
ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ
の
実
体
論
の
問
題

　
一
神
の
創
造
に
お
け
る
そ
の
基
盤
一
－

田

中

英

三

五

　
　
　
意
志
は
如
何
に
考
え
ら
れ
る
か
。
彼
に
よ
れ
ば
ま
ず
e
、
神
の
意
志
は
何
も
の
か
ら
も
拘
束
さ
れ
ず
に
、
創
造
す
べ
き
世
界
を
自
由
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
選
択
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
く
の
可
能
的
系
列
が
悟
性
の
領
域
に
お
い
て
い
ず
れ
も
無
矛
盾
に
成
立
し
、
な
お
存
在
へ

　
　
の
要
求
を
保
持
す
る
限
り
、
そ
の
い
ず
れ
を
意
志
が
選
ぶ
こ
と
も
で
き
る
筈
で
あ
る
。
悟
性
の
原
理
は
劇
造
の
問
題
を
内
容
に
関
し
て
最

　
　
も
可
能
的
に
規
定
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
場
合
、
可
能
的
な
も
の
の
国
に
お
け
る
一
系
列
の
決
定
は
、
他
の
諸
系
列
の
否
定
的
決
定
を
少

　
　
し
も
含
ま
な
い
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
悟
性
の
領
域
に
お
け
る
一
系
列
の
決
定
は
単
に
即
自
的
に
行
わ
れ
る
だ
け
で
、
そ
れ
が
他
の
諸
系

　
　
列
か
ら
存
在
へ
の
権
利
を
奪
う
し
方
で
対
線
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
計
量
的
悟
性
の
思
弁
は
比
較
商
蚤
で
あ
っ
た
が
、
否
定
的
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
省
を
媒
介
と
し
た
絶
対
の
肯
定
判
断
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
創
造
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、
ま
だ
究
極
的
に
明
確

　
　
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
同
風
に
運
命
論
か
ら
の
係
累
の
晒
避
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
も
し
悟
性
が
唯
一
の
系
列

　
　
を
決
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
の
系
列
を
必
然
的
に
棄
却
す
る
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
先
に
留
意
し
た
よ
う
に
、
悟
性
は
創
造
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
運
命
的
な
必
然
性
へ
意
志
を
縛
り
つ
け
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
岡
時
に
、
悟
性
の
構
想
を
一
つ
の
し
方
で
し
か
許
さ
ぬ
必
然
性
へ
、
悟
性

　
　
自
ら
が
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
蕾
性
が
意
志
を
包
み
込
む
の
は
簡
単
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
意
志
を
東
縛
す
る
た
め
に
投
げ
ら

79

@
れ
た
縄
は
、
却
て
一
層
強
く
悟
挫
を
縛
る
も
の
と
し
て
、
ま
つ
わ
り
つ
く
。
今
の
状
況
で
は
悟
性
が
意
志
を
縛
る
こ
と
が
、
悟
性
に
と
つ
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工
○

て
蔭
ら
を
縛
る
結
果
に
な
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
は
意
志
が
も
は
や
意
志
の
名
に
値
せ
ず
、
単
に
悟
姓
の
道
具
に
変
質
さ
れ
て

し
ま
う
の
は
当
然
で
あ
る
。
創
造
が
神
の
叡
知
の
所
産
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
に
宿
命
性
を
振
わ
せ
る
こ
と
は
、
ど
こ
迄
も
避
け
ね
ば
な
ら

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

な
い
。
そ
の
た
め
に
は
悟
性
的
決
定
が
悟
性
に
と
っ
て
の
決
定
で
あ
っ
て
も
、
意
志
に
対
す
る
決
定
（
悟
性
理
念
の
実
現
を
強
綱
す
る
意

味
で
）
で
は
あ
り
得
ぬ
こ
と
が
確
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
最
も
共
．
憩
能
的
な
系
列
を
決
定
す
る
悟
性
と
い
え
ど
も
、
意
志
の
外

か
ら
そ
れ
を
必
然
化
す
る
こ
と
を
原
理
的
に
拒
否
す
る
の
は
、
神
と
世
界
に
対
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
周
到
な
考
察
で
あ
っ
た
。
運
命
論

の
擁
制
と
他
の
系
列
の
容
認
は
、
神
の
悟
性
と
意
志
を
共
に
生
か
す
道
と
思
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
意
志
は
如
何
な
る
意
味
で
も
絶
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

的
に
ヨ
鎌
瀬
お
馨
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現
実
の
世
界
創
造
に
当
っ
て
は
、
理
念
の
領
域
に
お
い
て
と
岡
じ
よ
う
に
現
実
化
の
段
階
で

も
、
他
の
共
可
能
な
諸
系
列
が
全
体
と
し
て
問
題
に
さ
れ
、
そ
の
上
で
そ
れ
ら
の
内
か
ら
、
あ
る
一
つ
の
系
列
の
存
在
化
を
翻
由
意
志
的

に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
可
能
的
な
国
の
も
の
が
、
意
志
が
規
定
す
る
現
実
的
な
実
現
の
原
理
、

書
わ
ば
実
在
的
な
も
の
の
国
へ
直
接
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
は
自
ら
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
等
し
い
の
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
神
の
意
志
は
、
逆
に
◎
、
こ
の
自
由
な
選
択
を
決
し
て
恣
意
的
に
（
錠
ぴ
酵
9
。
岬
の
営
①
葺
）
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ラ
イ
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ニ
ッ
ツ
は
意
志
に
よ
る
選
択
は
、
全
て
そ
れ
以
前
に
意
志
の
理
購
を
前
提
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
強
調
す
る
。
も
し
何
も
の
に
も
規
定
さ
れ
ず
、

一
切
が
全
く
偶
然
に
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
神
に
は
孟
春
権
力
だ
け
が
あ
り
、
盲
目
的
な
暴
富
が
正
義
や
智
慧
を
覆
滅
し
て
し
ま
う

　
　
　
（
5
）

で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
倹
っ
迄
も
な
く
、
対
象
や
理
由
の
な
い
放
隷
に
行
わ
れ
る
意
志
決
定
は
選
択
の
意
味
に
値
し
な
い
。
自
由

は
意
志
の
不
一
一
0
急
な
要
求
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
隅
時
に
悟
性
か
ら
の
支
持
、
書
わ
ば
悟
性
が
悟
性
の
立
場
に
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
と
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
表
明
さ
れ
る
必
然
的
な
承
認
を
得
て
い
る
。
自
由
は
常
に
盲
目
的
な
「
無
差
甥
な
自
由
（
＝
鼠
感
興
2
8
落
網
亀
偲
び
お
）
」
か
ら
も
解

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

放
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
全
て
の
も
の
の
無
差
甥
な
決
定
は
、
決
定
の
無
差
携
の
故
に
、
お
よ
そ
決
定
を
揆
無
す
る
意
味
で
肖
己
矛
盾
に

逢
着
す
る
。
自
由
を
無
差
別
と
す
る
の
は
、
麿
由
を
亡
失
し
慮
由
か
ら
後
退
し
た
も
の
が
、
自
由
で
あ
り
得
な
く
な
っ
た
時
に
逃
げ
込
む

迷
路
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
自
誓
な
意
志
に
理
由
を
必
要
と
す
る
の
は
、
自
詣
な
も
の
が
ど
こ
迄
も
自
由
に
あ
ろ
う
と
す
る
時
の
主



　
　
体
的
な
根
拠
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
る
。
換
書
す
れ
ば
理
由
の
必
要
性
は
、
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
自
知
の
認
識
根
拠
が
持
つ
位
置
を
占

　
　
め
る
で
あ
ろ
う
。
明
確
な
理
由
が
な
い
時
に
は
、
結
燭
、
意
志
は
一
切
を
鍵
田
な
く
決
定
し
得
る
こ
と
に
お
い
て
、
如
何
な
る
一
つ
の
こ

　
　
と
を
も
決
定
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
意
志
が
あ
る
作
用
の
方
向
を
決
定
す
る
時
、
決
定
す
る
そ
の
わ
け
は
、
意
志
が
あ
る
と
い
う
だ
け
の

　
　
こ
と
か
ら
出
て
来
な
い
。
意
志
を
そ
の
よ
う
に
欲
求
さ
せ
た
動
機
が
常
に
そ
の
理
由
と
し
て
先
行
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
理

　
　
由
の
存
在
は
、
意
志
の
不
可
欠
な
必
需
で
あ
り
、
や
が
て
理
由
の
提
供
考
と
な
る
悟
性
を
意
志
の
中
へ
消
滅
さ
せ
る
主
意
主
義
の
過
剰
を

　
　
抑
髄
す
る
役
割
も
果
す
。
神
の
意
志
は
、
始
め
に
晃
た
よ
う
に
、
如
何
な
る
可
能
的
世
界
を
も
矛
麿
な
く
選
び
得
る
自
由
に
お
い
て
悟
性

　
　
か
ら
独
立
し
て
い
る
が
、
か
か
る
選
択
の
場
合
に
も
や
は
り
意
志
を
か
く
決
定
さ
せ
た
理
・
田
が
あ
る
。
さ
も
な
く
ば
、
何
故
に
世
界
が
あ

　
　
の
よ
う
に
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
存
在
す
る
に
到
っ
た
か
と
い
う
充
足
理
由
（
一
鑓
　
塊
掌
Ω
一
ω
○
鐸
　
q
α
億
由
の
⇔
⇔
紳
①
）
は
満
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
始
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
て
、
彼
は
意
志
が
常
に
意
志
決
定
に
先
行
す
る
理
由
を
、
そ
れ
に
お
い
て
求
め
る
悟
性
へ
の
係
り
に
持
つ
と
考
え
る
。
そ
し
て
神
の
意
志

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
は
、
本
性
的
に
最
高
の
理
由
に
従
い
、
で
き
る
だ
け
完
全
な
最
高
の
秩
序
と
法
則
を
持
つ
最
善
の
世
界
を
選
ぶ
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
悟

　
　
性
の
認
識
し
た
最
高
の
可
能
的
な
存
在
理
由
こ
そ
が
意
志
を
し
て
最
も
完
全
な
世
界
を
選
ば
せ
る
理
由
に
な
る
。
従
っ
て
悟
性
の
側
か
ら
、

　
　
意
志
を
、
殊
に
意
志
の
両
衝
（
無
拘
束
と
理
由
と
い
う
）
に
互
っ
て
、
見
る
な
ら
ば
、
　
一
方
で
悟
姓
が
意
志
に
選
択
を
強
輸
す
る
主
知
主

　
　
義
の
行
き
過
ぎ
を
自
制
す
る
こ
と
が
、
他
方
に
お
い
て
悟
性
を
意
志
に
必
要
な
動
機
（
理
由
）
を
与
え
る
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
、
君

　
　
わ
ば
悟
性
が
圏
く
悟
性
の
領
域
に
葭
ら
留
ま
る
こ
と
に
よ
り
、
意
志
を
意
志
た
ら
し
め
る
と
共
に
、
却
て
両
者
が
離
れ
て
あ
る
そ
の
根
底

　
　
に
一
層
深
い
関
係
の
場
が
開
か
れ
た
と
言
え
る
。
つ
ま
り
悟
性
と
意
志
は
、
パ
ラ
レ
ル
に
共
存
す
る
地
平
が
か
か
る
根
源
的
な
、
そ
こ
か

　
　
ら
悟
性
が
悟
性
に
、
意
志
が
意
志
に
な
る
相
即
統
一
の
基
盤
か
ら
支
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
…
開
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
両
者

　
　
の
差
別
と
結
合
が
互
い
に
求
め
合
う
状
況
に
お
い
て
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
悟
性
と
意
志
は
、
互
い
に
他
と
離
れ
な
が
ら
、
離
れ

　
　
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
要
求
を
基
礎
づ
け
合
う
。
そ
の
限
り
両
者
を
決
し
て
時
間
的
に
先
な
る
悟
性
、
後
な
る
意
志
と
い
う

81

@
継
起
的
関
係
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
神
の
属
性
と
し
て
そ
れ
ら
は
完
全
に
相
即
し
つ
つ
、
神
慮
身
の
自
己
分
岐
お
よ
び
自
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己
統
一
と
い
う
「
本
性
的
な
秩
序
と
前
後
関
係
（
彰
。
議
審
騨
毒
Φ
無
識
○
時
貸
恥
①
舞
ε
お
）
」
の
内
で
一
§
①
鷲
δ
簿
俸
幽
①
δ
露
陽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
至
）

　
　
で
は
な
く
…
創
造
す
る
世
界
に
存
在
理
由
を
与
え
る
神
の
働
き
と
し
て
具
体
化
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
二
三
と
意
志
の
本
牲
的
な
秩
序
お
よ
び
前
後
関
係
は
、
両
者
の
相
互
の
独
立
挫
の
他
に
、
自
歯
な
意
志
が
理
由
を
必
要
と
し
、
こ
の
理

　
　
由
を
悟
性
が
提
供
す
る
も
の
に
な
る
時
、
両
者
が
理
由
を
緯
っ
て
如
何
な
る
あ
り
方
を
す
る
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
意
志
は
上
に
先
取

　
　
し
た
よ
う
に
、
結
局
、
最
善
の
世
界
を
、
悟
性
か
ら
の
最
高
の
理
由
に
従
っ
て
選
ぶ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
意
志
は
最
初
か
ら
、
そ
れ
し
か
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
択
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
無
拘
束
の
意
志
は
他
の
可
能
的
世
界
を
自
由
に
選
び
得
る
し
、
そ
れ
が
他
の
世
界
を
排
除
し
て
存
在
し

　
　
て
も
、
形
而
上
学
的
に
は
少
し
も
矛
盾
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
先
の
事
情
は
決
し
て
最
高
の
理
由
が
意
志
を
必
然
的
に
強

　
　
鰯
し
て
、
最
善
の
世
界
を
選
択
さ
せ
た
の
で
は
な
い
。
意
志
は
自
己
を
規
定
す
る
理
由
を
必
要
と
す
る
が
、
し
か
し
理
由
は
初
め
か
ら
理

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

　
　
由
な
る
が
故
に
直
に
意
志
を
規
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
悟
盤
の
理
由
は
悟
性
に
と
っ
て
の
最
高
の
理
由
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と

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

　
　
の
故
に
無
条
件
に
意
志
を
規
定
す
る
理
由
の
最
高
な
の
で
は
な
い
。
問
題
は
侮
が
意
志
の
規
定
理
由
で
あ
る
か
で
は
な
く
、
何
を
意
志
が

　
　
規
定
理
由
に
す
る
か
と
い
う
し
方
、
お
よ
び
そ
う
い
う
働
き
方
を
す
る
時
の
意
志
の
欄
有
な
性
絡
で
あ
る
。
確
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
神
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
一
三
）

　
　
悟
性
の
認
識
す
る
「
最
蕎
の
理
由
に
従
っ
て
」
常
に
「
最
善
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
い
」
に
違
い
な
い
と
確
信
し
て
い
る
。
そ
の
隈
り
全
て

　
　
の
意
志
活
動
は
必
然
的
で
あ
り
、
一
兇
、
悟
性
の
こ
の
理
由
が
直
接
的
に
意
志
を
規
定
す
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
前
に
見

　
　
た
よ
う
に
、
最
高
の
可
能
的
世
界
の
理
念
は
悟
性
の
領
域
で
は
、
な
お
即
自
的
な
究
極
の
理
念
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
未
だ
対
自
化
さ
れ
ぬ

