
精
神
分
裂
病
症
状
の
背
後
に
あ
る
も
の

木
　
村

敏

序

第
一
部
　
自
覚
的
…
規
象
学
の
方
法

論

　
　
　
精
神
病
の
歴
史
は
人
間
の
歴
史
と
共
に
始
ま
る
。
既
に
希
職
の
昔
か
ら
、

　
　
精
神
病
の
症
状
は
様
々
に
記
載
さ
れ
、
是
に
対
す
る
治
療
も
種
々
に
試
み

　
　
ら
れ
て
来
た
。
中
で
も
、
今
日
我
々
が
「
精
神
分
裂
病
」
の
名
で
呼
ん
で

　
　
い
る
一
群
の
病
像
は
、
其
の
示
す
多
彩
な
精
神
的
身
体
的
症
状
と
、
完
全

　
　
な
人
格
荒
造
に
至
る
悲
惨
な
経
過
と
に
よ
っ
て
、
最
も
よ
く
人
の
眼
を
奪

　
　
い
、
古
く
か
ら
精
神
病
と
い
う
概
念
の
中
核
を
な
し
て
い
た
も
の
と
考
え

　
　
ら
れ
る
。
し
か
し
、
実
の
処
、
此
の
悪
性
の
精
神
病
が
今
日
の
形
で
の
単

　
　
一
疾
患
と
し
て
他
の
精
神
病
か
ら
区
別
さ
れ
、
差
当
り
こ
れ
に
「
早
発
性

　
　
痴
呆
」
（
○
Φ
ヨ
①
簿
冨
℃
鑓
①
o
o
客
）
の
名
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
漸
く
前
世

　
　
紀
末
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
当
時
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
教
授
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ
ソ

　
　
た
錦
㌶
①
需
｝
冒
は
、
雑
多
な
精
神
疾
患
の
中
か
ら
、
好
ん
で
思
春
期
前
後
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@
に
発
病
し
、
　
一
定
の
類
型
に
纒
め
ら
れ
る
妄
想
、
幻
覚
、
思
考
障
害
等
々

2　
　
の
精
神
症
状
と
、
身
体
的
野
勤
の
過
多
或
は
過
少
等
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ

精
神
分
裂
病
症
状
の
鷲
後
に
あ
る
も
の

る
身
体
症
状
と
を
示
し
な
が
ら
、
不
可
逆
的
な
進
行
を
示
し
て
遅
か
れ
畢

か
れ
高
度
の
入
格
障
害
を
来
し
、
遂
に
は
完
全
な
痴
呆
状
態
に
陥
る
、
此

の
様
な
特
有
の
経
過
を
承
す
疾
患
を
分
離
し
て
、
此
等
の
特
徴
を
蓑
現
す

る
名
称
と
し
て
「
早
発
性
痴
呆
」
の
名
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
次
で
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ
レ

一
ご
年
に
至
り
、
チ
ュ
ー
リ
ヒ
大
学
の
教
授
じ
d
営
乱
臼
が
、
当
暗
の
連
想

心
理
学
の
影
響
を
受
け
て
、
こ
の
疾
患
の
諸
症
状
を
心
的
連
合
の
解
体
分

裂
に
よ
っ
て
説
明
せ
ん
と
試
み
、
こ
の
観
点
か
ら
此
を
新
た
に
「
精
神
分

裂
病
」
（
ω
。
｝
旨
8
ぽ
①
鉱
Φ
）
と
命
名
し
て
今
日
に
及
ん
だ
。

　
斯
様
に
区
営
さ
れ
命
名
さ
れ
た
と
は
い
え
、
精
神
分
裂
病
な
る
精
神
病

は
精
神
医
学
に
と
っ
て
、
否
人
間
一
般
に
と
っ
て
、
敏
然
と
し
て
大
き
な

謎
で
あ
る
。
此
の
疾
患
が
何
故
に
好
ん
で
思
春
期
に
発
病
す
る
の
で
あ
る

か
、
他
者
か
ら
迫
害
さ
れ
干
渉
さ
れ
命
令
さ
れ
る
と
い
う
、
独
特
の
妄
想

は
如
何
に
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
、
我
々
普
通
人
に
と
っ
て
は
日

常
輿
明
の
出
来
事
が
彼
ら
分
裂
病
者
に
と
っ
て
は
金
世
界
の
存
立
に
拘
わ

る
如
き
重
大
な
意
味
を
有
ち
得
る
の
は
何
の
為
め
か
、
又
傭
故
に
彼
ら
は

決
っ
て
懸
人
同
様
の
悲
惨
な
末
期
的
状
態
に
陥
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る

か
、
こ
れ
ら
の
問
に
対
す
る
一
義
的
で
説
得
力
の
あ
る
解
明
は
、
現
在
迄

の
と
こ
ろ
何
ら
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
精
神
科
医
は
、
只
事
実
を
事
実

五
五
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と
し
て
受
取
り
、
経
験
に
即
し
て
此
に
対
処
す
る
以
外
、
何
ら
の
拠
り
所

を
膚
た
な
い
の
で
あ
る
。
芝
露
、
従
来
か
ら
分
裂
病
症
状
を
一
義
的
統
一

的
に
説
明
す
べ
き
基
礎
障
害
を
求
め
る
努
力
は
、
絶
え
ず
為
さ
れ
て
来
た
。

こ
の
努
力
こ
そ
、
精
神
医
学
の
中
心
的
垂
泣
と
し
て
此
の
学
問
零
露
の
推

進
力
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
さ
え
書
う
事
が
出
来
よ
う
。
事
実
、
人
闘
の

精
神
的
な
在
り
方
に
詳
し
て
此
の
学
問
の
隠
す
る
豊
富
な
知
見
の
過
半
は
、

斯
か
る
努
力
か
ら
生
れ
た
も
の
と
冤
る
事
が
出
来
る
と
思
う
。
精
神
分
裂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

病
こ
そ
、
精
神
医
学
に
対
し
て
真
の
意
味
で
諜
題
（
跨
無
σ
q
猷
告
。
）
と
し
て

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

与
え
ら
れ
た
も
の
（
O
飴
び
。
）
で
あ
る
と
雷
え
よ
う
。

　
さ
て
、
精
神
分
裂
病
と
呼
ば
れ
る
病
が
そ
の
多
彩
な
癒
状
の
背
後
に
秘

め
て
い
る
も
の
、
其
れ
は
単
に
唯
一
回
の
侵
襲
に
よ
っ
て
生
じ
た
落
月
的

欠
損
の
如
き
も
の
で
は
な
く
て
、
徐
々
に
で
は
あ
れ
絶
え
ず
変
化
し
進
行

し
続
け
る
特
徴
的
な
「
養
蚕
し
（
雷
o
N
Φ
ゆ
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
誰
し

も
容
易
に
考
え
得
る
事
で
あ
り
、
学
説
に
よ
っ
て
意
冤
の
分
れ
る
の
は
、

其
の
過
程
が
人
間
の
如
何
な
る
領
域
に
生
じ
て
居
る
の
で
あ
る
か
、
と
い

う
点
に
関
し
て
で
あ
る
。
　
「
過
程
」
と
い
う
も
の
が
此
の
様
に
分
裂
病
症

状
を
形
成
す
る
も
の
、
人
間
の
心
身
に
働
き
か
け
て
こ
れ
に
分
裂
病
的
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

性
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
症
状
輿
体
の
成
立
し

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

て
い
る
領
域
と
は
別
次
元
の
領
域
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
働
く
も

の
と
働
か
れ
る
も
の
、
形
成
す
る
も
の
と
形
成
さ
れ
る
も
の
が
同
一
次
元

の
領
域
に
概
か
れ
る
事
は
許
さ
れ
な
い
。
精
神
分
裂
病
を
、
様
々
に
想
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

さ
れ
た
身
体
的
器
質
的
な
基
礎
障
筈
に
還
元
せ
ん
と
す
る
、
所
謂
身
俸
因

へ論
の
立
場
か
ら
は
、
こ
の
過
程
の
座
は
身
体
、
就
中
大
脳
に
置
か
る
べ
き

も
の
と
さ
れ
る
。
此
の
立
場
の
拠
っ
て
立
つ
処
は
、
精
神
分
裂
病
が
遺
伝

五
六

性
を
有
し
、
従
っ
て
一
定
の
素
質
を
前
提
と
し
て
始
め
て
発
病
す
る
も
の

で
あ
る
、
と
い
う
一
応
の
経
験
的
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
容
易
に
考
え

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

得
る
様
に
、
遺
伝
的
と
い
う
事
は
直
ち
に
其
の
儘
身
体
的
と
い
う
事
を
意

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

嘉
す
る
と
は
言
い
得
な
い
。
入
稿
の
心
も
性
質
も
、
身
体
的
特
徴
と
簡
様

に
親
に
似
る
も
の
で
あ
る
。
入
聞
が
人
閥
の
子
と
し
て
生
れ
る
と
い
う
事

自
体
、
広
義
の
遺
伝
と
解
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
又
、
分
裂
病
者
の
子
孫
が
必

ず
分
裂
病
に
な
り
、
逆
に
又
、
分
裂
病
者
の
親
兄
弟
に
必
ず
分
裂
者
が
冤

出
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
実
も
な
い
。
精
々
見
出
し
得
る
も
の
と
い
え
ば
、

精
神
分
裂
病
に
対
す
る
親
和
牲
を
多
か
れ
少
な
か
れ
有
し
て
い
る
急
な
家

系
が
存
す
る
、
と
い
う
事
ぐ
ら
い
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
身
体
因
論
者

が
真
に
霞
説
を
立
証
す
る
為
に
は
、
ど
う
し
て
も
一
定
の
分
裂
病
牲
の
身

体
的
変
化
を
発
見
し
、
し
か
も
そ
れ
が
既
に
発
病
し
た
分
裂
病
の
結
果
で

は
な
く
て
む
し
ろ
そ
の
原
因
で
あ
る
事
を
実
識
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
が
、
現
在
迄
の
と
こ
ろ
此
の
試
み
は
す
べ
て
受
血
に
終
っ
て
い
る

と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
此
に
対
し
て
、
所
謂
心
鑓
論
者
は
人
關
の
心
的
領
域
を
先
ず
意
識
の
領

域
と
無
意
識
の
領
域
と
に
分
け
、
然
る
後
分
裂
病
症
状
の
座
と
し
て
前
毒

を
、
過
量
の
座
と
し
て
後
者
を
考
え
よ
う
と
す
る
。
我
々
の
心
的
生
活
の

中
、
意
識
の
領
域
は
そ
の
重
く
限
ら
れ
た
一
小
部
分
で
あ
り
、
こ
れ
を
動

か
し
て
い
る
も
の
と
し
て
広
大
な
無
意
識
の
領
域
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
事
は
、
男
お
門
缶
以
来
、
二
神
医
学
の
常
畿
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
繋
金
、
無
意
識
は
確
か
に
意
識
に
対
し
て
は
こ
れ
を
動
か
す
も
の
と
考

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
反
面
こ
の
無
意
識
二
三
が
一
種
の
心
的
力
動
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
も
の
と
し
て
、
そ
れ
膚
身
や
は
り
鋤
か
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ざ



　
　
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
動
か
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
無
意
識
に
は
、
更
に

　
　
こ
れ
を
動
か
す
も
の
と
し
て
の
「
鞍
懸
」
が
、
こ
れ
と
は
瑚
次
元
に
考
え

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

　
　
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
と
思
う
。
所
謂
銀
閣
論
な
る
も
の
は
畢
覚
、

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

　
　
分
裂
病
と
い
う
現
象
の
舞
台
を
意
識
の
領
域
か
ら
無
意
識
の
領
域
に
移
し

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
替
え
て
、
其
処
に
独
膚
の
癩
候
論
を
講
成
し
た
も
の
に
過
ぎ
ぬ
。
然
も
、

　
　
此
の
無
意
識
な
る
も
の
は
三
牲
質
上
、
薩
接
に
は
知
り
得
ぬ
も
の
と
い
う

　
　
特
徴
を
有
す
る
矯
め
に
、
此
の
領
域
に
関
す
る
一
切
の
理
論
構
成
は
、
必

　
　
然
的
に
実
翻
困
難
な
仮
説
的
姓
格
を
帯
び
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
鯛
え
ば
、

　
　
心
限
論
の
主
流
を
為
し
て
い
る
精
神
分
析
学
派
の
中
に
あ
っ
て
、
門
肉
我
L

　
　
の
対
象
的
実
体
化
を
極
力
避
け
て
、
寧
ろ
愛
器
謀
§
9
瓢
器
も
・
①
ユ
流
の
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
リ

　
　
象
学
に
近
接
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
閏
Φ
島
。
導
に
於
て
す
ら
、
こ
と
精

　
　
神
分
裂
病
を
説
明
す
る
に
当
っ
て
は
「
自
我
備
給
偏
（
o
亨
q
o
ゐ
簿
げ
①
×
冴
）
な

　
　
る
概
念
の
援
け
を
借
り
て
、
門
露
我
」
そ
の
も
の
に
本
来
備
給
さ
れ
て
あ
る

　
　
へ
き
エ
ネ
ル
ギ
…
が
先
天
的
後
天
的
の
諸
繧
因
に
よ
っ
て
欠
乏
し
、
　
「
，
密

　
　
了
し
の
衰
弱
を
招
い
た
も
の
で
あ
る
と
云
い
、
　
「
自
我
備
給
」
の
欠
乏
に

　
　
よ
っ
て
「
臨
我
境
界
」
に
対
す
る
エ
ネ
ル
ギ
r
供
給
が
不
足
す
る
事
に
よ

　
　
っ
て
無
意
識
の
内
容
を
充
分
に
「
自
我
境
界
」
の
内
部
に
留
め
る
事
が
出

　
　
来
ず
、
此
処
に
「
自
我
性
」
よ
り
逃
れ
た
無
意
識
内
容
が
偽
り
の
現
実
と

　
　
し
て
意
識
さ
れ
、
分
裂
病
性
の
妄
想
を
形
成
す
る
と
い
う
説
明
を
試
み
て

　
　
い
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
や
は
り
自
我
と
い
う
如
き
非
物
体
的
な
も
の
を
物

　
　
体
化
し
て
こ
れ
に
延
長
姓
と
物
理
的
力
と
を
与
え
、
瞑
の
あ
た
り
に
晃
る

　
　
が
如
く
に
そ
の
様
粥
を
記
述
せ
ん
と
す
る
仮
説
的
仮
構
の
試
み
に
過
ぎ
な

57

@
い
と
書
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

2　
　
　
雌
等
身
体
因
論
、
心
暇
論
に
共
通
し
て
書
え
る
事
は
、
其
等
が
い
ず
れ

精
神
分
裂
病
症
状
の
背
後
に
あ
る
も
の

も
全
体
的
な
人
間
と
し
て
の
患
者
か
ら
、
思
考
的
操
作
に
依
っ
て
抽
象
さ

れ
た
身
体
と
か
心
、
或
は
意
識
無
意
識
等
の
概
念
を
糊
う
る
事
に
よ
っ
て
、

真
に
具
体
的
な
る
も
の
欄
別
的
な
る
も
の
を
藩
過
し
て
い
る
点
で
あ
る
と

思
う
。
精
神
分
裂
病
が
入
間
の
病
で
あ
る
以
上
、
其
れ
は
飽
く
ま
で
具
体

的
偲
溺
的
な
「
此
の
患
者
」
の
分
裂
病
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
従
来
灘
洋

の
学
問
に
は
具
体
か
ら
一
般
を
纏
麗
し
、
こ
の
抽
象
さ
れ
た
一
般
に
よ
っ

て
具
体
的
識
別
を
説
明
し
得
る
を
以
て
学
問
的
普
遜
妥
当
性
の
達
成
さ
れ

る
か
の
如
き
考
え
が
潜
ん
で
い
る
様
に
思
わ
れ
る
が
、
精
神
分
裂
病
論
一

つ
を
例
に
と
っ
て
み
て
も
、
こ
の
傾
向
は
著
明
に
認
め
ら
れ
る
。
西
洋
の

精
神
医
学
に
教
え
を
乞
う
た
我
々
日
本
の
羽
織
科
緩
と
て
も
、
此
の
種
の

西
洋
的
思
考
法
ま
で
も
模
倣
す
る
必
要
は
毛
頭
な
い
と
欝
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

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

我
々
黛
本
人
は
古
来
、
綱
の
中
に
深
く
沈
潜
す
る
事
に
よ
っ
て
個
甥
化
の

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

極
限
に
於
て
懸
を
超
え
る
と
い
う
、
独
特
の
思
考
法
を
有
し
て
い
る
。
具

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

体
の
上
に
で
は
な
く
て
具
体
の
底
に
～
般
を
見
、
一
毅
が
催
別
を
含
む
の

で
は
な
く
て
逆
に
綱
溺
が
一
般
を
含
む
が
如
き
立
場
に
立
た
ぬ
限
り
、
分

裂
病
と
い
う
様
な
濫
僧
的
現
象
を
適
確
に
把
握
す
る
事
は
出
来
ぬ
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。
分
裂
病
の
如
き
人
間
的
な
病
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
最
も

具
体
的
個
携
的
な
患
者
各
入
の
一
瓢
的
な
分
裂
病
像
の
底
に
、
真
に
分
裂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

病
一
般
と
い
わ
れ
得
る
様
な
も
の
が
見
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
分

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

裂
病
一
般
が
総
別
的
分
裂
病
を
説
明
す
る
の
で
は
な
く
て
、
倒
別
に
徽
底

も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

す
る
事
に
よ
っ
て
、
瓦
器
に
於
て
分
裂
病
一
般
が
説
明
さ
れ
る
の
で
な
く

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
西
洋
の
分
裂
病
研
究
に
於
て
、
真
に
具
体
的
な
個
別
者
か
ら
出
発
し
て

畢
、
の
中
に
～
般
的
な
も
の
を
冤
よ
う
と
し
た
最
初
の
試
み
は
鵬
貯
鰭

五
七
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哲
挙
研
究
　
第
四
筥
九
十
七
号

　
　
ハ
く
　

≦
吊
切
α
臼
玉
の
所
謂
「
現
存
在
分
析
」
（
O
器
。
…
塁
鋤
舞
ぞ
。
。
Φ
）
で
あ
っ
た
と
書

え
る
と
思
う
。
彼
が
捉
え
よ
う
と
し
た
も
の
は
、
一
般
的
抽
象
的
な
分
裂

病
概
念
の
範
例
と
考
え
ら
れ
る
個
々
の
塑
像
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
具
体

的
に
し
て
何
ら
か
の
抽
象
的
概
念
の
範
例
と
な
る
事
な
き
個
悪
者
と
し
て

の
人
間
的
現
存
在
（
鎖
Φ
誌
①
α
Q
σ
q
霞
の
意
味
に
於
け
る
）
で
あ
っ
た
。
然
る

に
、
彼
が
こ
の
具
体
的
な
個
々
の
現
存
在
に
即
し
て
其
処
に
分
裂
病
一
般

を
見
出
そ
う
と
し
た
際
に
採
っ
た
方
法
は
、
我
々
の
考
え
て
い
る
様
な
具

体
の
底
に
沈
潜
し
て
一
般
に
至
る
と
い
う
の
と
は
違
っ
て
、
寧
ろ
国
蕊
ω
①
比

の
自
由
変
更
に
よ
る
本
質
薩
観
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
彼
の
な

し
た
事
は
、
具
体
的
個
別
者
で
あ
る
個
々
の
分
裂
病
性
現
存
在
を
「
分
析
」

し
、
そ
の
結
果
を
他
の
具
体
的
個
別
者
と
比
較
す
る
事
に
よ
っ
て
、
自
由

変
更
に
よ
っ
て
も
変
る
こ
と
な
き
本
質
と
も
書
う
べ
き
分
裂
病
～
般
の

「
基
礎
概
念
書
し
（
O
議
巳
げ
£
嵩
湊
。
穿
①
冨
昌
）
を
兇
出
す
と
い
う
操
作

で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
b
ご
汐
。
。
≦
鍵
σ
q
2
に
よ
っ
て
取
出
さ
れ
た
此
等
の

「
基
礎
概
念
性
」
…
i
例
え
ば
「
臼
然
な
一
貫
性
の
喪
失
」
「
不
可
能
な

ご
者
択
一
」
　
「
奇
矯
な
理
想
彩
成
」
　
「
現
実
か
ら
の
退
却
」
等
々
を
再
び

組
合
せ
る
操
作
に
よ
っ
て
、
我
々
は
逆
に
全
く
抽
象
的
理
念
的
な
、
誰
の

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

も
の
で
も
な
い
無
名
の
分
裂
病
像
を
構
成
す
る
事
が
出
来
る
。
彼
が
最
初

に
捉
え
た
具
体
的
個
別
者
と
し
て
の
綱
々
の
分
製
病
性
現
存
在
は
、
其
後

の
脅
析
操
作
に
よ
っ
て
そ
の
具
体
性
を
奪
わ
れ
、
理
念
的
な
分
裂
病
二
毅

の
概
念
の
抽
象
的
範
例
に
堕
し
て
し
ま
う
。
範
例
を
最
も
印
象
的
に
叙
述

す
る
た
め
に
は
、
範
例
の
典
型
が
選
ば
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
ヒ
d
ぎ
。
・
－

≦
磐
σ
Q
o
肖
に
よ
っ
て
分
析
の
対
象
と
さ
れ
た
症
例
が
、
い
つ
れ
も
聞
常
の

平
均
的
分
裂
病
者
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
基
礎
概
念
性
を
明
白
に
示
し
う

五
八

る
選
ば
れ
た
少
数
歯
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
為
め
に
他
な
ら
ぬ
と
考
え

ら
れ
る
。
又
、
じ
ご
貯
ω
≦
謬
σ
q
興
に
あ
っ
て
は
、
具
体
的
個
別
者
と
一
般
概

念
と
し
て
の
分
裂
病
と
の
関
連
が
外
面
的
偶
然
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、

真
に
内
在
的
必
然
的
な
も
の
に
達
し
な
か
っ
た
為
、
彼
の
構
成
し
た
理
念

的
分
裂
病
像
は
充
分
の
必
然
性
を
以
て
具
体
像
を
結
実
す
る
力
に
欠
け
て

い
た
。
彼
に
よ
っ
て
、
基
礎
概
念
姓
を
完
備
し
て
い
る
と
し
て
選
ば
れ
た

症
例
、
例
え
ば
霊
冨
コ
芝
。
ω
諸
等
が
真
に
分
裂
病
を
代
表
す
る
も
の
と
は

見
倣
し
が
た
い
と
い
う
難
点
は
、
此
処
に
そ
の
源
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
真
に
具
体
の
底
に
一
般
を
見
る
と
は
如
何
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

可
能
で
あ
る
か
、
真
に
具
体
的
な
る
一
般
概
念
と
し
て
の
「
分
裂
病
性
」

（α

ｶ
O
Q
o
露
N
o
℃
げ
冨
9
）
に
は
如
何
に
し
て
到
達
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

我
々
の
考
察
は
此
処
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
1
）
　
麟
鑓
Φ
℃
①
蹴
P
¢
”
ピ
。
ξ
び
琴
ゲ
岱
銭
℃
遷
〇
三
簿
甑
Φ
》
罫
引
》
煽
ぬ
陰

