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批
覇
は
「
す
べ
て
の
対
象
一
般
を
フ
ェ
ノ
メ
ナ
と
ヌ
ー
メ
ナ
と
に
」
区
甥
す
る
（
㌧
r
b
り
ω
㎝
馳
ゆ
N
⑩
幽
）
。
後
者
は
消
極
的
意
味
に
於
け
る

ヌ
ー
メ
ナ
と
積
極
的
意
味
に
於
け
る
ヌ
ー
メ
ナ
と
に
区
別
さ
れ
る
。
感
性
に
関
係
づ
け
ら
れ
ざ
る
純
粋
悟
性
一
般
の
内
で
表
象
さ
れ
は
す

る
が
併
し
認
識
さ
れ
ず
更
に
又
認
識
．
可
能
で
は
な
い
も
の
、
そ
れ
は
X
と
看
倣
さ
れ
、
そ
の
X
は
、
現
象
す
る
対
象
の
根
底
に
存
す
る
も

の
と
し
て
、
思
惟
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
積
極
的
意
味
に
於
け
る
ヌ
ー
メ
ナ
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
蝋
引
性
的
対
象
自
体
を
意
味
す
る
が
、

例
へ
ば
神
、
そ
れ
は
吾
々
の
理
論
的
認
識
に
は
ど
こ
ま
で
も
閉
ぢ
ら
れ
て
る
る
、
何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
こ
の
対
象
が
直
接
的
に

そ
れ
自
体
に
於
て
現
在
し
得
る
如
き
非
感
性
的
直
観
、
さ
う
い
ふ
直
観
は
吾
々
の
手
中
に
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
「
批
判
」
に
依
っ
て
、
定
立
と
し
て
の
有
の
規
定
が
放
棄
さ
れ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
況
ん
や
一
般
に
有
と
い
ふ
概
念
が
放
棄
さ
れ
る

の
で
も
な
い
。
従
っ
て
、
　
ひ
と
の
言
ふ
や
う
に
、
　
カ
ン
ト
哲
学
に
依
っ
て
有
の
概
念
は
「
片
附
け
」
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
考
へ
る
見
解

は
、
新
カ
ン
ト
主
義
の
今
臼
で
も
な
ほ
跡
を
絶
た
な
い
誤
謬
で
あ
る
。
古
来
有
を
統
べ
て
き
た
そ
の
意
味
（
す
な
は
ち
、
立
て
続
け
の
現

前
性
、
と
い
ふ
こ
と
）
は
、
有
を
経
験
の
対
象
の
対
象
性
と
し
て
顕
は
に
す
る
カ
ン
ト
の
批
判
的
解
釈
の
内
に
重
て
、
依
然
と
し
て
保
持

さ
れ
て
み
る
の
み
な
ら
ず
、
哲
学
の
歴
史
に
於
て
そ
の
他
の
と
こ
ろ
で
は
支
配
的
な
る
有
の
解
釈
す
な
は
ち
有
を
実
体
の
実
体
性
と
し
て

　
　
　
　
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
（
承
前
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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二

解
す
る
解
釈
、
ま
さ
し
く
さ
う
い
ふ
解
釈
に
依
っ
て
有
の
意
味
が
覆
蔽
さ
れ
る
と
と
も
に
加
之
変
装
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
　
「
対
象
性
」

と
い
ふ
小
規
定
を
通
し
て
有
の
意
味
は
或
る
一
つ
の
卓
抜
な
る
形
態
を
取
っ
て
再
び
苦
慮
に
現
れ
て
来
さ
へ
も
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
併

し
乍
ら
そ
の
際
、
カ
ン
ト
は
「
実
体
的
な
る
も
の
」
の
意
味
を
徹
頭
徹
尾
、
対
象
性
と
し
て
の
有
と
い
ふ
批
覇
的
解
釈
の
意
味
に
於
て
規

定
し
て
を
り
、
す
な
は
ち
実
体
的
な
る
も
の
が
意
味
す
る
の
は
次
の
如
き
概
念
に
他
な
ら
な
い
、
そ
の
概
念
と
は

　
　
「
対
象
に
曾
て
一
切
の
述
語
な
し
に
た
だ
超
越
論
的
主
語
だ
け
が
思
惟
さ
れ
る
場
合
、
そ
こ
に
存
立
す
る
対
象
一
般
と
い
ふ
概
念
」

　
（
》
駆
竃
”
じ
ご
濠
H
）
で
あ
る
。

　
こ
の
箇
処
に
於
て
次
の
如
き
指
示
が
許
さ
れ
た
い
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
　
「
対
i
象
」
と
か
「
客
一
体
」
と
い
ふ
語
を
、
そ
の
語
の
内

に
隔
て
は
思
惟
す
る
我
－
主
体
へ
の
関
は
り
合
ひ
が
鳴
り
初
め
て
を
り
而
も
そ
の
関
は
り
合
ひ
か
ら
定
立
と
し
て
の
有
が
そ
の
意
味
を
受

取
っ
て
み
る
限
り
、
そ
れ
ら
の
語
を
カ
ン
ト
の
言
葉
の
内
に
於
て
も
文
字
通
り
に
理
解
す
る
こ
と
を
、
吾
々
は
為
し
て
然
る
べ
き
で
あ
る
、

と
い
ふ
指
示
で
あ
る
。

　
定
立
の
本
質
が
、
感
性
的
触
発
へ
関
係
づ
け
ら
れ
た
る
超
越
論
的
統
覚
か
ら
、
客
体
的
命
題
と
し
て
す
な
は
ち
客
体
的
判
断
命
題
と
し

て
、
規
定
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
於
て
思
惟
の
「
最
高
点
」
も
亦
、
す
な
は
ち
悟
性
そ
れ
自
身
く
を
可
能
に
す
る
と
い
ふ
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

味
で
V
の
可
能
性
も
亦
、
そ
れ
自
身
を
一
切
の
可
能
的
な
る
諸
命
題
の
根
拠
と
し
て
、
従
っ
て
根
本
命
題
そ
の
も
の
と
し
て
、
証
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
や
う
に
し
て
亦
第
十
七
節
の
表
題
（
¢
ご
H
G
。
①
）
も
次
の
如
く
雪
は
れ
る
の
で
あ
る
、
す
な
は
ち

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
モ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
一
「
統
覚
の
綜
合
的
統
一
の
根
本
命
題
が
一
切
の
悟
性
使
用
の
最
高
原
理
で
あ
る
」
と
。

　
従
っ
て
、
有
る
適
の
の
思
す
な
は
ち
経
験
の
対
象
の
対
象
性
を
顕
は
に
す
る
そ
の
体
系
的
解
釈
は
、
た
だ
諸
々
の
根
本
命
題
〈
す
な
は

ち
諸
原
則
〉
と
い
ふ
形
に
起
て
の
み
行
は
れ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
事
態
の
内
に
次
の
こ
と
の
根
拠
が
置
か
れ
て
み
る
の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
と
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
と
を
経
由
す
る
道
の
上
で
ヘ
ー
ゲ
ル
に
依
っ
て
「
論
理
学
」
が
弁
証
法
に
な
る
と
い
ふ
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
場
合
弁
証
法
と
は
諸
々
の
根
本
命
題
が
そ
れ
自
身
の
内
に
円
を
描
い
て
回
旋
す
る
馨
る
一
つ
の
運
動
で
あ
り
、
そ
の
運
動



　
　
そ
れ
自
身
が
有
の
絶
対
性
で
あ
る
。
純
粋
悟
性
に
属
す
る
「
一
切
の
綜
合
的
根
本
諸
命
題
の
体
系
的
表
象
」
を
カ
ン
ト
は
以
下
の
命
題
に

　
　
依
っ
て
導
入
す
る
（
》
顧
。
。
＼
α
P
ゆ
裕
ミ
¢
G
。
）
、
す
な
は
ち

　
　
　
　
「
抑
々
何
処
か
に
根
本
諸
命
題
が
成
り
立
つ
と
い
ふ
こ
と
、
そ
の
こ
と
は
全
く
純
粋
悟
性
〈
の
所
為
〉
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

　
　
　
純
粋
悟
性
は
、
生
起
す
る
も
の
に
関
し
て
諸
規
則
の
能
力
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
自
身
が
根
本
諸
命
題
の
源
泉
で
あ
り
、
そ
の
源

　
　
　
泉
に
従
ふ
こ
と
に
依
っ
て
（
吾
々
に
た
だ
対
象
と
し
て
現
れ
て
来
る
こ
と
の
畠
来
る
も
の
の
）
一
切
は
必
然
的
に
諸
規
鍵
の
下
に
立
つ

　
　
　
の
で
あ
る
、
何
故
な
ら
ば
、
か
か
る
諸
規
則
な
し
に
は
、
諸
現
象
に
対
応
す
る
或
る
一
つ
の
対
象
の
認
識
が
そ
れ
ら
諸
現
象
に
属
し
て

　
　
　
来
る
こ
と
は
決
し
て
出
来
な
い
で
あ
ら
う
、
か
ら
で
あ
る
。
」

　
　
　
有
の
諸
書
相
性
を
殊
更
に
「
解
明
」
す
る
彼
の
根
本
諸
命
題
は
、
カ
ン
ト
に
従
へ
ば
、
　
「
経
験
的
思
惟
一
般
の
諸
要
請
」
と
称
さ
れ
て

　
　
み
る
。
カ
ン
ト
は
明
ら
さ
ま
に
次
の
如
く
に
書
き
留
め
て
み
る
、
す
な
は
ち
彼
は
、
　
「
根
本
諸
命
題
の
表
」
中
の
四
つ
の
群
を
表
す
「
名

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

　
　
称
」
（
す
な
は
ち
「
直
観
の
諸
公
理
」
、
「
知
覚
の
諸
予
料
隔
、
「
経
験
の
諮
類
推
」
、
「
経
験
的
思
惟
一
般
の
諸
要
請
」
）
を
、
「
こ
れ
ら
の
根

　
　
本
諸
命
題
の
明
証
性
と
行
使
と
に
関
す
る
諸
々
の
区
別
を
注
園
さ
れ
な
い
ま
ま
に
放
置
し
な
い
た
め
に
、
用
心
し
て
選
ん
だ
」
（
跨
H
①
㌍

　
　
じ
d
卜
⇒
O
O
）
の
で
あ
る
と
。
吾
々
は
今
は
、
第
四
群
の
特
色
づ
け
す
な
は
ち
「
諸
要
請
」
だ
け
に
く
省
察
を
〉
限
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
而
も
〈
そ

　
　
れ
ら
に
つ
い
て
の
省
察
も
〉
こ
れ
ら
の
根
本
講
命
題
の
内
に
定
立
と
し
て
の
有
と
い
ふ
主
導
概
念
が
一
体
如
何
な
る
仕
方
で
前
面
に
現
れ

　
　
て
来
て
み
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
、
見
え
し
め
る
と
い
ふ
こ
と
、
た
だ
こ
の
こ
と
だ
け
を
意
図
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
吾
々
は
「
諸
要
請
」
と
い
ふ
標
題
の
鰐
明
を
後
に
残
し
て
置
く
が
、
と
は
い
へ
次
の
こ
と
に
留
課
し
よ
う
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
こ
の