　
　
意
味
で
、
そ
こ
に
は
他
の
可
能
的
世
界
の
在
り
方
も
共
存
し
て
い
た
し
、
そ
の
内
の
何
れ
を
意
志
が
選
ん
で
も
不
都
合
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
だ
か
ら
結
果
的
に
は
悟
性
の
か
の
理
念
を
意
志
が
規
定
理
由
と
す
る
に
違
い
な
く
と
も
、
初
め
か
ら
意
志
は
唯
一
的
に
そ
れ
へ
の
服
従
を

　
　
強
い
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
意
志
が
如
何
な
る
世
界
を
も
選
び
得
る
意
味
で
は
、
理
由
は
他
に
も
あ
り
得
た
わ
け
で
あ
る
。
ラ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
は
、
本
性
的
事
態
が
、
た
だ
悟
性
か
ら
意
志
へ
の
一
方
的
な
係
わ
り
と
し
て
の
み
現
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
，

　
　
自
由
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
　
悟
性
か
ら
意
志
へ
の
方
向
に
生
ず
る
形
而
上
学
的
あ
る
い
は
絶
対
的
必
然
性
（
⇔
①
o
霧
ω
陣
ま
ヨ
①
＄
℃
ゲ
団
ω
劉



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
ρ
器
。
郎
節
ぴ
。
。
o
ご
お
）
を
原
理
的
に
拒
否
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
悟
性
理
念
が
理
由
と
な
り
得
る
資
格
に
お
い
て
働
く
の
は
、
意
志
を
決

　
　
し
て
強
制
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
を
理
由
と
す
る
窟
由
な
決
定
へ
意
志
を
誘
う
（
一
訂
〇
一
留
P
①
肖
）
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
悟
性
は
決
定
し

　
　
た
共
可
能
的
な
世
界
系
列
を
意
志
の
規
範
と
し
て
提
供
す
る
が
、
か
か
る
世
界
の
創
造
へ
意
志
の
選
択
を
「
傾
か
せ
て
も
強
制
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
（
同
嶺
〇
一
博
出
①
周
　
ω
簿
⇒
の
　
鵠
傷
O
①
O
o
Q
α
一
巡
①
吋
）
」
　
の
で
あ
る
。
事
物
の
実
在
に
関
す
る
本
性
的
事
態
は
決
し
て
形
而
上
学
的
必
然
性
に
よ
っ
て
成
立
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
事
態
は
、
自
由
な
意
志
の
自
・
田
な
あ
り
方
か
ら
の
み
生
ま
れ
る
に
違
い
な
い
。
悟
性
か
ら
の
理
由
が
決
定
的
に
意
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
規
定
理
由
に
な
る
の
は
、
自
由
な
意
志
の
自
由
な
働
き
に
よ
る
。
神
の
意
志
は
自
発
的
に
悟
性
の
理
由
を
遵
奉
す
べ
き
も
の
と
し
て
自

　
　
己
の
内
へ
摂
取
し
、
そ
れ
を
規
定
原
理
と
し
て
自
ら
そ
れ
に
従
い
、
最
善
の
世
界
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
悟
性
は
依
然
と
し
て
意

　
　
志
を
傾
か
せ
る
の
み
で
あ
る
が
、
意
志
は
自
ら
を
、
悟
性
か
ら
の
理
由
を
自
己
の
理
由
と
す
る
意
志
へ
傾
か
せ
て
い
る
。
意
志
は
悟
性
に

　
　
よ
っ
て
傾
け
ら
れ
る
以
上
に
、
悟
性
理
念
を
理
歯
化
す
る
自
己
へ
自
己
膚
身
を
傾
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
し
方
で
意
志
は
自
ら

　
　
悟
性
へ
自
己
を
傾
け
る
。
最
善
の
世
界
の
選
択
は
、
決
定
の
原
理
に
よ
る
悟
性
の
認
識
内
容
の
内
に
、
意
志
が
自
己
の
最
高
の
理
・
田
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
出
し
、
そ
れ
を
規
定
根
拠
に
す
る
と
い
う
一
種
の
自
己
立
法
へ
意
志
が
自
ら
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
自
由
な
意
志
の
働
き
方
の

　
　
根
本
構
造
は
、
自
己
が
自
己
を
遵
奉
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
最
高
の
自
由
が
発
揮
さ
れ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
、
意
志
は

　
　
他
の
も
の
を
選
ぶ
自
由
を
捨
て
、
却
て
最
も
完
全
な
方
向
に
働
き
得
る
自
由
の
故
に
、
　
「
最
高
の
理
性
に
従
っ
て
完
金
な
こ
と
を
行
う
最

　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
高
の
自
由
」
を
働
か
せ
た
と
写
る
時
、
そ
こ
に
は
意
志
の
自
己
立
法
と
、
そ
れ
の
遵
奉
と
し
て
成
立
す
る
自
由
が
考
え
ら
れ
て
い
た
と
思

　
　
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
志
の
自
己
強
制
、
あ
る
い
は
自
由
に
お
け
る
強
制
に
よ
っ
て
、
意
志
は
最
霊
【
の
世
界
の
み
を
選
ぶ
。
た
だ
意
志

　
　
を
傾
け
る
だ
け
の
悟
性
の
理
由
は
、
積
極
的
に
意
志
が
そ
れ
を
自
己
の
理
由
と
す
る
し
方
で
、
霞
由
に
自
己
を
傾
け
る
時
、
そ
れ
は
最
善

　
　
の
世
界
へ
の
理
由
に
高
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
悟
性
の
最
高
の
理
由
が
決
定
的
に
意
志
の
最
高
の
理
由
に
な
り
、
即
自
的
な
究
燧
の
理
念

　
　
が
対
自
的
．
な
唯
一
の
理
念
へ
高
め
ら
れ
る
の
も
、
こ
こ
を
措
い
て
他
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
傾
け
る
だ
け
の
悟
性
は
、
意
志
に
よ
っ
て
真

83

@
に
理
由
の
提
供
者
と
し
て
承
認
さ
れ
た
と
も
書
え
る
。
そ
の
隈
り
、
悟
性
は
意
志
か
ら
、
意
志
に
係
わ
る
道
を
ま
ず
開
か
れ
る
。
そ
し
て

10　
　
　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
論
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
　
　
　
哲
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研
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四
百
九
十
四
母
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

8410

@
そ
の
時
ま
で
悟
性
が
悟
性
的
な
可
・
能
性
の
国
に
留
ま
る
こ
と
が
、
逆
に
意
志
に
対
し
て
理
由
の
要
求
を
促
す
意
味
で
、
意
志
か
ら
悟
性
へ

　
　
の
道
を
開
か
せ
る
。
先
に
本
性
的
事
態
は
、
悟
性
か
ら
意
志
へ
の
方
向
に
お
い
て
は
成
立
せ
ぬ
と
諾
っ
た
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
考
え
る

　
　
両
論
の
本
性
的
秩
序
は
、
今
や
さ
し
当
り
意
志
か
ら
悟
性
へ
の
方
向
で
ま
ず
成
立
し
、
更
に
こ
の
こ
と
自
身
が
悟
性
か
ら
促
さ
れ
て
い
る

　
　
と
見
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
書
え
る
な
ら
ば
、
悟
性
か
ら
意
志
へ
の
方
向
も
形
而
上
学
的
必
然
性
と
は
異
る
意
味
で
考
え

　
　
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
両
者
の
秩
序
や
薔
後
関
係
は
、
一
方
が
他
方
か
ら
開
か
れ
る
こ
と
を
、
逆
に
一
方
が
他
方
に
促
す
、
そ
し

　
　
て
ま
た
こ
の
促
し
を
、
他
方
が
一
方
を
開
き
な
が
ら
満
す
と
い
う
し
方
で
、
無
限
に
重
複
す
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
神
の
意
志
の

　
　
燈
有
な
性
格
を
見
る
次
の
問
題
に
お
い
て
明
か
に
な
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
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占A

　
　
　
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
神
は
最
大
の
多
様
性
と
最
高
の
秩
序
お
よ
び
調
和
を
持
つ
最
善
の
世
界
を
選
ん
で
、
実
現
す
る
こ
と
を
目
揚
し

　
　
て
い
た
。
こ
の
世
界
の
理
念
は
ま
ず
悟
性
が
計
量
的
に
決
定
し
た
最
も
完
全
な
可
能
的
な
世
界
系
列
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

　
　
で
神
の
霞
由
な
意
志
が
、
こ
の
可
・
能
的
系
列
を
、
盤
界
を
選
ぶ
自
己
の
規
定
理
由
と
す
る
こ
と
は
、
な
お
他
に
黒
海
な
意
味
を
薪
に
含
ん

　
　
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
悟
性
が
決
定
の
原
理
に
よ
り
求
め
た
完
全
性
は
、
．
憩
室
的
な
各
系
列
の
比
較
商
量
に
よ
っ
て
計
量
的
に
得
ら
れ
た
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
列
の
量
的
な
完
全
で
あ
っ
た
。
し
か
し
意
志
が
そ
れ
を
意
志
決
定
の
理
由
に
す
る
時
は
、
量
的
完
全
は
質
的
完
全
性
に
変
え
ら
れ
る
の
で

　
　
　
（
一
）

　
　
あ
る
。
意
志
の
選
択
に
先
立
つ
理
由
の
内
化
は
、
や
は
り
意
志
の
一
つ
の
決
意
の
表
現
で
あ
り
、
多
く
の
．
司
能
的
世
界
の
内
で
一
つ
の
世

　
　
界
を
選
ぶ
こ
と
に
伴
う
二
者
択
一
的
な
理
由
の
内
化
の
断
定
で
あ
る
。
意
志
が
あ
る
一
つ
の
世
界
の
選
択
を
済
ま
せ
た
後
に
は
、
も
は
や

　
　
意
志
に
と
っ
て
、
な
お
（
選
択
の
）
可
能
的
な
諸
世
界
が
そ
の
ま
ま
残
る
こ
と
は
な
い
。
選
択
以
前
の
隅
棚
の
選
択
可
能
性
は
、
以
後
に
お

　
　
い
て
も
存
続
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
選
択
が
行
わ
れ
る
時
に
は
、
あ
る
一
つ
だ
け
が
意
志
の
理
由
と
し
て
内
化
さ
れ
、
そ
れ
と
共
に

　
　
他
の
一
切
は
世
界
系
列
と
し
て
の
可
能
性
を
否
定
さ
れ
て
了
う
の
で
あ
る
。
悟
性
は
可
能
性
の
国
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
を
全
て
、
な
お
存

　
　
在
へ
の
権
利
を
持
つ
可
能
的
な
も
の
と
し
て
許
し
た
。
だ
が
意
志
は
そ
れ
ら
の
間
に
、
権
利
の
決
定
的
な
喪
失
の
契
機
を
挿
入
す
る
。
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
志
に
お
け
る
選
択
的
決
定
は
、
他
の
排
斥
消
滅
と
同
時
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
質
的
絹
違
の
評
価
と
し
て
現

　
　
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
意
志
は
、
あ
る
も
の
を
選
ぶ
と
す
れ
ば
、
最
も
完
全
な
最
善
な
も
の
を
選
ぶ
と
い
う
目
的
の
規
準
に
照
ら
し
て
選

　
　
ぶ
た
め
に
、
そ
れ
以
外
の
一
切
は
不
可
能
の
た
め
で
は
な
く
、
「
不
完
全
の
た
め
に
（
o
霞
8
⇔
δ
簿
℃
霧
ω
o
ロ
ー
ヨ
℃
○
ω
臨
げ
濠
尽
”
影
鉱
ω
ω
o
昌

　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
ぎ
零
臥
o
a
§
）
」
選
び
得
な
い
の
で
あ
る
。
計
量
的
な
思
弁
が
示
し
た
（
系
列
の
）
完
全
性
の
程
度
は
、
そ
の
量
の
故
に
、
悟
性
に
他
の

　
　
諸
系
列
を
い
ず
れ
も
無
矛
盾
の
ま
ま
で
可
能
と
さ
せ
た
が
、
自
由
な
意
志
は
自
由
の
故
に
、
完
全
性
の
程
度
を
自
已
の
独
自
な
選
択
の
規

85

@
準
に
よ
っ
て
換
質
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
完
全
性
の
性
格
は
、
悟
性
に
お
け
る
系
列
の
全
体
量
か
ら
、
意
志
の
匿
的
に
適
合
す
る
度
合
を

⑳　
　
　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
論
の
閥
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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@
示
す
も
の
へ
変
更
さ
れ
る
。
そ
れ
が
意
志
の
求
め
る
最
善
の
世
界
、
あ
る
い
は
世
界
が
示
す
最
善
を
実
現
し
得
る
根
拠
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　
如
何
に
す
れ
ば
、
弼
を
根
拠
と
す
れ
ば
、
最
善
を
実
現
し
得
る
か
、
こ
れ
こ
そ
を
意
志
は
選
択
の
規
準
に
し
て
決
断
す
る
。
そ
れ
は
一
つ

　
　
の
世
界
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
一
切
の
可
能
的
世
界
の
棄
却
を
要
求
す
る
緊
張
し
た
状
況
に
お
け
る
二
者
択
一
で
あ
る
。
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
決
定
し
得
る
意
志
は
「
道
徳
的
に
書
っ
て
最
も
完
全
」
な
意
志
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
志
が
あ
く
迄
最
善
の
世
界
を
閣
指
す
限
り
、

　
　
本
質
的
に
意
志
は
、
も
と
も
と
そ
れ
を
成
就
す
る
に
足
る
個
有
性
を
具
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
完
全
性
の
性
絡
を
変
え
得
る
意
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
は
、
　
「
最
も
欝
金
な
こ
と
を
常
に
行
お
う
と
心
掛
け
て
い
る
神
の
自
・
田
な
」
、
道
徳
的
に
下
金
な
意
志
で
あ
る
。
神
の
意
志
を
こ
の
よ
う

　
　
に
仮
定
す
れ
ば
、
そ
れ
が
最
善
を
選
ぶ
よ
う
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
の
は
、
上
の
事
情
を
表
返
え
し
た
表
現
に
す
ぎ
な
い
。
神
の
意

　
　
志
が
道
徳
的
に
発
全
で
あ
れ
ば
、
最
善
を
選
ぶ
よ
う
に
意
志
は
決
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
時
、
こ
の
よ
う
な
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
い
わ
ゆ
る

　
　
神
の
道
徳
的
必
然
性
に
よ
る
決
定
は
、
も
と
も
と
意
志
が
二
者
択
一
的
な
緊
張
に
お
け
る
選
択
に
よ
り
、
完
全
性
の
換
質
概
念
を
提
供
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
得
る
意
志
で
あ
る
こ
と
の
必
要
を
脊
景
に
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
換
書
す
れ
ば
、
　
「
道
徳
的
必
然
性
（
⇔
Φ
o
Φ
ω
。
。
ま
導
。
鑓
δ
）
」
の
み
に
よ

　
　
っ
て
神
が
決
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
必
然
牲
と
形
而
上
学
的
必
然
性
と
の
間
に
、
完
全
性
の
性
格
が
変
更
さ
れ
る
だ
け
の
距
離
と
糧

　
　
違
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
神
に
対
す
る
絶
対
の
宗
教
的
儒
頼
に
裏
う
ち
さ
れ
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
神
へ
の
道
徳
的
信
愚

　
　
性
を
示
し
て
い
る
。
世
界
の
選
択
は
神
が
超
越
的
な
叡
智
と
善
意
を
持
つ
絶
対
者
な
る
故
に
行
わ
れ
る
自
明
の
こ
と
で
は
な
い
。
神
の
か