　
　
い
0
6
N
蒔
H
◎
Q
ゆ
ω

　
（
2
）
聾
①
巳
2
¢
“
U
。
ヨ
。
艮
一
蒲
嘆
器
8
メ
。
早
目
O
議
竈
①
鳥
①
円

　
　
ω
o
賦
N
o
も
げ
話
艮
Φ
♪
い
①
轄
臨
α
q
鷹
鐸
無
憂
δ
昌
6
⇔

　
（
3
）
男
a
Φ
3
や
n
閤
α
q
o
評
饗
ゲ
。
δ
σ
q
団
鋤
巳
夢
①
℃
。
。
箆
δ
ω
一
9

　
　
い
。
づ
島
。
鐸
6
α
G
◎

　
（
4
）
　
し
ご
貯
⑳
毒
⇔
p
σ
q
①
5
賢
”
ω
o
瓢
N
o
唱
ξ
①
ユ
ρ
蒙
巳
ぱ
鵠
σ
q
窪
δ
①
刈
（
新

　
　
海
、
宮
本
、
木
村
訳
「
精
神
分
裂
病
」
全
二
巻
み
す
ず
書
募
）

二
　
「
分
裂
病
一
般
」
の
判
断

　
響
に
述
べ
た
事
か
ら
判
る
如
く
、
我
々
は
精
神
分
裂
病
の
本
態
に
就
て

何
一
つ
確
実
に
は
知
っ
て
い
な
い
。
身
体
画
論
の
立
場
に
立
っ
て
み
て
も
、



　
　
分
裂
病
特
有
の
原
鶴
的
身
体
障
害
と
い
え
る
も
の
は
未
だ
発
見
さ
れ
て
溜

　
　
ら
な
い
し
、
心
早
態
の
立
場
に
立
っ
て
見
て
も
、
無
意
識
の
仮
説
的
な
力

　
　
動
に
は
、
翼
に
ま
た
そ
の
原
囲
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現
存
在
分
析
の
見

　
　
出
し
た
基
礎
概
念
性
は
分
裂
病
の
「
本
質
」
（
鍛
霧
。
。
o
臨
的
な
意
馬
で
の
）

　
　
で
は
あ
り
得
て
も
そ
の
実
態
で
は
あ
り
得
な
い
。
分
裂
病
の
実
態
に
関
す

　
　
る
確
実
な
知
識
は
釘
処
に
も
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
併
し
此
の
場
合
、
　
「
確
実
な
知
識
が
な
い
」
と
は
抑
々
帯
締
な
る
事
態

　
　
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
プ
ラ
ス
一
が
二
で
あ
る
と
い
う
事
、
こ

　
　
れ
は
我
々
に
と
っ
て
確
実
な
知
識
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
二
原
子
の
水

　
　
素
と
一
三
予
の
酸
素
を
合
成
す
る
と
一
分
予
の
水
が
出
来
る
と
い
う
事
、

　
　
此
も
二
様
に
我
々
の
確
実
な
知
識
で
あ
ろ
う
。
此
等
の
確
実
性
は
量
れ
も

　
　
直
観
に
依
っ
て
三
儀
に
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
膨
れ
も
或
種
の
経
験

　
　
を
媒
介
に
し
て
始
め
て
得
ら
れ
る
知
識
で
あ
ろ
う
。
併
し
、
経
験
を
媒
介

　
　
に
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
主
観
の
関
与
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
一

　
　
プ
ラ
ス
一
が
二
で
あ
る
事
も
、
水
素
と
酸
素
と
か
ら
水
が
合
成
さ
れ
る
事

　
　
も
、
我
々
の
主
観
が
そ
れ
に
関
与
す
る
事
に
依
っ
て
始
め
て
成
立
す
る
如

　
　
き
事
で
は
な
く
て
、
我
の
判
断
如
飼
に
拘
ら
ず
、
其
れ
自
体
と
し
て
成
立

　
　
し
て
い
る
事
な
の
で
あ
る
。
分
裂
病
に
関
し
て
此
種
の
確
実
な
知
識
が
欠

　
　
如
し
て
い
る
事
は
明
白
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
分
裂
病
に
関
す
る
汎
ゆ

　
　
る
経
験
的
事
実
を
組
合
わ
せ
て
み
て
も
、
其
処
に
充
分
の
必
然
性
を
有
す

　
　
る
具
体
的
分
裂
病
搬
を
描
き
出
す
事
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
分
裂
病
の

　
　
実
態
に
関
す
る
如
何
な
る
知
識
も
、
春
蘭
の
数
学
的
、
化
学
的
知
識
の
有

59

@
す
る
如
き
普
遍
妥
楽
性
を
膚
ち
得
な
い
の
で
あ
る
。

2　
　
　
所
が
、
確
実
さ
に
は
今
一
っ
別
の
種
類
の
確
実
さ
が
あ
る
様
に
思
わ
れ

精
神
分
裂
病
症
状
の
背
後
に
あ
る
も
の

る
。
我
々
は
分
裂
病
の
本
態
に
就
て
何
一
つ
確
実
な
知
識
を
有
し
な
い
と

言
い
乍
ら
、
大
抵
の
場
合
分
裂
病
者
を
問
違
い
な
く
見
分
け
て
い
る
。
そ

し
て
こ
の
鑑
別
は
概
ね
、
我
々
の
精
神
科
医
と
し
て
の
臼
常
に
於
て
無

反
省
の
裡
に
、
何
等
の
理
論
的
知
識
の
媒
介
な
し
に
行
わ
れ
て
い
る
。

　
ハ
　
　

涛
¢
ヨ
げ
Φ
も
述
べ
て
い
る
様
に
、
我
々
は
全
く
男
盛
の
通
じ
な
い
外
国
の

衡
角
に
於
て
す
ら
、
分
裂
病
者
を
一
般
の
人
か
ら
区
別
す
る
事
が
出
来
る
。

此
種
の
分
裂
病
判
断
に
当
っ
て
我
々
を
導
い
て
呉
れ
る
確
実
性
と
は
、
抑

擁
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
一
プ
ラ
ス
一
が
二
で
あ

る
と
い
う
種
類
の
確
実
性
で
な
い
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
然
し
、
我
々
は

数
学
の
初
歩
に
於
て
も
、
明
ら
か
に
此
と
は
別
種
の
ム
ヱ
つ
の
種
類
の
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

実
性
か
ら
も
出
発
し
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
そ
れ
は
一
マ
イ
ナ
ス

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

一
は
零
で
あ
る
、
と
い
う
判
断
に
属
す
る
確
実
性
で
あ
る
。
此
の
判
断
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
、
更
に
そ
の
基
礎
と
し
て
一
は
一
に
等
し
い
、
と
い
う
判
断
が
属
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
一
は
一
に
等
し
い
、
或
は
よ
り
一
般
的
に
甲

は
甲
に
等
し
い
と
い
う
宮
問
判
断
は
、
決
し
て
先
に
挙
げ
た
～
プ
ラ
ス
一

が
ご
に
な
る
と
い
う
判
断
の
様
に
経
験
的
知
識
の
媒
介
を
必
要
と
は
し
な

い
。
あ
ら
ゆ
る
物
は
そ
れ
転
身
に
等
し
い
、
と
い
う
織
同
律
は
、
直
観
に

よ
っ
て
の
み
確
認
さ
れ
得
る
類
の
判
断
で
あ
る
。
又
、
こ
の
判
断
は
先
の

判
断
の
如
く
主
観
の
関
与
を
掘
む
種
類
の
判
断
で
は
あ
り
得
な
い
。
甲
は

そ
れ
自
体
、
何
ら
の
主
観
の
関
与
な
し
に
、
其
露
悪
に
等
し
い
と
は
雷
わ

れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
甲
が
あ
る
と
い
う
事
は
書
え
て
も
、
そ
れ
が
甲
で

あ
る
と
い
う
事
は
主
観
の
関
与
な
し
に
は
雷
わ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
自

己
岡
一
と
は
、
存
在
が
即
ち
当
為
で
あ
る
、
と
い
う
事
に
他
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
客
観
が
そ
の
ま
ま
主
観
で
あ
る
と
い
う
事
で
あ
り
、
　
「
甲
は
軍
に

五
九
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等
し
い
し
と
い
う
事
は
、
慨
に
そ
の
基
礎
と
し
て
「
我
は
我
に
等
し
い
」
と

い
う
事
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
は
我
な
り
と
い
う
場
合
の

確
実
性
が
そ
の
ま
ま
自
同
判
断
一
般
に
属
す
る
確
実
性
と
考
え
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
又
、
甲
は
甲
で
あ
る
と
雷
う
場
合
、
こ
の
両
つ
の
甲
は

等
し
い
と
追
わ
れ
乍
ら
も
然
も
娠
異
っ
た
も
の
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
甲
が
甲
に
等
し
い
と
い
う
事
は
、
甲
を
嗣
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
が

甲
で
あ
る
、
と
い
う
事
で
あ
る
。
後
の
甲
が
先
の
甲
を
威
立
た
し
め
て
い

る
と
い
え
る
。
先
の
甲
は
具
体
的
偲
溺
庸
と
し
て
の
甲
で
あ
り
、
後
の
甲

は
普
遍
的
一
般
者
と
し
て
の
甲
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
具
野
物
個

甥
者
と
し
て
の
甲
に
つ
い
て
深
く
反
省
一
し
て
み
る
と
き
、
そ
の
底
に
普
遍

的
一
般
者
と
し
て
の
甲
が
見
出
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
自
隅
判
断
の
意
味

で
あ
る
。
　
一
般
者
の
甲
が
個
捌
者
の
甲
に
含
ま
れ
る
、
と
雷
っ
て
も
良
い
。

我
々
が
或
一
入
の
人
間
に
就
て
、
彼
は
分
裂
病
者
だ
、
と
綱
断
ず
る
場
含

の
確
実
性
は
此
の
様
な
種
頚
の
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
と
い
う

具
体
的
燗
劉
者
の
底
に
分
裂
病
考
と
い
う
普
遍
的
一
般
者
を
見
る
の
で
あ

る
。
我
々
が
先
に
、
分
裂
病
と
い
う
如
き
人
閥
の
病
に
つ
い
て
は
、
具
体

の
底
に
一
般
を
冤
る
立
場
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
怠
っ
た
の
は
、
此
様
な

自
岡
判
断
の
確
実
性
を
我
々
の
幽
発
点
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
事
に
他

な
ら
な
い
。

　
我
々
は
先
ず
、
個
々
の
患
者
に
徹
癒
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
今
、
　
一

人
の
人
闘
が
疋
常
或
は
他
の
病
気
の
患
者
で
は
な
く
て
、
正
し
く
分
裂
病

妻
で
あ
る
、
と
判
断
さ
れ
る
場
合
、
我
々
は
侮
に
拠
っ
て
此
の
判
断
を
下

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
ム
エ
人
の
分
裂
病
巻
の
樋
を
示
そ
う
と

習
う
。

六
〇

　
或
る
仏
教
大
学
を
卒
業
し
た
青
年
が
、
身
体
を
不
虜
然
に
撰
ら
せ
た
奇

妙
な
姿
勢
と
、
瀕
を
饗
め
た
儘
外
部
の
状
況
に
一
切
関
心
を
示
さ
な
い
硬

化
し
た
表
情
を
持
っ
て
、
我
々
の
前
に
連
れ
ら
れ
て
来
る
。
被
は
我
々
の

購
い
か
け
に
は
全
く
応
答
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
不
動
の
姿
勢
を
保
ち
続
け
る

の
み
で
あ
る
が
、
附
添
っ
て
来
た
家
族
か
ら
我
々
は
、
彼
が
約
［
週
間
前

か
ら
、
菓
政
治
家
に
会
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
れ
に
は
自
分
の
生
命
が
係
っ

て
い
る
等
と
い
う
訳
の
判
ら
ぬ
事
を
麟
走
り
、
夜
も
全
く
眠
ら
ず
食
事
も

摂
ら
ず
、
隙
を
見
て
は
蒙
を
飛
び
出
し
て
汽
車
で
東
京
へ
行
こ
う
と
し
て

い
た
事
を
告
げ
ら
れ
る
。
抗
精
神
病
薬
剤
に
よ
る
数
日
聞
の
治
療
の
結
果
、

患
省
の
硬
直
絨
黙
状
態
は
除
か
れ
、
彼
は
僅
か
ず
つ
で
は
あ
る
が
我
々
の

質
問
に
応
え
て
呉
れ
る
様
に
な
る
。
そ
し
て
我
々
は
取
敢
え
ず
次
の
様
な

事
を
知
る
。
彼
は
大
脳
在
学
中
、
左
翼
愚
挙
生
蓮
動
に
共
感
を
有
し
乍
ら
、

一
方
京
都
出
身
の
某
保
守
党
棚
晒
譲
士
の
選
挙
運
動
を
手
伝
っ
て
お
り
、
其

頃
か
ら
何
か
漠
然
と
し
た
不
安
が
、
被
の
思
想
的
非
一
貫
性
に
対
す
る
自

責
の
形
で
感
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
金
時
か
ら
か
、
彼
は
保
守
系
の
政
治
的
秘

密
結
社
の
如
き
も
の
が
彼
の
挙
動
を
監
視
し
、
彼
の
思
想
を
探
ろ
う
と
し

て
い
る
事
に
気
付
く
。
彼
が
静
か
な
森
や
山
林
の
中
に
這
入
る
と
、
何
か

非
常
に
大
き
な
音
が
彼
の
耳
の
中
で
始
終
鳴
り
つ
づ
け
、
彼
の
行
動
を
束

縛
し
て
、
遂
に
は
披
は
粥
処
か
隠
さ
れ
た
場
所
か
ら
の
遠
隔
操
作
に
依
っ

て
～
挙
一
動
を
操
ら
れ
る
様
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
未
だ
不
充
分
な
の

か
、
被
等
秘
密
結
社
は
彼
が
最
近
に
受
け
た
中
耳
炎
の
手
術
に
便
乗
し
て

医
者
を
抱
き
込
み
、
被
の
爾
側
後
頭
部
に
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ー
製
の
精
巧
な

受
信
機
を
埋
設
し
、
其
に
戴
っ
て
操
作
を
よ
り
完
全
な
も
の
に
し
た
。
今

や
患
嚢
は
，
単
に
彼
の
行
動
を
支
碗
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
思
考
内
容
の
一



　
　
一
に
至
る
迄
、
す
べ
て
彼
等
に
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
等
に
と
っ
て
彼
は
余

　
　
り
に
も
秘
密
を
知
り
遇
ぎ
た
人
間
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
増
配
消
さ
れ
ね
ば

　
　
な
ら
ぬ
。
彼
等
は
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ー
を
碧
い
た
遠
騙
操
作
に
依
っ
て
彼
の

　
　
身
体
を
ど
の
様
な
形
に
で
も
懸
り
歪
め
て
し
ま
う
。
医
師
に
対
し
て
此
の

　
　
秘
密
を
語
る
と
雷
う
事
は
重
大
な
裏
切
り
行
為
を
意
味
す
る
。
秘
密
結
社

　
　
の
中
心
人
物
で
あ
る
政
薄
煙
の
名
だ
け
は
死
ん
で
も
明
か
す
事
は
出
来
ぬ

　
　
…
…
。
約
二
ヵ
月
に
わ
た
る
治
…
療
の
結
果
、
患
老
は
斯
様
な
幻
覚
妄
想
状

　
　
態
を
完
金
に
脱
し
、
　
一
見
し
た
と
こ
ろ
食
く
正
常
で
、
病
院
内
の
B
常
生

　
　
活
に
煮
て
何
ら
厨
立
っ
た
と
こ
ろ
が
な
く
な
る
。
然
し
我
々
は
、
此
の
憲

　
　
者
が
完
金
に
治
療
し
た
と
認
め
る
に
就
い
て
は
、
今
一
つ
釈
然
と
し
な
い

　
　
も
の
を
残
し
て
い
る
。
患
者
を
包
ん
で
い
る
薄
い
霧
が
、
未
だ
す
っ
か
り

　
　
晴
れ
上
ら
な
い
感
じ
が
残
る
。
患
者
と
じ
っ
く
り
話
し
合
え
ば
、
そ
こ
に

　
　
何
ら
の
意
志
疏
通
の
異
常
も
認
め
ら
れ
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
さ
り
げ
な
い

　
　
朝
タ
の
挨
拶
に
際
し
、
或
は
患
者
と
他
の
患
者
達
と
の
接
触
に
穿
て
、
ど

　
　
う
し
て
も
衆
だ
真
の
自
然
さ
、
内
密
さ
、
自
由
さ
の
輝
き
に
乏
し
い
と
い

　
　
う
印
象
が
残
る
。

　
　
　
此
の
様
な
状
態
の
時
、
患
者
の
父
が
病
死
し
た
為
め
、
患
者
は
治
療
を

　
　
打
ち
切
っ
て
退
院
し
、
遠
方
の
郷
雲
に
帰
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
父
の

　
　
死
そ
の
も
の
は
既
に
耀
当
以
前
か
ら
予
期
さ
れ
て
い
た
事
で
あ
り
、
被
の

　
　
精
神
状
態
に
殆
ど
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。
法
事
を
済
ま
せ
た

　
　
披
は
、
郷
里
の
獄
中
小
企
業
の
会
同
に
就
職
し
て
慮
若
し
た
生
活
を
始
め

　
　
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
数
臼
後
に
は
再
び
睡
眠
障
害
が
始
ま
り
、
数
週
問

61

@
後
、
彼
は
再
度
激
し
い
緊
張
織
黙
状
態
を
黒
し
て
再
入
院
の
止
む
な
き
に

9
一　

　
至
る
。
細
部
に
至
る
暴
論
回
と
類
似
し
た
経
過
を
示
し
て
、
彼
は
問
も
な

精
神
分
裂
病
症
状
の
背
後
に
あ
る
も
の

く
平
静
に
復
す
る
。
退
院
中
の
事
を
尋
ね
ら
れ
た
患
者
は
、
前
回
の
入
院

開
聞
中
激
し
い
異
常
体
験
か
ら
一
応
解
放
さ
れ
た
後
も
、
其
等
の
体
験
毒

捧
は
絶
え
ず
ま
だ
出
没
し
て
い
た
事
、
退
院
後
も
一
応
の
社
会
生
活
を
営

み
乍
ら
、
根
本
的
な
不
安
と
、
溜
分
が
侮
か
他
人
か
ら
看
視
さ
れ
て
い
る

と
い
う
観
念
か
ら
は
一
時
も
解
放
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
な
ど
を
明
か
し

て
呉
れ
る
。
病
的
体
験
の
表
賢
愚
消
失
、
外
見
上
の
蕉
常
化
の
時
期
は
今

圓
も
数
ヵ
月
間
に
わ
た
っ
て
持
続
す
る
。
前
回
の
経
験
か
ら
、
我
々
は
彼

が
な
お
真
の
漁
癒
に
は
達
し
て
い
な
い
事
を
充
分
に
知
っ
て
い
る
。
此
の

患
者
を
包
ん
で
い
る
薄
い
霧
の
様
な
も
の
が
跡
形
も
無
く
晴
れ
上
り
、
彼

の
眼
に
こ
れ
ま
で
一
度
も
見
せ
た
事
の
な
い
輝
き
が
宿
り
、
彼
の
心
の
占

め
る
場
所
が
本
質
的
に
広
く
な
り
、
彼
と
我
々
と
の
閉
を
隅
て
て
い
た
穂

物
か
が
音
も
な
く
消
え
失
せ
て
、
彼
が
彼
の
全
存
在
を
余
す
処
な
く
我
々

の
前
に
誘
い
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
其
処
で
始
め
て
分
裂
病
の
治

癒
と
い
う
こ
と
が
真
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
患
者
に
つ
い
て
も
、

我
々
が
彼
と
数
十
分
に
わ
た
っ
て
假
人
的
に
話
し
合
う
時
、
時
間
が
経
つ

に
つ
れ
て
次
第
に
こ
の
様
な
治
癒
状
態
に
近
い
姿
を
示
す
事
が
あ
る
。
こ

れ
が
特
定
の
医
師
と
の
会
話
に
於
て
だ
け
で
な
く
、
彼
を
取
巻
く
一
般
の

人
々
と
の
聞
に
も
、
侮
の
努
力
も
な
く
実
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ

ば
、
真
の
治
癒
と
は
い
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
例
は
、
我
々
が
日
々
繰
返
し
経
験
し
て
い
る
分
裂
病
者
の
示
す
姿

の
、
繁
く
平
瓦
な
一
例
に
過
ぎ
な
い
と
思
う
。
精
神
科
医
な
ら
ば
誰
一
人

と
し
て
此
に
類
し
た
経
験
を
有
た
な
い
者
は
居
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
は

分
裂
病
の
本
態
に
撃
て
侮
一
つ
確
実
に
は
知
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
少

く
と
も
此
の
様
な
日
常
あ
り
ふ
れ
た
経
験
的
纂
象
に
就
て
は
－
1
若
し
も

轟
£
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我
々
が
何
ら
か
の
学
説
か
ら
来
る
先
入
見
に
よ
っ
て
、
最
初
か
ら
患
者
の

姿
を
歪
め
て
兇
て
仕
舞
わ
な
い
限
り
一
我
々
は
共
通
の
一
つ
の
確
蛍
穴
な

知
識
を
有
す
る
と
は
雷
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
此
を
銀
葉
で
書
い
現
す
事

の
可
能
不
可
能
は
携
と
し
て
、
我
々
は
分
裂
病
と
い
う
も
の
が
如
何
な
る

も
の
で
あ
る
か
を
直
観
的
な
一
種
の
確
実
さ
で
も
っ
て
捉
え
て
い
る
の
で

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

は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
こ
の
様
な
確
実
焼
を
、
先
に
述
べ
た
密
詞

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
モ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

判
断
の
確
実
性
の
如
き
も
の
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

　
前
記
の
疲
例
に
戻
っ
て
、
患
者
が
我
々
の
直
観
に
直
接
に
示
し
て
い
た

も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
我
々
は
先
ず
患
者
の
擁
絶
的

な
緊
張
絨
黙
状
態
に
出
会
っ
た
。
此
の
現
象
そ
の
も
の
は
何
も
分
裂
病
に

特
異
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
我
々
は
其
と
同
時
に
、
附
添
っ
て
来
た

家
族
か
ら
、
患
者
が
或
種
の
妄
想
状
態
、
そ
れ
も
多
く
の
場
合
分
裂
病
者

に
於
て
特
徴
的
に
出
現
す
る
如
き
妄
想
状
態
に
陥
っ
て
い
た
事
を
知
る
。

其
処
で
我
々
は
一
先
ず
こ
の
患
者
を
分
裂
病
性
の
急
性
状
態
と
し
て
取
扱

う
こ
と
に
決
定
す
る
事
と
な
る
。
こ
れ
に
対
す
る
抗
精
神
病
薬
捌
の
効
果

そ
の
も
の
は
、
し
か
し
乍
ら
又
し
て
も
分
裂
病
に
特
異
的
な
も
の
と
は
雷

え
な
い
。
他
の
原
因
に
よ
る
類
似
の
状
態
で
あ
っ
て
も
、
周
一
の
治
療
が

多
く
の
場
合
効
を
奏
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て

此
に
依
っ
て
患
者
の
我
々
と
の
疏
通
性
が
或
程
度
國
復
し
た
事
自
体
は
、

患
者
の
分
裂
病
を
実
証
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
絨
黙
か
ら
脱
し
た
患

潜
は
、
徐
々
に
彼
の
多
彩
な
病
的
体
験
を
物
語
っ
て
呉
れ
る
。
そ
れ
は
我

我
が
ど
の
教
科
書
に
で
も
見
幽
し
得
る
様
な
、
典
型
的
な
分
裂
病
症
状
に

他
な
ら
ぬ
。
此
処
に
於
て
我
々
は
、
こ
の
患
者
に
精
神
分
裂
病
の
診
断
を

下
す
事
に
最
早
欝
騰
し
な
い
。
そ
れ
が
終
局
的
に
人
格
の
荒
蔭
状
態
に
郵

六
ご

達
す
る
悪
性
の
真
挫
分
裂
病
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
い
ず
れ
は
完
全
治

癒
に
達
し
得
る
良
性
の
擬
似
分
裂
病
で
あ
る
の
か
の
決
定
は
さ
て
措
い
て
、

現
在
の
病
像
が
分
裂
病
性
の
も
の
で
あ
る
事
に
は
間
違
い
は
な
い
様
で
あ

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヨ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
。
し
か
し
、
斯
様
に
し
て
患
者
の
症
状
か
ら
分
裂
病
を
診
断
し
た
と
い

