessen　Standort　b圭s　jetzt　im

Wesentlichen　erhalten　bleiもt，　iegt　Heidegger　die‘‘eigentliche　Existenz”von

－？“t



der‘‘Freiheit　zum　Tode”aus．　D呈e‘‘Freihe三t　zum　Tode”besteh£darin，　dass

das　menschllche　Dasei血．　in　dα“vorla痕f6nden翫乞schlosseRh6it”zum　Tode

d，h．　zum　Nichts　seiner　selbst“es．　selbst　sein”w呈ll，　Dieser“Wllle”，　der

im　S・genannten“U血Willen　S6in6f’．．｛1iegt，　lttSSt．．daS．　NiCh重S　SeiR6r　Se王bSt，

dほ．den．；‘（T6d　und　das‘‘Selbst－sein”．．voneinander　sich　tinterscheiden　und

2u91eich　s三ch　zusammengehdr6n．．．．Wegen　dieses　auf　Grund　des“Wiilens”

b巳s’tehenden　Verh農1tnisses　von　beiden　muss　bei　正｛eidegger．．das　Nichts

seiner　selbst，　d．　h．　der“Tod”immer　die　Mδgl三chkeit　u燕d　zwar．．die　der

Unm6glichkeit　der　eigensten　Existenz　bleiben，　vor　der　das　eigent王iche
‘‘

relbst・seiゴ’ermδg玉icht　wird．1n　diese撫transzendentalen‘‘W三11eゴ’，　der三m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　“Umwi1王en　seiner”lieg亡，　erblickt　Tanabe．　ein．　Uberble三bsel　der　Grundste1－

hng．．．deピ‘Leb6nsontologle”．．Deshalb．de漁kt　er，　dass　das　Denken　Heideggers

trot乞．　seinem∵…‘：‘Sein．．・．zu煎．Tod♂oder．v三elm’ ?ｈｒ　gerade：des≒vegen　noch　i血

‘‘k合beゴ’gegr銭ndet　ist氾be亘falls阻uss　beゴHeideg窪6r：der．．Tod　iR．．　de士．‘‘Freiheit

乞u血．，TodeP／’die、．ζ‘註usserste　M6glichkeit”bleiben，　gegen　diもvor：aliem．sich

di6　Kr三tik　TaAabes　gewendet　hat．．Durch　diese　Kritik　und　d．　h．　hier　durch

eine　dialektische　Auseinander重egung　des　obengenannten　Verh装1tRisseS　vo血

‘‘michts．　seiner　selbst”．und‘‘Selbst－sein”l　desseエユZusammengeh6r三gkeit　wi6

ttberhaupt　das●‘Zusammengehδren　vom　Nichts　und　Se三n”，　im．‘‘Sein　und

Zeit’「．．durch．den　‘‘wille就1icheゴ’・．　Charakter　der　‘‘Sorge”　verdeckt　bleibtl

versucht　Tahabe，．das．　Prbblem　des；．．：．Tddes．fblgendemlassen．hoch　radikaler

加mGewahrnis　zu　bringen：：

　　Der　Tod　ist一期r　Tanabes‘‘Todesdialektik”一die　hδchs士e．Wirklichlgeit，　d．

h∴．im．h6chsten　Wirke難曲d　Handeln　des　Menschen。　Das　besagt，　dass　det

Tcd・・st　in　und・1・d・・“・i・h・pf・md・，　w1・kli・he　Ha曲｝n”・ein・W・h・heit

zum　Ge’eqahrni曲ringt．．Die　Wahrheit　des　Todes　besteht　lm“Sterben　qua

Auferstehe簸”，　wobei　das．“qua”eine　dialektische，　durch　das　jeweilまge　sich

opfemde：Handeln　verwirkl三chte恥heit　vom“Nichts　se量ner　selbst”und

Selbst－seiバ．　und　zugleich　deren　Gew誌m玉s　besagt．　Deswegen　ist　das

l‘Steゆen　qu4　Auferstehen”die　wahre．£xlstenz　des　m鰹chlichen　Wesens，

41s　deren　reinste，　dichter量＄c｝ユe　Formulierung．．er．die　fo玉genden　「▽Vorte　von

einem　lapanischen　Zen・Meister　namens　Bunan　angef廿hrt　hat：“Erst　dann，

wenn　einer三nmitten　des　Lebens　zu　e三nem　Toten　geworde取ist，　ja　sogar
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diesen．．Tote轟s曾lbst．・葦3t、＄．t鱗b．en．lassen，　ist／all臼s，．．．　was・．er．tut　Wie．　er．．wユll，

sch／1母chthin　gu㌻！．ll．A．ISq・bedeq．tet・・der．‘．‘．Tod’》hieg　de豆．．‘‘grossep　T’od’∵d・．｝｝ゼflde鵜