　
　
か
る
営
み
は
超
合
理
的
な
合
理
性
と
し
て
基
礎
け
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
道
徳
的
に
宙
由
な
意
志
決
定
を
行
う

　
　
神
を
見
る
時
に
は
、
彼
は
単
に
理
論
的
な
超
越
的
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
人
格
神
と
見
て
い
る
。
彼
の
神
学
は
自
然
神
学
的
色
彩
を
示

　
　
す
が
、
そ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
人
格
神
の
観
念
が
滲
透
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
世
界
の
選
択
も
神
の
人

　
　
格
的
な
決
意
の
表
明
と
晃
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
神
の
意
志
の
目
的
と
性
格
が
以
上
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
な
ら
ば
、
先
に
述
べ
た
悟
性
と
の
本
性
的
秩
序
ま
た
前
後
関
係
は
、
ラ
イ
プ
ニ

　
　
ッ
ツ
の
思
考
の
し
方
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
煮
え
る
で
あ
ろ
う
。
O
意
志
↓
雪
雲
へ
の
方
向
に
つ
い
て
は
、
完
全
性
の
性
格
が
意
志
の
決



　
　
断
を
通
し
て
変
更
さ
れ
る
時
、
悟
性
が
傾
け
る
理
由
は
決
定
的
に
意
志
の
、
最
善
の
世
界
を
選
ぶ
、
規
定
理
由
と
し
て
内
化
さ
れ
る
こ
と

　
　
に
よ
り
、
悟
性
理
念
は
理
由
へ
意
味
づ
け
ら
れ
る
。
ω
悟
性
↓
意
志
へ
の
方
向
も
、
こ
こ
で
は
単
に
傾
け
る
だ
け
で
は
な
く
な
る
。
意
志

　
　
が
完
全
性
の
変
更
を
、
他
の
世
界
の
決
断
的
な
否
定
を
通
し
て
行
っ
た
暗
、
背
景
に
は
金
ゆ
る
も
の
が
理
由
と
な
り
得
る
状
況
が
あ
っ
た
。

　
　
意
志
を
強
制
す
る
こ
と
な
く
、
如
何
な
る
世
界
を
も
選
び
得
る
状
況
が
あ
っ
た
が
故
に
、
そ
れ
は
却
て
意
志
に
決
断
を
迫
る
状
況
で
も
あ

　
　
つ
た
。
そ
こ
へ
意
志
を
置
い
た
も
の
は
悟
性
で
あ
る
。
そ
の
移
り
悟
性
は
意
志
に
対
し
て
選
択
を
、
形
而
上
学
的
必
然
性
の
以
前
あ
る
い

　
　
は
以
上
の
と
こ
ろ
が
ら
、
促
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
傾
け
る
こ
と
よ
り
も
一
見
、
間
接
的
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
む
し
ろ
意
志
を

　
　
真
に
直
接
的
に
意
志
に
す
る
所
以
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
㈱
そ
こ
で
意
志
は
捉
さ
れ
な
が
ら
、
更
に
悟
性
理
念
の
内
に
、
選
ば
ん
と
す
る

　
　
最
善
の
世
界
に
つ
い
て
の
意
志
の
願
い
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
を
憤
る
と
、
そ
れ
を
理
由
と
し
て
内
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
意
志
は
促
し

　
　
を
悟
性
に
対
し
て
満
す
と
同
時
に
、
自
己
の
自
巴
に
対
す
る
促
し
と
し
て
も
満
す
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
悟
性
か
ら
の
促
し
を
道
徳
的

　
　
必
然
性
を
通
じ
て
実
現
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
悟
性
か
ら
の
理
由
に
一
つ
の
必
然
性
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
悟
性
は
傾
け
る

　
　
だ
け
で
全
く
強
罪
せ
ぬ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
志
に
一
つ
の
必
然
性
を
投
げ
か
け
た
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
。
そ
れ
は
あ
く
迄
、
選
択
を
強

　
　
い
る
必
然
性
で
は
な
い
が
、
道
徳
的
に
完
全
な
意
志
が
最
善
の
世
界
を
選
ぶ
時
の
理
由
と
し
て
、
幸
い
に
も
必
然
的
に
な
っ
た
理
由
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
う
「
幸
運
な
必
然
性
（
億
鵠
①
　
げ
①
餌
穆
①
¢
ω
①
　
　
ぴ
①
O
①
ω
ω
陣
け
①
）
」
　
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
れ
を
意
志
の
方
か
ら
見
て
、
自
曲
な
意
志
決
定
に
よ
る

　
　
必
然
の
生
起
i
下
姓
理
念
を
必
然
的
な
理
由
に
高
め
る
意
味
で
の
…
と
し
て
、
磨
由
に
よ
る
必
然
と
書
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
い
ず

　
　
れ
に
し
て
も
、
よ
り
根
本
的
に
堪
え
ば
悟
性
と
意
志
が
本
性
的
事
態
を
製
し
て
両
者
の
統
一
的
な
場
厨
を
開
示
し
へ
と
も
に
神
の
属
性
と

　
　
し
て
根
源
へ
還
さ
れ
る
時
に
現
わ
れ
た
神
性
の
内
で
、
悟
性
の
理
由
が
幸
運
な
必
然
性
を
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
橿
性
的
な
完
全
な
幾

　
　
何
学
者
と
し
て
の
神
が
、
世
界
の
内
に
示
し
た
合
理
主
義
と
、
他
方
、
道
徳
的
に
完
全
な
神
の
意
志
が
最
善
の
世
界
を
選
ぶ
と
い
う
遵
徳

　
　
的
目
的
論
の
結
合
を
語
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
あ
る
い
は
悟
性
と
意
志
が
区
別
と
結
合
の
等
根
源
的
な
と
こ
ろ
へ
還
る
こ
と
が
で
き
た

87

@
時
、
翻
造
さ
れ
る
世
界
の
世
界
性
が
、
よ
り
基
礎
的
に
は
世
界
の
存
在
理
・
田
を
与
え
る
神
の
劇
造
性
が
、
理
由
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
も
あ

10　
　
　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
論
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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@
ろ
う
。
そ
の
時
に
悟
性
の
領
域
に
あ
っ
た
決
定
の
原
理
は
、
最
善
の
偉
界
を
充
足
す
る
原
理
と
な
り
、
そ
れ
と
共
に
、
創
造
す
る
も
の
の

　
　
意
志
的
な
決
定
に
よ
る
世
界
お
よ
び
世
界
の
事
物
の
実
在
を
理
由
づ
け
る
理
由
律
は
、
「
最
善
律
（
冨
℃
疑
魯
①
舞
露
①
豊
楽
吋
）
」
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
＞

　
　
っ
て
樹
立
さ
れ
る
。
従
っ
て
こ
こ
か
ら
見
る
と
、
意
志
は
完
全
性
の
糞
垂
を
量
か
ら
質
へ
変
更
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
界
の
完
全
性

　
　
の
内
容
で
あ
っ
た
一
切
の
事
物
は
、
悟
性
の
決
定
し
た
系
列
に
お
い
て
共
可
能
的
に
結
び
つ
く
事
物
（
本
質
）
で
あ
り
、
そ
れ
が
や
が
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
現
実
の
世
界
を
最
良
の
世
界
と
し
て
実
在
的
に
構
成
す
る
も
の
に
な
る
。
現
実
の
一
切
の
も
の
が
持
つ
内
的
性
質
と
完
全
性
は
、
　
一
切
が

　
　
可
能
的
な
国
に
あ
っ
た
時
に
既
に
持
っ
て
い
た
。
こ
の
可
能
的
本
質
は
現
実
化
さ
れ
た
時
に
も
、
全
く
内
容
に
変
化
、
増
減
を
来
さ
な
い

　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
の
で
あ
る
。
オ
プ
テ
イ
ミ
ス
テ
イ
ッ
シ
ュ
な
世
界
の
在
り
方
は
、
　
そ
の
よ
う
な
悟
性
と
意
志
の
働
き
に
よ
る
神
の
回
斡
。
。
9
σ
q
Φ
霧
①
と
貯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
ぴ
。
簿
伽
の
所
産
に
他
な
ら
な
い
。

（
1
）
　
明
確
に
神
の
意
志
と
関
係
さ
せ
て
い
な
い
が
、
ラ
ッ
セ
ル
も
こ
の
よ
う
な
点
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
多
く
の
（
可
能
的
な
）
世
界
は
、
　
「
創

　
造
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
現
実
の
世
界
か
ら
数
と
攣
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
質
に
お
い
て
も
異
る
か
も
し
れ
な
い
」
。
そ
し
て
別
の
世
界
は
運
動
の
法

　
則
や
最
善
と
分
か
り
き
っ
た
も
の
を
必
ず
し
も
選
択
せ
ぬ
溢
出
な
実
体
を
含
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
書
う
（
労
犠
・
。
¢
｝
ご
↓
ン
。
℃
ぼ
8
ω
o
慧
受
。
｛

　
い
魚
び
巴
朗
唱
●
①
G
G
）
従
っ
て
環
実
の
世
界
開
学
の
以
外
に
も
、
携
の
可
能
な
系
列
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
「
そ
れ
ら
は
両
立
し
得
な
い
」
の

　
で
あ
る
（
薫
儀
も
．
8
）
。

（
2
）
○
Φ
誉
」
く
．
ω
誌
ω
G
。
●

（
3
）
薫
斜
ω
冒
爵
8

（
4
）
薫
〔
ご
ω
誌
ω
。
。
・

（
5
）
○
Φ
筈
．
≦
■
ω
誌
罫
誠
G
c
》
b
。
α
α
蕊
。
・
群

（
6
）
　
回
げ
に
層
ω
・
鷺
P
舘
O
●

（
7
）
ま
箆
”
勺
戦
Φ
貯
o
ρ
ω
．
駐
●
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
鑓
島
○
が
本
来
幻
9
鋤
9
山
肥
冨
欝
霧
の
合
理
性
を
意
味
せ
ず
、
理
由
は
事
物
を

　
定
立
す
る
意
味
で
、
そ
の
存
在
を
貫
く
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
実
は
長
里
者
に
と
っ
て
最
善
の
原
理
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
存
在
が
額
値
的
葱
味

　
を
持
つ
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
注
意
す
る
。
そ
こ
で
事
物
は
単
な
る
現
実
存
在
に
な
る
の
で
は
な
く
、
存
在
す
る
繊
値
と
意
味
を
持
つ
存
在
と
な



　
る

（
8
）

（
9
）

（
鉢
羅
魚
ヨ
の
8
吟
汀
い
亀
§
ミ
ぞ
塾
碧
ω
畠
鍵
§
α
q
”
ω
■
も
。
蕊
）
。

鳳
．
0
2
劉
く
り
ω
「
繍
ゲ
H
ω
も
σ
’

o｛

v
玄
斜
ψ
窪
①
’

七

　
　
　
最
善
の
世
界
は
、
今
迄
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
一
様
に
存
在
を
要
求
す
る
全
て
の
可
能
的
な
も
の
を
神
が
そ
れ
ぞ
れ
の
系
列
へ
秩
序
づ

　
　
け
た
時
、
そ
れ
ら
の
内
で
一
つ
の
系
列
全
体
と
し
て
本
質
の
最
大
量
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
秩
序
づ
け
を
剃
約
す
る
も
の
が
共
可

　
　
能
性
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
先
に
は
共
可
能
性
を
ま
ず
悟
性
領
域
で
の
徴
標
と
し
て
尊
勝
に
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
単
に
悟
性
の

　
　
み
の
問
題
へ
墨
隈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
悟
性
の
決
定
は
膚
由
な
選
択
に
よ
っ
て
自
覚
的
に
意
志
の
内
容
と
な
り
、

　
　
意
志
は
そ
れ
を
膚
発
的
に
規
定
理
由
と
し
て
自
己
の
も
の
に
す
る
。
そ
こ
で
は
共
．
可
能
性
は
自
由
な
意
志
が
最
も
完
全
な
世
界
を
選
択
す

　
　
る
時
の
規
準
に
も
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
最
善
と
い
う
こ
と
の
徴
標
は
、
意
志
に
と
っ
て
も
や
は
り
共
可
能
性
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

　
　
完
全
性
の
性
格
が
、
悟
性
か
ら
意
志
へ
移
る
と
共
に
、
量
か
ら
質
へ
変
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
内
容
に
変
化
を
来
さ
な
い
の
は
、
世
界

　
　
を
構
成
す
る
事
物
の
根
本
的
（
原
初
的
）
な
結
合
が
共
可
能
性
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
う
。
換
書
す
れ
ば
共
可
能
性
は
悟

　
　
性
と
意
志
の
本
性
的
秩
序
お
よ
び
前
後
関
係
を
成
立
さ
せ
る
紐
帯
に
な
り
、
悟
性
決
定
の
条
件
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
世
界
を
選
ぶ
自
由

　
　
な
意
志
の
条
件
と
し
て
も
働
く
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
限
り
そ
れ
は
我
々
が
神
に
よ
る
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
イ
ッ
シ
ュ
な
世
界

　
　
を
観
察
す
る
時
の
恰
好
の
足
場
と
な
る
。
し
か
し
今
は
観
察
内
容
を
詳
述
し
て
行
く
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
世
界
像
が
作
り
出
さ
れ
る
内

　
　
的
構
造
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
世
界
膚
身
の
特
徴
的
な
あ
り
方
を
問
題
に
し
た
い
。
そ
し
て
と
り
わ
け
共
可
能
性
と
い
う
観
点
を
と
る
と
、

　
　
こ
れ
が
世
界
全
体
の
猿
理
の
み
な
ら
ず
、
世
界
を
調
湘
と
秩
序
に
お
い
て
構
成
す
る
要
素
、
す
な
わ
ち
世
界
の
内
に
あ
る
綱
橋
の
事
物
を

89

@
個
体
と
し
て
性
格
づ
け
る
原
理
と
し
て
も
（
神
に
）
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
漉
厨
し
た
い
と
思
う
。

10　
　
　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
論
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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三
〇

　
共
可
能
性
は
前
に
述
べ
た
こ
と
（
前
号
五
二
頁
以
降
）
か
ら
考
え
る
と
、
系
列
が
持
つ
完
全
性
の
程
度
、
つ
ま
り
あ
る
事
物
と
他
の
諸
物

が
ど
こ
迄
、
共
に
存
在
可
能
的
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
る
か
、
一
切
の
物
の
間
で
ど
れ
程
に
存
在
要
求
の
多
様
性
と
統
一
性
を
持
つ
系
列
が

共
に
作
ら
れ
得
る
か
、
従
っ
て
共
可
能
性
の
『
共
に
』
と
い
う
こ
と
が
一
切
の
事
物
に
お
い
て
如
何
な
る
広
さ
と
大
さ
を
も
っ
て
成
立
す

る
か
の
穆
度
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
程
度
の
最
も
高
い
も
の
、
系
列
が
最
大
の
実
在
量
を
含
む
程
に
個
々
の
事
物
の
調
和

的
な
組
み
合
わ
せ
が
成
立
す
る
場
合
、
充
実
し
た
意
味
で
の
共
可
能
性
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
最
も
共
可
能
的
な
全
体
が
あ
り
得
る

の
は
、
神
が
個
物
を
、
他
者
の
実
在
要
求
と
衝
突
せ
ず
に
、
却
て
最
も
多
く
の
他
者
と
共
に
調
和
し
て
、
現
実
化
し
得
る
系
列
へ
秩
序
づ