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

う
事
は
、
決
し
て
其
儘
、
我
々
が
患
者
に
就
て
そ
の
分
裂
病
性
変
化
を
確

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

冒
し
た
事
に
は
な
ら
な
い
。
我
々
は
或
種
の
痴
呆
患
者
に
就
て
特
徴
的
な

害
語
障
害
、
瞳
孔
の
形
態
異
常
、
対
光
反
射
の
欠
如
、
腱
反
射
の
異
常
、

特
有
の
失
調
症
等
を
発
冤
す
る
事
に
よ
っ
て
臨
床
的
に
進
行
性
麻
痺
の
診

断
を
下
す
事
は
容
易
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
進
行
性
麻
痺
の
病
変
自
体
の

確
認
に
は
、
先
ず
一
定
の
生
物
学
的
検
索
に
よ
る
梅
毒
ス
ピ
ロ
ヘ
ー
タ
の

体
内
に
於
け
る
存
在
の
実
証
と
、
最
終
的
に
は
剖
検
に
よ
る
神
経
系
統
の

梅
毒
牲
変
化
の
実
竈
と
が
必
要
で
あ
る
事
と
溝
様
で
あ
る
。
言
種
の
生
物

学
的
、
或
は
組
織
二
階
学
的
な
実
証
が
分
裂
病
に
就
て
は
不
可
能
な
こ
と

は
既
に
述
べ
た
。
又
、
心
理
テ
ス
ト
の
如
き
も
の
を
用
い
て
心
遡
学
的
に

分
裂
病
を
実
証
し
よ
う
と
す
試
み
も
多
数
行
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
要

す
る
に
そ
れ
は
患
者
の
主
観
的
態
度
を
何
と
か
し
て
客
観
化
し
、
こ
れ
を

数
量
亀
．
可
能
な
形
に
変
え
る
事
に
よ
っ
て
普
遍
妥
当
性
を
持
た
せ
よ
う
と

す
る
試
み
な
の
で
あ
っ
て
、
具
体
か
ら
離
反
し
抽
象
化
を
求
め
よ
う
と
す

る
藤
洋
的
思
惟
の
産
物
で
あ
る
。
勿
論
、
心
理
テ
ス
ト
を
欺
様
に
抽
象
化

す
る
事
な
く
、
其
処
に
あ
く
ま
で
患
者
の
一
圓
的
具
体
像
を
晃
よ
う
と
す

る
立
場
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
な
ら
ば
そ
れ
で
、
患
者
の
元
来
示
し

て
い
る
異
体
的
症
状
に
新
し
い
召
状
を
一
つ
加
え
た
事
に
し
か
な
ら
ぬ
。

具
体
が
そ
れ
を
視
る
角
度
の
多
寡
に
従
っ
て
具
体
の
度
を
増
減
す
る
様
な

事
は
あ
り
え
な
い
と
需
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。



　
　
　
患
者
の
示
す
症
状
か
ら
分
裂
病
の
診
断
を
下
す
こ
と
が
そ
の
ま
ま
分
裂

　
　
病
過
程
の
確
認
を
意
味
し
得
ず
、
か
と
雷
っ
て
其
れ
は
愚
者
の
身
体
的
変

　
　
化
に
就
て
も
心
理
学
的
テ
ス
ト
結
果
か
ら
も
実
証
さ
れ
得
な
い
と
す
る
な

　
　
ら
ば
、
我
々
が
分
裂
病
老
を
滅
多
に
見
違
え
る
事
が
な
い
と
い
う
先
に
述

　
　
べ
た
確
実
性
は
、
如
何
な
る
形
で
我
々
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
そ
れ
は
畷
か
に
、
労
金
病
者
と
い
う
異
体
的
な
一
個
の
人
間
か
ら
抽
象
さ

　
　
れ
た
身
体
や
心
に
就
て
立
駕
し
得
る
事
で
は
な
く
、
旦
ハ
体
的
全
体
的
な
彼

　
　
の
人
間
的
在
り
方
自
身
に
断
て
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
筈
で
あ
る
。

　
　
　
我
々
が
承
る
人
間
に
つ
い
て
、
彼
が
分
裂
病
者
で
あ
る
と
い
う
判
断
を

　
　
下
す
場
合
、
此
の
判
断
が
二
宮
症
状
に
基
い
て
為
さ
れ
る
場
合
と
、
彼
の

　
　
人
聞
的
在
り
方
に
着
目
し
て
為
さ
れ
る
場
合
と
で
は
、
其
の
判
断
の
述
語

　
　
「
分
裂
病
考
」
が
異
っ
た
盤
格
を
帯
び
る
こ
と
に
着
配
し
た
の
は
ζ
重
盗
撃

　
　
　
ハ
ヨ
　

　
　
ω
餌
弩
で
あ
る
。
対
象
を
主
語
と
し
て
、
此
に
述
語
を
加
え
て
判
断
の
形

　
　
式
を
と
る
場
合
、
対
象
を
外
側
か
ら
限
定
し
て
「
こ
の
人
（
の
身
体
）
は

　
　
大
き
い
」
と
か
「
こ
の
花
（
の
亀
）
は
赤
い
」
な
ど
と
書
う
場
合
の
述
語

　
　
は
「
限
定
的
述
語
」
（
瓢
①
峠
①
同
目
P
一
階
一
Φ
門
①
嵩
島
①
o
陰
　
男
H
似
（
認
搾
鋤
酵
）
と
呼
ば
れ
、
他

　
　
方
、
対
象
を
内
部
か
ら
褒
現
し
、
其
れ
に
依
っ
て
此
の
対
象
か
ら
辛
し
い

　
　
属
性
を
発
見
す
る
様
な
仕
方
で
「
こ
の
人
（
の
人
物
）
は
大
き
い
」
と
か

　
　
「
こ
の
花
は
美
し
い
」
と
か
糾
う
場
倉
の
述
語
は
対
象
の
様
態
化
を
促
す

　
　
契
機
と
な
る
意
味
で
「
様
態
化
蘭
述
語
」
（
ヨ
。
島
郎
臥
。
旨
a
Φ
ω
℃
感
篇
蔚
勲
け
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
と
呼
ば
れ
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
窯
巳
皆
学
ω
¢
霞
に
拠
れ
ば
、
臨
床
醜
に
或

　
　
る
病
像
を
「
分
裂
病
性
」
。
。
O
ぼ
き
℃
町
窪
と
い
う
場
合
は
前
者
に
属
し
、

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
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@
人
間
的
に
或
る
患
者
を
「
分
裂
病
盤
」
と
い
う
場
合
に
は
後
難
に
属
す
る

2　
　
と
言
う
。
こ
の
様
態
化
的
述
語
と
し
て
の
「
分
裂
病
性
」
の
判
断
は
、
患

精
神
分
裂
病
症
状
の
背
後
に
あ
る
も
の

者
で
あ
る
人
間
か
ら
我
々
が
受
取
る
全
体
的
印
象
か
ら
為
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
元
来
そ
の
印
象
内
容
は
書
聖
的
に
表
現
し
難
い
も
の
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
、
一
応
こ
れ
を
「
庵
る
特
定
の
不
可
解
さ
」
（
館
岩
舘
び
①
。
。
銘
耳
鼻
⑦
ω

¢
頂
く
。
湊
蘇
巳
葎
げ
①
。
。
）
と
袈
現
し
得
る
で
あ
ろ
う
、
こ
れ
は
最
初
我
々
が

患
者
に
出
会
っ
た
時
に
受
け
る
漠
然
と
し
た
「
慮
る
不
特
定
の
不
可
解
さ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

（
国
同
社
麟
。
り
　
に
⇔
び
①
ω
肖
一
鞭
巴
跨
①
G
o
¢
戦
く
Φ
戦
ω
け
餌
鋤
下
調
O
げ
Φ
q
o
）
の
印
象
か
ら
、
明
白
な

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

分
裂
病
症
状
の
確
認
と
い
う
臨
床
的
経
験
を
通
じ
て
限
定
さ
れ
て
来
る
も

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
的
述
語
「
分
裂
病
姓
」
即
ち
「
特
定
不
可
解
」

は
漠
然
た
る
第
一
印
象
「
不
特
定
不
可
解
」
が
分
化
さ
れ
て
（
儀
議
2
0
亭

臥
①
陰
）
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
其
際
に
こ
の
分
化
を
可
能
な
ら
し
め
る

「
差
し
（
U
峯
興
の
冒
）
に
当
る
も
の
が
、
臨
床
的
目
糞
「
分
裂
病
性
」
と
考

え
ら
れ
、
其
の
隈
り
に
於
て
、
人
間
的
述
語
「
分
裂
病
性
」
は
臨
床
的
述

語
「
分
裂
病
挫
」
に
全
爾
的
に
依
存
し
て
居
る
が
、
逆
に
臨
床
的
述
語
は

人
間
的
述
語
に
締
ら
依
存
す
る
事
な
く
、
寧
ろ
此
れ
を
括
弧
に
入
れ
て
除

外
す
る
事
に
よ
り
、
純
粋
に
臨
床
症
状
の
み
に
基
い
た
分
裂
病
の
診
断
を

下
す
事
も
可
能
で
あ
る
、
と
需
う
。
但
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
臨
床
的
に

下
さ
れ
た
分
裂
病
診
断
は
患
者
の
人
間
的
本
質
に
係
わ
る
分
裂
病
判
断
と

な
り
得
な
い
事
は
書
う
迄
も
な
い
。

　
我
々
の
議
論
は
、
差
当
り
分
裂
病
診
断
の
方
法
に
闘
す
る
も
の
で
は
な

い
か
ら
、
こ
の
「
特
定
不
可
解
し
の
人
間
的
述
語
が
陵
辱
な
る
程
度
に
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ

で
分
裂
病
診
断
に
関
与
し
得
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
関
心
ヨ
犀
。
の
主
張
す

る
如
く
分
裂
病
の
印
象
診
断
が
可
能
で
あ
る
か
否
か
の
議
論
に
は
立
入
ら

な
い
。
只
、
今
一
度
饗
に
紹
介
し
た
我
々
の
患
者
に
立
戻
っ
て
需
う
な
ら

ば
、
患
者
の
最
初
示
し
た
多
彩
な
瞼
床
的
艦
状
が
消
縫
し
て
、
臨
床
的
に

六
三
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は
叢
薄
患
者
を
分
裂
病
挫
と
は
診
断
し
得
な
く
な
っ
た
後
に
、
長
期
に
わ

た
っ
て
我
々
が
尚
患
者
か
ら
感
じ
取
っ
て
い
た
或
種
の
抵
抗
感
、
何
か
今

一
つ
劇
切
れ
な
い
印
象
は
、
恐
ら
く
は
こ
の
、
ζ
｛
戴
2
・
ω
o
霞
の
い
う
人

間
的
述
語
「
分
裂
病
挫
」
の
齎
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
我
々
は
最

初
、
症
状
の
多
彩
に
眼
を
奪
わ
れ
て
、
と
も
す
る
と
こ
の
人
聞
的
印
象
を

見
逃
し
勝
ち
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
こ
れ
は
一
切
の

臨
床
症
状
が
消
失
し
て
分
裂
病
者
が
我
々
の
前
か
ら
立
玄
っ
て
行
く
点
そ

の
直
薦
に
漸
く
端
的
に
感
じ
取
り
得
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
鼠
a
｝
費
あ
環
母
の
所
謂
人
間
的
述
語

「
分
裂
病
性
」
が
、
最
初
我
々
に
与
え
ら
れ
る
「
不
特
定
不
．
雪
解
」
か
ら

臨
床
痕
状
の
確
認
を
通
じ
て
「
特
定
不
可
解
」
に
ま
で
分
化
さ
れ
隈
定
さ

れ
て
来
る
も
の
と
は
考
え
な
い
。
特
定
の
も
の
は
最
初
か
ら
特
定
で
あ
っ

た
の
で
あ
り
、
若
し
我
々
が
多
彩
な
臨
床
疲
状
に
眼
を
奪
わ
れ
る
事
な
く
、

最
初
か
ら
無
心
省
の
具
，
体
的
個
人
の
中
に
深
く
沈
潜
す
る
事
が
撫
来
た
な
ら

ば
、
既
に
完
全
に
特
定
の
分
裂
病
性
変
化
と
し
て
冤
出
し
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
筈
の
も
の
で
あ
る
と
書
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
臨
床
的
述
語
と
入
間

的
述
語
と
は
本
来
、
浮
く
異
っ
た
次
元
に
お
い
て
下
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
っ
て
、
一
方
が
他
方
を
限
定
し
、
分
化
を
促
が
す
と
い
う
事
は
考
え
ら

れ
な
い
。

　
上
来
私
は
、
患
者
で
あ
る
一
個
の
具
体
的
人
間
に
つ
い
て
、
そ
の
人
間

的
在
り
方
を
「
分
裂
病
性
」
と
判
断
す
る
に
際
し
て
は
、
自
［
同
判
断
の
確

実
性
に
類
す
る
或
種
の
絶
対
的
な
確
実
姓
を
持
っ
て
、
こ
れ
を
即
く
特
定

の
一
種
の
印
象
と
し
て
我
々
が
感
じ
と
り
得
る
も
の
で
あ
る
箏
を
明
ら
か

に
し
得
た
と
思
う
。
只
、
二
型
精
神
医
学
が
一
般
の
哲
学
と
異
る
点
は
、

六
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幽
瞬
判
断
と
雷
っ
て
も
そ
こ
で
判
断
さ
れ
る
べ
き
対
象
が
単
な
る
現
象
や

事
物
で
は
な
く
て
、
我
々
と
同
様
に
一
個
の
人
間
で
あ
る
患
者
の
内
面
的

な
在
り
方
で
あ
る
、
と
い
う
事
で
あ
る
。
我
々
は
自
ら
の
内
面
に
就
て
で

は
な
く
、
他
人
の
内
耳
に
つ
い
て
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
此
の
事
は
如
侮
に
し
て
、
司
能
と
な
る
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
間
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

精
神
医
学
金
津
の
存
立
に
係
る
最
も
根
本
的
な
闘
で
あ
る
。
如
何
に
し
て

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

人
間
の
内
薦
が
他
人
に
知
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
か
、
我
々
は
次
に
こ
の
問

題
を
考
え
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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三
　
我
の
自
覚
と
し
て
の
「
分
裂
病
性
」

　
挙
人
に
就
い
て
、
此
を
外
醸
か
ら
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
内
闘
か
ら

そ
の
本
性
を
雷
袈
わ
す
様
な
述
語
は
侮
処
か
ら
得
ら
れ
て
来
る
で
あ
ろ
う

か
。
我
々
に
対
し
て
判
断
の
対
象
が
与
え
ら
れ
た
場
合
、
我
々
は
先
ず
そ

の
対
象
と
一
体
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
此
が
東
洋
的
な
思
考
法
で
あ
る
。

鱈
洋
の
認
識
論
の
教
え
る
如
～
＼
始
め
に
主
客
が
相
対
立
し
、
然
る
後
此

の
両
者
の
聞
に
関
係
が
生
ず
る
の
で
は
な
い
。
主
体
と
客
体
、
主
観
と
客

観
と
は
、
最
初
先
ず
一
体
と
し
て
霞
己
同
一
の
相
に
於
て
現
わ
れ
る
の
で



　
　
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
例
え
ば
切
巽
盤
。
訂
の
純
粋
直
観
や
閃
。
臨
峯
簿

　
　
の
神
秘
体
験
な
ど
に
於
け
る
如
く
、
特
別
な
哲
学
的
或
は
宗
教
的
境
地
に

　
　
於
で
は
じ
め
て
知
ら
れ
鰐
る
事
で
は
な
い
。
主
客
分
離
の
論
理
的
思
考
を

　
　
日
當
的
の
事
と
し
て
、
凝
粋
直
観
に
お
け
る
主
客
ム
里
の
成
立
を
殊
更
に

　
　
説
く
此
等
の
薫
蒸
と
は
逆
に
、
主
客
の
根
源
的
懸
一
の
藏
観
を
根
底
と
し

　
　
て
、
寧
ろ
貰
多
妻
愚
難
に
於
け
る
憲
客
の
分
数
…
対
立
の
欝
、
筆
意
を
閥
題
に

　
　
し
た
画
照
哲
学
の
獄
き
立
場
が
、
東
洋
的
累
増
の
代
議
で
あ
る
と
考
え
ら

　
　
れ
る
と
思
う
。
我
々
の
立
場
も
、
漸
の
如
き
方
向
に
沿
っ
た
も
の
で
な
く

　
　
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
我
々
の
前
に
何
ら
か
の
対
象
が
与
え
ら
れ
、
我
々
が
其
れ
に
対
し
て
未

　
　
だ
何
等
の
意
識
的
反
省
的
態
度
を
取
り
得
な
い
で
い
る
間
、
我
々
が
此
の

　
　
対
象
を
未
だ
「
舞
」
と
し
て
認
識
し
な
い
間
、
此
の
警
急
と
我
々
と
の
㎝
間

　
　
に
は
未
だ
何
磁
㌣
の
関
係
も
生
じ
て
い
な
い
。
我
々
の
繊
己
は
完
全
に
対
象

　
　
の
中
に
没
入
し
て
い
卍
、
、
　
「
我
が
物
を
翻
る
」
と
い
う
関
係
は
成
立
し
て

　
　
い
な
い
。
全
く
無
意
識
的
に
遂
行
さ
れ
る
習
慣
的
行
為
や
、
芸
術
体
験
の

　
　
…
訳
合
等
は
、
こ
の
主
客
栄
分
離
の
状
態
が
比
較
的
長
く
待
続
す
る
様
な
場

　
　
合
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
我
を
忘
れ
た
し
状
態
は
、
併
し
乍
ら
閲
も
な

　
　
く
壊
れ
て
、
自
己
は
与
え
ら
れ
た
対
象
に
気
付
い
て
「
我
に
還
え
る
」
事

　
　
に
な
る
。
そ
し
て
主
観
と
客
観
と
が
労
離
し
て
爾
老
の
闘
に
反
省
暫
時
断

　
　
の
関
係
が
生
ず
る
。
此
の
反
省
的
判
断
の
段
階
に
於
て
、
主
翻
は
自
ら
の

　
　
撫
す
る
種
々
の
一
般
概
念
を
持
ち
署
し
て
対
象
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
。

　
　
然
し
乍
ら
、
一
旦
主
観
か
ら
分
離
対
立
せ
し
め
ら
れ
た
客
観
に
対
し
て
幾

65

@
ら
数
多
く
の
概
念
を
加
え
て
之
を
限
定
し
て
行
っ
て
も
、
継
周
の
と
こ
ろ

ウ
一　

　
こ
の
限
定
は
客
観
が
元
来
降
、
れ
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
具
体
的
欄
物
に
は
達

精
神
分
裂
病
症
状
の
背
後
に
あ
る
も
の

し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
限
定
を
無
限
に
押
進
め
て
、
限
定
し
尽
さ
れ
な

い
残
澄
を
無
限
小
に
す
る
事
は
出
来
て
も
、
無
限
小
と
零
と
の
間
に
は
尚
、

黛
陵
に
大
な
る
闘
隙
が
存
し
て
《
こ
れ
は
越
え
る
事
が
出
来
な
い
と
言
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
主
客
を
予
め
対
立
せ
し
め
た
反
省
的
慰
惟
の
立
場
か
ら
は
、

客
観
と
対
象
で
あ
る
具
体
的
離
物
と
は
遂
に
合
致
す
る
事
な
き
も
の
で
あ

り
、
我
々
の
認
識
は
此
意
味
で
も
亦
有
隈
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
然

し
、
実
際
に
は
我
々
は
、
対
象
を
規
定
す
る
の
に
斯
様
に
無
隈
に
多
く
の

概
念
を
必
要
と
は
し
な
い
。
寧
ろ
我
々
は
高
々
一
個
或
は
数
鯛
の
述
語
的

概
念
を
対
象
に
加
え
る
事
に
蘇
っ
て
、
対
象
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
限
定
し

て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
此
れ
は
、
紺
象
が
主
麹
に
よ
る
反
省
的
限
定
を

ま
つ
事
な
く
、
既
に
そ
れ
母
体
、
饅
己
自
身
を
限
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
、
と
し
か
考
え
様
が
な
い
。
対
象
は
具
体
的
欄
物
と
し
て
我
々
に
与
え

ら
れ
る
際
、
既
に
自
認
長
身
を
限
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
多
、
し
て
我
々

は
、
こ
の
具
体
的
煮
物
に
最
初
一
切
の
反
省
的
隈
定
に
先
立
っ
て
金
的
に

合
一
し
て
い
る
故
に
、
換
言
す
れ
ば
対
象
罪
体
の
裟
己
隈
定
に
全
的
に
関

与
し
て
い
る
故
に
、
主
客
分
離
の
後
に
僅
か
の
述
語
を
用
い
て
対
象
の
自

己
眼
定
を
我
の
意
識
の
申
で
．
再
現
す
る
だ
け
で
、
対
象
を
充
分
に
知
る
事

が
出
来
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
寓
a
竃
ワ
ω
郎
弩
が
限
定
的
述
～
鋤
照
と
送
っ
た
如
き
醜
床
的
判
断
と
し
て
の

「
分
裂
病
性
」
は
、
反
省
的
段
階
に
於
て
始
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
先
立
っ
て
患
省
が
我
々
に
金
的
に
与
え
ら
れ
る
主
客
同
一
の
穣
が

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
全
的
岡
一
の
糧
に
嘗
て
直

接
に
与
え
ら
れ
る
も
の
は
、
・
米
だ
彼
の
書
う
入
間
的
述
語
「
冊
裂
病
性
」

即
ち
「
特
定
不
可
解
」
と
す
ち
も
言
え
ぬ
も
の
で
あ
る
。
此
の
印
象
と
て

六
五
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も
特
定
不
可
解
と
し
て
限
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
や
は
り
反
省
の
所
産
と

卜
う
他
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
「
特
定
不
可
解
」
は
、
ζ
巳
δ
㍗
ω
偉
霞

の
考
え
て
い
る
様
に
臨
床
的
分
裂
病
症
状
の
確
認
を
ま
っ
て
始
め
て
象
や

瀞
器
⇒
臥
Φ
艮
な
形
に
な
っ
て
来
る
も
の
で
は
な
く
、
我
々
が
最
初
分
裂
病

者
に
出
会
っ
た
瞬
聞
か
ら
多
彩
な
分
裂
病
症
状
の
背
綾
に
成
立
し
て
い
た

も
の
な
の
で
あ
る
。
臨
床
レ
的
反
省
と
人
闇
的
反
省
は
、
単
に
そ
の
次
元
を

異
に
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
対
象
を
も
異
に
し
て
い
る
。
冠
者

が
病
像
に
対
し
て
書
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
病
め
る
人
間
そ
の
も

の
に
即
し
て
書
わ
れ
る
で
あ
る
、
従
っ
て
こ
の
蕎
種
の
判
断
は
一
方
が
地

方
を
産
む
と
い
う
の
で
は
な
く
て
岡
時
に
並
行
し
て
威
立
し
て
差
支
え
な

い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
先
に
述
べ
た
如
く
、
　
「
我
が
物
を
誹
る
」
と
い
う
事
態
は
、
我
が
我
を

忘
れ
て
物
と
自
已
同
一
の
相
に
あ
る
状
態
か
ら
、
我
に
還
っ
て
之
に
反
省

的
判
断
を
加
え
る
際
に
始
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
対
象
を

知
る
た
め
に
は
、
我
々
は
「
我
に
還
っ
た
」
臨
覚
的
立
場
に
立
た
な
く
て

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

は
な
ら
な
い
。
我
々
に
と
っ
て
物
が
物
と
し
て
冤
ら
れ
る
為
に
は
、
我
は

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

我
に
戻
っ
て
我
に
徹
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
こ
に
は
絶
対
的
な
主
客
の

分
離
対
立
が
破
立
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
絶
対
的
と
書
っ
て
も
、