　
　
標
題
は
カ
ン
ト
の
本
来
的
形
而
上
学
の
最
高
の
濁
点
に
於
て
再
び
見
繊
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
実
践
理
性
の
諸
要
講
が
問
題
と
さ

　
　
れ
て
る
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
諸
要
請
と
は
諸
々
の
要
求
で
あ
る
。
　
一
体
誰
が
或
ひ
は
又
何
が
要
求
し
、
そ
し
て
又
何
の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
　
「
経

　
　
験
的
思
惟
一
般
の
諸
要
講
」
と
し
て
そ
れ
ら
の
要
請
は
こ
の
思
惟
そ
れ
自
身
に
依
っ
て
、
そ
の
思
懸
の
源
泉
か
ら
、
す
な
は
ち
悟
性
の
本

鵬　
　
　
　
　
　
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
（
承
前
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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職

質
か
ら
、
要
求
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
り
、
而
も
感
性
的
知
覚
の
与
へ
る
も
の
を
定
立
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
従
っ
て
諸
現
象

の
も
つ
多
様
な
る
も
の
の
現
実
性
す
な
は
ち
現
存
在
を
、
結
合
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
要
求
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。
現
実

的
な
る
も
の
と
は
そ
の
都
度
、
登
る
可
能
的
な
る
も
の
が
く
実
現
さ
れ
て
働
い
て
み
る
も
の
と
い
ふ
意
味
で
V
の
現
実
的
な
る
も
の
で
あ

る
、
そ
し
て
そ
れ
が
現
実
的
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
最
後
的
に
は
去
る
必
然
的
な
る
も
の
へ
帰
着
す
る
こ
と
を
示
し
て
み
る
。

「
経
験
的
思
惟
一
般
の
諸
要
請
」
は
、
可
能
的
に
有
る
と
か
現
実
的
に
有
る
と
か
必
然
的
に
有
る
と
い
ふ
こ
と
に
依
っ
て
経
験
の
対
象
の

現
存
在
が
規
定
さ
れ
る
と
い
ふ
点
に
於
て
、
そ
れ
ら
に
依
っ
て
可
能
的
有
、
現
実
的
有
、
必
然
的
有
が
解
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
根
本
諸
命

題
で
あ
る
。

　
第
一
要
請
は
次
の
如
く
に
い
は
れ
て
み
る
、
す
な
は
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
「
経
験
の
形
式
的
諸
制
約
（
す
な
は
ち
直
観
と
諸
概
念
と
に
従
っ
て
の
）
と
合
致
す
る
も
の
は
、
可
能
的
に
あ
る
」
。

　
第
二
要
請
は
次
の
如
く
に
い
は
れ
て
み
る
、
す
な
は
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
「
経
験
の
質
料
的
諸
制
約
（
す
な
は
ち
感
覚
）
と
聯
関
す
る
も
の
は
、
現
実
的
に
あ
る
漏
。

　
第
三
要
請
は
次
の
如
く
に
い
は
れ
て
み
る
、
す
な
は
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

　
　
「
そ
の
も
の
と
現
実
的
な
る
も
の
と
の
聯
関
が
経
験
の
普
遍
的
諸
髄
約
に
従
っ
て
規
定
さ
れ
て
る
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
必
然
的
に

　
あ
る
（
存
崔
す
る
）
」
。

　
こ
れ
ら
の
根
本
命
題
の
内
実
を
最
初
の
駈
け
出
し
に
於
て
一
挙
に
透
徹
を
極
め
た
仕
方
で
理
解
す
る
な
ど
と
い
ふ
思
ひ
上
り
に
、
吾
々

は
陥
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
併
し
乍
ら
、
吾
々
は
〈
そ
の
〉
最
初
の
理
解
に
対
し
て
は
既
に
準
備
さ
れ
て
を
り
、
而
も
カ
ン
ト
が
有
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

て
の
彼
の
テ
ー
ゼ
の
否
定
的
陳
述
の
跨
で
解
明
し
て
み
る
こ
と
、
す
な
は
ち
「
有
は
明
ら
か
に
如
何
な
る
レ
ア
ル
な
述
語
で
も
な
い
」
と

い
ふ
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
依
っ
て
準
備
さ
れ
て
る
る
。
こ
の
こ
と
の
内
に
は
次
の
こ
と
が
含
ま
れ
て
み
る
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
有
と
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

っ
て
亦
有
り
方
－
可
能
的
有
、
現
実
的
有
、
必
然
的
有
…
と
は
、
対
象
つ
ま
り
客
体
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
陳
述
し
て
み
る
の
で
は
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も
　
　
ヘ
　
　
へ

な
く
、
客
体
が
主
体
へ
如
何
に
関
は
り
合
っ
て
み
る
か
に
つ
い
て
、
陳
述
し
て
み
る
の
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
如
何
に
と

い
ふ
こ
と
を
顧
慮
し
て
、
今
挙
げ
ら
れ
た
有
の
諸
概
念
は
「
様
根
性
」
と
称
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
亦
カ
ン
ト
自
身
「
諸
要
請
」
に
つ

い
て
の
彼
の
解
明
を
以
下
の
命
題
を
以
っ
て
姶
め
て
み
る
、
す
な
は
ち

　
　
「
様
相
性
の
諸
範
疇
は
そ
れ
自
身
に
於
て
次
の
如
き
特
殊
な
点
を
も
つ
て
み
る
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
範
疇
が
述
語
と
し

　
て
そ
れ
に
附
加
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
概
念
〔
す
な
は
ち
命
題
…
主
語
の
概
念
〕
を
、
客
体
の
規
定
と
し
て
は
、
そ
れ
ら
の
範
疇
は
些
か
も

　
増
加
せ
ず
、
た
だ
認
識
能
力
へ
の
関
は
り
合
ひ
だ
け
を
表
現
す
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
」
（
諺
b
り
囲
①
い
ゆ
N
①
①
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
吾
々
は
新
た
に
次
の
こ
と
に
注
目
し
よ
う
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
は
今
や
有
と
存
在
と
を
最
早
悟
魅
能
力
へ
の
関
は
り
合
ひ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ら
解
明
す
る
の
で
は
な
く
、
認
識
能
力
へ
の
関
は
り
合
ひ
か
ら
解
明
し
て
み
る
の
で
あ
り
、
認
識
能
力
へ
の
関
は
り
合
ひ
と
は
勿
論
悟
性

へ
の
、
つ
ま
り
判
断
力
へ
の
関
は
り
合
ひ
で
あ
る
が
、
と
は
い
へ
そ
れ
は
、
判
断
力
が
そ
の
規
定
を
経
験
（
つ
ま
り
感
覚
）
へ
の
関
聯
か

ら
受
取
る
と
い
ふ
仕
方
で
の
関
は
り
合
ひ
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
有
は
槌
か
に
依
然
と
し
て
定
立
で
あ
る
が
、
併
し
触
発
へ
の

関
は
り
合
ひ
の
内
へ
と
引
き
入
れ
ら
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
可
能
的
有
、
現
実
的
有
、
必
然
的
有
と
い
ふ
述
語
の
内
に
は
干
る
一
つ
の
「
客

体
の
規
定
」
が
含
ま
れ
て
み
る
が
、
と
は
い
へ
そ
れ
は
た
だ
或
る
コ
定
の
」
規
定
だ
け
が
含
ま
れ
て
み
る
の
で
あ
り
、
そ
の
「
一
定
の
」

規
定
と
は
、
そ
れ
自
身
に
於
け
る
客
体
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
客
体
と
し
て
の
客
体
に
つ
い
て
或
る
こ
と
が
陳
述
さ
れ
る
場
合
の
規
定
で
あ

り
、
す
な
は
ち
客
体
の
客
体
性
つ
ま
り
対
象
性
に
関
し
て
、
つ
ま
り
客
体
に
固
有
な
る
現
存
在
に
関
し
て
、
と
は
い
へ
客
体
の
レ
ア
リ
テ

ー
ト
す
な
は
ち
事
象
性
に
関
し
て
で
は
な
く
、
漁
る
こ
と
が
陳
述
さ
れ
る
場
合
の
規
定
で
あ
る
。
有
る
も
の
の
有
の
批
判
的
一
超
越
論
的

解
釈
に
と
っ
て
は
、
有
は
「
抑
々
如
何
な
る
述
語
で
も
な
い
」
と
い
ふ
批
判
早
苗
の
テ
ー
ゼ
は
最
早
妥
当
し
な
い
の
で
あ
る
。
有
は
、
可

能
的
有
、
現
実
的
有
、
必
然
的
有
と
し
て
、
槌
か
に
如
何
な
る
レ
ア
ル
な
（
オ
ン
テ
ィ
シ
ュ
な
）
述
語
で
も
な
い
が
、
併
し
細
る
超
越
論

的
（
オ
ン
ト
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
な
）
述
語
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
今
や
吾
々
は
、
差
当
っ
て
は
不
審
し
い
言
廻
し
を
、
つ
ま
り
カ
ン
ト
が
「
純
粋
全
盤
批
判
」
の
本
文
の
内
で
有
に
つ
い
て
の

　
　
　
　
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
；
ゼ
（
承
前
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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六

彼
の
テ
ー
ゼ
の
肯
定
的
陳
述
に
際
し
て
使
っ
て
み
る
書
廻
し
を
、
初
め
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
、
そ
の
雷
廻
し
と
は
、
　
「
有
は
…
単
に
詣

る
一
つ
の
物
も
し
く
は
一
定
の
諸
規
定
を
そ
れ
自
身
に
診
て
定
立
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
ふ
書
廻
し
で
あ
る
。
　
「
物
」
と
は
今
の
場
合

「
批
判
」
の
誌
面
に
従
っ
て
客
体
を
、
言
ひ
換
れ
ば
、
対
象
を
意
味
す
る
。
認
識
の
客
体
と
し
て
の
客
体
の
も
つ
コ
定
の
」
諸
規
定
と

は
レ
ア
ル
な
ら
ざ
る
諸
規
定
で
あ
り
、
有
の
母
様
相
性
で
あ
る
。
有
の
諸
様
相
性
と
し
て
そ
れ
ら
の
規
定
は
諸
々
の
定
立
で
あ
る
。
一
体

如
何
な
る
点
に
於
て
こ
の
こ
と
が
当
を
得
て
み
る
か
は
、
経
験
的
思
惟
一
般
の
三
つ
の
要
請
の
内
実
か
ら
看
取
さ
れ
得
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
吾
々
は
今
は
た
だ
次
の
こ
と
だ
け
に
濾
目
し
よ
う
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
有
の
諸
々
の
有
り
方
の
カ
ン
ト
の
解
釈
の
内
で
は
有
は
定
立

と
し
て
思
惟
さ
れ
て
る
る
と
い
ふ
こ
と
と
有
は
定
立
と
し
て
如
何
に
思
惟
さ
れ
て
る
る
か
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
客
体
が
可
能
的
に
重
る
と
は
、
或
る
も
の
が
次
の
如
き
仕
方
で
定
立
さ
れ
て
あ
る
こ
と
に
、
存
す
る
、
す
な
は
ち
そ
の
仕
方
と
は
、
こ