け
た
時
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
系
列
が
、
簸
も
完
全
あ
る
い
は
鍛
善
と
書
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
神
の
意
志
が
多
く
の
可
能
的
系
列
の

内
の
一
つ
を
選
択
し
て
、
他
を
排
除
し
た
の
は
、
調
和
的
な
最
善
の
世
界
を
創
造
の
臼
的
と
す
る
点
か
ら
見
て
、
他
の
諸
系
列
の
共
可
能
，

性
が
不
充
分
で
あ
り
、
完
全
性
の
程
度
が
低
い
か
ら
で
あ
る
。
徹
底
し
て
雷
え
ぱ
、
最
善
の
世
界
の
完
全
な
共
可
能
性
に
対
し
て
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
i
）

ら
は
「
一
8
唱
。
ω
ω
ぴ
δ
で
は
な
く
ぎ
o
o
影
℃
○
。
。
ω
8
δ
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
限
り
共
罵
能
性
は
現
実
の
世
界
を
創
造
す
る
時

に
、
盤
界
系
列
や
そ
の
調
和
的
な
内
的
下
調
を
決
定
す
る
神
の
原
理
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
世
界
を
世
界
た
ら
し
め
る
普
遍
的
な

原
理
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
こ
と
は
ま
た
同
時
に
、
世
界
の
内
で
世
界
を
現
わ
す
も
の
と
し
て
実
在
す
る
理
由
を
、
神
が
個
々
の
事
物
に
充
足
す
る
原

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

理
で
あ
っ
た
と
も
書
え
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
世
界
と
い
う
全
体
を
全
体
た
ら
し
め
る
時
に
、
神
が
芸
界
系
列
に
含
め
る
一
切
の
事
物
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

本
性
を
隈
か
ら
隈
ま
で
、
晃
通
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
事
物
は
系
列
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
時
、
他
の
諸
物
と
共
に
存
在
可
能

、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

的
に
世
界
の
内
で
事
物
と
な
り
得
た
。
そ
こ
で
事
物
は
、
可
能
的
に
持
っ
て
い
た
碁
盤
を
自
己
の
本
性
と
す
る
事
物
と
し
て
、
世
界
の
内

に
実
在
す
る
理
由
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
事
物
が
こ
こ
に
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
在
る
こ
と
は
、
決
し
て
唐
突
で
は
な

い
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
に
在
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
事
物
の
本
姓
と
存
在
は
、
世
界
の
成
立
に
と
っ
て
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
の

目
に
は
、
世
界
と
い
う
全
体
像
と
、
世
界
の
蔵
置
要
素
で
あ
る
個
々
の
事
物
の
個
体
像
が
二
重
焦
点
に
な
っ
て
い
る
。
二
つ
の
像
は
一
つ



　
　
の
根
源
的
な
事
態
か
ら
同
時
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
世
界
に
係
わ
る
法
則
と
弄
物
に
係
わ
る
法
則
が
、
た
と
え
普
遍
と

　
　
特
殊
へ
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
異
る
二
つ
の
別
個
の
法
則
と
し
て
樹
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
世
界
が
共
可
能
的
な
事
物
の
以

　
　
前
で
抽
象
的
に
考
え
得
な
い
と
嗣
様
に
事
物
は
世
界
の
全
体
像
の
内
で
し
か
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
は
恰
も
重
ね
合
わ
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
た
岡
心
円
の
関
係
に
置
か
れ
て
い
た
と
書
え
よ
う
。

　
　
　
全
体
は
個
々
の
も
の
を
如
何
に
調
黒
黒
に
、
ま
た
ど
れ
程
多
く
結
合
す
る
か
に
よ
っ
て
そ
の
完
全
性
を
決
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
創
造

　
　
に
お
け
る
こ
の
全
体
の
決
定
の
し
方
は
、
全
体
に
お
け
る
欄
物
を
ま
さ
に
そ
の
も
の
と
し
て
決
定
す
る
方
向
へ
裏
返
す
こ
と
が
で
き
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
。
諸
物
の
共
可
能
的
な
系
列
に
係
わ
る
神
の
普
遍
的
な
世
界
原
理
は
、
系
列
内
の
事
物
が
代
替
不
可
能
な
事
物
と
し
て
確

　
　
立
さ
れ
る
根
拠
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
猿
轡
の
効
果
性
を
得
て
来
る
。
普
遍
的
原
理
を
支
え
る
共
可
能
性
は
、
そ
の
ま
ま
個
々
の

　
　
事
物
に
対
し
て
、
世
界
の
内
に
存
在
す
る
理
由
を
満
す
の
み
な
ら
ず
、
系
列
を
な
し
て
世
界
を
構
成
す
る
絶
対
に
不
可
欠
な
モ
メ
ン
ト
と

　
　
い
う
意
味
を
与
え
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
世
界
に
、
個
物
が
庶
物
と
し
て
在
り
得
る
場
所
を
開
か
せ
る
も
の
、
言
わ
ば
個

　
　
々
の
も
の
を
、
系
列
の
中
で
占
め
る
べ
き
必
然
的
な
位
置
を
占
め
る
も
の
に
し
て
い
た
。
系
列
を
作
る
一
切
の
も
の
は
、
全
体
の
系
列
を

　
　
作
る
ご
と
き
関
連
を
離
れ
て
は
、
存
在
し
得
ず
、
そ
の
も
の
で
も
あ
り
得
な
い
。
従
っ
て
共
可
能
性
は
個
々
の
も
の
に
対
し
て
、
そ
れ
ら

　
　
が
一
つ
で
も
欠
如
す
れ
ば
世
界
は
体
系
と
し
て
全
面
的
に
崩
壊
す
る
よ
う
な
、
か
け
替
え
の
な
い
意
味
を
、
全
体
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
の
上
で
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
個
物
の
結
合
に
よ
る
全
体
の
成
立
と
、
単
体
に
抱
擁
さ
れ
て
あ
る
個
物
の
確
立
は
、
土
突
的
な
所
産
で

　
　
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
神
が
共
可
能
性
を
適
用
す
る
時
に
は
、
創
造
す
べ
き
世
界
の
全
体
的
な
決
定
と
、
如
何
な
る
増
々
の
事
物
を
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
在
せ
し
め
る
か
の
決
定
を
、
表
裏
一
体
と
し
て
構
想
し
た
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
コ
ン
ポ
シ
ブ
ル
な
世
界
の
存
在
規
定
性
は
、
そ

　
　
の
世
界
に
お
け
る
コ
ン
ポ
シ
ブ
ル
な
個
物
の
存
在
規
定
性
と
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
見
る
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
神
に
よ

　
　
る
最
善
の
世
界
の
経
論
は
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
世
界
の
創
造
に
あ
た
っ
て
、
神
は
宇
宙
金
体
に
対
す
る
配
慮
の
下
で
無

91

@
限
の
宇
宙
の
美
と
善
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
時
、
個
々
の
対
象
は
そ
れ
だ
け
で
特
別
の
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
個

10　
　
　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
詠
灘
の
間
編
肥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
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@
携
的
に
切
離
し
て
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
一
切
が
宇
宙
全
体
の
普
遍
的
な
秩
序
聯
関
の
下
に
見
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
個
別
は

　
　
常
に
大
き
な
全
体
に
塾
舎
し
、
最
善
の
世
界
に
合
選
点
的
で
あ
る
限
り
、
存
在
を
意
味
づ
け
ら
れ
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
神
は
調
和
的
な
全

　
　
体
の
完
全
性
を
無
畜
し
、
そ
の
実
環
を
関
心
の
対
象
に
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
意
図
と
関
心
に
よ
っ
て
、
個
々
の
事
物
は
ま
さ
に
共
可
能

　
　
的
な
系
列
へ
絡
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
世
界
に
対
す
る
普
遍
的
な
目
的
が
、
同
時
に
見
ら
れ
て
い
る
個
物
の
存
在
の
意
昧
づ
け
を
も
目

　
　
的
に
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
人
間
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
を
附
与
さ
れ
た
一
切
の
事
物
を
、
宇
欝
全
体
に
逼
る
普
遍
的
観
点
の
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
で
正
し
く
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
宇
宙
は
限
り
な
く
広
大
で
あ
り
、
我
々
の
知
識
は
そ
の
一
部
分
に
及
ぶ
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
た

　
　
め
に
箏
物
を
汎
通
無
秩
序
か
ら
離
し
て
取
扱
い
、
そ
の
存
在
や
本
姓
を
個
携
的
に
眺
め
て
、
神
が
そ
れ
に
与
え
た
緬
値
と
意
味
を
正
し
く

　
　
専
断
す
る
こ
と
に
失
敗
す
る
。
だ
が
「
如
何
に
美
し
い
絵
で
も
、
蔽
い
を
か
け
て
そ
の
一
部
分
を
見
る
、
あ
る
い
は
近
く
か
ら
見
る
の
で

　
　
は
、
色
の
混
雑
し
た
集
り
が
欝
に
つ
く
だ
け
で
あ
る
。
蔽
い
を
取
っ
て
適
当
な
位
置
か
ら
、
し
か
も
絵
全
体
を
見
る
と
、
前
に
不
調
和
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
見
ら
れ
た
一
部
分
の
色
彩
は
、
全
体
の
調
和
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
」
。
不
充
分
な
人
閥
の
目
に
不
規
則
、

　
　
無
秩
序
と
思
わ
れ
る
事
物
も
、
実
は
世
界
に
対
す
る
神
の
調
和
的
な
支
配
の
内
で
全
て
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
真
に
認
識
す
る
立
場
が
宇

　
　
宙
全
体
に
対
す
る
普
遍
的
観
点
に
お
い
て
樹
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
世
界
に
対
す
る
普
遍
的
な
見
方
が
、
世
界
を
共
可
能

　
　
的
に
作
る
事
物
は
汎
通
的
聯
関
の
内
で
、
そ
れ
ぞ
れ
最
も
重
大
な
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
個
物
に
対
す
る
個
体
的
な
見
方
へ

　
　
必
然
的
に
反
射
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
こ
の
世
界
で
は
世
界
の
瞬
に
あ
る
一
切
の
も
の
i
人
間
が
こ
の
世
に
見

　
　
る
罪
悪
、
苦
悩
、
欠
陥
で
さ
え
も
一
が
、
す
べ
て
皆
一
定
の
（
共
可
能
的
な
）
秩
序
の
中
に
持
つ
べ
き
座
席
を
占
め
、
そ
れ
ぞ
れ
が
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
界
全
体
を
構
成
す
る
不
可
欠
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
。
如
何
な
る
些
細
な
も
の
、
不
条
理
な
も
の
、
不
協
和
と
思
わ
れ
る
も
の
で
さ
え
、

　
　
よ
り
大
な
る
調
和
が
共
可
・
能
的
に
成
立
す
る
た
め
の
絶
対
の
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
だ
か
ら
ど
ん
な
も
の
に
も
、
世
界
が
世
界
と
し
て
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
得
る
た
め
の
絶
対
的
な
意
味
が
宿
っ
て
お
り
、
そ
う
い
う
金
体
性
が
偲
物
の
価
値
と
独
自
性
に
な
っ
て
い
る
。
世
…
界
は
こ
れ
ら
の
一
々
の

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
セ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

　
　
も
の
に
、
自
己
の
成
立
と
存
続
の
運
命
を
懸
け
て
い
る
し
、
ま
た
そ
の
一
つ
の
も
の
こ
そ
が
世
界
自
身
の
個
体
的
な
表
現
と
言
う
こ
と
が



　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
如
何
な
る
も
の
に
も
世
界
が
含
ま
れ
（
映
っ
）
て
お
り
、
そ
こ
へ
世
界
は
一
切
の
も
の
の
聯
関
を
通
し
て
自
己
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
個
体
的
に
（
あ
る
事
物
が
そ
の
も
の
自
身
と
し
て
在
る
し
方
で
）
表
現
し
て
来
て
い
る
意
味
で
、
す
べ
て
の
も
の
が
世
界
を
担
う
と
い
う

　
　
重
さ
を
持
つ
と
こ
ろ
が
あ
る
。
従
っ
て
一
切
の
も
の
が
全
体
の
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
の
は
、
秩
序
あ
る
系
列
に
お
い
て
成
立
す
る
全
体

　
　
が
、
そ
の
系
列
に
連
な
る
個
々
の
も
の
に
、
秩
序
的
聯
関
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
中
で
麟
己
を
顕
わ
し
て
い
る
こ
と
、
逆
に
嘗
え

　
　
ば
、
個
々
の
も
の
が
個
々
の
も
の
と
し
て
成
立
す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
秩
序
の
中
で
共
可
能
的
に
規
定
さ
れ
た
そ
の
と
こ
ろ
で
、
盒
体
の

　
　
自
己
議
定
的
な
表
現
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
如
何
な
る
も
の
に
も
、
そ
れ
が
そ
れ
と
し
て
あ
り
得
る
た
め
に
は
、

　
　
そ
こ
に
こ
そ
限
定
的
に
世
界
が
自
己
を
映
し
込
む
意
味
で
、
世
界
が
刻
印
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
糊
々
の
も
の
が
世
界
や
宇
宙

　
　
の
重
さ
を
担
う
と
言
う
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
神
の
創
造
の
摂
理
が
か
か
る
形
で
成
立
す
る
と
考
え
て
い
た
で

　
　
あ
ろ
う
。

　
　
　
こ
の
こ
と
は
自
己
と
共
に
撚
界
を
作
る
他
の
諸
物
の
間
で
、
如
何
な
る
状
況
を
現
わ
し
出
す
で
あ
ろ
う
か
。
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
共

　
　
可
能
的
で
あ
る
の
は
、
一
切
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
自
己
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
す
べ
て
の
他
者
と
共
に
一
つ
の
系
列
を
構
成
す
る
こ
と
で

　
　
あ
っ
た
。
そ
れ
は
自
己
が
自
己
と
い
う
中
心
へ
一
切
の
他
を
収
毒
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
へ
自
己
を
拡
撤
し
て
い
く
こ
と
、
つ

　
　
ま
り
一
切
が
自
己
の
内
に
映
っ
て
い
る
と
共
に
、
ま
た
自
己
が
一
切
の
内
に
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
岡
時
に
成
立
つ
よ
う
な
関
係
で
あ
る
。

　
　
一
々
の
も
の
に
全
て
世
界
を
担
う
重
さ
が
懸
っ
て
い
る
時
、
そ
こ
で
は
自
己
を
中
心
と
し
た
共
可
能
性
の
成
立
が
、
同
時
に
裏
返
え
し
に

　
　
他
を
中
心
と
し
た
共
可
能
性
と
し
て
成
立
す
る
。
従
っ
て
こ
の
体
系
で
は
、
共
可
能
性
を
成
立
さ
せ
る
自
己
の
価
値
が
系
列
全
体
か
ら
規

　
　
定
さ
れ
て
来
る
こ
と
は
、
霞
己
自
身
が
他
者
に
対
し
他
者
を
収
敏
し
つ
つ
ま
た
他
者
へ
散
出
し
て
い
く
関
係
を
通
し
て
規
定
さ
れ
て
来
る

　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
価
値
で
あ
る
。
慮
心
性
は
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
自
ら
自
己
を
限
定
し
た
時
に
出
て
来
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
私
』
が
一
切
の
私

　
　
と
異
る
他
を
自
己
内
に
映
す
一
一
切
の
他
者
は
他
者
と
異
る
私
の
内
に
そ
れ
ぞ
れ
散
嫁
す
る
一
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
同
じ
よ
う
に