も
と
よ
り
こ
れ
は
西
洋
認
識
論
の
出
発
点
で
あ
る
主
客
対
立
の
如
き
も
の

で
は
な
い
、
何
暗
如
侮
な
る
時
に
も
再
び
消
滅
し
て
根
源
的
騰
一
の
相
に

立
戻
り
得
る
一
時
的
な
分
離
、
判
断
的
認
識
が
論
理
形
式
を
と
る
嵩
め
に

必
要
上
分
離
し
た
と
も
雷
え
る
主
客
の
対
立
で
あ
る
。

　
斯
く
考
え
る
時
、
主
観
と
客
観
と
云
い
、
判
断
作
用
の
「
ノ
エ
シ
ス
」

と
「
ノ
エ
マ
」
と
潰
っ
て
も
、
要
す
る
に
も
と
同
一
の
事
莫
が
、
知
る
こ

六
六

と
を
契
機
と
し
て
か
り
そ
め
に
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
に
分
離
し
た
に
過
ぎ

な
い
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ノ
エ
シ
ス
と
云
い
ノ
エ
マ
と
云
っ
て
も
、
こ
れ

は
元
来
懲
己
隅
一
的
一
者
で
あ
っ
た
根
源
的
事
実
の
分
身
で
あ
る
に
過
ぎ

な
い
。
此
処
に
醸
済
の
嘱
料
擁
に
謂
う
、
奪
人
不
奪
境
、
奪
境
首
鼠
人
、

人
境
答
弁
、
人
境
倶
不
奪
に
類
し
た
様
相
が
呈
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
我
々
が
一
本
の
花
を
晃
る
と
い
う
時
、
そ
れ
は
「
花
が
袴
を
見

る
」
と
云
う
も
「
我
が
我
を
見
る
」
と
云
う
も
「
花
も
無
し
我
も
無
し
、

見
る
と
い
う
事
実
が
事
実
そ
の
ま
ま
」
と
云
う
も
、
或
は
更
に
譲
っ
て

「
我
が
花
を
見
る
」
と
云
う
も
、
総
べ
て
こ
れ
一
に
し
て
他
な
ら
ざ
る
単

一
の
事
実
の
様
相
な
の
で
あ
る
。
更
に
云
う
な
ら
ば
、
我
の
立
場
か
ら

「
我
が
花
を
見
る
」
と
賛
う
こ
と
の
裏
を
返
せ
ば
、
そ
れ
が
其
儘
「
花
が
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ズ
ス
ル
ニ
　
ヲ
　

サ
テ
ス
ヲ

を
見
る
」
事
に
も
な
り
、
「
我
非
レ
証
二
万
法
↓
万
法
野
駆
レ
我
」
と
か
、

「
物
来
り
て
我
を
照
ら
す
」
と
か
云
わ
れ
る
様
に
、
我
は
唯
、
物
に
即
し

物
に
照
ら
さ
れ
て
の
み
霞
覚
さ
れ
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
其
処
で
、
次
の
様
に
云
う
事
が
出
来
る
と
思
う
。
我
々
が
分
裂
病
者
の

多
彩
な
症
状
の
背
後
に
あ
る
、
ま
さ
に
病
者
の
人
間
そ
の
も
の
に
係
る

「
分
裂
病
性
」
の
印
象
を
反
省
し
て
、
　
「
不
気
味
」
と
か
「
馴
染
め
な
い
」

と
か
、
或
は
「
特
定
不
．
可
解
」
と
か
の
述
語
に
よ
っ
て
判
断
す
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

事
は
、
実
は
．
醗
っ
て
我
々
白
身
の
惣
覚
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
上
来
我
々

は
分
裂
病
の
過
程
の
座
と
し
て
身
体
の
領
域
も
心
の
領
域
も
、
ふ
た
つ
な

が
ら
姫
け
た
。
此
等
二
つ
の
領
域
の
変
化
は
物
理
化
学
的
或
は
心
理
挙
的

な
方
法
に
よ
っ
て
実
証
．
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
我
々
は
こ
の
二
領

域
以
外
の
、
第
三
の
領
域
、
そ
の
変
化
が
唯
我
々
惣
身
の
霞
覚
を
通
す
こ

と
に
よ
っ
て
し
か
判
断
さ
れ
得
な
い
愚
な
、
ま
さ
に
病
者
の
人
間
そ
の
も
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へ

　
　
の
の
根
源
に
繋
が
る
様
な
領
域
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
私
は
そ
の

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
鈍
な
領
域
と
し
て
「
気
扁
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
一
塁
に
分
裂
病
者
に
対
し
て
「
気
違
い
」
で
あ
る
と
か
「
気
が
狂
っ
て

　
　
い
る
」
と
か
雷
わ
れ
る
場
合
、
其
処
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
気
」
と
は
も

　
　
と
よ
り
身
体
を
指
す
も
の
で
は
な
い
し
、
又
単
に
心
理
学
的
方
法
で
計
測

　
　
さ
れ
う
る
如
き
心
を
指
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
寧
ろ
、
心
で
も

　
　
な
く
身
体
で
も
な
く
、
正
に
人
間
の
人
爵
た
る
所
以
の
根
源
を
衝
い
た
雷

　
　
葉
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
気
に
な
る
し
「
気
の
毒
」
「
気
が
璽
い
し
¶
気
が

　
　
小
さ
い
」
　
「
気
丈
な
偏
心
の
表
現
か
ら
も
、
こ
の
事
は
明
ら
か
に
読
み
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヒ
ね

　
　
れ
る
で
あ
ろ
う
。
踏
①
箆
。
α
q
α
q
2
が
と
名
器
げ
蝕
律
O
①
巳
お
瓦
”
．
の
中
で
、

　
　
恥
器
芝
㊦
。
。
Φ
降
山
Φ
伽
羅
臓
欝
N
Φ
鐸
㌶
①
霧
。
げ
。
郎
≦
①
器
⇔
。
。
と
し
て
解
釈
し
て
い

　
　
る
○
Φ
羅
§
只
O
Φ
露
鋒
）
と
は
、
此
処
で
私
の
謂
う
「
気
惚
に
弛
な
ら
な

　
　
い
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
気
」
と
は
決
し
て
単
な
る
感
情
で
も
入
情
で
も
な

　
　
く
、
ま
さ
に
人
閉
存
在
全
体
が
そ
の
本
性
を
現
わ
す
仕
方
な
の
で
あ
り
、

　
　
感
情
の
如
き
も
の
は
「
気
分
」
と
か
「
気
持
ち
」
と
か
の
形
で
こ
の
「
気
」

　
　
が
分
簾
さ
れ
所
有
さ
れ
る
、
そ
の
仕
方
に
過
ぎ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
分
裂
病
と
は
他
な
ら
ぬ
こ
の
「
気
」
の
領
域
に
生
じ
た
変
北
で
あ
り
、
従

　
　
っ
て
そ
れ
は
決
し
て
単
な
る
対
象
的
認
識
の
客
観
と
し
て
実
証
す
る
事
の

　
　
出
来
な
い
、
主
客
問
一
の
万
法
来
り
て
我
を
証
す
の
様
相
に
於
て
我
自
身

　
　
の
臨
覚
と
し
て
抄
え
る
以
外
に
知
り
様
の
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
佛
し
、
患
者
ど
て
も
我
々
ど
町
三
一
偲
砒
鼻
体
を
有
っ
て
存
し
て
い
る

　
　
の
で
あ
る
、
我
々
と
患
者
と
は
何
よ
り
も
先
ず
こ
の
身
体
に
よ
っ
て
絶
対

67

@
に
距
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
身
体
の
藩
邸
に
現
わ
れ
た
外
面
的
特
徴

2　
　
は
と
も
か
く
と
し
て
、
身
体
に
よ
っ
て
我
々
の
眼
か
ら
隠
さ
れ
た
患
者
の

精
神
分
裂
病
症
状
の
背
後
に
あ
る
も
の

内
面
を
我
々
は
如
何
に
し
て
直
接
に
自
覚
し
う
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
身
体
と
い
う
も
の
を
基
準
に
し
て
、
普
通
我
々
は
人
間
の
内
と
外
と
い

う
事
を
考
え
る
。
分
裂
病
者
に
於
け
る
分
裂
病
性
変
化
は
、
患
者
の
内
に

あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
併
し
、
若
し
そ
れ
が
絶
対
的
に
内
な
る
も
の

に
止
ま
る
な
ら
ば
、
我
々
は
こ
れ
を
知
る
事
が
出
来
な
い
と
考
え
ね
ば
な

ら
ぬ
。
我
々
が
こ
れ
を
知
る
と
云
い
う
る
以
上
、
こ
の
内
な
る
「
分
裂
病

性
」
は
何
等
か
の
形
で
外
な
る
も
の
と
し
て
現
れ
出
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
、
患
者
は
麟
己
の
内
な
る
「
分
裂
病
性
」
を
我
々
に
知
ら
れ
る
べ
く
、

外
に
向
っ
て
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
面
、
此
様
に
し
て
表
現

さ
れ
た
「
分
裂
病
姓
」
は
、
こ
れ
を
見
る
我
々
に
と
っ
て
も
同
様
に
聖
な

る
も
の
で
あ
る
。
併
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
患
者
を
「
分
裂
病
性
」

と
判
断
す
る
事
が
其
儘
我
々
自
身
の
自
覚
に
於
て
成
立
つ
事
で
あ
る
な
ら

ば
、
患
者
の
「
分
裂
病
乾
し
は
即
ち
我
々
の
内
な
る
も
の
と
な
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
。
外
を
内
に
す
る
事
は
広
義
に
重
て
知
覚
と
云
い
得
る
し
、
内
を
外

に
す
る
事
は
広
義
に
於
て
表
現
と
云
い
得
る
と
す
る
な
ら
ば
、
外
が
其
儘

内
で
あ
り
内
が
其
解
離
で
あ
る
如
き
、
知
覚
即
袈
現
、
表
現
即
知
覚
の
事

態
が
、
我
々
の
繍
覚
的
判
断
と
呼
ぶ
も
の
の
真
相
な
の
で
あ
り
、
我
々
の

謂
う
人
閥
的
分
裂
病
判
断
は
斯
る
構
造
を
有
つ
も
の
と
考
え
る
必
要
が
あ

る
。

　
（
1
）
　
麟
⑦
冠
。
α
q
σ
q
ゆ
♪
試
∴
壽
G
。
げ
Φ
同
野
U
①
昌
犀
①
跡
～
8
口
ぼ
”
σ
q
o
雛
6
竃

四
　
霞
と
他
の
闇
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
　

　
現
代
ド
イ
ツ
の
代
表
的
な
精
神
病
理
学
者
の
一
人
で
あ
る
N
葺
け
ば
、

我
々
が
芸
術
作
鼎
か
ら
美
を
感
じ
た
り
、
他
人
の
表
情
か
ら
其
の
本
心
を

六
七
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読
み
と
る
如
く
、
外
面
的
な
も
の
の
知
覚
を
通
じ
て
肉
藤
を
知
る
作
用
と
、

他
方
我
潔
が
自
巴
の
内
爾
を
蓑
情
や
作
品
を
通
じ
て
外
藩
に
蓑
現
す
る
作

用
と
の
爾
者
は
、
夫
々
励
個
の
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
根
本
的
な
存
在

様
式
の
一
つ
と
し
て
一
体
を
為
し
て
い
る
も
の
と
考
え
、
此
の
様
な
体
験

の
成
立
す
る
領
域
を
鋤
の
鰹
の
駐
。
ゲ
軍
国
ユ
。
ぴ
ゑ
ω
び
①
『
臨
騨
と
名
付
け
た
。

N
¢
窪
に
拠
れ
ば
、
分
裂
病
者
に
あ
っ
て
は
此
の
領
域
が
障
碍
さ
れ
る
為

め
、
患
者
は
臼
常
の
椀
の
変
誓
も
な
い
周
國
の
状
況
や
他
人
の
高
情
の
中

に
異
常
な
意
味
を
感
じ
と
っ
て
妄
想
知
覚
を
形
成
し
、
一
方
こ
れ
と
岡
時

に
自
己
の
内
鼠
を
自
然
に
表
出
す
る
事
が
出
来
ず
に
分
裂
病
特
有
の
不
露

然
な
表
情
や
態
腰
、
君
語
等
が
生
ず
る
の
で
あ
る
と
云
う
。
こ
れ
は
極
め

て
注
怨
す
べ
き
洞
察
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
に
し
て
も
、
此
処
で
は
未
だ
外

と
内
、
内
と
外
と
の
問
題
が
徹
底
し
て
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
　
N
¢
霧

の
考
え
で
は
、
患
者
が
輿
己
の
内
諏
を
堅
甲
に
蓑
出
す
る
作
紹
と
、
周
魍

の
外
面
的
現
象
か
ら
そ
の
内
薦
を
直
観
す
る
作
用
と
が
同
列
に
概
か
れ
、

此
の
両
者
が
共
通
の
体
験
領
域
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
で
は
未
だ
外
が
其
儘
内
で
あ
り
、
内
が
其
儘
外
で
あ
る
と
い
う

知
覚
即
表
現
の
実
相
に
は
達
し
て
い
な
い
。
患
者
が
周
囲
の
外
薇
的
現
象

か
ら
読
み
と
っ
て
い
る
異
常
な
内
．
鞠
は
、
実
は
麟
っ
て
患
者
二
身
の
内
．
禰

に
他
な
ら
ぬ
事
、
従
っ
て
患
者
が
対
象
の
外
醐
か
ら
其
の
内
面
を
読
み
取

る
と
い
う
事
は
其
儘
患
者
麟
身
の
内
曇
が
外
蒲
に
於
て
自
覚
さ
れ
る
事
で

あ
る
と
い
う
事
、
其
の
事
に
N
囲
轟
は
気
付
い
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

彼
は
酒
黒
黒
思
惟
一
般
の
通
弊
と
し
て
、
先
ず
内
と
外
と
を
分
離
対
立
さ

せ
、
然
る
後
に
内
を
外
に
し
外
を
内
に
す
る
作
用
を
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
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へ

我
々
は
逆
に
内
と
外
と
は
本
来
一
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
聾
者
の
知
覚
作
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厨
、
袈
現
作
用
に
依
っ
て
始
め
て
分
離
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な

ら
ぬ
。
患
看
が
分
裂
病
挫
で
あ
る
事
以
前
に
、
既
に
内
と
外
と
は
一
体
な
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の
で
あ
る
。
患
者
の
人
問
存
在
そ
の
も
の
が
分
裂
病
性
の
変
化
を
蒙
っ
た
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場
合
、
そ
の
後
に
分
離
し
た
内
と
外
と
は
等
し
く
分
裂
病
性
の
変
化
を
蒙

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

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
籍
に
我
々
は
、
分
裂
病
者
の
人
間
的
在
り
方
に
つ
い
て
こ
れ
を
「
分
裂

病
性
」
と
判
断
す
る
時
、
こ
れ
は
我
の
黒
蟻
を
通
し
て
始
め
て
な
し
う
る
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壌
で
あ
る
と
述
べ
た
。
分
裂
病
者
に
就
い
て
感
ぜ
ら
れ
た
特
定
不
可
解
の

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

直
観
は
、
実
は
我
々
自
身
の
我
に
就
い
て
云
わ
る
べ
き
事
だ
っ
た
の
で
あ

へ

る
。
内
な
る
も
の
が
其
聖
誕
に
出
、
外
が
内
を
照
ら
す
と
云
う
事
態
は
、

分
裂
病
者
に
就
い
て
云
わ
れ
る
と
同
時
に
、
就
中
我
々
自
身
の
経
験
に
就

い
て
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
事
で
あ
る
。
我
々
が
分
書
病
者
の
外
薗
か
ら

そ
の
内
達
の
分
裂
病
蝉
茸
紀
を
読
ん
だ
と
考
え
る
時
、
そ
れ
は
実
は
譲
っ

て
我
々
自
身
の
内
画
の
嚢
現
に
他
な
ら
な
い
、
分
裂
病
者
が
良
己
の
内
藤

を
外
部
に
褒
現
し
た
も
の
を
、
逆
に
我
々
は
我
々
自
身
の
内
薗
の
表
現
と

し
て
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。

　
斯
様
に
考
え
ら
れ
た
人
聞
的
述
語
「
分
裂
病
性
」
が
、
患
者
に
と
っ
て

も
我
々
に
と
っ
て
も
共
に
内
な
る
も
の
の
外
部
的
褒
現
で
あ
り
、
し
か
も

其
処
で
は
内
即
外
、
外
即
内
の
事
態
が
成
立
し
て
い
る
べ
き
だ
と
い
う
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
、
如
何
な
る
事
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
要
す
る
に
、
鋤
他

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
．
区
購
が
消
失
す
る
と
い
う
こ
と
、
自
惚
他
、
他
科
繍
の
立
場
に
立
つ
と

い
う
事
で
あ
る
。
此
の
立
場
と
は
抑
々
、
如
侮
な
る
立
場
な
の
で
あ
ろ
う

か
。

　
我
々
は
普
通
、
鐵
分
と
飽
人
と
の
間
に
は
絶
対
的
な
江
別
も
あ
る
と
考
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え
て
い
る
。
此
の
区
溺
は
、
犠
分
と
他
人
と
が
空
購
的
に
嗣
一
の
点
を
岡

博
に
占
め
る
事
が
出
来
な
い
、
と
い
う
如
き
形
式
的
な
区
別
に
止
ま
ら
ず
、

先
ず
侮
よ
り
も
、
人
聞
は
各
女
絶
対
的
に
細
意
の
内
．
爾
を
有
ち
、
内
、
颪
の

歴
史
を
麿
つ
事
に
拠
る
と
考
え
ら
れ
る
。
此
の
意
味
に
於
て
、
精
神
医
学

に
於
て
も
傭
人
の
一
回
性
と
云
う
事
が
璽
擬
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
は

夫
々
絶
対
的
に
備
懸
者
で
あ
っ
て
、
岡
質
的
多
数
者
の
集
隣
に
属
す
る
範

例
と
は
な
ら
な
い
。
範
例
は
交
換
．
司
能
と
考
え
ら
れ
る
が
個
人
は
絶
対
的

に
交
換
不
笹
津
と
齎
倣
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
以
上
の
如
く
個
の
立
場
に
立
っ
て
見
た
場
合
、
各
人
は
す
べ
て
一
回
麟
、

で
交
換
不
可
能
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
も
し
視
点
を
改
め
て
「
種
」
と
い

う
も
の
の
立
場
に
立
ち
、
生
旧
物
学
的
人
類
一
般
、
或
は
事
象
、
国
家
の
如

き
も
の
を
考
え
て
み
た
場
合
に
は
如
何
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
種
の
立
場
に

立
つ
時
、
惣
分
と
他
人
、
我
と
汝
と
云
う
も
、
総
べ
て
人
類
一
般
或
は
一

つ
の
民
族
、
雄
心
を
構
成
す
る
員
数
と
し
て
存
在
す
る
に
過
ぎ
な
く
な
り
、

総
て
は
最
的
関
係
に
還
元
さ
れ
て
仕
舞
う
。
億
的
立
場
と
種
的
立
場
の
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

比
を
最
も
端
的
に
示
し
て
い
る
の
は
死
の
現
象
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
種
の

立
場
に
立
つ
限
り
、
個
人
の
死
と
い
う
事
は
全
く
意
味
を
失
う
。
一
人
が

死
ん
で
一
人
が
生
れ
る
と
い
う
事
は
、
種
的
立
場
に
立
て
ば
侮
ら
の
変
化

も
意
味
し
な
い
し
、
寧
ろ
そ
れ
は
種
が
維
持
さ
れ
る
為
の
厚
薄
法
則
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
位
、
燗
の
立
場
で
死
と
云
わ
れ
る
も
の
は
種
の
立
場
で
は

新
陳
代
謝
の
過
程
に
他
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
我
々
は
鵠
Φ
践
Φ
σ
q
σ
q
禽
と
共
に
、

死
を
勝
れ
た
意
味
で
の
「
催
鯛
化
の
原
理
」
と
考
え
た
い
と
思
う
の
で
あ

る
。

死
を
燗
翅
化
の
原
理
と
看
養
す
事
に
依
り
、
虜
他
の
区
外
は
極
め
て
具

精
神
分
裂
病
症
状
の
背
後
に
あ
る
も
の

体
的
現
実
的
な
様
相
を
呈
し
て
来
る
。
我
々
は
普
通
、
自
分
と
他
人
と
は

梅
よ
り
も
先
ず
、
夫
々
別
個
の
身
棒
を
有
す
る
事
に
よ
っ
て
独
立
し
て
い

る
と
考
え
る
が
、
単
な
る
物
質
、
単
な
る
生
命
と
し
て
の
身
体
は
真
に
自

他
を
区
甥
す
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
身
体
が
個
購
化
の
原
理
た
り
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ

る
為
め
に
は
、
そ
れ
は
死
の
可
能
性
を
含
ん
だ
身
体
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

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

単
な
る
生
命
に
死
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
生
物
一
般
に
と
っ
て
は
、
生
命

と
は
永
遠
な
る
も
の
で
あ
る
。
生
命
的
物
質
と
し
て
の
身
体
は
、
唯
そ
れ

が
死
の
可
能
性
を
奮
一
む
事
に
依
っ
て
の
み
、
肉
を
他
か
ら
（
か
つ
個
罵
別
化
の

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

原
理
た
る
事
が
出
来
る
。
身
体
が
死
の
可
能
性
を
含
む
と
い
う
事
は
身
体

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

が
歴
史
を
有
つ
と
い
う
事
で
あ
る
。
一
圓
性
を
欠
い
た
種
の
立
場
、
死
の

．
飯
能
性
な
き
永
遠
の
生
命
の
立
場
か
ら
は
歴
史
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ

な
い
。
一
回
牲
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
単
に
自
分
と
他
人
と
の
間
に
就
い

て
の
み
云
わ
れ
る
事
で
は
な
い
。
正
し
く
は
真
の
個
珊
者
は
其
の
一
瞬
一

瞬
に
於
て
一
篇
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
咋
日
の
我
と
今
欝

の
我
と
は
同
一
の
身
体
の
単
な
る
存
続
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
昨
B
の
我

が
死
ん
で
今
日
の
我
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
、
櫃
劉
化
の
立
場
か
ら
見
れ

ば
、
我
々
が
生
き
て
い
る
と
云
う
事
の
一
瞬
一
瞬
が
死
を
含
ん
で
い
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
即
ち
歴
史
と
云
う
事
に
他
な
ら
な
い
。
自
と
他
を

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

区
別
す
る
も
の
は
単
な
る
生
命
的
身
体
で
は
な
く
て
、
歴
史
的
身
体
で
な

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

く
て
は
な
ら
な
い
。

　
然
ら
ば
、
絶
対
的
に
区
別
さ
れ
た
延
分
と
他
人
と
の
問
に
、
我
と
汝
と

い
う
如
き
関
係
が
生
じ
る
の
は
如
何
に
し
て
で
あ
ろ
う
か
、
人
間
が
蝶
々

他
人
と
意
志
を
交
流
せ
し
め
得
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
或
は
意
味
の

象
徴
と
し
て
の
雷
響
開
の
如
き
も
の
が
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
併
し
雷

六
九
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蘂
に
依
っ
て
象
徴
さ
れ
る
意
味
の
如
き
も
の
が
各
個
人
の
間
に
共
通
に
考

え
ら
れ
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
以
萬
の
よ
り
根
源
的
な
疏
通
と
云
っ
た
も
の

が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
又
々
り
に
人
間
が
縄
簾
の
内
心
を
譲
葉
だ
け
に
依

っ
て
他
人
に
伝
達
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
な
ら
ば
、
知
る
限
り
の
需
葉
を
・

羅
列
し
て
み
た
所
で
そ
の
伝
達
は
尚
不
充
分
な
も
の
に
止
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
人
閉
の
心
の
動
き
は
単
な
る
音
響
の
組
合
せ
で
表
現
し
尽
せ
る
程
に