の
怠
る
も
の
が
、
直
観
の
純
粋
形
式
す
な
は
ち
空
闘
と
時
間
と
の
内
で
そ
れ
膚
身
を
与
へ
る
と
と
も
に
か
く
の
如
く
そ
れ
自
身
を
与
へ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

も
の
と
し
て
思
惟
の
純
粋
形
式
す
な
は
ち
諸
心
癖
に
従
っ
て
そ
れ
自
身
を
規
定
せ
し
め
る
も
の
、
か
か
る
も
の
「
と
合
致
す
る
」
と
い
ふ

仕
方
で
あ
る
。

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
客
体
が
現
実
的
に
有
る
と
は
、
或
る
可
能
的
な
る
も
の
が
次
の
如
き
仕
方
で
定
立
さ
れ
て
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
す
な
は
ち
そ
の
仕
方
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
、
そ
の
定
立
さ
れ
た
も
の
が
感
性
的
知
覚
「
と
聯
関
す
る
偏
、
と
い
ふ
仕
方
で
あ
る
。

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

　
客
体
が
必
然
的
に
有
る
と
は
、
経
験
の
普
遍
的
諸
法
購
に
従
っ
て
現
実
的
な
る
も
の
「
と
連
結
さ
れ
て
あ
る
」
も
の
、
か
か
る
も
の
が

定
立
さ
れ
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
可
能
性
と
は
す
な
は
ち
、
…
と
合
致
す
る
こ
と
、
で
あ
り
、

　
現
実
性
と
は
す
な
は
ち
、
…
と
聯
関
す
る
こ
と
、
で
あ
り
、

　
必
然
性
と
は
す
な
は
ち
、
…
と
の
連
結
、
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
様
根
性
の
各
々
の
内
に
は
、
経
験
の
対
象
の
現
存
在
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
事
柄
へ
の
夫
々
網
異
な
る
関
は
り
合
ひ
の
定
立



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
が
、
統
べ
て
み
る
。
諸
々
の
様
梢
性
は
、
夫
々
必
要
と
さ
れ
る
関
は
り
合
ひ
を
表
す
諸
々
の
述
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
述
語
を
解
明
す
る

　
　
諸
々
の
根
本
命
題
は
、
対
象
の
可
能
的
な
る
、
も
し
く
は
現
実
的
な
る
、
も
し
く
は
必
然
的
な
る
現
存
在
に
と
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
事
柄

　
　
を
、
要
求
し
て
み
る
。
そ
の
た
め
に
カ
ン
ト
は
こ
れ
ら
の
根
本
命
題
に
要
請
と
い
ふ
名
称
を
附
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
次
の
如
き
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
重
の
意
味
に
於
て
思
惟
の
諸
要
請
で
あ
る
、
す
な
は
ち
そ
の
意
味
と
は
、
先
づ
第
一
に
そ
れ
ら
の
要
求
が
思
惟
の
源
泉
と
し
て
の
悟
性
か

　
　
へ

　
　
ら
生
来
し
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
更
に
第
二
に
そ
れ
と
同
時
に
、
思
惟
は
そ
の
諸
範
罐
に
依
っ
て
、
経
験
の
内
に
与
へ
ら
れ
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
を
、
存
在
す
る
対
象
に
ま
で
規
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
点
に
於
て
、
そ
れ
ら
の
要
求
が
思
至
に
と
っ
て
妥
当
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ

　
　
る
。
　
「
経
験
的
思
惟
一
般
の
諸
要
請
」
一
こ
の
「
一
般
」
と
は
次
の
こ
と
を
書
は
ん
と
し
て
み
る
、
す
な
は
ち
、
諸
要
請
は
純
粋
悟
性
の
根

　
　
本
諸
命
題
の
表
申
に
満
て
樋
か
に
第
四
番
目
の
最
後
の
箇
処
に
於
て
初
め
て
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
と
は
い
へ
そ
れ
ら
の
隠
蟹
は
、

　
　
経
験
の
対
象
に
つ
い
て
の
如
何
な
る
判
断
も
最
初
か
ら
そ
れ
ら
の
要
請
を
満
足
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
点
に
於
て
、
位
階
の

　
　
上
か
ら
は
第
一
で
あ
る
と
。

　
　
　
諸
要
請
は
、
経
験
の
対
象
の
定
立
の
た
め
に
予
め
必
要
と
さ
れ
る
事
柄
を
、
挙
げ
て
み
る
。
諸
要
請
は
、
認
識
す
る
主
体
に
と
っ
て
現

　
　
象
と
し
て
客
体
で
あ
る
有
る
も
の
、
さ
う
い
ふ
有
る
も
の
の
現
存
在
に
属
す
る
有
を
、
挙
げ
て
み
る
。
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
、

　
　
す
な
は
ち
有
は
「
単
に
定
立
」
で
あ
る
と
い
ふ
テ
ー
ゼ
は
依
然
と
し
て
妥
当
す
る
。
併
し
、
今
や
そ
の
テ
ー
ゼ
は
そ
の
一
層
豊
富
な
る
内

　
　
実
を
示
す
の
で
あ
る
。
　
「
単
に
」
と
は
、
客
体
の
客
体
性
が
入
間
的
認
識
の
主
体
性
へ
関
は
る
純
粋
な
る
関
は
り
合
ひ
を
、
謂
っ
て
み
る
。

　
　
可
能
性
、
現
実
性
、
必
然
性
は
、
こ
の
関
は
り
合
ひ
の
相
異
な
る
仕
方
の
定
立
で
あ
る
。
そ
の
相
異
な
る
被
定
立
性
は
根
源
的
定
立
の
源

　
　
泉
か
ら
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
〈
す
な
は
ち
根
源
的
定
立
〉
が
超
越
論
的
統
覚
の
純
粋
綜
合
で
あ
る
。
そ
れ
〈
す
な
は
ち
超
越
論

　
　
的
統
覚
の
純
粋
綜
合
〉
は
認
識
す
る
思
惟
の
原
作
用
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
有
は
如
何
な
る
レ
ア
ル
な
述
語
で
も
な
い
が
、
と
は
い
へ
併
し
述
語
で
あ
り
、
従
っ
て
客
体
に
〈
そ
の
客
体
性
の
規
定
と
し
て
〉
語
り

　
　
渡
さ
れ
る
が
併
し
客
体
の
事
象
内
実
か
ら
は
取
り
出
さ
れ
得
な
い
が
故
に
、
様
相
性
に
属
す
る
諸
々
の
有
の
述
語
は
、
客
体
か
ら
生
じ
て

977　
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に
つ
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来
る
こ
と
は
出
来
ず
、
寧
ろ
定
立
の
諸
々
の
仕
方
と
し
て
そ
の
由
来
を
主
体
性
の
内
に
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
存
在
の
定
立
と
そ
の
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

立
の
諸
々
の
様
相
性
と
は
そ
れ
自
身
を
思
惟
か
ら
規
定
す
る
。
か
く
し
て
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
の
内
に
は
、
有
と
思
惟
と
い

ふ
主
導
語
が
、
明
白
に
語
り
出
さ
れ
な
い
ま
ま
で
振
動
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
諸
要
講
の
「
解
明
」
に
際
し
て
そ
し
て
更
に
そ
れ
よ
り
以
前
に
既
に
範
疇
表
の
提
示
に
際
し
て
、
カ
ン
ト
は
可
能
性
、
現
実
性
、
必
然

性
を
区
甥
し
て
み
る
が
、
そ
の
場
合
、
一
体
何
処
に
可
能
的
有
と
現
実
的
有
と
の
区
別
の
根
拠
が
存
す
る
か
は
、
蓄
は
れ
て
は
を
ら
ず
、

或
ひ
は
亦
た
だ
問
は
れ
る
と
い
ふ
こ
と
す
ら
な
さ
れ
て
は
み
な
い
や
う
で
あ
る
。

　
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
後
十
年
経
っ
て
初
め
て
、
カ
ン
ト
は
彼
の
第
三
の
主
著
た
る
「
判
断
力
批
判
」
　
（
一
七
九
〇
年
）
の
終
結
近
く

の
箇
処
で
こ
の
問
に
触
れ
、
而
も
又
し
て
も
「
挿
話
的
」
に
、
　
「
註
解
」
と
い
ふ
表
題
を
附
さ
れ
た
第
七
牽
六
節
の
内
で
触
れ
て
み
る
の

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
そ
れ
か
ら
五
年
の
後
に
現
れ
た
彼
の
処
女
作
（
一
七
九
五
年
）
た
る
「
哲
学
の
原
理
と
し
て
の
自
我
に
つ
い

て
、
或
ひ
は
、
人
間
的
知
の
内
に
存
す
る
無
制
約
者
に
つ
い
て
」
の
内
で
、
そ
の
書
物
の
結
び
と
さ
れ
た
註
を
以
下
の
如
き
文
章
で
結
ん

だ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
彼
は
二
十
歳
で
あ
っ
た
、
す
な
は
ち
、

　
　
「
併
し
多
分
、
目
的
論
的
判
断
力
の
批
覇
の
第
七
十
六
節
に
於
て
な
さ
れ
た
程
、
か
く
も
多
く
の
深
蓬
な
る
思
想
が
か
く
も
少
な
い

　
紙
上
に
凝
縮
さ
れ
た
こ
と
は
未
だ
瞥
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
　
（
勺
ぼ
δ
ω
8
窪
の
。
び
①
ω
o
ξ
囲
｛
8
P
紅
白
8
村
ご
ご
巷
傷
H
G
。
O
ρ
ω
「
H
置
▽

　
≦
薫
●
り
隠
卜
σ
）

　
シ
．
【
リ
ン
グ
が
こ
こ
で
言
っ
て
み
る
こ
と
は
当
を
得
て
み
る
が
故
に
、
吾
々
は
こ
の
第
七
十
六
節
を
十
分
に
思
惟
し
抜
く
な
ど
と
い
ふ

思
ひ
上
り
に
陥
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
叙
述
の
意
図
に
従
っ
て
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
け
が
肝
要
で
あ
る
、
す

な
は
ち
そ
れ
は
、
有
に
つ
い
て
の
今
挙
げ
ら
れ
た
雪
説
の
内
に
於
て
も
定
立
と
し
て
の
有
と
い
ふ
そ
の
主
導
的
規
定
を
カ
ン
ト
が
如
何
に

終
始
一
貫
し
て
持
ち
続
け
て
み
る
か
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
次
の
如
く
書
ふ
、
す
な
は
ち
、

　
　
「
人
聞
的
悟
性
に
は
不
可
避
的
に
必
然
な
る
し
区
別
す
な
は
ち
物
の
可
能
性
と
現
実
性
と
の
区
甥
、
そ
の
区
別
の
「
根
拠
」
は
「
主



　
　
　
体
と
そ
の
認
識
能
力
の
本
性
と
の
内
に
存
し
て
み
る
。
」

　
　
　
そ
の
認
識
能
力
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
吾
々
人
聞
に
と
っ
て
は
「
二
つ
の
全
く
異
質
的
な
る
成
分
が
…
必
要
」
と
さ
れ
る
。
一

　
　
体
如
何
な
る
点
に
於
て
か
。
す
な
は
ち
、
悟
性
と
感
性
的
直
観
と
は
全
く
異
種
的
で
あ
り
、
前
者
は
「
諸
々
の
概
念
の
た
め
に
」
必
要
と