93

@
他
者
が
そ
れ
ぞ
れ
内
に
私
を
映
し
、
私
は
全
て
の
他
者
へ
散
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
と
他
者
は
単
的
に
そ
の
も
の
自
身
で
あ
る
。
私

10　
　
　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
論
の
…
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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@
と
異
る
他
者
な
き
私
は
な
く
、
他
者
と
異
る
私
な
き
他
者
も
あ
り
得
な
い
。
私
は
私
と
盤
割
る
一
切
の
他
者
と
共
に
、
他
者
は
他
者
と
異
る

　
　
も
の
と
共
に
、
共
可
能
性
の
内
で
私
に
な
り
他
者
に
な
る
。
も
し
仮
に
、
自
己
と
岡
じ
本
質
を
持
つ
も
の
が
外
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
最
初

　
　
か
ら
自
己
の
本
質
的
な
存
在
性
も
、
ま
た
舞
々
と
散
出
に
よ
る
自
己
の
独
自
性
の
確
立
も
満
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
如
何
な
る
意
味

　
　
で
も
自
己
と
同
じ
可
能
性
を
持
つ
他
者
が
外
に
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
、
共
可
能
的
な
全
体
の
み
な
ら
ず
、
個
物
も
ま
た
あ
り
得
な

　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
共
可
能
性
は
神
が
、
存
在
を
要
求
し
て
い
た
一
切
に
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
な
本
質
と
特
殊
性
を
持
つ
相
違
せ
る
も
の
と

　
　
し
て
、
同
じ
も
の
を
排
除
し
た
上
で
、
無
限
の
多
様
性
と
豊
饒
性
を
展
開
せ
し
め
る
時
に
具
体
化
し
た
。
従
っ
て
一
切
の
事
物
は
い
ず
れ

　
　
も
世
界
を
担
う
と
い
う
し
方
で
、
自
己
以
外
の
一
切
を
映
す
意
味
で
、
一
切
を
握
う
重
さ
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
重
み
が
そ
れ
ぞ
れ
の
事

　
　
物
を
個
物
と
し
て
成
立
さ
せ
る
し
方
を
異
な
ら
し
め
る
。
個
物
は
他
と
異
る
独
自
な
自
己
と
し
て
の
み
成
立
す
る
。
そ
れ
は
一
切
の
事
物

　
　
に
加
わ
る
重
み
が
個
物
に
は
量
的
で
同
一
で
あ
り
な
が
ら
、
質
的
に
異
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
個
物
に
刻
印
さ
れ
る
世
界
の
映
像
が
も
と

　
　
も
と
異
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
で
あ
る
う
。
つ
ま
り
あ
る
事
物
に
は
、
そ
の
も
の
に
対
し
て
だ
け
と
い
う
し
方
で
世
界
が
刻
印
さ
れ
て
い

　
　
る
。
そ
れ
は
他
の
事
物
の
場
合
と
異
質
で
あ
る
。
そ
の
も
の
に
は
言
わ
ば
、
そ
の
も
の
に
の
み
見
え
る
と
い
う
世
界
の
像
が
あ
る
。
そ
れ

　
　
が
こ
の
事
物
を
他
に
対
し
て
特
殊
化
し
独
自
な
も
の
に
し
て
い
る
。
共
可
能
性
は
こ
の
よ
う
に
根
本
的
に
異
る
本
性
を
持
つ
も
の
の
間
に
、

　
　
根
源
的
に
設
定
さ
れ
て
あ
る
秩
序
の
原
理
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
そ
れ
ぞ
れ
が
系
列
の
内
で
占
め
る
必
然
的
な
位
置
、
代
替
不
可
能
な

　
　
意
味
の
喪
失
が
、
世
界
の
全
面
的
な
崩
壊
と
運
命
を
共
に
す
る
の
は
、
世
界
が
、
あ
る
事
物
に
し
か
見
え
ぬ
（
映
っ
て
来
な
い
）
姿
を
現

　
　
わ
さ
な
け
れ
ば
、
ま
た
は
二
つ
の
事
物
に
岡
じ
よ
う
に
見
え
る
姿
を
現
わ
す
時
に
は
、
も
は
や
世
界
と
は
嘗
い
得
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

　
　
に
不
可
識
捌
者
岡
一
の
原
理
な
い
し
は
連
続
律
的
な
考
え
方
の
基
盤
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
翻
々
の
も
の
に
お
い
て
全
体
が
隈
定
的
に
現
わ

　
　
れ
る
時
、
全
体
は
個
物
の
個
性
を
成
立
さ
せ
る
し
方
で
し
か
、
そ
の
も
の
に
現
わ
れ
て
来
な
い
。
あ
る
一
つ
の
も
の
に
は
、
ま
さ
に
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
も
の
と
し
て
だ
け
全
体
が
現
わ
れ
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
一
切
は
各
々
も
は
や
他
者
に
同
化
さ
れ
な
い
、
吸
収
さ
れ
な

　
　
い
独
自
な
中
心
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
中
心
か
ら
描
か
れ
る
円
の
中
に
、
世
界
の
映
像
が
あ
る
。
後
に
単
子
が
そ
れ
ぞ
れ
小
宇
宙
と
雷
わ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
掃
）

れ
る
の
は
㌔
以
上
の
よ
う
な
背
景
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
全
体
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
α
ま
た
偲
々
の
も
の
は
、
全
体
を
独
自
な

し
方
で
握
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
自
己
の
独
自
性
を
得
て
い
る
。
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（
1
）
　
ピ
鶏
欝
い
ピ
Φ
ま
鼠
艘
ζ
o
欝
簿
鳥
9
0
α
q
ざ
ぎ
窪
。
伽
蓉
鍮
。
昌
や
ミ
．

（
2
）
　
o
h
」
ぼ
斜
や
①
餅

（
3
）
。
轡
○
霞
び
．
囲
く
尋
ω
・
齢
。
。
。
け
≦
’
¢
①
O
脱

（
4
）
　
o
｛
．
い
葺
莚
二
び
陣
斜
や
豊
．

（
5
）
　
全
体
と
個
物
と
が
一
つ
に
見
ら
れ
る
に
は
、
ラ
ッ
タ
の
嘗
う
よ
う
に
、
各
々
の
欄
が
慮
分
の
内
に
全
体
と
か
無
限
の
多
様
を
含
み
、
そ
の
個
に

　
お
い
て
全
体
が
表
現
さ
れ
、
象
徴
さ
れ
て
い
る
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
全
体
薗
身
も
摺
の
外
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
し
方
で

　
緬
の
内
へ
入
り
、
そ
れ
を
逓
じ
て
自
分
を
表
現
す
る
よ
う
に
個
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
ラ
ツ
タ
は
、

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
問
題
の
角
度
が
リ
ア
ル
な
全
体
よ
り
も
、
要
素
と
し
て
の
個
物
を
強
調
す
る
方
に
傾
い
て
お
り
、
個
の
内
に
塵
己
自
身
を
現
わ
す

　
全
体
の
性
格
を
追
及
す
る
よ
り
も
、
却
て
あ
る
し
方
で
全
体
を
自
己
の
内
に
含
み
、
か
つ
表
現
し
得
る
個
物
の
性
格
を
問
題
に
す
る
も
の
と
解
釈
し

　
て
い
る
（
。
乱
暴
欝
二
σ
蒼
ワ
ω
㍗
。
。
ゆ
）
。
し
か
し
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
却
て
全
体
が
自
己
八
田
を
一
層
明
か
に
表
わ
し
出
し
て
来
る
こ
と
、
す
な

　
わ
ち
緬
物
の
魅
格
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
実
は
裏
か
ら
全
体
の
性
格
を
浮
彫
り
に
す
る
し
方
で
、
明
か
に
す
る
意
味
を
持
つ
こ
と
を
、
ラ
イ
プ
ニ
ツ

　
ツ
虜
身
の
内
に
尋
ね
る
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
ホ
フ
マ
ン
も
金
位
と
倒
の
一
体
的
な
事
態
の
見
方
を
主
張
す
る
が
、
彼
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
中

　
に
、
個
が
全
体
の
内
へ
自
己
を
擁
出
し
没
入
し
て
い
く
敬
度
を
倫
理
的
、
宗
教
的
な
義
務
と
す
る
点
を
冤
て
、
む
し
ろ
ス
ピ
ノ
ザ
的
要
素
の
高
唱
を

　
詣
摘
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
彼
は
圃
時
に
こ
の
要
素
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
唯
～
の
中
心
で
は
な
く
、
全
体
と
個
に
睡
る
楕
円
の
二
つ
中
心
の
一
つ
に

　
し
か
す
ぎ
ぬ
こ
と
を
注
意
す
る
。
し
か
し
、
も
し
今
の
事
態
が
二
つ
の
中
心
を
持
つ
嫡
円
で
説
明
き
れ
る
な
ら
ば
、
二
つ
の
軸
心
を
含
む
梼
円
そ
の

も
の
の
原
初
的
な
成
立
の
由
来
、
雷
わ
ば
軸
心
の
間
に
あ
る
一
体
的
な
密
接
な
関
係
は
ど
う
な
る
か
。
全
体
と
偲
が
完
全
に
透
徹
し
合
っ
た
一
つ
の

も
の
と
い
う
必
要
な
解
明
に
、
ホ
フ
マ
ン
は
未
決
の
憾
を
残
し
て
い
る
（
o
h
譲
。
凍
ヨ
嘱
望
U
誓
い
Φ
笹
昌
一
N
冨
。
冨
菊
。
ぱ
α
q
ざ
霧
勺
深
δ
ω
o
や
窯
ρ
ω
●
㎝
①
）
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
存
在
論
的
な
角
度
か
ら
で
あ
る
が
、
N
・
ハ
ル
ト
マ
ソ
の
考
え
方
は
一
つ
の
参
考
に
な
る
。
側
鯛
と
普
遍
は
、
縮
即
的
に
結

び
つ
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
成
立
す
る
契
機
を
頼
互
に
他
者
の
中
に
持
つ
。
た
だ
普
遍
は
彼
に
よ
る
と
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
場
合
、
翼
の
慈

味
で
の
境
実
的
な
実
在
聯
関
と
し
て
で
は
な
く
、
写
さ
れ
た
実
在
聯
関
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
た
め
に
個
別
と
普
遍
は
徹
底
し
た
存
在
論
的
な
一
如
と
し

て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
批
判
す
る
。
し
か
し
個
刎
と
普
遍
の
根
底
に
あ
る
世
界
と
個
物
の
、
神
に
よ
る
、
　
一
体
的
な
把
握
に
、
彼
は
殆
ん
ど

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
論
の
問
題

三
五
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＿み畠

ノ、

　
触
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
問
題
の
奥
に
あ
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
宗
教
的
な
存
在
意
識
に
迄
、
批
評
は
届
い
て
い
な
い
（
o
h
揖
勉
瓢
臼
曽
欝
購
い
Φ
ぴ
⇒
ぎ

　
p
Ω
㌍
護
①
㌶
営
彰
。
。
涛
Φ
が
ω
．
節
も
。
踏
）
。
　
一
般
に
ハ
ル
ト
マ
ソ
で
も
ラ
ツ
タ
で
も
リ
ア
ル
な
全
体
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
問
題
に
入
れ
る
時
に
は
、
個
物
と
偲

　
物
の
実
在
的
な
梱
互
関
係
か
ら
考
え
る
。
モ
ナ
ド
が
窓
を
持
た
ず
世
界
を
表
象
す
る
だ
け
で
あ
る
た
め
に
、
そ
こ
に
は
リ
ア
ル
な
全
体
が
な
い
と
す

　
る
。
リ
ア
ル
な
全
体
と
し
て
は
確
か
に
そ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
た
だ
、
飼
物
と
全
体
を
初
か
ら
別
々
に
考
え
、
個
物
の
実
在
的
な
総
括
に
よ
る
以

　
外
に
、
全
体
は
お
よ
そ
考
え
ら
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
個
物
が
個
物
と
な
る
基
礎
的
な
構
成
契
機
が
全
体
で
あ
り
、
実
在
的
な
個
物
が
実
在
で

　
あ
る
こ
と
が
、
神
に
創
造
さ
れ
る
世
界
全
体
の
限
定
的
な
表
現
で
あ
る
意
味
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
こ
そ
モ
ナ
ド
は
他
者
と

　
関
係
す
る
窓
を
持
た
な
く
て
も
よ
い
。
窓
を
持
ち
得
ぬ
の
で
は
な
く
、
窓
を
不
要
と
す
る
。
「
モ
ナ
ド
自
身
が
窓
で
あ
る
」
（
下
村
寅
太
郎
、
ラ
イ
ブ

　
ニ
ッ
ツ
ニ
工
八
頁
）
。
そ
れ
は
モ
ナ
ド
が
初
め
か
ら
世
界
性
、
全
体
性
を
存
在
の
本
質
的
条
件
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
6
）
。
や
訂
弩
①
＾
圃
①
轡
魚
酵
団
N
p
。
昌
≧
零
旺
9
①
鳶
①
c
。
9
0
。
醜
ダ
目
同
・
ψ
α
。
。
幽
く
●
ψ
δ
。
。
”
込
。
O
蒔
”

（
7
）
　
こ
の
事
情
は
た
と
え
ば
次
の
書
藥
か
ら
も
窮
知
で
き
よ
う
。
　
「
世
界
に
対
す
る
神
の
計
醐
あ
る
い
は
臣
的
、
換
言
す
れ
ば
、
宇
宙
の
普
遜
的
秩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

　
序
の
法
則
は
、
虚
構
の
概
念
と
共
に
、
そ
の
同
じ
箏
艦
内
に
入
っ
て
来
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
全
ゆ
る
累
々
の
実
体
の
概
念
を
決
定
す
る
」
（
○
震
『

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
H
H
’
ψ
紐
）
。
お
よ
び
「
各
個
購
的
実
体
は
、
神
が
金
宇
宙
と
同
じ
よ
う
に
評
価
し
た
決
心
を
表
現
し
て
い
る
」
（
騨
賦
》
ω
幽
“
O
）
。
i
l
傍
点
筆
者

（
8
）
　
鑑
○
ω
浮
■
＜
轡
ψ
日
G
。
G
o
”
お
9
①
嶺
脚
菊
ゆ
象
ρ
○
ユ
σ
q
■
や
↓
⑩
9

（
9
）
　
o
h
男
餌
象
ρ
○
臨
α
q
．
や
刈
O
？
9

（
1
0
）
　
。
h
．
O
o
島
●
H
＜
・
ω
・
似
繍
個
物
が
世
界
全
体
を
「
構
成
す
る
」
と
い
う
（
こ
の
節
で
た
び
た
び
使
う
）
表
現
は
、
あ
く
ま
で
神
の
剣
造
の
側
か

　
ら
見
て
、
神
が
綴
物
に
世
界
系
窮
を
作
ら
せ
て
い
る
意
昧
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
つ
ま
り
神
は
諸
物
を
系
列
へ
組
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

　
世
界
を
構
成
す
る
が
、
そ
の
こ
と
を
原
板
に
し
て
個
々
の
事
物
に
焼
付
け
た
時
に
、
細
物
が
世
界
を
構
成
す
る
も
の
と
な
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
な

　
お
神
の
創
造
の
立
場
か
ら
見
て
書
え
る
事
態
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
全
く
個
物
の
、
掴
体
的
実
体
の
立
場
か
ら
見
る
側
へ
移
動
し
て
考
え
る
と
、
世

　
界
を
構
成
す
る
と
言
っ
て
も
、
個
物
が
互
い
に
相
寄
っ
て
実
在
的
な
世
界
を
作
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
ワ
ア
ル
な
部
分
か