Lφ甲、．登司4．Tqd．．a’b年us‡erben”，　und．．so　ig　sich．‘‘A翠ferst¢heゴ’，　Der「‘TQ（避in

“ie＄¢卑Sゆe．．　ist、．．in：：1　s．i・h　d1e．“T・desdsalekt三k”，．．

．Wo血：．1i：eg‡．　der．Grund　der…・inneren・1．M6glichkeit．．　der：“Todεsd重alektik》？

Was　ii　lertn’　6g－licht　imdl．・verwirldicht　den　handelnden／．，／Umschlag　des　“Sterben

q疑aAufersteheバ2；．‘‘Nichts”，　aber．　das…；：．．‘IAbso正uts．Nichts　／／　／　qua　Liebe”．　F豊r

den　Verfa．sser　wie　auch・，seinen．　grossen　．Vor’gaHnger’Prof・．　K．　Nishida　（t・1945）

bed¢翼tet　das　Abso1窺te．、1m　U堪¢r＄dh量ed，、．zu　Hegel、．lund．．．de斑．gan乞enl：deμtschen

Idealismus　immer・　das．／，“Absolute　・Nicht’s”‘／’　Dar／aus　’kommt　・der　・WeseAsun“

terschied　vo．n　der．／‘fTodesdialektikl｛・／／・und　de’r／．f‘Dialektik　des．Lebens”，・　tnit

welcher．　letzten．，die．　Hegelsche・・Dialektik’　gemeint．ist．　Das　‘｛A”bsolute　Nichts”

ltisst．　gemass　seinem　IVesen　（Negation　der　Negation）　sich　selbst　zu・／　Nichts

wetdenL’　Dieses’“sich－zu－i7XTichts－we．rden－Lassen’1　ist，　・pbsitiv　gesagt，．　die　‘｛Liebe”

als・“Selbs・tnegation　des．＋A．xbsoluten．　Nichtsl’．．　Ganz　grob・gesagt；，das．・　i‘Nichts”

i＄t．；das．：Wesen．desl．‘≦Abso．luteバ．　und，・．．　sein．．1…Wirken、．．die．1‘Liebe’㌃．DasS　da’s

i‘Absolute．…N．　ichtsi’　durch／　．　se．ine，／1，Se1・bstnegation．als，　die・　．／‘．f・Liebe！’／　wirkt’，　・das

三st　der．．．e．lnzig：、．狽6gl三che．．．Gτund．．．　daf養ち．．dass／：das‘「Sterbe葺．lqua．Aufersteh6バ

in．und．als　die　wahr／e　Existenz’・des　mensch！ichep，．，．zeitlichert／’NVesens．verWirk－

licht／wird，・．．　Aber・　auch’　dieses　Verhal’t’nis　’vr．on　．．dem　“Abs61uien・．／．1±Nlichts？

und．．：der．．、．“wahren．　Exi6te脇ll、．．des　menschlichen．Wesens．　ls乞．　kei舵einseitige

Beziehung　vom　Grund　tmd　GegrUndeten，　sondern　．das　ist　auch　・／eine・　dialek－

tische・，　i　．　e．rmittl’ung．　．　Das　ga．　nze’Verhaltnis，　wird　vielmehr　erst・in　der・wahren

E￥istep，z．　d．h．　durch　e；，．＃　wirklich．．　yol130genes　“Sterben・．’q’ua　・Auferstehen7’

b．eze．ggt．unct．　，．　b，ewahrheitet．．　．．　，

　　Da・　die．・／f・f・wahre　Existenzl・1・i／，des　MeRschlichen，NTgesens　als．ffSterben’　qua

Auferst6henlぞ1．　n圭cht　f豊r：Sich　a｝leih・geschehe血．　kann，＄o琵d合凱．．且．叡r　d澄ch．．die

dialektische・　Verm．ittl／ung，lmit　dem’　“Absoluten　Nickts　・qu’a　Liebe？’i・so　’entfaitet

sich　．　die　・‘．fvv’ahre’　Existenz”　mit／　freier・　Notwen・digkeit　zut　・　“Geiv．einscEaft

der　Exiきtenz’！i：von　Mensとhen・zuei飴鷺．der，．　wel¢he． fe鶯e量獄s．chaf亡d¢r　Veぜa＄謝

拠i之．der．‘‘commu益ま。　s謡ctor臓｝”∫．サergleicht．　Mitδ童ese磁　．Gedanke皇．．　d6r

verinittelSt des／　“k　bseluten・’　Nichts　qua”’　Liebe’？　ges6hehenden　“Ge1neinSchaft

der　Exi’唐狽?：nz’7・，versuc；’？t　cler　Verfasser，　den　Einseitigkeiten　des　Kommunismtts
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wie　auch　des　Existeni　zialismus　zu・’．’．begegnelh，　um　sie　auf　den　rechten　XVeg