簡
蟻
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
縦
、
そ
こ
に
顔
の
袈
情
と
か
声
色
と

か
を
補
足
的
に
加
え
て
み
た
所
で
、
精
々
顔
瀬
筋
や
発
声
器
窟
の
若
干
の

運
動
形
式
が
示
し
得
る
だ
け
の
変
化
が
加
わ
る
に
過
ぎ
な
い
。
心
の
鋤
き

は
無
限
で
あ
る
の
に
比
し
て
、
表
現
の
手
段
は
如
何
に
そ
の
数
を
増
し
て

も
尚
有
隈
で
あ
る
。
然
る
に
現
実
に
於
て
は
、
我
々
は
互
に
そ
の
意
志
を

疏
通
す
る
の
に
、
瞬
く
少
数
の
書
記
、
擾
く
僅
か
の
表
情
で
充
分
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
我
々
の
聞
に
は
、
雷
葉
や
卜
書
以
前
の
よ
り
根
源
的
な

疏
通
の
可
能
性
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
　
「
以
心
伝
心
」
と
云
う
事
が
、
実

際
に
傍
処
で
も
生
じ
て
い
る
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
雷
語
や
表
情
は
、

単
に
此
の
根
源
的
な
疏
通
姓
を
粉
飾
し
、
こ
れ
を
具
体
化
す
る
だ
け
の
機

能
し
か
有
し
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
否
、
寧
ろ
譲
①
ぎ
①
の
歌
っ
た
様
に
、

（｛

n
o
び
≦
Φ
師
嵩
岱
鐸
ω
O
嵩
巳
引
け
二
〇
ン
冨
O
｝
）
Φ
象
。
げ
一
も
つ
o
B
g
ゆ
8
げ
薫
Φ
ぎ
O
詳

一
）
鋒
Φ
幽
。
び
な
の
で
あ
る
。
葱
入
同
志
の
聞
に
三
ρ
｝
冨
ぴ
。
黛
。
ゲ
と
い
う

雷
葉
は
要
ら
ぬ
、
紫
え
ぱ
気
持
が
破
れ
る
だ
け
の
事
で
あ
る
。
恋
人
同
志

の
間
に
は
陣
。
財
も
a
o
ン
な
い
、
影
ρ
｝
同
Φ
ぴ
。
（
ぎ
げ
と
す
ら
雷
っ
て
は
な

ら
ぬ
様
な
根
源
的
な
疏
通
、
根
源
的
な
合
　
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　
人
間
間
の
根
源
的
な
疏
通
と
い
う
の
は
、
此
の
様
に
、
始
め
に
先
ず
一
。
び

と
象
。
ゲ
が
あ
っ
て
、
然
る
後
に
幕
冨
と
い
う
形
で
軍
港
の
間
に
通
路

七
〇

が
開
け
る
と
い
う
如
き
も
の
で
は
な
い
。
此
の
様
に
し
て
通
路
を
開
く
事

母
体
、
既
に
そ
の
存
立
を
，
級
る
危
機
を
奮
ん
で
い
る
如
き
、
云
わ
ぱ
純
粋

無
垢
の
膚
己
圓
一
が
根
源
的
に
底
に
あ
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ざ
プ
と
か
，
、
創
∬
と
か
い
う
事
が
云
わ
れ
得
る
以
上
は
、
其
処
に
一
圃
性
歴

史
挫
を
帯
び
た
絶
対
的
個
尋
者
と
し
て
の
我
と
汝
が
成
立
し
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
反
面
、
こ
の
両
者
が
元
来
根
源
的
に
唱
で
あ
る
如
き
共
通
の
場

所
に
立
つ
も
の
で
な
い
限
り
搾
げ
と
云
い
伽
β
と
云
う
事
は
出
来
な
い
。

そ
し
て
、
此
の
共
通
の
場
所
と
い
う
の
は
、
先
に
述
べ
た
種
的
立
場
か
ら

出
て
来
る
様
な
、
単
に
蠣
甥
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、

種
の
立
場
か
ら
発
れ
ば
、
三
回
と
か
島
環
と
か
い
う
事
は
抑
々
最
初
か
ら

云
い
得
な
い
の
で
あ
る
。
此
処
で
謂
う
共
通
の
場
所
と
は
、
絶
対
的
な
個

別
化
の
原
理
に
依
っ
て
各
々
が
個
と
し
て
一
回
姓
歴
史
性
を
有
す
る
ざ
7

と
里
桜
が
、
夫
々
8
げ
に
徹
し
、
〔
ご
に
徹
す
る
事
に
依
っ
て
始
め
て
麗

け
る
様
な
場
所
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
慮
他
の
絶
対
的
区
捌
が
自
他
の
絶

対
的
同
一
を
可
能
に
し
、
逆
に
亦
、
鏑
他
の
絶
対
的
縄
一
が
自
他
の
絶
対
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ヘ
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

的
区
別
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
備
別
化
の
絶
紺
肯
定
の
底
に
個
別
化

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
絶
対
否
定
を
滞
る
、
と
い
う
所
謬
絶
対
矛
盾
的
自
己
問
一
の
様
相
が
、

此
の
論
文
の
初
め
に
述
べ
た
具
体
の
底
に
一
般
を
見
る
、
と
云
う
事
の
真

義
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
我
々
は
先
ず
、
絶
対
的
な
個
別
化
の
原
理
と
し
て
の
死
と
い
う
も
の
を

考
え
、
次
で
死
の
具
体
的
実
現
と
し
て
の
歴
史
的
身
体
を
考
え
、
最
後
に

個
々
の
歴
史
的
身
体
を
有
す
る
我
と
汝
と
の
獲
麟
的
疏
通
姓
に
就
て
考
え

た
。
我
と
汝
を
区
別
す
る
も
の
は
歴
史
的
身
体
で
あ
っ
て
も
、
我
と
汝
を

洞
一
の
相
に
立
た
し
め
る
も
の
は
最
畢
歴
史
的
身
体
で
は
あ
り
得
な
い
。



　
　
・
身
体
が
綴
別
化
の
原
理
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
此
を
否
定
し
て
我
と
汝

　
　
を
共
通
の
場
所
に
立
た
せ
る
、
云
わ
ば
共
通
化
の
原
理
と
も
謂
う
べ
き
も

　
　
の
は
、
却
っ
て
身
体
を
否
定
す
る
も
の
、
身
体
の
否
定
を
通
じ
て
死
を
も

　
　
否
定
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
鵠
①
凱
。
頓
σ
q
興
の
哲
学
は
、
此
の
自

　
　
他
の
同
一
と
云
う
根
源
的
な
事
実
を
毘
逃
し
て
い
る
歪
め
に
究
の
否
定
に

　
　
迄
達
し
て
い
な
い
と
考
え
る
事
が
出
来
る
と
思
う
。
口
Φ
剤
①
σ
Q
α
q
興
の
哲
学

　
　
に
於
て
は
、
仮
に
晶
出
と
云
う
も
の
は
成
立
っ
て
も
、
同
畠
と
曾
を

　
　
合
わ
せ
た
鼠
吋
と
云
う
よ
う
な
も
の
は
成
立
た
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
ハ
ユ
レ

　
　
C
こ
ぼ
。
・
≦
鋤
新
見
q
Φ
同
が
麟
臨
（
｛
①
σ
q
α
q
賃
の
哲
学
に
は
ピ
冨
び
。
が
な
い
と
考
え
、

　
　
躍
－
鳥
0
7
芝
①
ド
器
ぎ
に
対
し
て
α
ぴ
。
学
黛
や
芝
。
零
ン
ぎ
碧
ω
あ
①
貯
と
い
う

　
　
急
な
事
を
曲
っ
た
の
も
、
此
の
辺
を
憩
い
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

　
　
る
。
鴻
④
嬢
⑦
σ
Q
槻
費
の
芝
Φ
＃
の
中
に
昏
【
が
見
出
さ
れ
ぬ
と
す
る
な
ら
ば
、

　
　
傷
環
を
見
出
し
て
こ
れ
に
向
っ
て
搾
げ
蕾
σ
①
と
苛
う
富
め
に
は
、
こ
の

　
　
芝
①
詳
は
超
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
人
を
愛
し
、
他
人
を
知
る

　
　
為
に
は
、
薗
己
は
類
①
巳
①
α
q
σ
q
興
の
所
謂
の
①
貯
蟄
諺
穆
。
籍
①
に
貧
し
た

　
　
立
場
に
の
み
留
っ
て
い
る
訳
に
は
ゆ
か
な
い
。
円
。
島
を
超
え
、
門
。
傷
を

　
　
否
定
す
る
原
理
が
出
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
死
を
否
定
し
身
体
を
否
定
す
る
と
い
う
事
は
野
蒜
に
し
て
達
せ
ら
れ
る

　
　
で
あ
ろ
う
か
。
普
通
に
は
そ
れ
は
精
神
の
立
場
に
立
つ
慕
に
依
っ
て
可
能

　
　
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
精
神
は
不
死
の
も
の
、
遍
在
的
の
も

　
　
の
と
考
え
ら
れ
、
精
神
の
所
産
で
あ
る
文
化
の
如
き
も
の
が
汎
ゆ
る
個
体

　
　
を
包
含
し
て
此
を
岡
一
の
相
に
立
た
し
め
る
共
通
化
の
原
理
と
看
倣
さ
れ

71

@
て
い
る
。
併
し
斯
様
に
考
え
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
未
だ
身
心
の
二
元
論

2　
　
を
真
に
超
え
た
も
の
と
は
云
わ
れ
な
い
。
精
神
に
依
っ
て
身
体
を
否
定
す

精
神
分
裂
病
症
状
の
背
後
に
あ
る
も
の

る
と
い
う
事
は
一
応
．
司
能
で
あ
ろ
う
が
、
其
際
に
考
え
ら
れ
る
精
神
が
身

体
に
対
立
す
る
意
味
で
の
、
二
禿
論
的
に
考
え
ら
れ
た
精
神
で
あ
る
な
ら

ば
、
そ
の
否
定
は
何
処
迄
も
相
対
的
な
否
定
に
止
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
単

に
身
体
を
括
弧
に
入
れ
て
判
断
中
止
を
し
た
上
で
共
逓
分
母
と
し
て
の
精

神
に
よ
っ
て
総
て
を
掩
っ
て
い
る
だ
け
の
事
に
過
ぎ
な
い
。
身
体
と
対
立

的
に
考
え
ら
れ
る
精
神
を
以
て
し
て
は
、
絶
対
的
に
死
を
否
定
し
、
絶
対

的
に
我
と
汝
を
可
能
に
す
る
根
源
的
岡
一
の
立
場
に
立
つ
事
は
不
．
司
能
と

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

云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
身
体
を
真
に
超
越
す
る
に
は
、
身
体
を
離
れ
、
身
体

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

を
判
断
の
外
に
欺
く
立
場
は
鎗
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
我
々
は
寧

へ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ろ
身
体
そ
の
も
の
に
徹
し
、
身
体
の
上
に
飾
い
上
る
の
で
は
な
く
身
体
の

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

癒
に
身
を
沈
め
る
事
に
よ
っ
て
、
身
体
そ
の
も
の
の
中
に
身
体
を
否
定
す

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

る
原
理
、
死
を
否
定
す
る
原
理
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
私
は
此
の
様
な
、
身
体
の
底
に
あ
っ
て
身
体
を
超
え
る
事
に
よ
っ
て
自

他
の
区
甥
を
否
定
す
る
様
な
原
理
と
し
て
、
溜
に
述
べ
た
「
気
」
と
云
う

も
の
を
考
え
よ
う
と
思
う
。
気
は
固
よ
り
身
体
を
離
れ
て
は
考
え
ら
れ
ず
、

各
人
が
各
人
の
気
を
持
っ
て
い
る
と
合
う
形
を
と
る
限
り
に
於
て
絶
対
的

に
懸
別
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
反
面
、
各
人
が
我
と
汝
の
立
場
に
立
つ

限
り
、
其
処
で
相
手
の
気
持
ち
を
察
し
、
互
に
気
持
ち
を
通
じ
さ
せ
る
事

が
出
来
る
。
自
分
と
他
人
は
、
気
に
於
て
絶
対
的
に
　
鵜
ば
れ
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
共
感
と
か
感
情
移
入
と
か
云
わ
れ
る
現
象
も
、
文
字
通

り
に
読
め
ば
自
他
の
閥
に
感
情
の
毒
魚
共
鳴
が
あ
る
と
い
う
事
を
意
味
す

る
で
あ
ろ
う
が
、
全
く
個
人
的
な
各
人
の
感
情
が
身
体
を
通
し
て
移
入
さ

れ
た
り
共
鳴
し
た
り
し
得
る
為
め
に
は
、
其
れ
に
先
立
っ
て
感
情
の
拠
っ

て
立
つ
場
所
と
し
て
の
気
に
煽
て
各
人
が
根
源
的
に
疏
通
し
て
い
な
け
れ

七
一
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ぱ
な
ら
ぬ
、
電
気
的
な
感
応
現
象
が
電
場
に
於
て
の
み
見
ら
れ
る
様
に
、

人
間
問
の
感
応
は
気
の
場
所
に
経
て
見
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で

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

あ
る
。
気
の
場
所
に
立
つ
震
り
に
於
て
、
鐵
と
麹
は
其
艦
絶
対
的
な
燗
測

へ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

者
で
あ
り
乍
ら
、
其
処
に
惣
却
他
、
弛
即
麟
の
関
係
が
成
立
す
る
の
で
あ

聖　
我
々
が
分
裂
病
者
に
接
し
て
、
彼
の
示
す
種
々
の
症
状
か
ら
臨
床
的
に

分
裂
病
の
診
断
を
下
す
の
で
は
な
く
、
彼
と
い
う
一
意
の
人
間
と
の
間
に

密
接
な
関
係
を
亡
い
て
、
彼
の
内
醐
を
我
々
の
内
面
と
す
る
様
な
仕
方
で

彼
を
「
分
裂
病
牲
」
と
判
断
す
る
、
と
い
う
事
は
此
の
様
な
気
の
場
所
に

立
っ
て
始
め
て
可
能
と
な
る
事
で
あ
る
。
我
々
と
分
裂
病
者
と
が
我
と
汝

の
根
源
的
岡
一
の
立
場
に
立
っ
て
、
病
者
と
こ
人
称
的
に
出
会
う
と
い
う

の
は
斯
様
な
意
味
の
事
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
二
鱒
浦
的
出

会
い
と
は
、
絶
対
的
な
自
他
の
区
、
溺
を
単
純
に
否
定
し
趨
越
す
る
事
で
は

な
ノ
＼
各
々
が
絶
対
の
催
溺
者
と
し
て
の
白
H
覚
に
徹
す
る
事
に
依
っ
て
は

じ
め
て
達
成
さ
れ
る
事
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
（
1
）
　
N
三
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ヨ
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霧
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U
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ヨ
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露
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⇒
霧
臨
硲
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b
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五
　
自
覚
的
翼
象
学

　
我
々
精
神
科
医
が
、
患
者
の
様
々
な
個
人
的
体
験
の
，
陳
述
や
患
者
の
袈

情
等
か
ら
、
彼
の
体
験
の
実
相
を
知
ろ
う
と
す
る
努
力
は
、
精
神
医
学
そ

の
も
の
の
成
立
の
根
本
的
な
基
礎
で
あ
る
。
精
神
科
医
は
、
内
科
医
が
心

七
二

電
影
に
拠
っ
て
患
者
の
心
臓
の
電
気
的
活
動
を
直
接
に
読
み
と
っ
た
り
、

外
科
医
が
患
部
そ
の
も
の
を
直
接
に
視
覚
的
に
確
認
し
た
り
す
る
如
き
、

病
変
自
体
の
直
援
的
実
証
の
手
段
を
持
た
ぬ
。
精
神
科
医
の
拠
り
所
と
す

る
も
の
は
、
只
患
者
麟
身
か
医
者
富
身
か
の
精
神
的
現
象
で
あ
る
。
そ
の

場
含
、
他
の
精
神
科
学
一
般
と
同
様
、
精
神
医
学
も
単
な
る
外
藤
的
精
神
現

象
の
記
載
に
終
始
す
る
謂
わ
ば
「
現
象
記
述
学
」
（
慶
び
餌
昌
。
ヨ
①
溢
。
ぴ
q
摂
℃
三
〇
）

で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
常
に
外
颪
的
現
象
の
背
後
に
あ
っ
て
此
の
現
象
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

於
て
自
ら
を
示
し
て
い
る
者
、
即
ち
現
象
の
意
味
に
ま
で
遡
ら
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
「
現
象
学
」
（
鷺
μ
ぎ
。
ヨ
。
嵩
。
ざ
亨
q
δ
）
と
は
、
国
①
賦
①
σ
q
σ
q
費
も

云
う
如
く
、
斯
様
な
も
の
と
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
暫
学
一
般
と
精
神
陵
学
の
異
っ
て
い
る
点
は
、
後
者
に
於
て

問
わ
れ
る
べ
き
も
の
が
他
人
に
於
け
る
現
象
で
あ
る
、
と
い
う
事
に
あ
る
。

他
人
の
精
神
現
象
に
就
て
厳
密
な
意
味
で
の
現
象
学
が
成
立
し
得
る
か
否

か
は
、
大
き
な
疑
問
と
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
精
神
医
学
に
煮
て
、
従

来
「
現
象
学
」
の
名
の
下
に
専
ら
考
え
ら
れ
て
来
た
の
は
智
。
・
℃
①
謎
の
詑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

述
現
象
学
で
あ
っ
た
。
周
知
の
如
く
岩
蓼
。
拳
は
9
同
静
畠
に
由
来
す

る
「
了
解
」
（
ノ
N
①
壇
Q
陰
け
Φ
げ
の
潟
）
の
概
念
を
精
神
医
学
に
導
入
し
、
病
者
の
陳

述
を
通
じ
て
彼
の
体
験
が
了
解
し
得
る
場
合
と
、
し
得
な
い
場
合
を
分
け

た
が
、
了
解
し
得
る
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
医
者
密
身
の
過
虫
の
経
験
に

照
し
て
さ
も
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
、
或
は
購
ら
の
想
像
力
を
働
か
せ
る

事
に
依
り
岡
様
な
心
的
状
況
を
自
ら
の
中
に
再
現
し
得
る
、
一
体
験
し
う

る
、
と
い
う
事
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
燐
老
の
体
験
そ
の
も
の
を
手

に
と
る
様
に
直
接
知
る
と
い
う
事
に
は
な
ら
ぬ
。
了
解
可
能
と
云
い
不
．
司

能
と
云
う
も
、
そ
れ
は
要
す
る
に
対
象
に
出
会
っ
た
自
己
繍
身
の
了
解
作
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用
の
成
立
不
成
立
を
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
は
対
象
の
記
述
で
あ

る
よ
り
は
寧
ろ
自
己
の
主
雛
に
就
て
の
記
述
で
し
か
あ
り
得
な
い
の
で
あ

る
。
｝
器
℃
o
諺
の
方
法
が
、
一
般
に
は
対
象
に
忠
実
に
即
し
た
環
象
挙
と
解

さ
れ
て
い
る
の
は
奇
妙
な
事
と
雷
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
精
神
医
学
に
於
て
真

に
対
象
に
即
し
た
現
象
学
と
呼
ぶ
に
値
す
る
の
は
、
寧
ろ
鰯
湊
芝
碧
臓
巽

や
N
戸
簿
ら
の
、
広
義
に
於
け
る
人
間
学
的
現
象
学
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
と
思
う
。
し
か
し
彼
等
に
あ
っ
て
は
、
他
者
を
了
解
す
る
行
為
が

結
局
は
密
労
の
自
覚
に
譲
え
る
も
の
で
あ
る
事
に
就
い
て
の
、
充
分
な
考

察
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
憾
み
が
あ
る
。

　
他
者
が
内
を
外
と
し
、
外
を
内
と
し
て
い
る
避
難
ハ
に
そ
の
ま
ま
忠
実
に

即
し
て
、
霞
分
も
内
を
外
と
し
、
外
を
内
と
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
自
灘
，
弛
、

弛
鄭
自
の
綿
鞠
対
的
演
己
同
一
の
立
場
を
、
累
め
る
時
、
患
者
に
於
け
る
一
切

の
現
象
は
其
儘
医
者
肖
身
の
内
灘
を
照
ら
す
現
象
と
し
て
医
者
に
於
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

我
の
自
覚
に
ま
で
醸
え
さ
れ
る
事
に
な
る
。
此
の
様
に
他
人
に
於
け
る
現

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

象
を
、
　
一
度
我
の
霞
覚
に
映
し
て
反
転
せ
し
め
る
事
に
よ
っ
て
こ
れ
を
知

へ

る
、
と
い
う
方
法
を
、
私
は
自
ら
の
方
法
と
し
て
「
露
覚
的
環
象
学
」
と

名
付
け
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
精
神
分
裂
病
と
い
う
如
き
、
入
構
の
内

面
に
係
る
病
を
知
る
に
当
っ
て
は
、
従
来
の
葱
洋
の
認
識
論
に
於
け
る
如

く
、
主
と
客
、
自
と
他
、
内
と
外
の
根
源
的
な
分
離
対
立
の
立
場
か
ら
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぽ
　

発
し
た
の
で
は
、
遂
に
こ
れ
を
隔
年
鳥
Φ
轄
謀
ω
。
ぴ
①
○
巴
鼻
匹
と
し
て
残

す
の
弛
は
な
い
。
そ
の
解
明
は
唯
、
私
の
所
謂
縢
覚
的
現
象
学
と
云
わ
れ

る
立
場
に
立
っ
て
の
み
可
能
な
事
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
冒
。
。
℃
o
湊
”
累
∴
》
罵
鷺
ヨ
魚
ゆ
Φ
℃
。
・
饗
7
0
駆
簿
9
0
舷
①
”
8
㌧
r
臨
’

　
　
ゆ
①
岳
亭
○
黛
仲
ぎ
σ
q
¢
亭
鑓
①
岡
篇
亀
ぴ
⑦
謎
搭
鐙
　
（
内
村
、
西
丸
、
島
緯
、

精
神
分
裂
病
症
状
の
背
後
に
あ
る
も
の

　
鵬
田
訳
「
精
神
病
理
学
総
論
」
全
三
巻
、
岩
波
書
店
）

（
2
）
内
亀
ρ
累
”
蒙
Φ
㊦
鼠
。
σ
q
導
電
評
団
。
｝
δ
切
窪
ム
諺
魯
ぽ
三
。
・
魯
⑦

　
○
同
a
（
臨
（
【
醇
℃
。
な
畷
。
ぼ
無
巴
一
〇
竃
島
β
o
び
①
⇔
お
q
㎝

第
二
部
　
精
神
分
裂
病
の
基
礎
障
警

精
神
分
裂
病
の
自
覚
的
根
源

　
第
一
鶴
に
於
て
私
は
、
精
糟
分
裂
病
と
い
う
病
が
単
な
る
物
質
的
生
命

的
な
身
体
の
変
化
に
基
く
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
他
方
身
体
と
対
立
的
に

考
え
ら
れ
た
精
神
の
病
で
も
な
く
、
従
っ
て
元
来
身
体
因
論
的
に
も
心
因

論
的
に
も
充
分
説
明
し
尽
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
事
を
明
ら
か
に
し
得
た
と
思