　
ら
合
成
さ
れ
る
リ
ア
ル
な
全
体
と
い
う
考
え
方
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
冤
出
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
問
題
は
、
部
分
と
か
個
物
が
如
何
に
し
て
リ
ア
ル

　
な
も
の
と
雷
え
る
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
合
物
が
既
に
創
造
の
時
に
、
そ
の
存
厩
の
成
立
契
機
と
し
て
世
界
性
を
持
ち
、
傲
界
肉
身
に
よ
る
そ
の
個
物

　
と
し
て
の
表
現
を
親
し
て
綴
物
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
個
物
の
中
に
い
わ
ば
既
に
全
体
の
世
界
は
凝
縮
し
て
封
入
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
全
郷

　
性
を
階
已
の
性
格
と
す
る
所
で
、
個
物
は
リ
ア
ル
な
個
物
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
限
り
、
こ
こ
で
は
樋
物
の
合
成
に
よ
る
世
界
の
建
設
は
不
必
要
で

　
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
考
え
方
の
方
向
な
、
そ
う
い
う
事
柄
が
、
神
の
手
の
内
で
．
完
了
し
て
お
り
、
そ
れ
を
暴
盤
と
し
て
実
在
的
欄
物
の
成
立
が
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あ
る
わ
け
で
あ
る
。
忌
物
を
見
る
と
、
そ
の
内
に
全
世
界
が
映
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
一
つ
の
世
界
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
世
界
の
建
設
は

　
個
体
的
実
体
の
翻
か
ら
は
、
内
に
世
界
性
を
映
し
て
い
る
各
贈
物
が
、
轡
己
の
本
質
を
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
、
現
出
し
て
い
く
意
味
で
、
世
界
を
表
象

　
的
に
展
腸
す
る
こ
と
と
し
て
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。

（
！
1
）
　
こ
れ
を
モ
ナ
ド
論
的
に
弩
え
ば
、
個
物
（
モ
ナ
ド
）
が
本
性
を
展
開
し
て
い
く
時
に
従
う
法
則
は
、
モ
ナ
ド
窩
身
が
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
法
則

　
で
あ
る
と
同
時
に
、
蹴
界
全
体
の
法
則
に
外
な
ら
な
い
（
o
h
U
節
7
Φ
こ
い
。
旨
艮
N
蟷
部
氏
韓
魚
P
N
o
熔
跳
8
が
O
⑦
鴇
営
◎
ω
o
げ
嵩
轡
切
（
野
嵩
回
・
ω
噸
圃
卜
○
）
。

（
1
2
）
　
o
や
○
醇
げ
●
H
く
「
ω
・
幽
島
●

（
1
3
）
　
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
も
i
註
（
1
0
）
で
も
触
れ
た
む
と
く
一
直
己
と
他
者
は
実
在
的
に
関
係
し
合
う
わ
け
で
は
な
い
。
自
己
の
立
場
か
ら
、

　
ま
た
他
者
の
立
場
か
ら
実
在
的
な
関
係
が
始
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
雷
う
収
敏
と
か
散
．
出
は
、
共
可
能
性
に
基
く
～
つ
の
系
列
が
成
立
す
る

　
時
に
、
自
己
と
他
者
が
ど
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
か
を
、
共
．
鶏
頭
的
な
事
態
と
し
て
兇
た
ま
で
で
あ
る
。
し
か
も
か
か
る
系
列
が
神
の
摂
理

　
と
し
て
成
立
す
る
以
上
、
宿
己
と
他
者
の
関
係
も
全
く
神
の
共
可
能
的
な
取
り
計
い
に
す
ぎ
な
い
。
両
者
が
そ
れ
自
身
で
、
惹
起
す
る
関
係
で
は
な

　
い
。
す
な
わ
ち
関
係
は
、
神
の
悟
性
と
意
志
の
領
域
で
一
つ
の
轍
界
系
列
を
樹
て
る
時
に
、
個
物
間
の
実
在
関
係
に
梱
当
す
る
原
初
約
な
意
味
で
、

　
神
に
よ
っ
て
決
着
さ
れ
て
い
る
。
計
量
的
な
悟
性
認
識
と
慮
暇
な
意
志
決
定
に
よ
り
、
講
物
間
の
関
係
は
既
に
決
裁
済
み
で
あ
る
。
そ
の
後
で
、
関

　
係
が
完
了
し
た
共
．
駕
能
的
状
態
の
確
立
を
ま
っ
て
、
側
物
が
翻
逢
き
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
顕
田
哲
学
に
よ
れ
ば
、
　
「
独
立
的
に
し
て
肉
己
の
内

　
か
ら
自
己
を
決
定
す
る
も
の
が
、
他
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
魯
己
矛
盾
で
あ
る
。
し
か
も
か
か
る
意
味
に
お
い

　
て
、
肖
己
矛
盾
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
が
個
物
的
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
（
鱈
照
幾
太
郎
、
哲
学
論
文
集
落
三
巻
、
　
「
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
の

儲
物
の
立
場
し
八
五
頁
）
。
　
こ
の
よ
う
な
個
物
の
主
張
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
は
な
い
。
彼
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
『
他
に
対
し
て
の
画
己
』
が
、
神

　
の
内
で
処
理
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
雷
わ
ば
『
、
監
置
の
内
か
ら
』
自
己
と
他
に
向
う
立
場
が
成
立
す
る
以
離
に
、
そ
れ
を
神
が
薦
み
、
　
『
自
己
』

　
に
代
っ
て
、
済
ま
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
轍
界
に
存
す
る
払
物
に
つ
い
て
の
、
神
へ
の
絶
対
的
橿
頼
を
示
す
。
従
っ
て
、
こ
こ
か
ら
出
て
来
る
照
物
は
、

圏
外
の
立
場
か
ら
他
者
に
働
き
か
け
る
、
ま
た
逆
に
弛
者
か
ら
働
か
れ
る
こ
と
が
な
い
。
農
己
が
幽
己
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
既
に
一
切
の
他
者

が
映
っ
て
い
る
。
膚
己
は
た
だ
本
質
を
表
象
的
に
展
開
し
さ
え
ず
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
だ
け
で
世
界
も
表
わ
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
が
後
に
、
表
象
を
本

来
の
仕
事
と
す
る
個
体
的
モ
ナ
ド
の
立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
他
者
と
の
間
も
単
純
実
体
の
甲
山
衷
出
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
。
各
実
体
は
互
い
に
他

の
全
て
を
表
出
す
る
関
係
を
持
ち
、
そ
こ
に
普
遍
的
調
湘
が
実
現
さ
れ
て
来
る
。
だ
が
相
互
に
映
し
合
う
と
雷
っ
て
も
、
内
へ
閉
じ
て
窓
を
持
た
ぬ

実
体
は
、
他
者
と
直
接
的
な
相
互
関
係
を
持
た
な
い
。
相
互
作
用
の
な
い
実
体
間
の
相
互
表
出
は
、
神
を
媒
介
t
講
実
体
の
共
遜
原
話
で
あ
る
一

…
と
し
て
可
能
で
あ
り
、
そ
こ
に
物
理
的
影
響
な
ら
ざ
る
観
念
的
影
響
が
認
め
ら
れ
て
来
る
（
o
h
O
巽
劉
く
h
ω
●
軌
峯
）
。
し
か
し
ま
き
に
こ
の
よ

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
論
の
問
題

三
七
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三
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
う
な
事
態
こ
そ
が
、
欄
物
を
真
に
確
立
し
得
な
い
立
場
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
神
に
全
て
を
委
せ
た
四
物
は
独
立
的
な
個
物
で
な
い
か
も

　
し
れ
な
い
。
そ
の
限
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
主
知
主
義
の
立
場
か
ら
、
　
「
考
え
ら
れ
る
だ
け
の
こ
と
考
え
た
」
　
（
繭
田
幾
太
郎
若
気
書
、
八
六
頁
）

　
が
、
神
の
予
定
調
和
と
い
う
考
え
を
捨
て
て
…
…
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
考
え
に
今
漏
な
お
生
き
た
意
義
を
見
出
し
得
る
と
い

　
う
酉
田
哲
学
の
同
調
的
意
見
（
岡
欝
、
九
八
買
参
照
）
は
、
も
ち
ろ
ん
正
し
い
。
た
だ
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
で
は
、
個
物
が
自
ら
個
物
に
な
る
前
に
、
神

　
が
個
物
に
し
て
い
る
。

（
1
4
）
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
自
然
の
中
に
は
、
絶
対
に
識
別
で
き
な
い
二
つ
の
実
在
物
は
な
い
」
と
書
う
（
い
嗣
げ
鉱
瞭
、
＜
ω
o
ご
臥
ぴ
Φ
質
勲
疑
Ω
節
ド
ρ

　
○
①
臣
．
＜
H
囲
．
ω
．
G
。
り
し
。
）
。
も
し
か
か
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
、
神
が
そ
の
一
方
を
他
方
と
違
っ
て
取
扱
う
と
、
神
は
理
由
な
し
に
作
用
し
た
と
嘗
わ

　
ね
ば
な
ら
ず
、
　
か
か
る
一
、
ぎ
門
門
Φ
捲
昌
8
は
「
蜀
。
陰
簿
σ
q
霧
。
り
。
島
①
σ
δ
償
に
反
し
て
い
る
」
し
、
　
「
被
造
物
の
闘
で
も
絶
対
に
。
謀
ヨ
Φ
臨
ρ
に
⑦
で

　
あ
る
」
と
す
る
（
い
鉱
ぎ
惹
、
霞
ω
。
冨
亀
）
窪
鴛
Ω
鋤
誌
p
O
昆
『
≦
同
「
ω
．
ω
①
の
）
。

（
1
5
）
　
こ
れ
を
個
々
の
も
の
の
立
場
か
ら
雷
え
ば
、
　
「
各
々
の
単
子
の
違
っ
た
観
点
か
ら
の
（
宇
宙
の
）
唯
一
の
光
景
」
が
そ
こ
に
境
わ
れ
る
で
あ
ろ

　
う
（
Q
o
鯵
．
く
磨
ψ
①
H
O
）
。
従
っ
て
個
々
の
も
の
が
、
「
一
定
の
場
所
か
ら
見
た
よ
う
な
宇
憲
の
各
々
の
眺
め
の
結
果
は
、
こ
の
銚
め
に
応
じ
て
宇

　
宙
を
表
出
す
る
一
つ
の
実
体
で
あ
る
」
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
（
○
Φ
島
■
H
く
．
ω
“
蔭
ω
⑩
）
Q

（
1
6
）
　
ゲ
イ
ル
タ
イ
は
ラ
イ
プ
ユ
ッ
ツ
の
中
に
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
哲
学
（
密
町
鳶
0
8
ω
欝
。
甲
窯
陣
霞
o
o
◎
ω
導
。
ω
）
が
完
成
し
て
い
る
と
見
て
、
ク
ザ
ー

　
ヌ
ス
や
ブ
ル
ー
ノ
と
の
思
想
的
聯
関
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
硬
直
せ
る
、
詳
聞
な
き
ζ
o
口
ぼ
日
器
に
対
し
て
、
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に

　
お
け
る
堕
し
い
躍
然
科
学
や
哲
学
が
一
高
い
立
場
で
～
結
び
つ
い
た
、
修
飾
さ
れ
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
の
梢
違
を
示
す
も
の
で
あ
る
　
（
o
｛
曾

　
O
疑
財
㊦
《
灘
ぼ
斜
ω
■
ゆ
？
刈
O
）
。

八

　
ラ
イ
プ
ニ
ゥ
ツ
が
も
の
を
個
体
化
す
る
基
盤
を
入
手
し
得
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
こ
と
、
世
界
に
対
す
る
普
遍
的
観
点
と
、
こ

の
世
界
を
現
わ
す
個
々
の
事
物
の
不
．
司
欠
性
と
い
う
個
物
的
観
点
が
、
相
交
叉
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
で
あ
る
。
言
わ
ば
普
遍
性
と
い
う

形
式
が
個
物
を
内
容
と
し
て
成
立
す
る
時
、
個
物
的
内
容
も
普
遍
的
観
点
（
形
式
）
を
含
ん
で
始
め
て
確
立
さ
れ
る
。
普
遍
性
は
個
物
を
偲

物
に
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
自
ら
可
能
で
あ
り
、
個
物
も
普
遍
的
世
界
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
自
ら
個
物



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
個
々
の
事
物
が
全
て
『
そ
の
も
の
』
と
し
て
あ
り
得
る
の
は
、
全
体
性
が
『
そ
の
も
の
』

　
　
の
内
実
に
な
る
時
、
ま
た
は
全
体
が
『
そ
の
も
の
』
と
し
て
表
象
さ
れ
て
全
体
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
が
成
立
す
る
時
で
あ
る
。
オ
プ
テ

　
　
ィ
ム
ス
な
世
界
は
こ
う
い
う
個
物
を
要
素
と
し
た
全
体
で
あ
る
。
従
っ
て
神
の
目
的
は
、
た
だ
創
造
す
る
世
界
の
完
全
性
を
全
体
と
し
て

　
　
問
題
に
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
個
劉
者
の
特
有
性
を
そ
こ
へ
消
滅
さ
せ
て
不
問
に
附
す
し
方
で
、
実
現
せ
ん
と
し
た
の
で
は
な
い
。
実
在

　
　
量
の
最
大
は
壁
心
創
造
の
必
要
条
件
で
は
あ
っ
て
も
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
実
在
量
を
個
々
に
有
す
る
欄
物
が
、
そ
の
前
で
意
味
を
失
う
の

　
　
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
創
造
に
お
い
て
は
、
世
界
や
宇
宙
と
い
う
全
体
に
関
す
る
普
遜
主
義
と
、
世
界
に
お
け
る
個
物
の
不
可
欠
な
位

　
　
置
と
意
味
を
重
視
す
る
個
体
主
義
が
一
つ
に
実
現
さ
れ
る
。
佃
別
な
き
普
遍
と
、
普
遍
な
き
個
捌
が
共
に
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
抽
象
で
あ
る

　
　
よ
う
に
、
世
界
に
関
す
る
原
理
的
立
場
が
普
遍
的
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
そ
れ
は
個
別
を
真
の
意
味
で
生
か
し
充
足
す
る
個
体
の
立
場
を
併

　
　
起
す
る
。
神
の
摂
理
は
あ
た
か
も
世
界
と
個
物
と
い
う
向
い
合
っ
た
二
枚
の
鏡
の
問
に
あ
る
相
互
照
射
的
な
像
全
体
を
現
わ
し
出
す
こ
と

　
　
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
．
．
ツ
の
考
え
を
、
両
者
の
い
ず
れ
か
へ
特
に
傾
け
て
解
済
す
る
こ
と
は
、
説
明
の
順
序
と
し
て
許
さ

　
　
れ
て
も
、
　
一
方
へ
の
全
面
的
な
抽
象
は
事
柄
の
真
の
性
格
を
見
失
わ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
金
壷
が
全
体
に
な
る
こ
と
と
、
個
体
が
欄
体
に
な

　
　
る
こ
と
は
、
あ
く
迄
一
つ
で
あ
り
、
同
時
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
と
襟
界
の
関
係
は
、
神
と
個
物
の
関
係
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
、

　
　
逆
に
後
者
は
前
者
に
よ
っ
て
集
約
的
に
表
現
さ
れ
る
。
神
が
如
何
な
る
世
界
を
意
図
す
る
か
は
、
個
物
を
ど
の
よ
う
な
個
物
と
し
て
実
在