　
　
さ
れ
、
後
者
は
「
そ
れ
ら
の
概
念
に
対
応
す
る
諸
々
の
客
体
の
た
め
に
」
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
吾
々
の
悟
性
は
、
吾
々
に
対
象
を

　
　
与
へ
る
こ
と
を
決
し
て
な
し
能
は
ぬ
の
で
あ
る
。
他
方
吾
々
の
感
性
的
直
観
は
、
直
観
に
依
っ
て
与
へ
ら
れ
た
る
も
の
を
対
象
と
し
て
そ

　
　
の
対
象
性
に
曾
て
定
立
す
る
こ
と
を
、
決
し
て
な
し
能
は
ぬ
の
で
あ
る
。
吾
々
の
悟
性
は
、
そ
れ
だ
け
と
し
て
単
独
に
受
取
ら
れ
る
な
ら

　
　
ば
、
そ
れ
が
も
つ
諸
概
念
に
依
っ
て
、
或
る
一
つ
の
対
象
を
唯
そ
の
可
能
性
に
撃
て
思
惟
し
得
る
の
み
で
あ
る
。
対
象
を
現
実
的
対
象
と

　
　
し
て
認
識
す
る
た
め
に
は
、
感
官
を
通
し
て
の
触
発
が
必
要
で
あ
る
。
今
認
め
ら
れ
た
事
柄
に
関
し
て
吾
々
は
以
下
の
如
き
カ
ン
ト
の
決

　
　
定
的
な
る
命
題
を
理
解
す
る
、
す
な
は
ち
、

　
　
　
　
「
と
こ
ろ
で
併
し
、
単
に
可
能
的
な
る
も
の
を
現
実
的
な
る
も
の
か
ら
区
判
ず
る
と
い
ふ
吾
々
の
区
別
は
す
べ
て
次
の
こ
と
に
基
づ

　
　
　
い
て
る
る
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
前
者
が
、
下
る
一
つ
の
物
の
表
象
を
、
吾
々
の
概
念
と
そ
し
て
一
般
に
思
惟
す
る
能
力
と
に
関
係
的

　
　
　
に
定
立
す
る
こ
と
の
み
を
、
意
味
す
る
が
、
併
し
後
者
〔
現
実
的
な
る
も
の
〕
は
物
を
そ
れ
自
身
に
於
て
（
こ
の
概
念
の
外
に
）
定
立

　
　
　
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
し

　
　
　
カ
ン
ト
自
身
の
言
葉
か
ら
次
の
こ
と
が
現
れ
て
来
る
、
す
な
は
ち
、
可
能
性
と
現
実
性
と
は
定
立
の
枳
異
な
る
仕
方
で
あ
る
と
。
両
者

　
　
の
区
別
…
は
吾
々
人
間
に
と
っ
て
は
不
可
避
で
あ
る
、
何
故
な
ら
ば
、
感
性
的
所
与
と
し
て
の
客
体
性
が
悟
性
に
依
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
と

　
　
も
に
逆
に
悟
性
に
依
っ
て
規
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
悟
性
に
与
へ
ら
れ
る
場
合
、
さ
う
い
ふ
場
合
に
の
み
対
象
の
事
象
性
つ
ま
り
そ
の
レ

　
　
ア
リ
テ
ー
ト
は
吾
々
に
と
っ
て
客
体
的
レ
ア
リ
テ
ー
ト
と
な
る
、
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
「
客
体
的
レ
ア
リ
テ
！
ト
」
一
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
客
体
と
し
て
定
立
さ
れ
た
る
事
象
性
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
が
一
そ
の
標
題
を
カ

　
　
ン
ト
は
、
経
験
の
対
象
と
し
て
晋
々
に
通
路
づ
け
ら
れ
得
る
と
こ
ろ
の
有
る
も
の
、
さ
う
い
ふ
隠
る
も
の
の
有
を
表
す
た
め
に
使
用
す
る
。

㎜
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8
　
従
っ
て
カ
ン
ト
は
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
詣
る
決
定
的
な
る
箇
処
で
次
の
如
く
に
書
ふ
の
で
あ
る
、
す
な
は
ち
、

　
　
　
　
「
も
し
湿
る
一
つ
の
認
識
が
客
体
的
レ
ア
リ
テ
ー
ト
を
も
つ
べ
き
で
あ
り
、
す
な
は
ち
そ
れ
自
身
を
論
る
一
つ
の
対
象
へ
関
係
づ
け

　
　
　
而
も
そ
の
対
象
に
於
て
意
義
と
意
味
と
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
そ
の
対
象
が
何
等
か
の
仕
方
で
与
へ
ら
れ
得
る

　
　
　
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
諺
日
α
㎝
”
　
H
W
］
－
Φ
蒔
）

　
　
　
可
能
性
と
現
実
性
と
の
慢
罵
の
不
可
避
性
と
そ
の
不
可
避
性
の
根
拠
と
に
向
け
ら
れ
た
上
記
の
指
示
に
依
っ
て
、
次
の
こ
と
が
示
さ
れ

　
　
る
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
有
る
も
の
の
膚
の
本
質
の
内
に
は
、
つ
ま
り
定
立
の
内
に
は
、
可
能
性
と
現
実
性
と
の
必
然
的
区
別
と
い
ふ
条

　
　
理
が
統
べ
て
み
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
有
の
条
理
の
こ
の
根
拠
の
内
へ
の
洞
観
を
以
っ
て
、
カ
ン
ト
が
有
に
つ
い
て
書
ひ
得
る
最
も

　
　
極
隈
的
な
事
柄
が
到
達
さ
れ
た
や
う
に
抄
え
る
。
吾
々
が
カ
ン
ト
の
歩
ん
だ
道
に
注
目
す
る
の
で
は
な
く
、
獲
得
さ
れ
た
諸
成
果
に
見
張

　
　
り
の
眼
を
向
け
る
な
ら
ば
、
事
実
そ
の
や
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
併
し
乍
ら
、
カ
ン
ト
は
有
の
規
定
に
於
て
更
に
一
層
遠
く
に
及
ぶ
歩
み
を
遂
行
し
て
み
る
の
で
あ
り
、
而
も
こ
の
歩
み
を
又
し
て
も
た

　
　
だ
予
感
的
な
仕
方
で
し
か
遂
行
し
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
定
立
と
し
て
の
有
の
体
系
的
叙
述
と
い
ふ
こ
と
に
は
至
ら
な
い
の
で
あ

　
　
る
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
し
て
見
ら
れ
る
な
ら
ば
、
決
し
て
欠
点
を
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
、
何
故
な
ら
ば
、
定
立
と
し

　
　
て
の
有
に
つ
い
て
の
諸
々
の
挿
話
的
な
る
陳
述
は
彼
の
著
作
〈
す
な
わ
ち
作
晶
〉
の
様
式
に
属
し
て
み
る
、
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
カ
ン
ト
の
最
も
極
限
的
な
歩
み
の
避
け
難
さ
と
い
ふ
こ
と
を
、
吾
々
は
以
下
の
省
察
に
依
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
カ
ン

　
　
ト
は
有
に
つ
い
て
の
彼
の
諸
々
の
練
述
を
「
説
明
」
と
か
「
解
明
」
ど
名
づ
け
て
み
る
。
両
者
は
、
彼
が
有
と
い
ふ
こ
と
に
依
っ
て
何
を

　
　
謂
は
ん
と
し
て
み
る
か
を
、
明
ら
か
に
且
純
粋
に
見
え
し
め
る
べ
き
で
あ
る
。
彼
が
有
を
「
単
に
定
立
」
と
し
て
規
定
し
て
み
る
と
い
ふ

　
　
点
で
は
、
彼
は
有
を
或
る
一
つ
の
境
界
づ
け
ら
れ
た
る
場
所
か
ら
、
す
な
は
ち
人
間
的
主
体
性
の
働
き
と
し
て
の
つ
ま
り
感
性
的
所
与
に

　
　
差
向
け
ら
れ
た
る
人
間
的
悟
性
の
働
き
と
し
て
の
定
立
作
用
か
ら
、
理
解
し
て
み
る
。
場
所
く
所
在
V
へ
導
き
帰
す
こ
と
を
吾
々
は
所
在

　
　
究
明
と
名
づ
け
る
。
説
明
と
解
明
と
は
所
在
究
鯛
に
基
づ
い
て
み
る
。
そ
れ
に
依
っ
て
差
当
っ
て
は
場
所
〈
所
在
〉
が
決
定
さ
れ
る
が
、



　
　
併
し
場
所
の
塵
隠
は
未
だ
見
ら
れ
得
な
い
、
場
所
の
網
羅
と
は
、
そ
こ
か
ら
し
て
定
立
と
し
て
の
有
が
規
定
さ
れ
、
す
な
は
ち
こ
の
定
立

　
　
そ
れ
自
身
が
亦
そ
れ
と
し
て
殊
更
に
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
は
、
有
る
も
の
の
人
間
的
経
験
と
そ
の
経
験
の
対
象
と
を
顕
は
に
す
る
彼
の
解
釈
の
積
極
的
部
分
の
終
結
の
箇
処
に

　
　
於
て
、
す
な
は
ち
彼
の
批
判
的
再
論
の
終
結
の
箇
処
で
、
　
「
諸
々
の
反
省
概
念
の
曖
昧
さ
に
つ
い
て
」
と
い
ふ
標
題
の
下
で
握
る
一
つ
の

　
　
附
録
を
附
け
加
へ
た
。
恐
ら
く
こ
の
「
附
録
」
は
ず
っ
と
後
に
、
　
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
完
結
の
後
に
初
め
て
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら

　
　
う
。
哲
学
史
的
に
見
れ
ば
、
そ
の
附
録
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
の
カ
ン
ト
の
対
決
を
示
し
て
み
る
。
カ
ン
ト
自
身
の
思
惟
と
い
ふ
点
に
着
目

　
　
し
て
考
察
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
附
録
」
は
、
遂
行
さ
れ
た
思
惟
の
歩
み
と
そ
の
場
合
に
踏
査
さ
れ
た
次
元
と
を
振
り
返
っ
て
見
る
と

　
　
い
ふ
團
顧
的
省
察
を
、
内
容
と
し
て
含
ん
で
み
る
。
熱
意
的
省
察
は
そ
れ
自
身
煎
る
薪
し
い
歩
み
で
あ
り
、
カ
ン
ト
が
有
の
解
釈
に
於
て

　
　
遂
行
し
た
最
も
極
限
的
な
歩
み
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
が
悟
性
使
用
を
経
験
に
制
限
す
る
こ
と
に
存
す
る
限
り
、
そ
の
幽
暗
の
内
で
は
悟
性

　
　
の
限
界
づ
け
が
問
題
と
さ
れ
て
み
る
。
そ
の
た
め
に
カ
ン
ト
は
こ
の
「
附
録
」
に
附
け
ら
れ
た
「
註
郷
」
（
》
b
⊃
c
o
O
翅
じ
d
も
Q
G
◎
①
）
の
内
で
次
の

　
　
如
く
に
言
ふ
の
で
あ
る
、
す
な
は
ち
諸
々
の
反
省
概
念
の
所
在
究
明
は
「
悟
性
の
諸
限
界
を
確
か
な
仕
方
で
規
定
し
確
保
す
る
と
い
ふ
大