う
。
入
間
の
人
妻
た
る
所
以
の
処
を
侵
す
精
神
分
裂
病
の
過
量
即
ち
基
礎

的
病
変
の
座
と
し
て
、
我
々
は
身
体
と
精
神
と
の
区
瀦
、
外
と
内
と
の
区

潤
を
趨
越
し
、
こ
の
爾
者
が
拠
っ
て
立
つ
共
通
の
場
所
と
し
て
の
「
気
偏

即
、
ち
鵠
Φ
達
。
α
q
σ
q
①
擁
の
云
う
○
①
ヨ
葺
と
い
う
も
の
を
考
え
た
。
こ
の
気

の
覆
域
に
生
じ
て
い
る
出
来
事
は
、
我
々
が
こ
れ
を
対
象
的
、
ノ
エ
マ
的

に
見
よ
う
と
す
る
限
り
、
決
し
て
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

一
田
…
我
々
が
患
者
と
の
間
に
我
と
汝
と
い
う
二
人
称
的
な
出
会
い
を
開
い

て
、
自
他
の
根
源
的
同
一
の
場
所
に
立
つ
な
ら
ば
、
人
聞
の
最
も
内
た
る

も
の
と
し
て
の
気
の
動
き
は
、
其
醗
外
な
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
り
、
我

我
は
此
を
我
の
自
覚
と
し
て
、
ノ
エ
シ
ス
的
に
知
る
事
が
出
来
る
。
斯
様

に
気
の
変
化
を
ノ
エ
マ
的
で
は
な
く
し
て
ノ
エ
シ
ス
的
に
、
窟
覚
を
通
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
反
転
さ
せ
る
事
に
よ
っ
て
知
る
方
法
と
し
て
、
私
は
自
覚
的
現
象
学
と

七
三



274

哲
学
研
究
　
第
困
否
九
十
七
号

い
う
方
法
に
考
え
至
っ
た
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
分
裂
病
者
の
気
に
生
じ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
変
化
は
、
此
の
自
覚
的
現
象
学
の
方
法
に
撚
っ
て

我
の
自
覚
と
し
て
兇
た
場
合
、
如
何
な
る
様
相
を
呈
す
る
の
で
あ
る
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
リ

　
第
一
部
に
於
て
詳
述
し
た
如
く
、
ζ
巳
冨
苧
ω
琵
巴
は
「
分
裂
病
姓
」
と

い
う
述
語
に
臨
床
的
限
定
的
の
も
の
と
人
閣
的
様
態
化
的
の
も
の
と
を
分

け
、
後
考
は
我
々
が
分
裂
病
者
の
人
間
か
ら
受
け
る
木
質
的
印
象
と
し
て

「
特
定
不
可
解
」
と
い
う
内
容
を
有
す
る
、
と
…
吾
っ
て
い
る
。
彼
自
身
、

私
の
云
う
意
味
で
の
自
覚
的
現
象
学
の
方
法
的
自
覚
に
達
し
て
は
い
な
い

に
し
て
も
、
こ
の
「
不
可
解
」
の
概
念
は
旨
黛
）
Φ
屋
の
「
了
解
不
能
」
の

概
念
と
等
し
く
、
期
せ
ず
し
て
病
者
と
出
会
っ
た
我
々
翻
身
の
内
蔀
を
ノ

エ
マ
化
し
た
も
の
と
考
え
る
事
が
出
来
る
。
　
「
特
定
不
．
旬
解
」
と
は
、
と

り
も
直
さ
ず
我
々
が
分
裂
病
者
に
向
っ
て
働
か
せ
る
了
解
作
用
が
、
或
特

定
の
仕
方
で
不
成
功
に
終
る
事
を
意
味
し
て
い
る
。
分
裂
病
者
の
印
象
を

描
写
す
る
の
に
、
精
神
医
学
に
於
て
は
一
般
に
坤
㊦
ヨ
F
監
護
¢
α
q
餌
類
α
q
凶
器
ダ

鎧
顎
口
霧
℃
話
。
げ
び
餌
さ
園
O
鋒
雛
（
貯
β
⇔
謬
α
q
o
r
搾
O
鯨
蝋
ハ
鄭
O
も
自
等
の
淵
叢
が
用
い

ら
れ
て
い
る
が
、
此
等
も
無
様
の
精
神
科
医
自
身
の
主
観
内
容
を
紀
饗
し

て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
此
等
の
表
現
の
底
に
は
、
人
間
的
出
会
い

一
般
に
於
て
生
ず
べ
き
笛
の
、
自
他
の
自
然
な
根
源
的
疏
通
の
体
験
が
、

我
々
と
分
裂
病
者
と
の
間
に
は
成
立
し
難
い
、
と
い
う
事
が
含
ま
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
我
々
は
分
裂
病
者
と
、
気
の
領
域
に
嘗
て
日
常
的
な

仕
方
で
根
源
的
直
接
的
に
出
会
う
事
が
難
し
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
分
裂

病
者
と
普
通
な
仕
方
で
「
気
を
通
じ
さ
せ
」
難
い
の
で
あ
る
。
分
裂
病
者

は
「
気
が
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
此
の
事
態
を
解
釈
し
て
述
べ
て

い
る
の
に
他
な
ら
な
い
。

七
四

　
分
裂
病
者
は
「
気
が
違
っ
て
」
い
る
の
で
あ
っ
て
「
気
を
失
っ
て
」
い

る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
事
は
、
分
裂
病
者
と
し
て
も
我
々
と
等
し
く
人

間
で
あ
る
以
上
、
気
の
領
域
に
於
て
他
人
と
直
接
に
岡
～
の
場
所
に
立
つ

可
能
挫
を
単
に
嚢
失
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
事
で
あ
る
。
違
っ

た
気
と
出
会
う
に
は
、
通
常
の
仕
方
で
な
く
、
違
っ
た
仕
方
が
必
要
と
な

る
と
い
う
だ
け
の
事
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
「
違
っ
た
仕
方
」
と
い
う

の
は
、
我
々
が
分
裂
病
者
と
出
会
う
に
際
し
て
態
々
用
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

如
き
も
の
で
は
な
く
て
、
病
者
と
の
根
源
的
直
接
的
な
同
一
が
反
省
さ
れ

る
際
に
、
ノ
エ
マ
的
に
「
違
っ
た
仕
方
」
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
に
過
ぎ
な

い
。
分
裂
病
者
に
対
し
て
「
不
可
解
」
と
い
う
時
、
其
れ
は
既
に
欺
か
る

「
違
っ
た
仕
方
し
で
の
了
解
の
成
立
を
述
べ
て
い
る
も
の
と
考
え
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

　
従
っ
て
、
分
裂
病
者
が
我
々
に
対
し
て
ざ
纂
⇔
｝
臨
＄
で
あ
る
と
か
、

消
O
簿
巴
昏
ヨ
鍵
茜
鉱
が
認
め
ら
れ
る
と
か
云
う
場
合
、
　
こ
れ
は
単
純
に
彼

我
の
聞
の
人
問
的
接
触
の
欠
如
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
我
々
は
、
例

え
ば
種
々
の
原
因
に
よ
る
大
脳
器
質
姓
の
痴
呆
患
者
や
、
意
識
喪
失
者
に

就
て
も
、
嗣
じ
く
溶
。
選
鉱
群
ヨ
餌
湿
α
q
鉱
或
は
犀
。
暴
富
犀
二
〇
ω
の
印
象
を
受

け
る
が
、
此
れ
と
分
裂
病
性
の
蓉
。
簿
⇔
簿
ヨ
§
σ
Q
鮎
と
は
勿
論
全
く
甥
種

の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
今
も
し
分
裂
病
者
に
就
い
て
「
接
触
の
不
足
」

（
囚
。
鋒
①
簿
尊
話
σ
q
働
）
或
は
「
接
触
の
喪
失
」
（
同
（
O
降
陣
⇔
搾
二
〇
の
）
と
い
う
表
現

を
励
め
、
こ
れ
を
「
接
触
の
圓
避
」
（
｝
（
O
昌
け
9
犀
陣
㊤
ぴ
考
O
一
〇
ぴ
①
野
際
）
或
は
「
接

触
の
忌
避
」
（
陣
。
口
欝
簿
鼠
（
刷
吋
お
）
と
い
う
袈
現
に
替
え
て
み
た
ら
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
私
は
こ
れ
に
依
っ
て
、
分
裂
病
者
か
ら
受
け
る
我
々
の
印
象

は
、
よ
り
鮮
明
に
具
体
的
に
蓑
環
さ
れ
得
る
と
思
う
。
労
裂
病
者
は
他
人



　
　
と
の
間
に
我
と
汝
の
潜
入
称
的
出
会
い
の
場
に
立
つ
事
を
回
避
し
た
が
っ

　
　
て
い
る
、
他
人
と
真
に
気
を
通
じ
さ
せ
る
嘉
は
彼
等
に
と
っ
て
は
何
か
自

　
　
ら
の
存
在
を
脅
か
す
様
な
事
を
器
質
す
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
こ
れ
に

　
　
抵
抗
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
見
る
事
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う

　
　
の
で
あ
る
。
我
々
が
普
段
、
分
裂
病
者
の
態
度
は
「
自
閉
的
」
（
蓉
墜

　
　
ω
騎
。
げ
）
で
あ
る
、
と
云
っ
て
い
る
書
蘂
の
意
味
は
此
の
様
な
処
に
あ
る

　
　
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
精
神
分
裂
病
の
基
礎
的
な
存
在
様
式
と
し
て
こ
の
「
自
閉
性
」
》
億
墜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
を
　

　
　
ω
ヨ
諏
ω
を
考
え
た
の
は
、
周
知
の
如
く
や
弓
・
b
ご
δ
乱
興
で
あ
っ
た
。
既
に
述

　
　
べ
た
如
く
じ
ご
寄
巳
興
は
当
時
の
連
想
心
理
学
か
ら
出
発
し
、
分
裂
病
の
基

　
　
礎
障
害
を
観
念
連
合
の
慣
熟
に
あ
る
と
考
え
た
か
ら
、
彼
は
病
者
の
自
閉

　
　
性
を
も
、
無
意
識
の
観
念
買
越
と
現
実
の
心
的
生
活
と
の
間
の
乖
・
離
と
云

　
　
う
事
か
ら
説
明
し
得
る
も
の
と
考
え
た
。
し
か
し
、
彼
の
出
発
点
と
し
た

　
　
連
想
心
理
学
錘
体
が
入
間
の
心
を
多
数
の
要
素
的
素
材
か
ら
成
る
モ
ザ
イ

　
　
ク
思
置
成
物
と
看
倣
し
て
仕
舞
う
事
に
よ
っ
て
、
全
体
的
一
圓
的
な
入
格

　
　
的
人
間
を
見
失
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
乖
離
理
論
が
其
後
の
精

　
　
神
医
学
に
於
て
、
仮
説
と
し
て
も
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
は
当
然
の
事

　
　
と
云
え
る
。
併
し
、
彼
の
為
し
た
如
く
、
分
裂
病
者
の
基
本
的
存
在
様
式

　
　
を
そ
の
自
閉
性
に
求
め
る
、
と
い
う
考
え
は
、
現
代
に
至
る
迄
、
分
裂
病

　
　
論
の
主
流
的
な
考
え
方
と
な
っ
て
残
っ
て
い
る
。

　
　
　
匿
⑦
三
二
の
後
継
者
と
し
て
、
此
の
漁
閉
性
の
間
題
を
、
よ
り
全
俸
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

　
　
暫
学
的
に
考
察
し
た
の
は
図
．
窯
ぎ
障
。
芝
。
。
賦
で
あ
っ
た
。
彼
は
智
護
簿
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の
所
謂
現
実
機
能
（
ぽ
昌
。
識
。
嵩
砦
誌
免
）
の
喪
失
の
思
想
を
継
承
し
て
、

2　
　
分
裂
病
者
の
基
本
的
特
徴
を
「
現
実
と
の
生
け
る
接
触
の
要
失
」
（
需
諄
①

精
神
分
裂
病
症
状
の
背
後
に
あ
る
も
の

籍
¢
o
o
艮
⇔
9
＜
離
心
p
。
〈
①
o
黒
八
鐙
捧
伽
）
と
褒
現
し
た
。
鷺
ぎ
労
。
≦
ω
謀
は

思
想
的
に
は
、
人
間
を
多
様
的
統
一
と
し
て
蹴
観
的
に
振
え
よ
う
と
す
る

じd

ﾗ
蕩
。
鄭
の
流
を
汲
む
入
で
あ
っ
た
か
ら
、
斯
る
自
閉
性
を
更
に
連
合
乖

離
等
の
仮
説
的
基
礎
障
害
に
迄
還
元
す
る
事
を
せ
ず
、
寧
ろ
逆
に
愚
考
的

分
裂
を
含
む
一
切
の
分
裂
病
癒
状
を
、
現
実
と
の
生
け
る
接
触
の
障
害
か

ら
一
義
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
費
え
ば
、
我
々
の
思
考
の
首
魚
一
貫

性
は
、
我
々
が
現
在
出
会
っ
て
い
る
此
の
現
実
界
と
の
直
接
的
生
命
的
な

共
感
が
保
た
れ
て
い
る
限
り
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
こ
の
共
感
が
失

わ
れ
る
と
愚
考
は
そ
の
目
的
と
尺
度
を
失
っ
て
支
離
滅
裂
な
も
の
と
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
、
分
裂
病
者
の
思
考
障
害
は
か
く
し
て
成
立
す
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
く
　

あ
る
と
欝
う
。
図
．
ω
窪
磐
ω
等
も
、
人
聞
と
世
界
と
の
賜
の
「
共
感
的
金

体
開
係
」
（
銘
ヨ
℃
簿
げ
簿
δ
o
び
Φ
日
。
け
餌
澤
餅
＄
ぴ
。
臥
Φ
げ
二
謬
α
q
）
の
戦
記
と
い
う
観

点
か
ら
分
裂
病
を
捉
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
此
は
や
が
て
は
鵠
O
ご
①
α
q
穿
q
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
う
　

の
思
想
に
拠
っ
て
好
じ
ご
ヨ
ω
巽
本
妻
q
2
が
分
裂
病
を
世
界
内
存
在
と
し
て

の
現
存
在
の
変
容
と
考
え
た
立
場
に
繋
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
恐
想

に
は
、
も
と
よ
り
聴
く
べ
き
処
、
汲
む
べ
き
処
が
多
い
。
分
裂
病
淑
伺
が
彼

を
取
巻
く
現
実
世
界
の
中
に
安
住
し
得
ず
、
此
れ
と
真
に
一
捧
と
な
り
得

な
い
で
、
彼
の
自
己
世
界
の
中
へ
閉
じ
籠
っ
て
し
ま
う
蒋
様
は
、
我
々
の

濁
常
雇
る
処
で
遭
遇
す
る
情
景
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
9
ぎ
ぎ
≦
㎝
臨
の

謂
う
「
現
実
と
の
生
け
る
接
触
の
喪
失
」
も
中
ω
窪
き
ω
の
謂
う
「
人

聞
と
世
界
と
の
閥
の
共
感
的
全
体
関
係
の
障
害
」
も
、
共
に
分
鐙
骨
の
中

心
的
症
状
で
は
あ
り
得
て
も
、
分
裂
病
の
過
程
そ
の
も
の
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。
其
れ
は
分
裂
病
疲
状
の
形
相
因
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

動
力
因
と
は
云
え
な
い
。
其
れ
は
そ
れ
自
体
、
よ
り
根
底
に
あ
る
分
裂
病

七
五
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過
程
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
癒
状
で
あ
っ
て
、
窮
極
の
根
源
と
は
考
え

る
事
が
で
き
な
い
。
事
実
、
斯
様
な
考
え
の
底
に
は
儒
時
も
じ
づ
。
薦
。
・
§

の
エ
ラ
ン
・
ヴ
イ
タ
…
ル
と
か
》
回
画
け
の
心
的
緊
張
力
と
か
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
論
的
な
仮
定
が
潜
ん
で
お
り
、
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
体
は
や
が
て
生
命

力
一
般
と
し
て
生
物
学
的
身
体
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
、
と
考
え
ら

れ
る
の
愚
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
糖
神
分
裂
病
が
心
身
二
元
論
を
超
越
し

た
人
聞
宙
体
の
病
で
あ
る
事
を
説
い
て
倦
ま
な
か
っ
た
切
｝
霧
遊
猟
口
α
q
Φ
壇
と

て
も
、
こ
の
病
二
身
の
本
態
は
生
物
学
的
な
も
の
、
と
考
え
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
承
れ
で
は
要
す
る
に
羊
頭
を
掲
げ
て
狗
肉
を
売
る
の

類
に
過
ぎ
ぬ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
心
身
を
趨
越
し
た
人
問
の
病
の
根
源

は
、
心
身
を
超
越
し
た
処
に
求
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
、
私
は
考

え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
根
源
が
根
源
㎜
た
り
得
る
た
め
に
は
、
そ
れ
以
上
潮
…
る
事
の
出
来
ぬ
窮
極

の
も
の
、
と
い
う
意
陳
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
そ
の
背
後
に
更
に
よ
り
根

源
的
な
も
の
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
如
き
も
の
は
根
源
と
呼
ぶ
に
慣
し
な
い
。

私
が
分
裂
病
の
過
程
即
ち
基
礎
的
病
変
と
戦
う
も
の
は
、
此
の
意
味
で
の

根
源
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
此
の
様
な
根
源
に
は
如
侮
に
し

て
到
達
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
す
べ
て
ノ
エ
マ
的
、
対
象
的
に
見
ら
れ
た

も
の
に
は
、
更
に
そ
の
背
後
に
必
ず
そ
れ
の
原
因
が
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。

こ
の
原
鶴
が
更
に
ノ
エ
マ
的
に
考
え
ら
れ
る
限
り
に
於
て
、
そ
れ
は
又
よ

り
一
層
深
い
ノ
エ
マ
的
原
園
に
基
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
極

の
処
、
我
々
は
最
も
根
源
的
な
る
ノ
エ
マ
と
し
て
、
晦
然
一
漸
蝦
と
い
う
も

の
、
或
は
神
の
摂
理
の
如
き
も
の
に
考
え
釜
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

分
裂
病
舵
状
の
根
源
を
求
め
て
無
限
に
遡
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
慮
然

七
六

と
か
神
と
か
い
う
考
え
に
到
達
せ
ざ
る
を
得
ぬ
、
そ
し
て
其
処
で
は
最
早
、

分
裂
病
の
原
鰹
と
い
う
意
味
は
全
く
失
わ
れ
て
仕
舞
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
我
々
が
一
度
こ
の
様
な
ノ
エ
マ
的
擬
点
か
ら
離
れ
て
、
ノ
エ
シ

ス
砲
撃
覚
的
観
点
に
立
っ
た
な
ら
ば
、
根
源
を
求
め
る
懸
盤
の
遡
及
は
一

切
無
に
帰
し
て
、
根
源
は
端
的
に
直
下
に
あ
る
と
云
う
の
他
な
く
な
る
。

ノ
エ
シ
ス
的
に
考
え
れ
ば
、
す
べ
て
が
先
ず
際
飴
簿
の
「
統
覚
」
の
如
き

も
の
に
帰
す
る
と
云
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
は
未
だ
充
分
ノ

エ
シ
ス
的
と
は
云
え
な
い
。
歪
。
露
①
　
の
「
行
為
我
」
の
如
き
も
の
を
考

え
て
も
、
そ
れ
は
豪
だ
緻
く
我
の
立
場
で
あ
っ
て
真
に
ノ
エ
シ
ス
的
に
冤

る
我
と
は
云
え
な
い
。
ノ
エ
マ
的
に
我
と
云
わ
れ
得
る
様
な
も
の
は
、
ノ

エ
シ
ス
的
に
隠
る
我
と
は
云
え
な
い
。
ノ
エ
マ
的
に
我
と
云
わ
れ
得
る
様

な
も
の
は
、
ノ
エ
シ
ス
的
な
意
味
で
張
だ
根
源
と
は
云
い
得
な
い
の
で
あ

る
。
ノ
エ
マ
的
我
に
は
更
に
そ
の
根
源
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
我
が

何
等
か
の
存
在
者
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
最
早
我
と
は
云
わ
れ
な
い
。
我
は
あ
く
ま
で
も
還
死
骸
．
司
能
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
ノ
エ
マ
的
に
我
と
蒙
わ
れ
る
も
の
の

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

根
源
と
し
て
は
、
ノ
エ
シ
ス
的
に
無
と
か
空
と
か
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
以
外
な
い
と
思
う
。

　
無
と
か
空
と
か
い
う
も
の
を
い
き
な
リ
ノ
エ
マ
的
に
兇
よ
う
と
し
て
も

意
味
を
な
さ
な
い
。
晃
ら
れ
、
考
え
ら
れ
た
以
上
、
そ
れ
は
既
に
一
国
の

有
、
一
個
の
実
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
無
や
塞
を
見
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ

の
方
法
は
只
一
つ
、
そ
れ
を
我
々
霞
身
の
ノ
ェ
シ
ス
的
臼
覚
を
逓
し
て
反

転
さ
せ
て
ノ
エ
マ
化
す
る
以
外
に
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
自
覚
と
い
っ
て

も
勿
論
心
理
学
的
な
自
我
葱
識
の
如
き
も
の
を
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
朱

、



　
　
だ
主
も
な
く
客
も
な
く
、
ノ
エ
シ
ス
も
ノ
エ
マ
も
な
い
、
根
源
的
自
己
同

　
　
一
の
相
に
身
を
沈
め
る
事
を
通
じ
て
、
其
処
か
ら
分
離
派
生
し
た
ノ
エ
マ

　
　
を
見
る
事
に
よ
っ
て
の
み
、
我
の
銀
源
と
し
て
の
無
や
空
が
瞬
覚
さ
れ
響

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
る
と
思
う
。
此
の
様
な
方
法
を
私
は
自
覚
的
現
象
学
と
名
付
け
た
の
で
あ

　
　
る
。

　
　
　
我
の
墨
壷
と
し
て
の
分
裂
病
、
と
い
う
私
の
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
自

　
　
閉
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
得
る
様
な
分
裂
病
の
真
相
は
、
既
に
我
々
の
自
覚

　
　
に
於
て
端
的
且
っ
確
実
に
見
ら
れ
て
い
る
事
に
な
る
。
此
の
真
相
を
ノ
エ

　
　
マ
的
に
生
物
学
的
生
命
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
如
き
も
の
の
変
化
に
基
づ
け

　
　
て
仕
舞
う
と
い
う
事
は
、
真
相
を
却
っ
て
隠
蔽
す
る
と
い
う
事
に
他
な
ら

　
　
な
い
。
我
々
は
飽
く
ま
で
も
、
我
々
自
身
の
自
覚
に
映
ず
る
分
裂
病
者
の

　
　
印
象
か
ら
離
脱
し
て
は
な
ら
な
い
。
上
に
述
べ
た
様
に
、
分
裂
病
者
は
我

　
　
我
他
人
と
の
対
人
的
接
触
を
翻
為
し
た
が
っ
て
い
る
、
此
の
事
が
我
々
の

　
　
考
察
の
出
発
点
と
な
ら
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
分
裂
病
の
真
相
を
、
そ
の
対
人

　
　
．
画
に
於
て
自
覚
的
に
捉
え
る
と
、
そ
れ
は
如
何
な
る
様
穣
を
呈
す
る
の
で

　
　
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
私
は
第
一
都
に
於
て
、
人
間
が
入
間
と
し
て
在
る
と
い
う
事
は
、
窟
他

　
　
の
根
源
的
疏
通
性
の
上
に
立
っ
て
、
我
と
汝
の
今
入
称
的
交
り
を
開
き
な

　
　
が
ら
、
一
方
に
於
て
歴
史
的
身
体
を
個
別
化
の
原
理
と
す
る
自
他
の
絶
対

　
　
的
な
区
別
に
基
づ
く
個
人
と
し
て
在
る
事
だ
と
考
え
た
。
此
の
事
は
、
共

　
　
通
町
康
理
と
個
別
化
原
理
と
の
単
な
る
嗣
時
成
立
と
考
え
て
は
な
ら
ぬ
事

　
　
は
云
う
迄
も
な
い
。
個
人
は
我
と
汝
の
関
係
に
立
つ
事
に
よ
っ
て
の
み
、
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真
に
絶
対
的
な
個
溺
者
た
り
得
る
の
で
あ
り
、
他
薗
、
我
と
汝
の
関
係
は

つ
扁　

　
絶
対
的
細
別
者
と
し
て
の
個
人
間
に
し
か
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
其
処