　
　
さ
せ
る
か
に
お
い
て
現
わ
れ
て
来
る
し
、
ま
た
如
何
な
る
個
物
を
存
在
さ
せ
る
か
が
、
世
界
を
ど
の
よ
う
に
造
ろ
う
と
す
る
か
を
制
約
す

　
　
る
。
こ
こ
で
は
神
か
ら
附
与
さ
れ
た
世
界
全
体
の
持
つ
意
味
の
比
重
と
、
個
物
に
与
え
ら
れ
た
そ
れ
と
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
れ
は
部
分
的

　
　
な
力
と
、
そ
の
総
計
で
は
な
い
。
世
界
に
懸
る
重
さ
と
個
物
に
懸
る
重
さ
は
、
神
に
と
っ
て
は
同
じ
で
あ
り
、
世
界
も
個
物
も
そ
の
こ
と

　
　
を
神
を
通
し
て
知
っ
て
い
る
。
全
世
界
が
個
物
の
内
に
自
己
の
姿
を
映
し
て
宿
す
時
、
個
物
は
や
が
て
世
界
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
、
そ
こ

　
　
で
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
徴
界
は
、
諸
物
が
映
す
世
界
の
姿
を
最
大
の
多
様
と
統
一
に
お
い
て
保
持
す
る
重
々
無
尽
の
世
界
と
な
る
で
あ

99

@
ろ
う
。
こ
の
ツ
隔
と
は
個
物
が
芸
界
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
本
性
を
顕
わ
し
な
が
ら
、
同
じ
本
性
を
持
つ
他
者
と
共
に
調
和
的
な
世
界
を
表

10　
　
　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
論
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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四
〇

〇〇11

@
出
す
る
こ
と
、
換
書
す
れ
ば
個
物
の
そ
う
い
う
し
方
を
通
し
て
、
ま
た
世
界
が
霞
ら
調
和
的
な
本
質
を
現
わ
し
て
来
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
こ
に
普
遍
主
義
と
個
体
主
義
の
結
合
が
、
神
の
創
造
の
営
み
と
し
て
現
実
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
　
　
た
だ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
場
合
、
以
上
の
よ
う
に
普
遍
性
を
内
実
と
す
る
個
物
が
、
全
体
的
な
世
界
と
一
つ
に
創
造
さ
れ
る
と

　
　
し
て
も
、
創
造
の
瞬
聞
に
世
界
や
個
物
に
関
す
る
摂
理
が
既
に
完
了
し
て
い
た
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
は
や
世
界
が
最

　
　
善
の
下
界
と
し
て
成
立
し
、
ま
た
事
物
が
内
的
に
世
界
を
映
す
と
い
う
本
質
内
容
を
全
て
顕
現
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
神
に
よ
っ
て
か
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
さ
せ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
創
造
を
、
こ
の
意
味
で
の
定
立
の
完
成
態
と
は
考
え
な
い
。
む
し
ろ
出
来
上
っ
た

　
　
世
界
や
尤
物
を
、
神
か
ら
受
取
る
こ
と
を
創
造
の
意
味
か
ら
極
力
排
斥
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
も
し
個
物
が
ー
ー

　
　
如
何
に
共
可
能
牲
に
基
く
調
和
的
な
世
界
の
要
素
と
し
て
黒
し
く
見
直
さ
れ
た
と
し
て
も
i
完
成
品
と
し
て
、
な
い
し
は
個
物
と
し
て

　
　
あ
り
得
る
意
味
を
決
済
さ
れ
て
被
造
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ネ
ジ
を
巻
か
れ
た
入
形
の
よ
う
に
、
た
だ
神
の
敷
設
し
た
軌
道
の
上

　
　
を
機
械
的
に
動
い
て
い
く
に
す
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
被
造
物
は
神
に
充
填
さ
れ
た
内
容
を
も
っ
て
、
所
動
的
に
被
造
性
を
顕
わ
す
の
み
で
あ

　
　
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
個
物
は
、
再
び
実
体
と
し
て
の
神
の
様
相
に
逆
戻
り
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
単
に
神
の
意
図
を
受
納
し
た
死
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
容
器
に
な
っ
て
し
ま
う
。
生
か
さ
れ
る
と
書
っ
て
も
、
自
ら
生
き
て
働
く
被
造
物
と
は
な
り
得
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
や
が
て
は
神

　
　
自
身
も
、
生
き
て
動
く
こ
と
な
き
冷
や
や
か
な
存
在
者
と
し
て
、
超
絶
的
に
見
ら
れ
る
だ
け
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
創
造
は
豊
年
と
事
物
に
関
す
る
一
切
を
、
　
一
挙
に
実
現
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
神
が
産
出
す

　
　
る
も
の
は
、
そ
の
悟
性
と
意
志
が
決
定
し
選
択
し
た
最
も
完
全
な
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
悟
性
の
領
域
で
配
慮
さ
れ
た
可
能
的
諸
物
の

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

　
内
容
が
、
更
に
悟
性
と
意
志
の
本
性
的
秩
序
に
よ
り
、
可
能
姓
の
国
に
あ
っ
た
ま
ま
で
実
在
化
さ
れ
て
い
る
。
言
わ
ば
世
界
や
愚
物
は
、

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

　
神
が
規
定
し
た
可
能
性
の
ま
ま
で
の
あ
り
方
と
内
容
を
も
っ
て
実
在
性
へ
呼
び
出
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
世
界
と
事
物
は
確
に
、

　
隈
か
ら
隈
ま
で
未
来
の
時
聞
的
な
経
過
と
空
間
的
な
位
置
に
お
け
る
金
ゆ
る
現
わ
れ
に
渉
っ
て
見
ら
れ
て
い
た
。
神
の
知
慧
と
善
意
は
、

　
　
「
生
産
す
る
こ
と
を
よ
し
と
思
う
現
象
の
普
遍
的
体
系
を
、
言
わ
ば
全
ゆ
る
側
面
と
そ
し
て
全
ゆ
る
し
方
で
よ
く
吟
味
し
…
…
で
き
る
だ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
け
い
ろ
い
ろ
な
方
法
で
世
界
の
全
ゆ
る
面
を
視
て
」
お
り
、
ま
た
「
い
た
る
所
で
起
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
同
様
に
こ
れ
迄
に
起
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
こ
と
、
こ
れ
か
ら
起
る
こ
と
も
各
物
体
の
中
に
晃
抜
く
」
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
最
善
の
世
界
の
姿
、
お
よ
び
個
物
が
有
す
る
可
能

　
　
的
内
容
の
展
開
さ
れ
る
状
態
、
経
過
、
他
者
と
の
関
連
、
実
在
的
な
現
わ
れ
等
は
全
て
予
知
、
予
見
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
神
は
「
宇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
宙
と
い
う
全
体
を
た
だ
一
叢
で
（
傷
、
環
霞
①
Q
o
⑦
仁
一
①
〈
①
¢
Φ
）
見
渡
し
」
、
永
遠
的
に
す
っ
か
り
全
ゆ
る
も
の
を
予
知
し
決
定
す
る
（
ゆ
煽
①
O
δ
q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
箕
Φ
〈
o
饗
馨
無
窓
蒔
効
纂
8
蕉
8
の
。
げ
○
ω
①
ω
鳥
Φ
ε
葺
①
無
禽
ロ
置
伽
）
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
限
り
神
の
創
造
は
、
そ
の
初
め
と
終
わ
り
を
同

　
　
時
に
含
む
も
の
、
あ
る
い
は
初
め
が
超
越
的
に
終
わ
り
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、
実
在
化
を
時
間
を
越
え
て
永
遠
の
立
場
か
ら
瞬
間
に

　
　
完
了
し
た
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
人
聞
に
は
異
な
る
光
景
で
現
わ
れ
て
来
る
。
可
能
性
も
神
に
と
っ
て
は
一
瞬
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
内
に
現
実
性
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
人
望
の
目
に
と
っ
て
、
可
能
性
が
す
っ
か
り
現
実
化
す
る
に
は
時
閥
が
必
要
で
あ
る
。
可
能

　
　
性
の
ま
ま
で
実
在
化
さ
れ
た
も
の
は
、
神
が
既
に
そ
の
完
全
な
実
現
を
通
覧
し
て
い
て
も
、
時
問
に
お
い
て
の
み
見
る
人
間
の
立
場
に
同

　
　
じ
完
成
と
し
て
現
わ
れ
て
来
な
い
。
神
は
創
造
の
一
切
の
展
開
を
予
料
し
、
予
知
し
た
も
の
を
、
事
物
が
や
が
て
表
わ
し
出
し
て
い
く
成

　
　
行
を
先
取
し
て
、
事
物
を
実
在
化
し
た
。
そ
れ
が
自
己
の
本
質
を
実
現
し
、
そ
こ
か
ら
最
善
の
世
界
が
次
第
に
現
わ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ

　
　
と
は
神
の
目
に
明
か
（
確
実
i
o
①
嘗
鉱
⇔
）
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
自
身
を
、
事
物
は
未
だ
知
ら
な
い
。
事
物
に
は
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
、

　
　
事
物
が
定
立
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
神
は
、
事
物
に
と
っ
て
の
か
か
る
可
能
的
内
容
を
、
創
造
の
瞬
間
に
個
物
の
内
へ
鴇
覧
遊
と
し
て

　
　
織
込
ん
で
お
い
た
だ
け
で
あ
る
。
も
し
こ
の
「
精
神
の
話
覧
富
を
全
て
拡
げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
各
々
の
精
神
の
中
に
宇
宙
の
美
を

　
　
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
。
け
れ
ど
も
被
造
物
に
と
っ
て
、
「
こ
の
嚢
は
、
た
だ
時
間
と
共
に
し
か
臨
に
見
え
る
よ
う
に
展
開
し

　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
な
い
」
。
「
精
神
は
自
分
の
嚢
を
一
度
に
全
て
開
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
。
被
造
物
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
創
造
は
未
だ
事
物
の

　
　
本
性
の
完
全
な
展
開
、
最
善
の
世
界
の
実
現
の
以
前
に
開
か
れ
た
潜
勢
的
な
、
し
か
し
完
成
に
向
い
得
る
場
に
事
物
が
立
た
さ
れ
る
だ
け

　
　
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
創
造
を
、
神
の
み
に
と
っ
て
の
病
勢
的
な
事
態
と
は
考
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
神
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

01

@
も
、
完
成
す
る
こ
と
の
可
能
な
力
（
臨
。
吋
8
）
を
事
物
に
旦
ハ
備
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
見
よ
う
と
す
る
。
そ
の
限
り
創
造
は
、
事
物
が
与
え

1一　
　
　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
論
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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蟹
二

〇211

@
ら
れ
た
力
の
発
動
に
よ
り
、
他
者
と
共
可
能
的
に
襲
を
麗
き
つ
つ
本
質
を
実
現
し
、
ま
た
世
界
を
表
賑
し
て
い
く
も
の
と
し
て
、
造
ら
れ

　
　
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
事
物
は
、
神
の
晃
て
い
た
可
能
的
調
和
を
現
実
的
に
現
わ
し
出
す
課
題
と
責
任
を
託

　
　
さ
れ
て
、
劇
造
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
成
就
は
被
造
物
の
目
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
被
造
物
を
実
在
さ
せ
世
界
を
創
造
し
た
神

　
　
の
闘
的
で
あ
る
。
神
の
囲
的
は
被
造
物
の
目
的
と
共
働
し
、
そ
の
も
の
の
内
へ
屈
折
し
て
現
わ
れ
な
が
ら
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
実
現

　
　
さ
れ
る
認
的
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
神
も
創
造
の
目
的
を
、
自
巴
の
欝
的
を
、
自
己
の
目
に
見
え
る
だ
け
で
済
ま
そ
う
と
せ
ず
、
時
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
と
共
に
事
物
が
本
質
を
表
現
し
、
世
界
が
現
に
表
わ
さ
れ
て
い
く
過
程
的
な
歩
み
の
中
に
、
見
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ラ
イ

　
　
プ
ニ
ッ
ツ
は
神
が
時
閥
の
始
め
に
お
い
て
既
に
終
り
に
達
す
る
と
共
に
、
過
ぎ
ゆ
く
時
間
の
全
ゆ
る
瞬
間
に
被
造
物
と
共
に
現
在
す
る
と

　
　
見
る
一
こ
れ
が
神
の
連
続
的
創
造
あ
る
い
は
被
造
物
の
保
存
の
考
え
方
で
あ
る
。
事
物
は
常
に
自
己
を
展
開
し
つ
つ
、
絶
え
ず
神
と
共

　
　
に
あ
る
。
共
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
展
開
し
、
世
界
を
現
わ
し
得
る
。
そ
れ
は
神
へ
の
信
頼
と
確
信
に
支
え
ら
れ
た
ラ
イ
プ
ニ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
ツ
の
根
源
的
な
事
物
の
見
方
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
喜
び
と
安
ら
ぎ
の
中
で
被
造
物
は
神
の
力
を
「
表
出
あ
る
い
は
模
倣
」
す
る
。

　
　
具
体
的
に
は
そ
れ
は
被
造
物
が
神
の
意
志
を
地
上
に
実
現
す
る
自
由
な
生
け
る
道
具
と
し
て
、
自
己
の
力
の
発
動
に
よ
り
神
の
行
為
に
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
加
し
、
そ
の
地
上
的
な
代
行
者
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
事
物
の
、
神
に
対
す
る
責
任
と
義
務
、
ま
た
は
意
味
あ
る
存
在
者
と
し
て

　
　
実
在
化
さ
れ
る
所
以
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

（
1
）
　
o
h
・
団
ま
Φ
び
鑓
φ
黛
…
ピ
Φ
ま
獅
一
N
償
揖
山
鎚
舘
男
Φ
ざ
ゲ
餌
ω
目
○
器
飢
Φ
Ψ
ψ
α
リ
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
内
に
あ
る
普
遍
的
全
体
的
契
機
か
ら
、
彼
が
一
面
、

　
ス
ピ
ノ
ザ
と
軌
を
一
に
す
る
℃
鋤
艮
ゲ
臨
ω
魯
冨
。
財
な
と
こ
ろ
を
鋪
え
て
い
た
と
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
も
普
遍
主
義
と
個
体
主
義
が
一
つ

　
に
成
立
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
や
は
り
ス
ピ
ノ
ザ
と
は
異
る
型
の
思
想
、
も
し
敢
え
て
汎
神
論
と
荷
う
な
ら
ば
、
Φ
ぎ
㊦
二
会
び
魚
の
叶
δ
o
ゲ
Φ
悔
。
目
q
。
o
ゲ

　
嬬
⇔
σ
q
餌
Φ
。
。
鍵
鋤
。
塊
9
鷺
凶
。
吋
o
o
o
ω
茸
0
9
い
①
ぽ
①
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
出
臨
山
⑦
げ
蜀
浮
心
…
笹
賦
”
Q
Q
・
q
q
）
。

（
2
）
O
の
臣
」
く
齢
ω
誌
。
。
ρ

（
3
）
O
㊦
蔚
の
≦
圏
ω
・
①
寒

（
4
）
ピ
。
叶
g
伍
Φ
常
讐
巳
N
§
群
鍔
滋
σ
q
嵐
魯
海
霧
叶
く
巳
頃
①
ω
ω
楽
団
冨
ぎ
繊
9
員
》
寧
δ
。
。
9
0
①
尋
H
H
．
ω
島
Φ
．
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（
5
）
　
回
謀
3
ω
．
b
の
Q
。
鯨