箔u　br三一ngen．

　　Ganz　grob　un．　d　kurz　zusammengefasst，　das　“Pesengefgge　der　“Todesdia一

｝負kllド．噂⑳nδe「dl脚s中rn！．．，hrap岬e・．￥騨ゆ9．vgn．4e「oben一

叢・ゆP・⑩・d…・．．．h・．　drr．；．ii＄，・噸．騨み吻・脚”・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d．．es　．“A．　b．　so？uten

Nψ・卿μφr”哩．尋・r．．，rl嘆卑：：晦φ3細鉢琢晦・”・

V・頭ゆ．．9r・噂・ゆτ㌻：…坤騨…r・・h㌻．．．d・r．　Verf…e副・1・

ρ醐r甲・噸．q・β．．己．中＄y酵岬：・；・is…：・．Y・．・　d・・“E噂・it・nd．．

‘？hi1・・嘩．璽IWI：s・甲・岬’・…．．YgガD3晦．・・d　S・in”・

und　A．．．usdrpcki’，　y．　p．　m．　l　fB“．　ddhlsmus　・pad．　．　Chrlst．entum”，　・von

g．p．g！　，AnalytUs’1，，／．．z，ur，．grundsittzlSchep・，’？rob！emstellung　zu　bringen．．

pa．　t．nhang　mit　・．el．per・．solchen　’．Problemstellung・．，kommen　seine

forin．．u．．lierten・　’Einsiehten，，　in，・”・’die　’　wichtigen　Gedankeh　”von

Denkern；一’Twie　’　Parmenides，　i　Platorii，”　Schellirig，・”Kierkegaard，　’Btiltmatin

seits　und　Heral〈］it，　Aristoteles，　Hegel，　Nietzsche，　ei．；eidegger

・姻・rr・h・…Da・aaf・　ei…U琴嘔is・．画ゆ婚幽：弊’ゆ轡．　V’／・・t…

・us「 пE・Aわh莓ｦ・・君⑱；伽．．G・．i・t　．u・・r…hφ・hv・融解・．嘩d・・

》611磁・．・b・・ゆ・r．． Il蜘手脚s．獅・drζ・脚・．．⑳・h・・i⑩傘串号・．R晦a・

sch｝iessen　：

，lfl，gL　s．glcl？qr　，　si．g．！i　．，wlederhql．enclLen，．，aufsteigen〈len，　Bewegtheit　・besteht　dlie

Existenz　des　endlichen　inen＄chiichen　Vgesenss．　das　lebend　stirbt　tind　Sterbend

Zebt．　Ste　bl．　eibt　aber　keineswegs．ein　bloss　identischer　Kreislauf　’des　Leereit．

Durch，　ihr　＜＜Sterben・qua　Auferstehe’n＞？t　wird　die”tiaen＄chUche　’EXistenz　n’ieht

・面～．d・r．＄晦chl合・Ri・瞬曲物・lg・．　6醐．叫．；噸ll≒蘭

・・1・9磯6・ゆ：名・g1・融d・・吻9…三毛寧hR晦9：r・噛1・．曝：r曜

d・⑳；． ｦll師6摩・．儲物r！ゆ．．雌・hd・・．晦岬rゆt・9・・王・

加・G・in・1・・s噸蜘．叢論rゆ璽晦㌻噸叩岬・r・与1ゆW響玲・
尋r・．㍗鱒唾r＝．、鱒a．臨写辞：岬・、段畑．恥1騨・il蜘・・Hi・・至・．i圭・琴働・・

中r勾晦叫的ゆ4．茸螂．．d孟爾：＄噸・麺…，．晦．　w・1…di・S・王igk・i・

⑱Li鴫．晦ゆ．；恥年・1取・r．」・f謎・β三φ・n・三・・u　g・ni・ssen　v・・m・g”・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ge＄chr三eben　i憩．Okt．1962　v・n　K　Tstfji撫ra）
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