精
神
分
裂
病
痘
状
の
背
後
に
あ
る
も
の

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
は
、
絶
対
矛
形
的
自
己
懸
一
と
い
っ
た
様
絹
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
共
通
化
原
理
と
云
う
も
個
別
化
原
理
と
云
う
も
、
覧
れ
も
此
の

同
一
の
様
相
の
夫
々
反
対
の
顧
を
冤
て
名
付
け
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で

あ
る
。
嬉
し
こ
の
爾
面
は
、
そ
れ
が
絶
対
矛
盾
耳
擦
己
同
一
で
あ
る
限
り

に
於
て
、
こ
の
絶
対
矛
盾
性
に
於
て
激
し
い
弁
課
法
的
対
立
葛
藤
の
動
き

を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
我
と
汝
と
は
単
に
互
に
平
和
的
友
好
的

に
共
存
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
我
と
汝
と
が
共
に
絶
対
の
個
別
で
あ
る

為
め
に
は
、
我
と
汝
は
互
に
絹
手
を
絶
対
的
に
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
郷
山
三
聖
の
問
答
に
も
見
ら
れ
る
様
に
、
我
と
汝
と
の
間

に
は
喰
う
か
喰
わ
れ
る
か
の
闘
争
が
生
じ
な
け
れ
ば
、
我
は
我
、
汝
は
汝

と
し
て
個
溺
と
な
る
事
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
我
汝
の
こ
人
称
的
出
会

い
と
は
、
斯
る
相
互
否
定
を
更
に
否
定
し
た
処
に
、
否
定
の
否
定
と
し
て

の
絶
対
肯
定
と
し
て
成
立
す
る
事
態
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
（
こ
の
点
に

関
し
て
は
筑
摩
書
房
刊
「
古
典
麟
本
文
学
全
集
し
第
十
五
巻
「
仏
教
文
学

集
」
三
〇
五
買
以
下
の
漸
谷
啓
治
先
生
の
解
説
を
参
照
。
）
緬
薫
炉
共
逓
、

共
逸
即
綴
劉
の
絶
対
矛
贋
的
自
己
同
一
の
真
相
は
、
燗
別
化
を
廻
る
斯
く

の
如
き
熾
烈
な
弁
証
泌
的
葛
藤
の
場
で
あ
る
。
他
人
と
の
聞
に
二
人
称
的

出
会
い
を
開
こ
う
と
す
る
者
は
、
常
に
自
巴
の
欄
漫
漫
と
し
て
の
存
否
に

係
る
こ
の
闘
争
に
直
藤
す
る
だ
け
の
覚
嬬
瞬
を
要
求
さ
れ
る
。
分
裂
病
者
に

於
て
二
人
称
的
出
会
い
が
麟
避
さ
れ
る
の
は
、
此
の
覚
藩
の
不
足
に
基
く

も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
云
え
ば
、
分
裂
病
者
に
於
て
は
個
別

化
の
原
理
が
侮
等
か
の
仕
方
で
危
機
に
陥
っ
て
い
て
、
葛
藤
に
酎
え
得
る

だ
け
の
覚
悟
を
生
じ
得
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
次
に
此
の

観
点
か
ら
の
分
裂
病
者
の
特
徴
的
な
症
状
を
逐
一
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

七
七
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蜜
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圃
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6
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Q
α
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5
）
b
ご
募
舞
護
9
じ
”
G
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畠
一
δ
℃
ご
2
陣
ρ
寓
議
ぎ
α
q
①
黙
認
鶏
（
新

　
海
、
宮
本
、
木
村
訳
「
精
神
分
裂
病
し
全
工
巻
、
み
す
ず
書
房
）

二
　
個
別
化
原
理
の
危
機
と
し
て
の
精
神
分
裂
病

　
精
神
分
裂
病
者
が
明
白
な
病
的
体
験
を
抱
き
、
客
観
的
に
異
常
が
認
め

ら
れ
る
に
至
る
の
は
、
既
に
分
裂
病
章
程
が
或
程
度
進
行
し
た
段
階
に
於

て
で
あ
る
と
い
う
事
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
病
的
体
験
が
畷
確
に

分
節
さ
れ
て
出
現
す
る
に
至
る
迄
の
閣
、
病
者
は
相
当
長
期
間
に
亙
っ
て

漠
然
た
る
緊
張
感
、
何
事
か
が
起
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
朧
げ
な
不
安

感
を
有
し
、
外
部
の
変
化
、
殊
に
他
人
の
雷
動
に
対
し
て
極
慶
に
敏
感
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ
ソ

な
っ
て
い
る
時
期
が
あ
る
。
0
9
霞
聖
篭
は
此
の
時
期
に
、
俳
優
が
舞
台
に

登
場
す
る
前
に
体
験
す
る
鱗
雲
を
意
味
す
る
↓
話
票
ド
の
名
称
を
与
え
た
。

此
の
時
期
に
於
て
は
未
だ
帯
心
か
ら
は
病
者
の
異
常
に
は
気
付
か
れ
な
い

警
め
、
分
裂
病
者
が
此
の
時
期
に
既
に
精
神
科
医
の
離
に
現
れ
る
築
は
、

比
較
的
稀
で
あ
る
。
併
し
、
経
験
を
積
ん
だ
精
神
科
医
な
ら
ば
、
其
処
か

七
八

ら
既
に
単
な
る
不
安
神
経
癒
や
単
な
る
神
経
質
の
人
か
ら
は
感
じ
ら
れ
な

い
一
種
独
特
の
雰
囲
気
を
感
じ
と
っ
て
、
此
れ
を
分
裂
病
の
前
駆
期
で
あ

る
と
適
確
に
診
断
し
う
る
事
が
多
い
。
其
れ
は
未
だ
不
可
解
と
か
疏
通
不

能
と
迄
は
云
え
な
い
迄
も
、
或
時
は
奇
妙
な
怖
ず
怖
ず
と
し
た
尻
込
み
で

あ
り
、
或
時
に
は
逆
に
不
自
然
に
気
負
っ
た
自
己
主
張
で
あ
っ
て
、
敦
れ

も
自
然
な
対
人
関
孫
の
中
に
安
住
し
得
な
い
或
種
の
内
的
緊
張
状
態
を
衷

現
し
て
い
る
も
の
の
様
に
恩
わ
れ
る
。
此
の
時
期
に
於
て
は
、
病
者
の
体

験
の
巾
・
へ
の
他
人
の
出
現
が
、
未
だ
後
の
時
期
程
に
銭
函
的
に
な
っ
て
い

な
い
事
が
多
い
。
病
者
は
何
よ
り
も
先
ず
、
彼
を
B
常
取
巻
い
て
い
る
諸

諮
の
事
物
と
の
交
わ
り
に
於
て
、
虞
然
な
鷺
明
性
の
喪
失
を
感
じ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ウ
こ

と
考
え
ら
れ
る
。
鵬
ぎ
G
・
≦
鋤
臨
σ
q
禽
は
、
斯
様
な
事
態
を
「
経
験
の
非
」
貫

性
」
（
ぎ
犀
§
ω
①
鳶
¢
o
自
匙
霞
図
H
隔
鋤
ξ
§
α
Q
）
の
概
念
で
理
解
し
よ
う
と
し

た
。
病
者
は
、
被
が
臼
常
出
会
い
慣
れ
て
い
る
筈
の
事
物
の
許
に
非
反
省

的
、
非
問
題
的
な
一
貫
性
を
も
っ
て
逗
留
（
㌧
r
¢
幽
①
津
け
プ
ρ
一
け
）
す
る
事
が
出

来
な
い
。
病
者
は
世
界
を
、
其
れ
自
体
あ
る
が
儘
に
あ
ら
し
め
る
事
が
出

来
な
い
の
で
あ
る
。

　
世
界
を
あ
る
が
儘
に
あ
ら
し
め
る
、
と
い
う
褻
は
し
d
ぎ
ω
≦
露
α
q
醇
も
云

っ
て
い
る
通
り
、
決
し
て
自
明
且
つ
容
易
な
事
で
は
な
い
。
さ
り
と
て
、

彼
が
こ
れ
を
「
全
く
積
極
的
な
活
動
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
も
当
っ

て
い
な
い
様
に
思
わ
れ
る
。
世
界
を
あ
る
が
儘
に
あ
ら
し
め
る
と
い
う
事

は
、
鐵
我
と
世
界
と
が
一
間
題
的
な
自
認
難
平
の
境
地
に
立
つ
と
い
う
事
、

轍
界
に
抱
か
れ
、
且
つ
世
界
を
抱
き
つ
つ
世
界
の
中
に
逗
留
す
る
と
い
う

事
に
よ
っ
て
の
み
、
始
め
て
可
能
な
事
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
西
洋
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
主
客
分
離
の
立
場
か
ら
児
れ
ば
、
此
の
事
態
は
密
我
の
積
極
的
な
合
一



　
　
ソ
　
し
　
へ
　
も

　
　
化
の
活
動
に
よ
っ
て
始
め
て
達
成
さ
れ
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
も
知

　
　
れ
な
い
。
併
し
、
我
々
の
如
く
根
源
的
な
主
客
同
一
の
立
場
か
ら
出
発
す

　
　
る
者
に
と
っ
て
は
、
此
は
寧
ろ
一
切
の
意
志
的
努
力
を
放
棄
す
る
事
に
よ

　
　
っ
て
の
み
其
処
に
還
帰
し
得
る
根
底
的
な
事
態
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

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

　
　
人
間
の
一
切
の
活
動
、
一
切
の
努
力
は
、
帰
す
る
処
自
我
を
纒
別
と
し
て

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
確
保
す
る
為
め
に
な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
得
る
と
思
う
。
寓
。
賦
①
σ
q
α
q
巽
が

　
　
現
存
在
の
存
在
の
意
味
と
し
て
関
心
を
考
え
、
此
の
関
心
（
ω
o
嶺
Φ
）
の

　
　
構
造
を
差
し
当
り
「
の
為
め
」
（
十
日
－
≧
）
と
規
定
し
、
こ
の
「
の
為
め
偏

　
　
は
す
べ
て
終
局
的
に
は
「
現
存
在
自
身
の
痛
め
偏
（
¢
欝
　
ω
⑦
一
ゆ
Φ
門
　
宅
料
｝
｝
Φ
⇔
）

　
　
に
帰
す
る
と
考
え
た
の
も
、
こ
の
個
別
化
へ
の
意
志
を
指
し
て
云
っ
た
も

　
　
の
と
思
う
。
斯
様
な
立
場
に
立
つ
限
り
、
彼
が
現
存
在
の
本
来
姓
は
個

　
　
溺
化
の
原
理
と
し
て
の
死
を
自
ら
に
瞭
覚
す
る
事
に
よ
っ
て
ω
①
ぎ
鑓
ヨ

　
　
↓
o
山
⑦
に
徹
す
る
事
に
よ
り
達
せ
ら
れ
る
と
考
え
た
の
は
、
当
然
の
帰
結

　
　
と
考
え
ら
れ
る
。
斯
く
自
己
の
本
来
性
、
霞
己
の
自
己
姓
そ
の
も
の
に
係

　
　
わ
る
個
別
化
へ
の
意
志
を
放
棄
す
る
と
い
う
事
は
、
勿
論
晦
明
か
つ
容
易

　
　
な
事
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
併
し
そ
れ
は
又
、
放
棄
す
る
囲
め
の
積
極
的

　
　
活
鋤
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
得
べ
く
も
な
い
箏
で
あ
る
こ
と
も
、
云
う
迄
も

　
　
な
い
。
其
の
様
な
活
動
は
、
単
に
努
力
に
努
力
を
重
ね
る
事
を
し
か
意
味

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

　
　
し
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
欄
別
化
の
放
棄
は
只
、
個
甥
化
の
極
限
に

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
於
て
、
謂
わ
ば
佃
胴
の
死
に
絶
対
的
に
徹
し
切
る
事
に
於
て
、
大
死
一
番

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

　
　
達
成
さ
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
燗
に
徹
す
る
事
に
よ
っ
て
欄
を

　
　
越
え
、
死
に
徹
す
る
事
に
よ
っ
て
死
を
超
え
る
の
で
な
く
て
は
、
真
に
世
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@
界
を
あ
る
が
儘
に
あ
ら
し
め
る
事
は
出
来
な
い
と
考
・
尺
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

2　
　
　
此
の
様
に
真
に
偲
に
徹
し
、
個
に
安
注
す
る
事
に
よ
っ
て
嵐
ら
を
世
界

精
神
分
裂
病
症
状
の
背
後
に
あ
る
も
の

に
向
っ
て
開
き
得
る
為
め
に
は
、
皇
別
化
が
飽
く
迄
も
確
立
し
て
い
な
く

て
は
な
ら
な
い
、
然
も
、
個
別
化
に
拘
泥
し
纐
劉
化
に
固
秘
し
て
い
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
は
、
真
に
個
甥
化
に
印
す
る
事
は
出
来
な
い
。
燗
別
に
徹
す
る
と
い
う

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

事
は
急
心
を
捨
て
る
と
い
う
事
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
斯
く
考
え
る
時
、

分
裂
病
患
者
が
世
界
を
あ
る
が
雛
に
あ
ら
し
め
る
事
を
得
な
い
の
は
、
鰯

を
捨
て
て
欄
に
徹
す
る
と
い
う
事
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
縛
め
と
解
せ
ら

れ
る
。
漁
ら
の
個
捌
化
が
疑
わ
し
い
も
の
と
な
り
、
我
を
圧
倒
し
否
定
し

よ
う
と
す
る
葬
我
の
カ
が
次
第
に
譜
大
し
て
行
く
に
つ
れ
て
、
分
裂
病
者

は
次
第
に
世
界
か
ら
身
を
退
い
て
自
閉
的
な
態
度
を
と
り
、
或
は
逆
に
麿

然
な
一
貫
性
を
欠
い
た
意
志
的
努
力
的
な
仕
方
で
、
我
を
世
界
に
向
っ
て

主
、
締
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
様
な
分
裂
病
者
の
自
閉
性
が
形

成
さ
れ
て
行
く
に
蜜
っ
て
は
、
そ
の
最
初
か
ら
、
分
裂
病
聴
有
の
個
別
化

の
危
機
の
様
相
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
を

Gご

ﾂ
乱
費
や
窯
獣
犀
。
ぞ
ω
鉱
の
様
に
「
露
閉
性
」
の
郷
で
捉
え
る
も
、

ゆ
ぎ
ω
芝
露
σ
q
鶏
の
如
く
「
奇
矯
性
」
（
＜
臼
ω
瀞
σ
q
⑦
畠
。
翻
）
の
面
で
捉
え
る

も
、
心
夫
は
個
励
化
原
理
の
危
機
と
い
う
単
一
の
基
礎
的
過
程
に
対
し
て
病

者
が
魏
何
に
対
決
す
る
か
の
有
様
を
、
夫
々
異
っ
た
両
面
か
ら
見
た
も
の

に
過
ぎ
な
い
。

　
分
裂
病
の
基
礎
障
害
を
欄
別
化
の
障
筈
と
い
う
建
地
か
ら
捉
え
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ヨ
　

し
た
最
初
の
入
は
諺
．
園
3
鼠
。
罷
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
披
は

「
欄
体
」
（
H
講
象
く
凱
¢
環
響
）
と
い
う
概
念
を
「
種
」
的
な
意
味
に
解
し
た

か
ら
、
我
々
が
個
胴
と
云
っ
て
い
る
も
の
に
は
「
入
格
」
　
（
℃
o
屋
。
⇔
）
と

い
う
書
葉
を
㎜
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
「
人
知
」
と
は
種
的
な
個
体
に
統
一

的
能
動
性
の
原
理
と
し
て
の
自
我
が
働
い
て
い
る
事
に
よ
っ
て
可
能
と

七
九
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な
っ
て
い
る
様
な
、
人
間
特
有
の
も
の
で
あ
る
と
云
う
。
メ
3
課
。
盆
は

此
処
で
む
ご
屋
5
欝
貸
Y
瓢
器
笛
の
一
・
一
流
の
懸
鯛
心
埋
学
を
用
い
て
、
こ
の
能
動

的
統
一
的
な
自
我
の
働
き
を
、
宙
我
の
志
向
姓
で
あ
る
と
考
え
た
。
彼
に

と
っ
て
は
、
こ
の
志
向
性
を
支
え
て
い
る
も
の
は
人
格
の
自
零
墨
で
あ
る
。

分
裂
病
者
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
晦
己
性
が
侵
害
さ
れ
て
志
向
性
が
充
分
の

統
一
的
能
動
的
な
作
用
を
為
し
得
な
い
鎮
め
に
、
人
格
は
絶
え
ず
単
な
る

種
的
個
体
に
ま
で
堕
す
る
危
機
に
直
籍
し
て
い
る
。
病
者
の
慮
閉
的
な
構

え
ば
、
斯
る
陶
己
侵
害
に
対
抗
せ
ん
と
す
る
防
禦
的
姿
勢
に
他
な
ら
な
い
、

と
考
え
る
の
で
あ
る
。
此
処
迄
の
溶
門
o
p
獄
獲
の
考
え
方
は
、
我
々
の
立

場
か
ら
見
て
も
、
さ
し
て
異
論
を
鋏
む
余
地
の
な
い
も
の
と
云
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
併
し
、
此
の
結
論
の
類
似
は
結
局
は
や
は
り
表
諏
的
な
も
の
に

止
っ
て
い
て
、
根
本
的
に
は
我
々
と
の
閥
に
決
定
的
な
立
場
の
相
異
の
存

す
る
事
は
、
一
歩
考
察
を
進
め
れ
ば
白
ず
と
明
ら
か
で
あ
る
。

　
駁
属
O
づ
詮
乙
　
は
、
分
裂
病
に
於
て
は
人
格
が
面
的
綱
体
に
堕
す
る
危
機

が
範
．
ら
れ
る
と
云
う
。
こ
の
人
格
と
種
的
綱
捧
の
関
係
は
、
あ
た
か
も

瓢
Φ
…
（
δ
臓
鐸
q
の
吋
の
云
う
d
霧
。
ぎ
と
（
蜀
。
。
累
塁
．
と
の
関
係
と
一
脈
相
通
じ

る
も
の
の
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
。
事
実
、
ご
ご
ヨ
亀
。
毛
§
箔
碧
も
分
裂
病
に
於

て
は
ご
霧
①
ぎ
が
へ
㌶
ω
ζ
〔
厳
の
世
俗
性
に
頽
落
す
る
危
機
が
病
者
薄
身

に
よ
り
体
験
さ
れ
て
い
る
有
様
を
分
析
し
て
み
る
。
し
か
し
U
器
。
ぎ
が

本
来
的
に
○
舘
①
ぎ
と
な
る
と
い
う
事
は
、
慮
ら
を
〔
】
霧
鑓
費
・
”
の
次
発

か
ら
引
き
上
げ
て
、
此
れ
と
本
質
的
に
異
っ
た
も
の
に
変
身
す
る
と
い
う

事
で
は
な
い
、
　
O
霧
①
ぎ
が
本
⊥
米
的
に
O
錯
ω
①
ヨ
と
な
る
と
い
う
事
は
、

鐵
ら
が
絶
え
ず
（
貯
ω
ン
雰
p
の
世
界
に
堕
し
、
想
望
的
世
界
の
中
で
繊
己

を
見
失
っ
て
い
る
と
い
う
事
に
気
付
く
と
い
う
事
で
あ
っ
て
、
世
俗
を
超

八
○

越
す
る
事
で
は
な
い
。
人
格
と
い
い
種
的
個
体
と
い
う
も
、
こ
れ
は
決
し

て
数
門
（
膨
諭
湿
の
考
え
る
様
に
刷
個
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
同
じ
人
間

と
い
う
も
の
を
爾
的
に
晃
る
か
心
的
に
箆
る
か
の
見
方
の
旛
違
に
過
ぎ
ぬ

と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
心
的
燗
体
が
諸
我
を
附
与
さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
人

格
と
な
る
の
で
は
な
く
、
人
聞
を
種
と
し
て
縢
然
科
学
的
に
見
る
と
種
的

個
体
と
兇
え
、
櫃
と
し
て
自
覚
的
に
論
る
と
人
格
と
見
え
る
の
で
あ
る
。

人
間
が
人
格
的
で
あ
る
事
の
一
契
機
と
し
て
、
　
閑
困
。
烹
①
凱
は
人
聞
が
身

体
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
従
っ
て
死
を
免
れ
な
い
も
の
で
あ
る
事
を
挙
げ

て
い
る
。
併
し
彼
は
我
々
の
様
に
、
傭
別
化
の
原
理
と
し
て
の
死
の
可
能

姓
を
内
包
す
る
歴
史
的
身
体
と
い
う
如
き
も
の
に
は
考
え
至
ら
な
か
っ
た
。

彼
の
謂
う
磁
的
燗
体
が
人
格
と
な
る
の
は
、
死
を
蘇
る
べ
き
も
の
、
危
機

的
な
も
の
、
そ
し
て
反
醐
救
済
的
で
も
あ
る
も
の
と
し
て
予
見
的
に
先
取

し
な
が
ら
死
を
超
越
し
、
死
に
打
克
つ
事
に
依
っ
て
で
あ
っ
た
。
従
っ
て

分
裂
病
毒
が
人
格
か
ら
種
的
個
体
に
堕
す
る
危
機
に
瀕
す
る
時
、
究
は
最

畢
打
克
ち
難
き
脅
威
と
し
ギ
、
赤
裸
々
に
姿
を
現
す
禦
に
な
る
。
将
に
分
裂

病
に
陥
ら
ん
と
す
る
者
の
抱
く
大
き
な
不
安
は
、
蒲
己
を
失
っ
て
種
土
個

体
に
堕
す
る
事
に
よ
っ
て
死
が
怖
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
本
性
を
露
わ
に

す
る
か
ら
で
あ
る
、
と
彼
は
考
え
て
い
る
。
鋭
し
乍
ら
、
既
に
第
一
都
に

出
て
述
べ
た
様
に
、
種
的
個
体
に
は
本
来
死
の
可
能
姓
は
無
い
と
雷
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
死
は
単
寧
者
に
の
み
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、

種
的
立
場
に
立
て
ば
万
物
は
不
死
永
遠
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
欄
的
立
場

で
死
と
云
わ
れ
る
も
の
は
種
的
立
場
で
は
単
な
る
新
陳
代
謝
の
自
然
法
則

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
又
、
真
に
人
格
と
云
え
る
絶
対
の
倒
甥
者

は
、
決
し
て
死
を
超
越
し
死
に
打
克
っ
事
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
も
の
で



　
　
も
な
い
。
絶
対
の
欄
励
者
は
、
つ
ね
に
他
人
に
よ
っ
て
霞
己
を
否
定
せ
し

　
　
め
つ
つ
、
自
他
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
に
参
与
す
る
事
に
よ
っ
て
の
み
、

　
　
入
格
と
い
う
に
相
応
し
い
課
題
者
た
る
事
を
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶

　
　
え
ず
死
を
内
包
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
死
し
て
生

　
　
き
る
事
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
死
は
単
に
予
熱
的
に
先
取
さ
れ
る
だ
け

　
　
で
は
な
く
、
生
き
る
と
い
う
事
の
刻
々
が
直
下
に
於
て
死
に
繋
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
　

　
　
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
、
人
格
と
い
う
事
は
云
わ
れ
得
な
い
。
分
裂
病
者

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
抱
く
不
安
は
個
鵬
化
の
窮
極
的
な
拠
り
所
と
し
て
の
死
を
奪
わ
れ
る
事

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
へ
の
不
安
で
は
あ
り
得
て
も
、
死
そ
の
も
の
へ
の
不
安
で
は
な
い
と
云
う

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
蛍
塁
≦
露
α
q
費
が
彼
の
症
例
田
蒼
鉛
昏
黄
肯
で
見