（
6
）
　
O
o
昏
・
＜
H
●
ω
●
8
餅

（
7
）
○
Φ
浮
G
≦
．
ω
．
①
§

（
8
）
　
創
造
に
当
っ
て
「
神
は
始
め
か
ら
実
体
に
、
そ
れ
に
起
る
で
あ
ろ
う
全
て
の
こ
と
を
…
…
他
の
被
造
物
の
助
け
な
し
に
秩
序
を
通
し
て
産
出
し

　
得
る
本
性
、
あ
る
い
は
内
的
な
力
を
与
え
て
し
い
る
（
○
Φ
吋
｝
ド
　
H
／
N
”
ω
’
心
Q
Q
印
）
。
そ
こ
で
（
実
体
）
事
物
は
、
創
造
の
時
か
ら
附
与
さ
れ
た
葭
己
の

　
本
性
の
個
有
な
法
則
の
カ
に
よ
り
、
「
そ
の
内
的
な
活
動
の
源
、
書
わ
ば
慮
動
的
な
る
も
の
」
に
な
る
と
雷
え
る
の
で
あ
る
（
O
o
筈
●
＜
H
●
ω
．
①
μ
O
）
。

（
9
）
　
こ
こ
か
ら
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
歴
史
哲
学
を
抽
き
畠
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
覇
造
の
瞬
聞
に
、
そ
の
後
の
世
界
の
｝
切
が
見
通
き
れ
て
い
る
意
味

　
で
、
神
の
目
に
は
、
ど
の
時
点
に
お
け
る
世
界
も
、
最
も
完
全
な
世
界
の
一
つ
の
姿
と
し
て
映
っ
て
い
た
。
神
に
と
っ
て
は
、
世
界
は
何
時
で
も
、

　
予
知
し
た
最
善
の
法
則
と
秩
序
の
顕
現
と
し
て
、
形
相
的
に
は
調
和
的
な
最
善
の
あ
り
方
で
あ
り
、
実
体
の
襲
が
開
け
ゆ
く
耳
聞
的
経
過
に
関
係
な

　
く
、
常
に
完
全
な
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
の
限
り
、
轍
界
が
ま
す
ま
す
完
全
に
な
る
と
か
、
逆
に
璽
落
に
向
う
と
か
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か

　
し
世
界
の
開
示
は
、
人
間
の
目
に
、
時
間
的
経
過
に
よ
り
現
わ
れ
、
そ
の
途
中
に
は
、
表
象
の
錯
雑
と
混
渚
に
よ
る
神
の
意
志
の
推
定
（
こ
れ
に
つ

　
い
て
は
後
に
述
べ
る
）
の
失
敗
、
す
な
わ
ち
、
罪
悪
、
受
理
、
苦
悩
等
も
生
ず
る
。
そ
れ
は
我
々
を
し
て
、
世
界
を
完
全
と
見
る
こ
と
を
園
難
に
す

　
る
。
け
れ
ど
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
こ
こ
で
こ
そ
、
普
遍
的
観
点
の
下
で
、
事
態
を
見
る
よ
う
に
注
意
す
る
。
そ
し
て
彼
は
こ
れ
ら
の
悪
を
、
よ
り

　
大
き
な
善
や
世
界
の
教
化
の
否
定
的
な
モ
メ
ン
ト
と
し
て
、
神
が
世
界
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
た
と
考
え
る
。
そ
れ
は
世
界
を
常
に
災
禍

　
や
罪
悪
と
の
葛
藤
、
対
立
を
含
む
完
全
性
へ
の
進
歩
と
し
て
捉
え
、
歴
史
を
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
と
見
る
も
の
で
あ
り
、
神
の
意
志
の
完
全
な
開
境
に

　
向
っ
て
の
絶
え
間
な
い
努
力
と
精
進
を
進
歩
の
歴
史
と
す
る
こ
と
で
あ
る
（
o
隔
．
○
重
げ
・
＜
H
6
ω
．
①
0
9
切
節
象
ρ
○
は
σ
q
．
や
掘
り
？
○
。
）
。
従
っ
て
神
の

　
目
に
は
、
如
何
な
る
現
実
の
世
界
も
最
も
完
全
で
あ
り
な
が
ら
、
人
間
の
鼠
に
そ
う
は
見
え
ず
、
そ
の
た
め
に
欝
欝
な
表
象
が
さ
れ
る
迄
、
人
間
の

　
進
歩
す
る
時
間
が
必
要
に
な
る
。

（
1
0
）
　
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
は
、
そ
れ
に
閣
慶
し
た
意
味
で
、
「
モ
ナ
ド
の
思
想
は
、
O
o
μ
N
げ
魚
麓
禽
冨
ぴ
駄
9
男
心
Φ
鋳
魚
影
①
臣
①
ぴ
鉱
ω
山
の
巴
勺
Φ
け
ω
α
昌
犀
。
ゲ
騨
Φ
搾

　
か
ら
生
ま
れ
て
来
る
」
も
の
で
あ
る
と
書
う
（
瓢
臨
儀
Φ
げ
殴
餌
口
誘
け
脚
　
陣
ぴ
陣
鎚
”
Q
り
・
b
◎
α
）
。

（
1
1
）
　
O
①
笹
畠
H
＜
・
ω
．
濫
幽
．

（
1
2
）
　
神
に
よ
る
未
来
の
一
切
の
予
知
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
。
①
ぬ
鉱
の
。
。
酵
。
①
暮
9
ぼ
と
。
①
ゆ
鼠
塁
肯
降
①
o
Φ
ω
ω
蝕
お
と
の
注
意
深
い
区
別
に
よ
っ
て
、

　
単
純
な
決
定
論
と
異
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
（
o
h
．
○
①
浮
●
目
く
．
ω
．
戯
ω
“
）
。
未
来
の
偶
然
的
な
事
柄
は
、
神
が
予
見
す
る
よ
う
に
、
確
実
で
あ
り
、

　
そ
の
こ
と
は
そ
の
も
の
の
本
性
の
内
に
、
既
に
、
＜
騨
欝
Φ
出
①
籠
0
9
に
含
ま
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
単
に
榔
⑦
o
Φ
ω
ω
簿
罵
⑦
ρ
鉱
Φ
×
げ
団
℃
o
酔
げ
Φ
臨

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
論
の
問
題

四
三
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翅

に
す
ぎ
ず
、
そ
の
反
対
も
矛
霜
で
は
な
い
故
に
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
は
偶
然
的
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
は
、
剣
造
の
端
緒
に
お
い
て
既
に
創
造

の
終
結
を
児
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
絶
対
的
宿
命
と
し
て
世
界
に
脊
負
わ
せ
た
の
で
は
な
い
。
最
善
の
世
界
の
創
造
を
霞
由
意
志
に
よ

っ
て
決
定
し
た
時
、
神
は
、
そ
の
実
現
を
慶
然
必
然
的
な
経
過
を
通
し
て
で
は
な
く
、
事
柄
自
身
の
自
由
な
一
反
対
の
可
能
を
含
ん
だ
一
－
展
開

を
通
じ
て
期
待
し
た
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
考
え
る
。
そ
れ
は
運
命
論
的
な
予
知
で
は
な
く
、
自
由
な
も
の
に
よ
る
自
由
な
活
動
の
全
体
を
超
越
的
に

通
覧
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
慮
由
意
志
を
持
つ
神
と
、
神
に
よ
っ
て
陵
舶
と
さ
れ
た
慶
歯
な
実
体
と
の
生
け
る
実
在
的
な

交
わ
り
の
場
が
開
か
れ
る
。
霞
由
な
神
は
、
自
由
な
事
物
を
定
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
惣
己
の
自
由
意
志
の
内
容
を
、
実
体
の
膚
由
意
志
を
通
し

て
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
の
機
会
で
問
題
に
し
た
い
。

九

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
中
心
問
題
は
伝
統
的
に
、
神
と
世
界
と
個
物
の
性
格
や
意
味
、
お
よ
び
三
者
間
の
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
創
造
者
と

被
造
物
の
生
け
る
関
係
を
、
世
界
に
お
い
て
、
管
物
に
お
い
て
、
如
何
に
旦
ハ
体
化
す
る
か
、
あ
る
い
は
神
が
世
界
と
個
々
の
被
造
物
に
何

を
意
図
し
て
い
る
か
、
逆
に
そ
れ
ら
、
殊
に
個
物
は
神
に
対
し
て
何
を
引
受
け
て
い
る
か
を
問
お
う
と
す
る
。
こ
の
両
面
を
一
つ
の
事
態

と
し
て
定
立
し
解
明
す
る
こ
と
が
、
彼
の
課
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
単
に
狭
義
の
形
而
上
学
に
お
い
て
解
決
し
得
る
ほ
ど
簡
単
で

は
な
い
。
問
題
は
道
徳
的
、
宗
教
的
な
責
任
と
繋
念
に
本
質
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
事
柄
で
も
あ
る
。
我
々
は
こ
れ
迄
に
問
題
の
前
半
、

す
な
わ
ち
世
界
や
個
物
に
対
す
る
神
の
摂
理
が
、
如
意
な
る
内
容
を
も
っ
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
見
ら
れ
て
い
た
か
を
蓮
っ
て
来
た
。
そ
こ

で
は
普
遍
と
個
別
の
同
時
的
な
成
立
が
、
主
と
し
て
、
普
遍
的
な
世
界
や
宇
宙
の
側
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
や
が
て
実
体
と
し
て

明
示
さ
れ
る
も
の
が
、
世
界
の
内
で
世
界
を
現
わ
す
個
物
と
し
て
あ
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
如
何
な
る
意
味
と
責
任
を
持
つ
か
に
つ
い

て
も
、
も
っ
ぱ
ら
神
に
よ
り
世
界
の
側
に
置
か
れ
た
光
源
か
ら
照
明
さ
れ
た
。
つ
ま
り
個
物
の
不
．
司
欠
性
や
絶
対
の
契
機
性
を
、
世
界
が

世
界
と
し
て
創
造
さ
れ
る
時
の
状
況
の
中
か
ら
抽
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
お
い
て
、
世
界
の
内
に
反
映
し
て
い
る
二
物
の
存
在

や
他
者
へ
の
関
係
を
尋
ね
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
だ
け
で
は
、
個
物
が
世
界
を
担
い
、
金
体
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た
個
体
的
性
絡
を



持
つ
と
言
っ
て
も
、
な
お
事
実
と
し
て
そ
う
な
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
あ
る
筈
だ
と
い
う
主
張
し
か
で
き
な
い
。
要
物
が
ど

の
よ
う
に
世
界
を
担
う
か
、
ま
た
全
体
性
を
内
に
映
す
個
体
的
性
格
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
を
神
に
対
す
る

責
任
と
す
る
か
等
に
つ
い
て
は
未
だ
明
瞭
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
こ
と
は
個
物
膚
身
に
お
い
て
明
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
我

々
は
問
題
の
後
半
に
移
っ
て
い
く
。
け
れ
ど
も
以
上
の
事
実
は
、
実
体
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
思
想
領
域
の
何
処
で
芽
生
え
て
い
た
か
、
実

体
論
を
構
成
し
得
る
地
平
が
何
処
に
あ
っ
た
か
を
教
え
て
く
れ
た
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
迄
の
論
述
は
、
実
体
の
性
格
と
内
容
、
お
よ
び
こ

れ
ら
の
関
連
し
て
来
る
諸
概
念
を
規
定
す
る
時
の
足
場
と
し
て
、
多
少
と
も
役
立
っ
で
あ
ろ
う
。

　
我
々
は
今
後
、
今
迄
と
は
逆
に
、
ま
ず
佃
々
の
も
の
を
問
題
に
し
て
、
そ
こ
に
全
体
性
が
如
何
に
開
け
て
く
る
か
、
世
界
が
如
何
に
現

わ
さ
れ
て
来
る
か
を
探
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
個
物
に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る
か
、
書
わ
ば
個
物
が
そ
の
も
の
自
身
に
お
い
て
、
欄
体

姓
を
ど
の
よ
う
に
主
張
す
る
か
を
、
そ
の
も
の
に
即
し
て
論
理
的
に
基
礎
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
界
の
側
か
ら
、
世
界
の
内
に
し

か
じ
か
の
も
の
と
し
て
事
実
を
通
じ
て
認
め
ら
れ
た
個
物
が
、
そ
れ
を
自
己
性
と
す
る
実
体
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
世
界
性
を
自
己
の
本

質
と
す
る
構
造
を
持
つ
所
以
を
解
く
こ
と
が
残
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
も
と
も
と
調
和
に
お
い
て
定
立
さ
れ
た
個
物
が
、
実
体
と
し
て
他

者
と
共
に
如
何
に
調
和
を
現
わ
し
て
い
く
か
の
問
題
が
新
に
起
っ
て
来
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
は
、
今
迄
の
、
世
界
の
側
か
ら
個
物
を
捉
え
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た
事
実
問
題
に
対
す
る
、
実
体
と
し
て
の
権
利
問
題
と
君
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
個
物
の
立
場
か
ら
個
物
が
、
ま
た
世
界
が
如
何
に
晃
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
而
上
学
は
論
理
と
共
に
確
立
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
実
体
論
が
、
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
が

展
開
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
。
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Th6　Proble】職of　Leibniz’Theory　of　Suわsta蕪ce

　　　　　－its：Fou且dation　on　Divine　Creation一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム
　　　　　　　　　　　　　　　　妙Eizo　Tanaka

　　The　notion　of　substance　is　central　to　the　whole　of　Leibnlz’　phi｝osophy．

It　is　intimately　connected　with　such　notions　as　preestablished　harmony，　the

prin¢iple　of　suMcient　reason　etc．，　although　these　are　sotnetimes’　cbndemmed

by　interpreters　to　be　allen　and　unfit　to　the　idea　of　individua｝　stibstarice：

We　take　notice　of　the　fact　that　Leibniz，　over　against　Spinoza’s　pantkeism，

emphaslzed　the　intima’te　relation　between　living　God　and　real　creatures

responsible　to　Him　’
　　The　creative　act　of　God　involves　｝｛｛ls　understanding　and　E［is　wll｝．　The

understanding　deals　with　the　way一　how　to　give　the　world’s　unity　the　maxi－

mum　of　variety　and　values．　（Here　plays　an　important　r61e　the　notion　of

‘compossibility’）．　But　the　ultimate　decision　upon　the　world．to　be　created　is

attributed　by　Leibniz　to　the　will　of　God，　so　that　the　doctr1ne　of　fata｝ism

may　be　avoided．

　　Corresponding　to　the　above　conception　of　divine　creation，　Leibniz　finds　in

the　created　world　complete　harmony　and　order　on　the　one　hand　and　the

indivlduaRty　of　each　created　substance　on　the　other．　This　dual　way　of

Leibnizean　thinl〈ing　is　also　recognized　in　his　ldea　of　microcosmos　refiecting

ma’モ窒盾モ盾唐高盾刀C　windowlessness　ofエnonads　etc．．

　　The　writer　retains　for　his　subsequene　artlcles　the　discussion　upon　how　the

substance　will　spontaneously　develop　lts　essence　aiming　at　the　best　system

of　the　world．

La　conqubte　du　Pyrrkonisme　ehez　Descartes

　　　　　　　　　　　　par　Hiroshi　Sakamoto

　　Depuis　la　publication　des　M6ditations　de　Descartes，　on　n’a　pas　cess6　de

relever　et　de　critiquer　les　para｝ogismes　que　1’auteur　auralt　commis　en　hypost－
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