　
　
き
な
利
益
を
も
つ
た
し
事
柄
で
あ
る
と
。

　
　
　
「
附
録
」
は
、
カ
ン
ト
の
「
純
粋
理
性
批
判
」
が
人
閥
の
理
論
的
認
識
作
用
を
そ
の
射
程
に
関
し
て
確
立
す
る
と
い
ふ
そ
の
安
全
確
保

　
　
を
、
〈
更
に
〉
確
保
す
る
の
で
あ
る
。
吾
々
は
こ
こ
で
も
亦
、
た
だ
次
の
こ
と
だ
け
を
示
す
べ
き
指
示
を
以
っ
て
、
満
足
し
な
け
れ
ば
な

　
　
ら
な
い
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
定
立
と
し
て
の
有
が
そ
れ
に
所
属
し
て
み
る
と
こ
ろ
の
場
所
、
そ
の
場
所
の
網
目
の
内
に
諸
々
の
条
彫
を

　
　
カ
ン
ト
は
こ
の
「
附
録
」
の
内
で
一
体
如
何
な
る
程
度
に
ま
で
引
い
て
み
る
か
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
定
立
と
し
て
の
有
の
解
釈
の
内

　
　
に
は
次
の
こ
と
が
含
ま
れ
て
み
る
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
対
象
の
定
立
と
被
定
立
性
と
が
認
識
力
へ
の
様
々
な
る
関
は
り
合
ひ
か
ら
並
樹

　
　
さ
れ
て
み
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
す
な
は
ち
そ
の
解
明
が
認
識
力
へ
の
反
転
関
係
の
内
で
、
つ
ま
り
屈
折
し
反
へ
す
と
い
ふ
こ
と
の

　
　
内
で
、
つ
ま
り
反
省
の
内
で
な
さ
れ
て
る
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
様
々
な
る
反
省
落
潮
は
り
合
ひ
が
殊
更
に

018　
　
　
　
　
　
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
（
承
憩
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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二

か
か
る
関
は
り
合
ひ
と
し
て
眼
差
し
の
内
に
捉
へ
ら
れ
而
も
更
に
相
互
に
比
較
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
明
白
に
な
る
こ
と
は
、

反
省
に
属
す
る
こ
れ
ら
の
関
は
り
合
ひ
の
解
釈
は
一
定
の
観
方
に
属
す
る
諸
々
の
観
点
に
従
っ
て
行
は
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
ふ
こ
と

で
あ
る
。

　
そ
の
場
合
こ
の
考
察
は
「
心
の
状
態
へ
」
す
な
は
ち
人
間
的
主
体
へ
向
け
ら
れ
る
。
そ
の
考
察
は
最
早
真
直
に
経
験
の
客
体
へ
向
っ
て

行
く
の
で
は
な
く
、
そ
の
考
察
は
そ
れ
自
身
を
、
経
験
す
る
主
体
へ
向
っ
て
、
屈
折
し
反
へ
す
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
反
省
で
あ
る
。
カ
ン

ト
は
「
〈
反
省
的
〉
熟
慮
」
と
い
ふ
こ
と
を
言
ふ
。
と
こ
ろ
で
、
反
省
が
表
象
作
用
の
次
の
如
き
諸
状
態
と
諸
々
の
関
は
り
合
ひ
、
す
な

は
ち
そ
れ
に
依
っ
て
一
般
に
有
る
も
の
の
有
の
境
界
づ
け
が
可
能
に
な
る
と
こ
ろ
の
諸
々
の
状
態
と
関
は
り
合
ひ
と
に
、
注
目
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
場
合
に
は
有
の
所
在
た
る
場
所
の
内
に
含
ま
れ
て
み
る
そ
の
場
所
の
網
圏
へ
向
け
ら
れ
た
反
省
は
超
越
論
的
反
省
で
あ
る
。
従

っ
て
カ
ン
ト
は
次
の
如
く
に
書
い
て
み
る
（
諺
b
。
①
ピ
切
。
。
ミ
）
、
す
な
は
ち
、

　
　
「
そ
れ
に
依
っ
て
私
が
諸
々
の
表
象
一
般
と
認
識
力
と
の
比
較
を
取
纏
め
る
と
こ
ろ
の
働
き
、
そ
れ
の
内
で
そ
の
比
較
が
な
さ
れ
る

　
と
こ
ろ
の
働
き
、
而
も
そ
れ
に
依
っ
て
私
が
、
そ
れ
ら
の
表
象
が
純
粋
悟
性
に
属
す
る
と
し
て
或
ひ
は
又
感
性
的
直
観
に
属
す
る
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
て
相
互
に
比
較
さ
れ
る
か
を
、
区
賦
す
る
と
こ
ろ
の
働
き
、
そ
の
働
き
を
私
は
超
越
論
的
熟
慮
と
名
づ
け
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
定
立
と
し
て
の
可
能
素
意
の
解
明
に
際
し
て
は
経
験
の
形
式
的
諸
制
約
へ
の
関
は
り
合
ひ
が
働
き
の
内
に
入
り
来
っ
て
を
り
、
従
っ
て

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

亦
形
式
と
い
ふ
概
念
が
働
い
て
み
た
。
現
実
的
有
の
解
明
に
際
し
て
は
経
験
の
質
料
的
諸
欄
約
が
言
葉
に
言
ひ
現
さ
れ
て
来
て
を
り
、
従

　
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
て
亦
質
料
と
い
ふ
概
念
が
書
ひ
現
さ
れ
て
み
た
。
従
っ
て
、
定
立
と
し
て
の
有
の
髄
様
相
性
の
解
明
は
質
料
と
形
式
と
の
区
別
へ
の
注

視
の
内
で
遂
行
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。
そ
の
区
別
は
、
定
立
と
し
て
の
有
の
場
所
に
と
っ
て
そ
の
場
所
の
網
目
の
内
へ
と
所
属
し
入
っ

て
み
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
概
念
〈
す
な
は
ち
、
形
式
と
質
料
と
い
ふ
概
念
〉
の
助
け
を
借
り
て
反
省
の
関
は
り
合
ひ
が
規
定
さ
れ
る
が
故
に
、
そ
れ
ら

の
概
念
は
反
省
概
念
と
称
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
そ
れ
ら
の
反
省
概
念
が
規
定
さ
れ
る
そ
の
仕
方
は
、
そ
れ
自
身
或
る
一
つ
の



　
　
反
省
で
あ
る
。
　
〈
か
く
し
て
〉
定
立
と
し
て
の
有
の
最
も
極
限
的
な
る
規
定
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
反
省
に
つ
い
て
の
反
省
と
い
ふ

　
　
仕
方
で
一
か
く
し
て
思
惟
の
或
る
卓
抜
な
る
仕
方
の
内
で
一
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
は
、
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
省
察
を

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
有
と
思
惟
と
い
ふ
標
題
の
下
に
齎
し
て
来
る
こ
と
の
正
当
性
を
、
高
め
る
。
そ
の
標
題
は
一
義
的
明
白
さ
を
以
っ
て
語
っ
て
み
る
か
に
見

　
　
え
る
。
併
し
そ
れ
に
も
不
拘
、
そ
の
標
題
の
内
に
は
閾
明
さ
れ
ざ
る
事
柄
が
覆
蔵
さ
れ
て
み
る
。

　
　
　
可
能
性
と
現
実
性
と
の
区
別
の
夕
明
と
根
拠
づ
け
と
に
際
し
て
次
の
こ
と
が
現
れ
て
来
た
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
現
実
的
な
る
も
の
の

　
　
定
立
は
可
能
的
な
る
も
の
に
属
す
る
単
な
る
概
念
か
ら
そ
の
外
へ
出
て
行
き
、
そ
の
外
へ
と
は
、
主
体
の
主
体
的
状
態
と
い
ふ
内
部
に
対

　
　
し
て
そ
の
外
部
へ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
際
「
内
」
と
「
外
」
と
の
区
携
が
働
き
の
内
に
入
っ
て
来
る
。
内
と
は
或
る
一
つ
の
物
の

　
　
も
つ
内
的
諸
規
定
を
謂
っ
て
を
り
、
そ
れ
ら
の
内
的
諸
規
定
は
、
外
と
の
区
溺
に
潤
て
、
　
悟
性
か
ら
生
じ
て
来
る
の
で
あ
り
（
ぬ
舞
簿
器

　
　
〈
質
性
〉
一
袋
窪
蜂
窃
〈
量
性
〉
）
、
外
と
は
す
な
は
ち
、
空
事
と
時
下
と
の
直
観
の
内
で
諸
々
の
現
象
と
し
て
の
諸
物
相
互
聞
の
外
的

　
　
諸
関
係
と
し
て
そ
れ
自
身
を
示
す
諸
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
（
諸
々
の
反
省
概
念
）
の
区
劉
と
そ
し
て
亦
こ
れ
ら
の
概
念
そ
れ
自

　
　
身
と
は
、
超
越
論
的
反
省
に
対
し
て
現
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
上
に
挙
げ
ら
れ
た
諸
々
の
超
越
論
的
反
省
概
念
す
な
は
ち
「
質
料
と
形
式
」
、
　
「
内
と
外
」
に
先
立
っ
て
、
カ
ン
ト
は
更
に
コ
様
性

　
　
と
椙
異
性
」
、
「
一
致
と
背
反
」
を
挙
げ
て
み
る
。
　
「
質
料
と
形
式
」
は
第
四
番
匿
に
最
後
に
挙
げ
ら
れ
た
反
省
概
念
で
あ
る
と
は
い
へ
、

　
　
併
し
乍
ら
そ
れ
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
次
の
如
く
に
言
っ
て
み
る
、
す
な
は
ち
、

　
　
　
　
「
こ
れ
は
、
そ
の
他
の
一
切
の
反
省
の
根
底
に
置
か
れ
る
二
つ
の
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
概
念
は
悟
性
の
如
何
な
る
使
用
と
も
極

　
　
　
め
て
緊
密
に
切
り
離
し
難
く
結
合
さ
れ
て
み
る
。
第
一
の
概
念
〔
質
料
〕
は
規
定
可
能
な
る
も
の
一
般
を
意
味
し
、
第
二
の
概
念
は
そ

　
　
　
の
も
の
の
規
定
を
意
味
す
る
」
（
㌧
r
ト
り
①
①
v
切
ω
吋
も
り
）
。

　
　
　
諸
々
の
反
省
概
念
を
単
に
列
挙
す
る
だ
け
で
も
既
に
そ
の
こ
と
に
依
っ
て
、
定
立
と
し
て
の
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
を
一
層

　
　
根
本
的
に
理
解
す
る
た
め
の
幾
つ
か
の
冒
配
せ
が
吾
々
に
与
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
定
立
は
そ
れ
自
身
を
、
形
式
と
質
料
と
い
ふ
条
理
の

蹴　
　
　
　
　
　
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
（
承
莇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋪
三
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四

内
で
、
示
す
。
こ
の
条
理
は
、
規
定
作
用
と
規
定
可
能
な
る
も
の
と
の
区
別
と
し
て
、
す
な
は
ち
感
性
的
知
覚
の
受
容
性
へ
悟
性
の
働
き

が
関
は
る
と
い
ふ
そ
の
関
聯
の
内
に
於
け
る
悟
性
の
働
き
の
自
発
性
へ
の
顧
慮
の
内
で
、
解
釈
さ
れ
て
み
る
。
定
立
と
し
て
の
有
は
、
そ

の
所
在
が
究
明
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
す
な
は
ち
有
の
本
質
〈
が
そ
こ
に
〉
由
来
〈
す
る
と
こ
ろ
〉
の
場
所
と
し
て
の
人
弦
巻
主
体
性
の
条

理
、
さ
う
い
ふ
場
所
と
し
て
の
条
理
の
内
へ
納
め
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
主
体
性
へ
の
通
路
は
反
省
で
あ
る
。
反
省
が
超
越
論
的
反
省
と
し
て
そ
れ
自
身
を
、
諸
々
の
客
体
へ
真
直
に
向
け
る
の
で
は
な
く
、
主

体
の
主
体
性
へ
の
客
体
の
客
体
性
へ
の
関
は
り
合
ひ
へ
向
け
る
限
り
、
従
っ
て
反
省
の
主
題
が
、
そ
れ
自
身
亦
今
挙
げ
ら
れ
た
関
は
り
合

ひ
と
し
て
既
に
、
思
惟
す
る
我
へ
の
上
る
反
転
関
係
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
に
依
っ
て
カ
ン
ト
が
定
立
と
し
て
の
有
を
解
明
す
る
と
と
も
に

〈
そ
の
所
在
を
〉
究
明
す
る
と
こ
ろ
の
反
省
は
そ
れ
自
身
を
、
反
省
に
つ
い
て
の
反
省
と
し
て
、
つ
ま
り
知
覚
へ
関
係
づ
け
ら
れ
た
る
思

惟
す
る
と
い
ふ
仕
方
で
V
の
思
惟
と
し
て
、
証
示
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
く
試
み
た
V
有
の
解
釈
を
導
い
て
み
る
事
態
を
表
す
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
既
に
幾
度
も
挙
げ
ら
れ
た
主
導
語
す
な
は
ち
有
と
思
惟
と
い
ふ
標
題
は
、
今
や
そ
れ
が
も
つ
一
層
豊
畜
な
る
内
実
に
関
し
て
一
層
判
然

と
語
る
。
そ
れ
に
も
不
拘
、
そ
の
主
導
標
題
は
そ
の
基
準
決
定
的
な
る
意
味
に
関
し
て
な
ほ
暗
が
り
の
内
に
留
ま
っ
て
み
る
。
何
故
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ば
、
そ
の
標
題
の
公
式
的
な
る
体
裁
の
内
に
は
眠
る
二
義
性
が
覆
蔵
さ
れ
て
み
る
か
ら
で
あ
り
、
有
と
思
惟
と
い
ふ
標
題
が
単
に
カ
ン
ト

の
有
の
解
釈
を
特
色
づ
け
る
の
み
な
ら
ず
、
哲
学
の
全
歴
史
の
進
行
を
形
成
し
て
み
る
根
本
趨
性
を
特
色
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
の
二
義
性
は
熟
思
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
吾
々
は
〈
こ
の
叙
述
の
〉
最
後
に
今
言
は
れ
た
二
義
姓
を
明
る
み
に
上
げ
て
来
る
の
に
先
立
っ
て
、
蕃
々
が
次
の
こ
と
を
、
た
と
ひ
た

だ
大
ま
か
な
見
積
り
と
い
ふ
仕
方
に
す
ぎ
な
い
に
せ
よ
、
示
し
て
置
く
な
ら
ば
、
有
益
で
あ
る
だ
ら
う
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
の

〈
試
み
た
〉
定
立
と
し
て
の
有
の
鰐
釈
の
内
に
予
て
如
何
に
伝
統
が
〈
も
の
を
〉
言
っ
て
み
る
か
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
既
に
カ
ン
ト

の
初
期
の
著
作
た
る
「
証
明
根
拠
」
の
内
か
ら
吾
々
は
、
有
の
説
明
が
現
存
在
〈
O
霧
①
冒
〉
へ
の
注
視
の
内
で
行
は
れ
て
る
る
こ
と
を
、

取
出
す
の
で
あ
る
、
何
故
な
ら
ば
、
　
「
神
の
現
存
在
の
証
明
」
が
そ
の
考
察
の
主
題
で
あ
る
、
か
ら
で
あ
る
。
　
「
現
存
在
」
と
書
ふ
代
り



　
　
に
形
而
上
学
の
言
葉
は
存
在
〈
国
箆
。
。
審
9
＞
と
も
書
ふ
。
　
こ
の
語
に
神
意
す
る
だ
け
で
、
ω
急
ぐ
登
お
く
立
つ
〉
ω
o
言
Φ
ゆ
く
定
立
す
る
〉
の
内

　
　
に
も
。
白
露
〈
立
て
る
〉
、
℃
8
臨
。
鵠
〈
定
立
〉
と
の
聯
関
を
認
知
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
。
①
風
。
・
8
馨
貯
〈
存
在
〉
と
は
節
象
暴
”
ぬ
¢
o
壇
窃

　
　
ω
八
田
信
が
唱
。
巳
叶
貨
震
霞
㊤
の
＄
廻
章
℃
o
ω
臨
げ
濠
＄
静
〈
そ
れ
に
依
っ
て
物
が
可
能
性
の
状
態
の
外
に
立
て
ら
れ
置
か
れ
る
と
こ
ろ
の
作
用
〉

　
　
で
あ
る
（
薦
ド
¢
①
箆
①
α
Q
σ
q
g
Z
§
N
ω
。
げ
①
し
⑩
①
ザ
切
脳
H
屑
ω
．
念
鼠
倫
）
。

　
　
　
勿
論
吾
々
は
こ
の
や
う
な
指
示
に
際
し
て
は
、
書
葉
に
対
す
る
〈
現
代
の
世
界
に
於
て
〉
支
配
的
な
る
道
具
的
に
し
て
計
算
的
な
る
関

　
　
は
り
合
ひ
を
、
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
も
に
、
書
葉
が
言
ひ
現
す
と
い
ふ
こ
と
に
属
し
て
み
る
〈
言
い
現
さ
れ
た
も
の
を
担
つ

　
　
て
行
く
と
い
ふ
〉
負
担
力
と
射
程
、
そ
れ
は
遠
い
由
来
を
も
つ
て
統
べ
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
さ
う
い
ふ
負
担
力
と
射
程
と
に
向
っ
て
吾

　
　
吾
自
身
を
開
け
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
ス
ペ
イ
ン
語
で
は
有
を
表
す
語
は
ω
鐙
く
坐
る
V
と
言
は
れ
る
。
そ
の
語
は
。
。
①
餌
露
Φ
す
な
は
ち
。
。
欝
窪
〈
坐
る
、
座
す
る
〉
か
ら
出

　
　
て
来
て
み
る
。
吾
々
は
「
住
ひ
の
座
、
住
居
し
く
妻
。
プ
雛
ω
濯
N
＞
と
い
ふ
こ
と
を
書
ふ
。
さ
う
称
さ
れ
る
の
は
、
住
む
と
い
ふ
こ
と
が
そ
こ

　
　
に
宿
る
処
で
あ
る
。
宿
る
と
は
…
の
許
に
i
現
前
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
「
震
主
達
と
彼
等
の
親
達
と
の
座
を

　
　
歌
は
」
ん
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
有
へ
の
問
が
語
の
諸
々
の
意
味
の
分
析
に
依
っ
て
遂
行
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
な
ど
と
考
へ
る
の

　
　
は
、
た
わ
け
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
併
し
乍
ら
、
書
葉
が
書
ふ
と
い
．
ふ
こ
と
に
、
必
要
な
用
心
深
い
予
見
と
そ
し
て
言
ふ
と
い
ふ
こ
と
に
属

　
　
し
て
み
る
聯
関
の
内
へ
の
洞
見
と
を
も
っ
て
、
傾
聴
す
る
こ
と
は
、
思
惟
の
箏
柄
の
内
へ
幾
多
の
心
配
せ
を
吾
々
に
与
へ
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
思
惟
は
次
の
如
く
に
問
は
ね
ば
な
ら
な
い
、
す
な
は
ち
、
有
と
は
、
つ
ま
り
そ
れ
が
表
象
作
用
の
方
か
ら
定
立
に
し
て
被
定
立
性
と
し

　
　
て
規
定
さ
れ
る
如
き
有
と
は
、
一
体
何
を
謂
ふ
の
か
く
藷
一
体
何
が
有
に
、
有
が
表
象
作
用
の
方
か
ら
定
立
に
し
て
被
定
立
性
と
し
て
規

　
　
定
さ
れ
る
こ
と
を
、
謂
ひ
つ
け
る
の
か
〉
と
。
こ
れ
は
、
以
下
の
幾
つ
か
の
間
と
同
様
に
、
カ
ン
ト
が
最
早
立
て
な
い
問
で
あ
る
。
そ
れ

　
　
ら
の
問
と
は
す
な
は
ち
、
有
と
は
、
つ
ま
り
定
立
が
形
式
と
質
料
と
い
ふ
条
理
に
依
っ
て
規
定
さ
れ
る
如
き
有
と
は
、
一
体
何
を
謂
ふ
の

　
　
か
く
巨
一
体
何
が
有
に
、
定
立
が
形
式
と
質
料
と
い
ふ
条
理
に
依
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
、
謂
ひ
つ
け
る
の
か
〉
。
有
と
は
、
　
つ
ま
り

058　
　
　
　
　
　
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
卦
の
テ
ー
ゼ
（
承
前
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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一
六

定
立
さ
れ
た
も
の
の
被
定
立
性
の
規
定
に
際
し
て
そ
の
被
定
立
性
が
二
重
の
形
態
で
の
ス
ブ
イ
エ
ク
ト
と
い
ふ
形
を
と
っ
て
、
つ
ま
り
第

一
に
は
述
語
へ
の
関
係
に
於
け
る
命
題
…
主
語
と
し
て
、
第
二
に
は
客
体
へ
の
関
係
に
於
け
る
我
…
主
体
と
し
て
、
立
ち
現
れ
て
来
る
如

き
有
と
は
、
　
一
体
何
を
謂
ふ
の
か
く
目
一
体
何
が
有
に
、
定
立
さ
れ
た
も
の
の
被
定
立
性
の
規
定
に
際
し
て
そ
の
被
定
立
性
が
二
重
の
形

態
で
の
ス
ブ
イ
ェ
ク
ト
と
い
ふ
形
を
と
っ
て
、
つ
ま
り
第
一
に
は
述
語
へ
の
麗
係
に
於
け
る
命
題
－
主
語
と
し
て
、
第
二
に
は
客
体
へ
の

関
係
に
於
け
る
我
一
主
体
と
し
て
、
立
ち
現
れ
て
来
る
こ
と
を
、
謂
ひ
つ
け
る
の
か
V
。
有
と
は
、
つ
ま
り
そ
れ
が
ω
g
ぼ
①
o
薄
目
か
ら
、

す
な
は
ち
ギ
リ
シ
ャ
語
で
い
へ
ば
貯
。
誘
幽
翠
建
か
ら
規
定
さ
れ
る
如
き
有
と
は
、
　
一
体
何
を
謂
ふ
の
か
く
ー
ー
一
体
何
が
窟
に
、
有
が

。・

ﾀ
ぽ
Φ
o
露
ヨ
か
ら
、
す
な
は
ち
ギ
リ
シ
ャ
語
で
い
へ
ば
貯
。
需
食
亀
§
か
ら
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
、
謂
ひ
つ
け
る
の
か
〉
。
　
U
§
盗
“
騰
琶
℃

と
は
、
立
て
続
け
に
現
前
し
て
み
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
予
め
…
既
に
…
直
前
に
横
は
つ
て
み
る
も
の
で
あ
る
。
有
は
現
前
性
と
し
て

規
定
さ
れ
て
る
る
が
故
に
、
有
る
も
の
は
、
現
に
〈
其
処
に
〉
一
且
直
前
に
横
は
つ
て
み
る
も
の
、
つ
ま
り
簿
雲
無
論
ξ
℃
で
あ
る
。
有

る
も
の
へ
関
は
る
関
聯
は
、
横
へ
る
こ
と
の
仕
方
と
し
て
の
直
前
に
横
は
ら
し
め
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
　
つ
ま
り
℃
8
禽
①
〈
定
置
す

る
こ
と
〉
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
内
に
、
定
立
す
る
こ
と
と
立
て
る
こ
と
と
く
を
可
能
に
す
る
と
い
ふ
意
味
で
〉
の
可
能
姓
が
含
ま
れ
て

み
る
。
有
は
現
前
性
と
し
て
そ
れ
自
身
を
明
け
る
が
故
に
、
直
前
に
横
は
つ
て
み
る
も
の
と
し
て
の
有
る
も
の
へ
関
は
る
関
聯
が
、
横
へ

る
こ
と
、
立
て
る
こ
と
、
表
象
す
る
〈
前
に
立
て
る
〉
こ
と
、
定
立
す
る
こ
と
に
、
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
定
立
と
し
て
の
有
に
つ
い
て

の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
の
内
に
は
、
更
に
亦
有
る
も
の
の
有
を
客
体
性
と
客
体
的
レ
ア
リ
テ
…
ト
と
し
て
顕
は
に
す
る
彼
の
解
釈
の
境
域
全

体
の
内
に
も
、
続
け
ざ
ま
に
現
前
す
る
と
い
ふ
意
味
で
の
有
が
統
べ
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
有
は
単
に
定
立
と
し
て
そ
れ
自
身
を
諸
々
の
様
相
性
へ
と
展
労
す
る
。
有
る
も
の
は
そ
の
定
立
〈
℃
◎
ω
一
件
一
〇
口
〉
に
於
て
、
感
性
的
触
発

へ
関
係
づ
け
ら
れ
た
命
題
く
雷
◎
℃
o
ω
三
〇
旨
V
に
依
っ
て
定
立
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
す
な
は
ち
経
験
的
判
断
力
に
依
っ
て
経
験
的
悟
性
使
用

の
内
に
、
つ
ま
り
そ
の
や
う
に
規
定
さ
れ
た
思
惟
の
内
に
、
定
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
有
は
、
思
惟
へ
の
関
は
り
合
ひ
か
ら
、
解
明
さ
れ

〈
そ
の
所
在
が
〉
究
明
さ
れ
て
み
る
。
解
明
と
究
明
と
は
反
省
と
い
ふ
性
格
を
も
ち
、
反
省
は
思
惟
に
つ
い
て
の
思
惟
と
し
て
前
面
に
現
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れ
て
来
る
。

　
「
有
と
思
惟
」
と
い
ふ
主
導
標
題
の
内
で
今
な
ほ
不
明
瞭
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
み
る
の
は
何
で
あ
る
か
。
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
の
叙
述
を

通
し
て
吾
々
に
現
れ
て
来
た
成
果
を
吾
々
が
こ
の
標
題
の
内
に
挿
入
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
は
吾
々
は
、
有
の
代
り
に
定
立
と
書

ひ
、
思
惟
の
代
り
に
反
省
の
反
省
と
言
ふ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
に
は
「
有
と
思
惟
」
と
い
ふ
標
題
は
、
定
立
と
反
省
の
反
省
、
と
い

ふ
程
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
に
於
て
「
と
」
と
い
ふ
接
続
詞
の
両
側
に
立
っ
て
る
る
も
の
は
、
カ
ン
ト
の
意
味
に
従
っ
て
解
明
さ
れ

て
み
る
。

　
併
し
、
　
「
有
と
思
惟
」
の
内
に
於
け
る
「
と
」
は
一
体
何
を
謂
っ
て
み
る
の
か
。
ひ
と
は
そ
の
答
に
関
し
て
些
か
も
困
惑
し
な
い
の
で

あ
り
、
容
易
に
事
を
済
ま
し
て
み
る
。
そ
の
場
合
ひ
と
は
好
ん
で
哲
学
の
最
古
の
諸
命
題
の
一
つ
を
、
つ
ま
り
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
籏
蓄
を
、

引
合
ひ
に
出
す
、
そ
の
箴
言
は
次
の
如
く
に
い
は
れ
て
み
る
、
す
な
は
ち
＆
誌
為
＆
＆
ξ
o
ぎ
伽
爲
轡
触
。
霞
～
⑩
轡
ミ
．
「
何
故
な
ら
ば
同

一
な
る
も
の
が
思
惟
に
し
て
有
で
あ
る
」
と
。

　
思
権
と
有
と
の
間
の
関
係
は
自
同
性
で
あ
り
、
同
一
性
で
あ
る
。
「
有
と
思
惟
」
と
い
ふ
主
導
標
題
は
次
の
こ
と
を
書
っ
て
み
る
、
す

な
は
ち
、
有
と
思
惟
と
は
同
一
的
で
あ
る
と
。
恰
も
、
周
一
的
と
は
何
を
謂
ふ
の
か
は
断
乎
と
し
て
決
定
済
で
あ
る
か
の
如
く
、
恰
も
、

同
一
性
の
意
味
は
掌
上
に
存
し
て
み
る
か
の
如
く
、
而
も
ま
さ
に
有
と
思
惟
と
の
間
の
関
係
に
蘭
す
る
こ
の
卓
抜
な
る
「
場
合
偏
に
於
て

さ
う
で
あ
る
か
の
如
く
＜
ひ
と
は
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
箴
書
を
こ
の
や
う
に
理
解
し
断
書
す
る
の
で
あ
る
。
〉
。
〈
併
し
乍
ら
、
〉
両
者
す
な
は

ち
有
と
思
惟
は
明
ら
か
に
、
そ
の
闘
に
あ
っ
て
ひ
と
が
争
ふ
余
地
な
く
あ
れ
こ
れ
と
計
算
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
如
き
諸
々
の
物
や
対
象

の
や
う
な
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
如
何
な
る
場
合
に
於
て
も
「
岡
一
的
」
と
は
「
相
等
し
い
」
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
謂
ふ
の
で
は
な

　
　
　
へ

い
。
有
と
思
惟
、
こ
の
「
と
」
の
内
に
こ
そ
、
従
来
の
哲
学
と
そ
し
て
亦
現
代
の
思
惟
と
に
属
す
る
思
惟
に
値
す
る
も
の
が
、
そ
れ
自
身

を
覆
蔵
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
併
し
、
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
の
叙
述
に
依
っ
て
次
の
こ
と
が
争
ふ
余
地
な
き
仕
方
で
示
さ
れ
た
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
定
立
と
し
て
の
有

　
　
　
　
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
（
承
前
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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一
八

は
経
験
的
悟
性
使
用
へ
の
関
は
り
合
ひ
か
ら
規
定
さ
れ
て
る
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
主
導
標
題
中
の
「
と
」
は
こ
の
関
は
り
合
ひ
を

意
味
し
て
を
り
、
そ
の
関
は
り
合
ひ
は
、
カ
ン
ト
に
従
へ
ば
、
そ
の
足
場
の
垂
直
底
を
思
惟
の
内
に
、
す
な
は
ち
人
閥
的
主
体
の
吃
る
働

き
の
内
に
、
も
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
関
は
り
合
ひ
は
一
二
如
何
な
る
仕
方
で
の
関
は
り
合
ひ
で
あ
る
か
。
思
惟
を
反
省
の
反
省
と
し
て
特
色
づ
け
る
そ
の
特
色
づ
け
が

吾
々
に
或
る
一
つ
の
目
配
せ
を
、
す
な
は
ち
偶
々
投
げ
ら
れ
た
目
配
せ
に
す
ぎ
ず
、
誘
惑
的
な
目
配
せ
と
ま
で
は
雷
は
な
い
と
し
て
も
、

と
も
か
く
罷
る
一
つ
の
目
配
せ
を
与
へ
て
る
る
。
・
思
惟
は
写
る
一
一
重
の
仕
方
で
、
す
な
は
ち
第
一
に
は
反
省
と
し
て
、
次
に
は
反
省
の
反

省
と
し
て
、
働
い
て
み
る
。
併
し
乍
ら
、
こ
の
こ
と
す
べ
て
は
一
体
何
を
謂
っ
て
み
る
の
か
。

　
思
惟
を
反
省
と
し
て
酌
婦
づ
け
る
こ
と
が
有
へ
の
関
聯
を
特
色
づ
け
る
の
に
足
り
る
と
、
仮
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
こ
の

こ
と
は
次
の
こ
と
を
言
っ
て
み
る
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
思
惟
は
単
純
な
る
定
立
と
し
て
は
、
そ
の
内
に
討
て
被
定
立
性
と
か
対
象
性
と

い
ふ
や
う
な
事
柄
が
観
取
さ
れ
得
る
と
こ
ろ
の
地
平
を
、
参
与
す
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
思
惟
は
、
定
立
と
し
て
の
有
と
有
の
諸
様

相
性
と
の
解
明
に
と
っ
て
は
、
地
平
先
与
と
い
ふ
機
能
を
果
し
て
み
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
思
惟
は
反
省
の
反
省
と
し
て
は
、
被
定
立
性
の
地
平
の
内
で
観
取
さ
れ
た
有
が
、
そ
れ
に
依
っ
て
解
釈
さ
れ
る
と
こ

ろ
の
手
続
と
か
、
そ
れ
を
以
っ
て
解
釈
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
道
具
や
機
関
を
、
意
味
し
て
み
る
。
反
省
と
し
て
の
思
惟
は
地
平
を
意
味
し
、

反
省
の
反
省
と
し
て
の
思
惟
は
有
る
も
の
の
有
の
解
釈
の
機
関
を
意
味
し
て
み
る
。
　
「
有
と
思
惟
」
と
い
ふ
主
導
標
題
の
内
に
於
て
思
惟

は
、
今
示
さ
れ
た
本
質
的
な
る
意
味
に
覧
て
、
二
義
的
に
留
ま
っ
て
を
り
、
而
も
こ
の
こ
と
は
西
洋
的
思
搬
の
全
歴
史
を
貫
い
て
さ
う
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
併
し
、
も
し
吾
々
が
有
を
、
た
だ
単
に
そ
し
て
先
づ
第
一
に
、
悟
性
に
依
る
定
立
の
内
に
定
立
さ
れ
て
あ
る
こ
と
と
し
て
聴

取
す
る
の
で
は
な
く
、
膚
を
元
初
的
に
し
て
ギ
リ
シ
ャ
的
な
る
意
味
に
於
て
、
各
自
の
時
に
i
住
す
る
も
の
食
霧
験
？
芝
①
誤
σ
q
①
〉
の
現

前
性
す
な
は
ち
そ
れ
自
身
を
明
け
つ
つ
i
続
け
ざ
ま
に
現
前
す
る
と
い
ふ
仕
方
で
の
現
前
性
と
し
て
聴
取
す
る
と
し
た
ら
、
ど
う
で
あ
ら



809

う
か
。
こ
の
元
初
的
に
型
劾
さ
れ
た
有
に
と
っ
て
、
表
象
す
る
思
惟
は
果
し
て
地
平
を
形
成
し
得
る
で
あ
ら
う
か
。
明
ら
か
に
否
で
あ
る
、

仮
令
被
定
立
性
が
そ
の
本
質
の
由
来
を
現
前
性
に
負
ふ
て
る
る
が
故
に
此
の
被
定
立
桃
が
彼
の
現
前
性
に
依
然
と
し
て
類
学
的
で
あ
る
に

し
て
も
、
そ
れ
自
身
を
明
け
つ
つ
一
続
け
ざ
ま
に
現
前
す
る
と
い
ふ
仕
方
で
の
現
前
性
が
被
定
立
姓
と
は
相
異
な
る
と
す
れ
ば
、
明
ら
か

に
否
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
事
態
が
さ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
は
有
の
解
釈
の
仕
方
も
亦
、
つ
ま
り
思
惟
の
仕
方
も
亦
、
そ
れ
に
呼
応
し
た
或
る
別
の

性
格
を
も
た
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
古
来
、
思
惟
の
理
論
は
「
論
理
学
」
と
称
さ
れ
て
み
る
。
と
こ
ろ
で
併
し
、
思
惟
が
、
有

へ
関
は
る
そ
の
関
聯
に
於
て
、
地
平
先
学
と
し
て
且
又
機
関
と
し
て
、
二
義
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
は
、
　
「
論
理
学
」
と
称

さ
れ
て
み
る
も
の
も
亦
、
上
記
の
観
点
に
従
っ
て
二
義
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
場
合
に
は
、
有
の
解
釈
の
機

関
と
し
て
の
且
又
有
の
解
釈
の
地
平
と
し
て
の
「
論
理
学
」
は
徹
底
的
に
闘
に
値
す
る
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
方
向
に
向
っ

て
推
し
進
む
省
察
は
、
論
理
学
に
反
対
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
芯
の
す
な
は
ち
そ
の
内
に
於
て
有
が
そ
れ
自
身
を
思
惟
に
属
す
る
思
惟
に

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

値
す
る
も
の
そ
の
も
の
と
し
て
君
葉
に
齎
し
て
み
る
と
こ
ろ
の
轡
ふ
と
い
ふ
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
十
分
に
規
定
す
る
た
め
に
尽
痺
す
る
の

で
あ
る
。

　
「
あ
る
」
と
い
ふ
こ
の
目
立
た
な
い
こ
と
の
内
に
、
窟
に
属
す
る
一
切
の
思
惟
に
値
す
る
も
の
が
覆
蔵
さ
れ
て
み
る
。
そ
の
内
に
含
ま

れ
て
み
る
最
も
思
惟
に
値
す
る
事
柄
は
、
併
し
乍
ら
、
ど
こ
ま
で
も
次
の
こ
と
で
あ
る
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
果
し
て
「
有
」
は
、
果
し

て
「
あ
る
」
そ
れ
自
身
は
あ
り
得
る
の
か
、
そ
れ
と
も
有
は
決
し
て
「
あ
る
」
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
ふ
こ
と
を
吾
々
は
熟
思
す
る
と

と
も
に
、
そ
れ
に
も
不
拘
、
有
が
贈
ら
れ
て
あ
る
く
す
な
は
ち
、
文
字
通
り
に
は
、
そ
れ
は
有
を
贈
る
、
団
。
。
σ
q
旨
酔
ω
Φ
ぎ
〉
と
い
ふ
こ
と

は
ど
こ
ま
で
も
真
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
と
は
い
へ
、
　
「
そ
れ
は
贈
る
」
〈
為
ω
α
q
彰
、
．
〉
と
い
ふ
こ
と
の
内
に
存
す
る
贈
物
〈
す
な
は
ち
、
有
〉
は
、
一
体
何
処
か
ら
来
り
、
一

体
何
者
に
向
っ
て
行
く
の
か
、
而
も
そ
れ
は
一
体
如
何
な
る
贈
り
方
に
於
て
か
。

　
　
　
　
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
（
承
前
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廟
九
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哲
学
研
究
　
第
四
百
九
十
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
有
は
有
り
得
な
い
。
も
し
有
が
有
る
と
す
れ
ば
、
有
は
最
早
有
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
或
る
一
つ
の
有
る
も
の
に
な
る
で
あ
ら
う
。

　
と
は
い
へ
、
有
を
最
初
に
思
惟
し
た
思
想
家
は
次
の
や
う
に
書
っ
て
み
る
の
で
は
な
い
か
、
つ
ま
り
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
（
宰
α
q
．
①
）
は
次

の
や
う
に
書
っ
て
み
る
の
で
は
な
い
か
、
す
な
は
ち
、
鍵
層
誌
、
無
℃
ミ
〈
何
と
な
れ
ば
、
有
は
有
る
〉
、
　
つ
ま
り
、
　
「
何
と
な
れ
ば
、
有

は
有
る
し
く
ご
国
ω
望
薮
巨
8
び
ω
①
ぎ
．
．
V
i
「
何
と
な
れ
ば
、
現
前
は
現
前
す
る
」
と
。
①
～
ミ
へ
っ
ま
り
現
前
の
内
に
は
本
来
．
臥
N
慧
史
黛

〈
真
性
、
真
理
性
〉
つ
ま
り
露
現
が
語
っ
て
み
る
、
と
い
ふ
こ
と
を
吾
々
は
熟
思
し
よ
う
、
さ
う
す
る
な
ら
ば
そ
の
場
合
、
o
セ
ミ
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
て
喚
q
§
と
い
ふ
仕
方
で
強
調
さ
れ
て
書
は
れ
て
る
る
現
前
は
次
の
こ
と
を
言
ふ
の
で
あ
る
、
す
な
は
ち
、
現
前
せ
し
め
る
と
い
ふ
こ

と
〈
》
謬
≦
①
q
・
c
。
託
霧
。
。
①
ご
〉
。
有
と
は
i
本
来
的
に
は
、
現
前
性
を
現
撫
し
続
け
る
も
の
〈
締
ω
》
昌
毒
㊦
の
⑦
掌
り
①
諦
O
o
毒
似
嗣
寝
⑦
湖
面
Φ
〉
。

　
こ
こ
に
於
て
有
は
、
そ
れ
は
有
る
が
、
何
か
重
る
有
る
も
の
と
し
て
書
ひ
出
さ
れ
て
〈
す
な
は
ち
、
外
に
贈
り
出
さ
れ
て
、
鍵
ω
α
q
㊥

αq

@
げ
①
P
＞
み
る
の
で
あ
ら
う
か
、
そ
れ
と
も
こ
こ
に
於
て
有
つ
ま
り
銭
＆
＆
（
同
じ
も
の
）
は
養
魅
、
＆
＆
つ
ま
り
そ
れ
自
身
へ
向
っ
て

欝
は
れ
て
る
る
の
で
あ
ら
う
か
。
こ
こ
に
は
或
る
一
つ
の
タ
ウ
ト
ロ
ギ
ー
が
語
っ
て
み
る
の
か
。
勿
論
。
と
は
い
へ
〈
そ
れ
は
〉
最
高
の

意
味
に
於
け
る
タ
ウ
ト
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
そ
れ
は
何
も
書
は
な
い
の
で
は
な
く
し
て
一
切
を
言
ふ
タ
ウ
ト
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
す
な
は
ち
元

初
的
且
将
量
的
に
思
惟
の
た
め
に
基
準
を
贈
与
す
る
も
の
、
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
タ
ウ
ト
ロ
ギ
ー
は
そ
れ
自
身
の
内
に
、
欝
は
れ
ざ

る
も
の
、
思
惟
さ
れ
ざ
る
も
の
、
問
は
れ
ざ
る
も
の
を
、
蔵
し
て
み
る
。
　
「
何
と
な
れ
ば
、
現
前
は
現
前
す
る
か
ら
」
。

　
こ
こ
に
於
て
現
前
性
と
は
一
体
何
を
謂
ふ
の
か
。
現
在
か
。
そ
の
や
う
な
も
の
は
一
体
何
処
か
ら
そ
れ
自
身
を
規
定
す
る
の
か
。
こ
こ

に
は
時
の
或
る
覆
蔵
さ
れ
た
る
本
質
の
或
る
思
惟
さ
れ
ざ
る
盤
格
が
、
そ
れ
自
身
を
示
し
て
み
る
の
か
、
一
層
的
確
に
い
へ
ば
、
そ
れ
自

身
を
隠
し
て
み
る
の
か
。

　
事
態
が
そ
の
や
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
は
有
へ
の
問
は
次
の
如
き
主
導
標
題
の
下
へ
劉
達
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
す
な
は
ち

「
有
と
時
」
。

　
そ
れ
で
は
、
純
粋
定
立
と
し
て
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
は
〈
ど
う
な
っ
て
み
る
の
か
〉
。



　
被
定
立
性
と
か
対
象
性
が
そ
れ
霞
身
を
現
前
性
の
或
る
変
転
と
し
て
証
示
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
は
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の

テ
ー
ゼ
は
、
一
切
の
形
而
上
学
の
内
に
あ
っ
て
思
惟
さ
れ
ず
に
留
ま
っ
て
み
る
も
の
、
さ
う
い
ふ
も
の
の
内
へ
聴
属
し
入
る
の
で
あ
る
。

　
有
る
も
の
の
有
の
形
而
上
学
的
規
定
を
導
く
主
導
標
題
つ
ま
り
「
有
と
思
惟
」
は
、
有
の
問
を
た
だ
立
て
る
こ
と
に
す
ら
達
し
な
い
の

で
あ
り
、
況
ん
や
く
そ
の
間
に
答
へ
る
〉
或
る
答
を
見
出
す
こ
と
に
は
届
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
も
不
拘
、
純
粋
定
立
と
し
て
の
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
は
早
る
一
つ
の
絶
頂
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
は
な
い
、
そ
の

絶
頂
か
ら
の
晃
透
し
は
、
後
方
に
向
っ
て
は
晋
霊
亀
ミ
ミ
〈
騨
霞
無
騰
℃
。
ヒ
と
し
て
下
に
横
は
つ
て
み
る
こ
と
〉
と
し
て
の
有
の
規
定
に
ま

で
達
し
、
前
方
に
向
っ
て
は
絶
対
的
概
念
と
し
て
の
有
の
思
弁
的
…
弁
証
法
的
解
釈
の
内
へ
と
示
し
入
っ
て
み
る
。
（
了
）
（
辻
村
公
一
訳
）
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者
　
京
都
火
学
文
学
部
〔
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哲
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授
）
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