　
　
事
に
示
し
た
如
く
、
死
は
非
宙
己
化
の
脅
威
の
下
に
立
つ
分
裂
病
者
に
残

　
　
さ
れ
た
唯
一
の
欝
己
化
の
可
能
性
で
す
ら
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
将
に
鋼
製
病
に
隔
ら
ん
と
す
る
病
者
の
抱
く
、
寒
雲
と
し
た
不
安
感
は
、

　
　
栄
巴
。
無
①
冠
　
の
考
え
た
如
き
入
格
が
種
的
個
体
に
堕
す
る
事
に
よ
っ
て
追

　
　
り
来
る
死
の
無
毒
の
た
め
の
不
安
の
如
き
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
個
携

　
　
化
原
理
の
危
機
そ
の
も
の
の
為
め
の
不
安
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
分
裂
病

　
　
が
避
け
ら
れ
ぬ
事
態
と
な
る
時
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
属
一
と
し
て
の
絶
対

　
　
的
個
劉
化
工
共
通
化
の
原
理
は
、
そ
の
自
己
岡
一
の
弼
を
侵
さ
れ
て
絶
対

　
　
矛
眉
の
面
が
、
強
く
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
他
人
は
簸

　
　
早
自
己
と
の
出
遭
い
に
よ
っ
て
自
己
を
幽
己
た
ら
し
め
る
者
の
意
味
を
失

　
　
っ
て
、
自
己
を
否
定
し
臨
己
を
籔
奪
す
る
者
の
意
味
が
藺
面
に
出
て
来
る

　
　
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
始
め
漠
然
と
し
た
緊
張
を
伴
う
周
麗
金

81

@
体
の
変
容
感
疎
外
感
で
あ
っ
た
も
の
が
、
次
第
に
特
定
或
は
非
特
定
の
他

9
一　

　
入
に
よ
る
星
迫
侵
害
と
い
う
姿
に
焦
点
を
結
び
、
本
来
の
分
裂
病
愚
状
が

精
神
分
裂
病
症
状
の
背
後
に
あ
る
も
の

閣
始
さ
れ
る
に
至
る
経
過
は
、
人
間
の
個
溺
性
、
人
格
性
が
本
来
膚
す
る

二
人
称
的
構
造
の
如
実
な
具
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
度
々
繰
返
し
た
如
く
、
漸
か
る
薗
漁
期
を
経
て
開
始
さ
れ
る
本
来
の
精

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヒ

神
分
裂
病
の
初
期
症
状
の
中
核
と
な
す
も
の
は
、
他
人
に
よ
る
圧
迫
侵
害

の
体
験
で
あ
る
。
病
者
の
大
多
数
は
二
等
か
の
形
で
飽
人
か
ら
迫
害
さ
れ
、

追
動
さ
れ
、
不
快
な
内
容
を
語
り
か
け
ら
れ
、
不
作
法
に
眺
め
ら
れ
、
監

視
さ
れ
、
操
ら
れ
る
と
い
う
体
験
を
抱
く
。
他
人
の
干
渉
は
単
に
外
的
な

も
の
に
止
ま
ら
ず
、
病
者
の
内
面
を
も
意
の
儘
に
支
配
す
る
力
を
有
す
る
。

病
者
は
自
己
の
考
え
や
意
志
を
他
人
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
り
押
し
つ
け
ら

れ
た
り
す
る
と
感
じ
、
自
己
の
内
心
が
他
人
に
筒
抜
け
に
な
っ
て
い
る
と

感
じ
て
い
る
。
此
れ
が
精
神
医
学
で
所
謂
「
分
裂
病
牲
妄
想
体
験
砿
の
主

た
る
内
容
で
あ
る
。

　
駈
で
少
し
く
考
え
て
晃
れ
ば
判
る
事
で
あ
る
が
、
此
等
の
所
謂
病
的
体

験
内
容
そ
れ
鐵
体
は
決
し
て
麓
庸
無
稽
な
空
想
の
所
産
と
も
云
わ
れ
得
な

い
。
我
々
は
社
会
的
に
存
在
す
る
曲
り
に
於
て
、
華
実
絶
え
ず
他
人
か
ら

干
渉
を
受
け
、
難
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
他
入
と
の
関
係
は
単
な
る

友
好
的
関
係
に
止
ま
ら
ず
、
敵
意
と
悪
意
に
満
ち
た
他
人
か
ら
の
迫
害
や

誹
誘
も
豪
く
臼
常
的
な
事
実
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
又
、
我
々
が

此
等
の
他
入
か
ら
の
不
快
な
関
与
を
日
女
体
験
し
、
時
に
は
此
の
撮
め
に

苦
悩
す
る
事
も
事
実
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
貸
入
に
よ

る
自
己
の
内
．
醐
の
支
配
に
関
し
て
も
、
既
に
述
べ
た
如
く
我
々
の
対
人
関

係
は
個
人
同
志
が
互
に
気
を
通
じ
合
う
事
に
於
て
成
立
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
以
上
、
他
人
か
ら
我
が
心
を
覗
か
れ
、
聖
書
の
襖
に
他
人
の
気
持
を

押
付
け
ら
れ
、
来
車
の
意
志
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
事
も
、
此
れ
亦
実
際

八
一
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に
田
螺
生
じ
て
い
る
現
象
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
等
の
所
謂
病
的
体
験

は
、
日
頃
我
々
が
自
明
の
事
と
し
て
着
過
し
て
い
る
事
実
を
、
殊
更
に
闘

魚
化
し
て
述
べ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
分
裂
病
者
の
砲
く
妄
想
体
験
の
決
定
的
な
異
常
性
が
斯
く
の
如
く
そ
の

体
験
内
容
に
求
め
ら
れ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
も
妄
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
く
レ

体
験
の
形
式
面
に
求
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
㎏
器
噂
①
屋
は
分
裂
病

性
真
性
妄
想
の
標
識
と
し
て
、
異
常
な
確
信
、
訂
正
不
能
性
、
内
容
の
不

可
能
の
三
点
を
挙
げ
た
が
、
私
は
こ
れ
は
全
く
裏
爾
的
、
現
象
託
述
的
な

遠
方
で
あ
っ
て
、
我
々
が
分
裂
病
の
現
象
学
を
志
す
以
上
、
妄
想
体
験
の

異
常
性
は
分
裂
病
一
般
の
基
礎
障
害
と
し
て
の
個
甥
化
原
理
の
危
機
に
ま

で
遡
っ
て
求
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
第
一
部
に
紹
介
し
た
私
の
患
者
は
、
窃
分
が
他
人
か
ら
遠
隔
操
作
を
受

け
、
他
入
に
内
心
を
読
み
取
ら
れ
る
と
い
う
俸
験
を
、
偶
然
の
中
．
耳
炎
手

術
に
便
乗
し
て
後
頭
部
に
埋
設
さ
れ
た
精
巧
な
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ー
製
装
鷹

に
よ
る
も
の
と
考
え
た
。
他
入
が
演
分
を
監
視
す
る
為
め
に
病
者
の
居
室

の
天
井
裏
に
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
や
盗
聴
器
を
仕
掛
け
た
り
、
巨
費
を
投
じ
て

秘
密
探
偵
闘
を
傭
っ
た
り
、
絶
え
ず
影
の
聴
く
に
病
者
を
尾
行
す
る
等
、

妄
想
内
容
は
常
に
常
識
的
に
考
え
て
不
可
能
な
事
実
を
設
定
す
る
、
と
い

う
形
で
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
広
義
に
解
し
て
妄
想
内
容
と
云
う
な
ら
ば
、

冨
。
。
℃
①
謎
が
内
容
の
不
可
能
を
以
て
妄
想
の
標
識
と
し
た
の
も
肯
け
ぬ
事

で
は
な
い
と
思
わ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
、
更
に
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、

後
頭
部
に
埋
設
し
う
る
無
線
薬
嚢
な
る
も
の
が
製
濃
し
得
る
か
否
か
は
溺

と
し
て
、
少
く
と
も
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
や
盗
聴
器
に
よ
る
秘
密
の
探
知
、
探

偵
団
に
よ
る
調
査
、
傭
人
的
尾
行
等
、
妄
想
患
者
の
設
定
す
る
状
況
は
概

八
二

ね
、
其
れ
は
其
れ
と
し
て
原
理
的
に
は
可
能
な
状
況
で
あ
る
場
合
が
多
い
。

患
者
は
よ
く
、
自
勢
が
他
人
の
注
目
を
集
め
る
の
は
、
重
大
事
件
の
中
心

入
物
と
し
て
徴
間
に
知
れ
渡
っ
て
い
る
為
め
だ
等
と
考
え
る
が
、
此
れ
も

其
の
事
自
体
原
理
的
に
不
可
能
な
事
と
は
云
え
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は

日
常
屡
々
、
　
「
百
雷
の
一
時
に
落
ち
た
る
如
く
」
と
か
、
　
「
空
気
の
凍
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
い
た
様
な
」
と
か
い
う
比
喩
を
用
い
る
が
、
む
し
ろ
こ
の
場
合
の
方
が

内
容
の
不
可
能
と
云
う
標
識
が
よ
く
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
分
裂
病
考
の

妄
想
，
捧
験
に
「
あ
た
か
も
…
…
の
如
く
扁
と
い
う
雷
葉
を
加
え
て
こ
れ
を

ヘ
　
　
　
へ

比
喩
の
形
に
改
め
た
な
ら
ば
、
妄
想
は
一
変
し
て
分
裂
病
的
特
徴
を
失
う

の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
分
裂
病
者
の
妄
想
体
験
の
特
徴
を
な
す
の
は
、
内
容
の
不
可

能
で
は
な
く
て
、
そ
の
判
断
の
断
定
性
に
あ
る
と
云
え
る
か
と
思
う
。
我

我
が
日
常
「
あ
た
か
も
盗
聴
器
を
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
か
の
如
く
に
」
他

人
に
霞
ら
の
内
心
を
読
み
取
ら
れ
て
い
る
事
は
、
そ
れ
自
体
実
際
に
あ
り

得
べ
き
事
な
の
で
あ
り
、
こ
の
体
験
か
ら
「
あ
た
か
も
…
…
の
如
く
」
が

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

脱
落
し
て
比
喩
が
事
実
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
が
分
裂
病
性
妄
想
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
妄
想
体
験
の
断
定
性
は
、
智
ω
唱
⑦
謎
の
挙
げ
た
第
一
、

第
二
の
標
識
で
あ
る
異
常
な
確
信
と
訂
正
不
能
盤
と
も
密
接
に
関
係
し
、

寧
ろ
同
一
の
根
本
的
な
事
態
と
し
て
分
裂
病
者
の
思
考
形
式
の
特
徴
を
な

し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
分
裂
病
惟
思
考
障
豊
至
心
の
中
に
含
め
て
考
察

さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

　
分
裂
病
者
の
思
考
形
式
は
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
未
開
人
や
幼
兇
の
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ら
　

れ
に
類
似
す
る
も
の
と
看
徴
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
》
詠
Φ
鉱
は
分
裂
病

老
と
未
開
人
や
、
幼
児
と
の
思
考
形
式
の
共
通
点
を
「
述
語
の
同
一
か
ら



　
　
主
語
の
同
一
を
帰
結
す
る
』
事
に
あ
る
と
し
、
此
れ
を
古
論
理
的
思
考

　
　
（
娼
鎧
Φ
o
ざ
α
蔓
ざ
亀
臼
。
窪
α
q
げ
酔
）
と
呼
ん
だ
。
未
粥
人
に
於
て
は
「
あ
の
イ
ン

　
　
デ
ィ
ア
ン
は
速
く
走
る
篇
、
「
牡
鹿
は
速
く
攣
る
」
、
「
従
っ
て
あ
の
イ
ン
デ

　
　
ィ
ア
ン
は
牡
鹿
で
あ
る
」
と
考
え
る
思
考
が
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、

　
　
こ
れ
は
述
語
的
属
性
の
一
致
か
ら
主
語
的
耀
物
の
同
一
を
帰
結
す
る
論
理

　
　
形
式
で
あ
る
と
云
え
る
。
分
裂
病
者
が
霞
巴
を
霊
要
人
物
と
考
え
る
の
も
、

　
　
「
自
分
は
他
人
か
ら
注
隠
さ
れ
る
」
、
「
璽
要
人
物
は
他
人
か
ら
漉
臼
さ
れ

　
　
る
」
　
「
従
っ
て
自
分
は
重
要
人
物
で
あ
る
」
と
い
う
論
理
形
式
に
従
っ
て

　
　
い
る
点
、
未
簾
人
の
そ
れ
と
瞬
一
の
原
購
に
基
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
訳

　
　
で
あ
る
。
分
裂
病
者
の
思
考
形
式
が
未
照
人
や
幼
児
の
そ
れ
と
混
く
同
一

　
　
の
原
則
に
驚
く
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
著
て
は
、
此
処
で
立
ち
λ
っ
て
論

　
　
ず
る
余
裕
が
な
い
。
縦
、
こ
の
類
似
が
衰
藤
的
な
も
の
で
し
か
な
い
に
せ

　
　
よ
、
次
の
事
は
両
者
に
共
通
し
て
云
え
る
と
思
う
。
即
ち
両
考
共
、
こ
れ

　
　
に
「
あ
た
か
も
…
…
の
如
く
し
と
い
う
言
葉
を
加
え
て
比
楡
の
形
式
に
改

　
　
め
る
な
ら
ば
、
其
儘
我
々
自
身
の
思
考
形
式
と
合
致
す
る
と
い
う
事
で
あ

　
　
る
。
　
「
あ
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
速
く
懸
る
事
、
あ
た
か
も
牡
鹿
の
如
く
で

　
　
あ
る
」
と
云
い
、
　
「
自
分
は
あ
た
か
も
重
要
入
物
で
で
も
あ
る
か
の
如
く

　
　
他
人
か
ら
注
囲
さ
れ
る
」
と
云
う
な
ら
ば
、
そ
こ
に
形
式
的
に
は
正
常
な

　
　
判
断
を
見
る
事
が
出
来
る
。
私
は
、
分
裂
病
者
の
思
考
障
害
を
、
妄
想
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ

　
　
験
の
形
式
瀟
の
異
常
性
を
も
含
め
て
、
広
い
意
味
で
比
喩
性
の
脱
落
、
比

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

　
　
喩
の
事
実
化
と
解
す
る
事
が
出
来
る
の
で
ば
な
い
か
と
思
う
。
或
る
分
裂

　
　
病
者
に
「
一
石
二
鳥
」
と
い
う
讐
を
説
明
さ
せ
る
と
、
　
「
一
つ
の
石
で
ご

83

@
羽
の
鳥
を
落
す
と
い
う
事
で
す
か
、
そ
ん
な
事
は
到
底
不
可
能
で
し
ょ
う
、

2　
　
で
も
よ
ほ
ど
運
が
良
け
れ
ば
両
方
に
当
る
事
も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん

精
神
分
裂
病
症
状
の
背
後
に
あ
る
も
の

ね
」
と
答
え
た
。
又
「
篠
一
貫
で
出
直
す
」
と
云
っ
て
素
裸
に
な
っ
て
道

路
に
飛
び
出
し
た
分
裂
病
者
も
い
る
。
此
等
は
相
当
病
気
の
進
ん
だ
場
合

で
あ
り
、
乱
す
べ
て
の
三
聖
病
者
に
見
ら
れ
る
現
象
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

分
裂
病
性
思
考
に
於
け
る
髭
喩
の
事
実
化
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
て
興
味

深
い
。

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
さ
て
、
比
喩
と
い
う
も
の
は
如
何
に
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

比
喩
は
象
徴
や
抽
象
の
機
能
と
共
に
、
最
も
高
次
元
の
思
考
作
用
の
産
物

と
考
え
ら
れ
、
其
れ
に
対
し
て
は
種
々
の
專
門
的
考
察
が
為
さ
れ
て
い
る

事
で
あ
ろ
う
。
私
は
此
処
で
は
唯
、
比
喩
と
い
う
も
の
を
広
義
に
於
け
る

人
聞
の
嚢
男
舞
用
と
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
人
間
の
表

現
と
い
う
と
薩
ぐ
、
雷
語
と
か
芸
術
作
品
と
か
云
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
私
は
我
々
の
譲
葉
か
ら
形
式
鴎
論
理
性
を
度
外
視
す
れ
ば
、

贋
常
の
生
き
た
雷
葉
の
主
要
な
都
分
は
比
喩
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
と

競
う
。
我
々
の
雷
鳥
か
ら
鈍
喩
を
除
け
ば
、
全
く
無
味
乾
燥
な
文
法
的
形

骸
だ
け
が
残
る
に
違
い
な
い
。
我
々
が
B
常
、
腹
が
立
つ
と
云
う
も
天
気

が
好
い
と
云
う
も
、
智
此
れ
炊
喩
的
表
現
に
他
な
ら
な
い
。
芸
術
作
品
の

場
合
に
は
、
思
考
や
判
断
の
形
を
と
ら
な
い
か
ら
、
薩
接
に
は
比
喩
と
い

う
事
は
当
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
、
同
家
が
描
く
一
志
の
果
実
は

植
物
図
鑑
の
そ
れ
と
は
本
質
上
別
個
の
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ

は
や
は
り
広
義
に
解
し
た
比
喩
的
な
意
味
を
有
つ
と
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。

ま
た
窯
δ
欝
。
・
o
財
⑦
が
『
悲
劇
の
誕
生
』
の
中
で
音
楽
に
面
高
の
比
喩
性
を

見
た
の
も
此
の
意
味
に
於
て
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
更
に
詩
に
至
っ
て
は
、

比
喩
の
結
贔
と
す
ら
云
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
私
は
第
一
部
に
於
て
知
覚
と
袈
現
の
灘
係
に
就
い
て
考
え
た
際
、
人
間

八
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の
知
覚
は
す
べ
て
表
現
的
意
味
を
有
す
る
と
考
え
た
。
我
が
物
を
見
る
、

鰹
と
い
う
事
理
方
に
於
て
・
物
に
即
し
義
義
覧
る
・
適
う
表
現

　
　
的
意
味
を
も
含
ん
だ
も
の
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
其
処
で
は
私
は

　
　
一
応
外
部
態
覚
を
媒
介
と
す
る
普
通
の
意
味
に
於
け
る
知
覚
に
就
い
て
の

　
　
み
考
え
て
お
い
た
が
、
此
の
事
は
一
般
に
我
が
物
を
知
る
、
と
い
う
判
断

　
　
作
用
の
す
べ
て
に
就
い
て
い
わ
れ
得
る
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
判
断
と

　
　
い
う
も
の
は
、
我
と
無
関
係
に
与
え
ら
れ
た
主
語
に
就
い
て
二
次
的
に
述

　
　
語
を
加
え
る
事
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
反
省
的
判
断
に
先

　
　
立
っ
て
、
必
ず
そ
こ
に
判
断
の
主
体
と
客
体
と
の
根
源
的
同
一
の
全
体
的

　
　
直
観
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
後
に
主
語
と
述
語
に
分
霊
さ
れ
る
に

　
　
過
ぎ
な
い
。
主
語
と
述
語
と
は
直
観
に
於
け
る
根
源
的
同
一
の
事
実
が
、

　
　
夫
々
ノ
エ
マ
的
、
ノ
エ
シ
ス
的
に
隈
定
さ
れ
て
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

　
　
る
。
そ
の
際
、
ノ
エ
マ
的
限
定
の
面
が
強
け
れ
ば
所
謂
客
観
的
対
象
の
即

　
　
物
的
判
断
が
生
じ
、
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
の
面
が
強
け
れ
ば
、
主
観
的
意
味

　
　
表
象
の
如
き
も
の
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
此
の
様
な
観
点
か
ら
比
喩
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
る
と
、
比
喩
と
は

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

　
　
或
対
象
に
向
っ
て
の
主
観
的
意
味
判
断
を
行
う
際
に
、
こ
の
意
味
が
一
応

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

　
　
其
の
ノ
エ
シ
ス
と
し
て
固
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
別
燗
の
ノ
エ
マ
を

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

　
　
仮
り
に
ノ
エ
シ
ス
的
に
用
い
る
こ
と
に
依
っ
て
、
当
の
長
軸
た
る
意
味
判

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

　
　
断
の
ノ
エ
シ
ス
面
を
充
実
し
よ
う
る
す
る
手
段
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
　
「
，
彼
は
脱
兎
の
如
く
駆
け
・
去
っ
た
」
と
云
う
場

　
　
合
、
彼
の
駆
け
虫
り
方
が
極
め
て
迅
速
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
が
一
種
の
主

　
　
観
的
印
象
を
我
々
に
与
え
、
我
々
は
こ
の
ノ
エ
シ
ス
的
印
象
を
充
実
的
に

　
　
蓑
現
す
る
為
め
に
、
　
「
迅
速
な
走
り
方
」
の
磁
象
が
元
々
ノ
ユ
シ
ス
と
し

八
四

て
固
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
ノ
エ
マ
と
し
て
の
「
脱
兎
偏
を
持
ち
来

っ
て
、
仮
り
に
彼
の
駆
け
虫
り
方
を
隠
蓑
す
る
ノ
エ
シ
ス
面
の
修
飾
と
し

て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
此
処
で
は
、
　
「
脱
兎
」
は
決
し
て
現

実
に
脱
走
し
て
行
く
兎
と
い
う
ノ
エ
マ
的
な
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
飽
く
ま
で
「
迅
速
さ
」
の
印
象
の
代
用
的
充
実

と
し
て
ノ
エ
シ
ス
面
に
澱
か
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
斯
様
に
、
比
喩

と
し
て
用
い
ら
れ
る
異
事
は
、
す
べ
て
元
来
は
ノ
エ
マ
的
性
格
を
有
す
べ

き
も
の
が
、
そ
れ
に
固
蒋
の
ノ
エ
シ
ス
尊
属
姓
の
故
に
そ
れ
畠
体
ノ
エ
シ

ス
的
に
絹
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
　
コ
石
刻
鳥
し
と
い
う
比
喩
も
、
元

来
は
ノ
エ
マ
的
に
考
え
ら
れ
た
状
況
で
あ
っ
た
も
の
が
、
こ
れ
と
は
全
く

別
個
の
状
況
を
書
蓑
す
る
ノ
エ
シ
ス
的
述
語
醐
に
駕
い
ら
れ
る
事
に
よ
っ

て
始
め
て
そ
の
意
味
の
生
か
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
斯
く
考
え
る
な
ら
ば
、
分
裂
病
者
に
於
け
る
比
喩
性
の
脱
落
は
、
簡
単

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

に
云
え
ば
比
喩
に
於
い
て
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
面
を
概
か
れ
た
も
の
の
ノ
エ

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

マ
面
へ
の
外
部
化
に
依
る
、
と
云
う
事
が
出
来
る
と
思
う
。
「
一
石
二
鳥
」

を
説
明
す
る
の
に
、
現
実
に
一
理
の
石
で
二
羽
の
鳥
を
落
す
状
況
を
考
え

た
患
者
も
、
　
「
裸
一
貫
」
と
い
う
事
か
ら
霞
ら
素
裸
に
な
っ
た
患
者
も
、

誇
れ
も
既
に
ノ
エ
シ
ス
的
と
な
っ
た
比
喩
を
元
来
の
ノ
エ
マ
的
状
況
に
戻

し
て
い
る
の
で
あ
る
の
　
「
盗
聴
器
で
探
知
さ
れ
て
い
る
如
く
に
自
己
の
嘗

動
が
他
人
に
知
ら
れ
る
」
と
云
う
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
を
、
分
裂
病
毒
は

ノ
エ
マ
的
に
「
私
は
私
の
雷
動
を
盗
聴
器
で
探
知
さ
れ
て
い
る
」
と
体
験

す
る
の
で
あ
る
。
分
裂
病
看
の
所
謂
思
考
障
害
は
、
簡
潔
に
云
え
ば
「
ノ

エ
シ
ス
的
な
る
も
の
の
ノ
エ
マ
的
外
部
化
し
と
い
う
方
式
で
解
釈
し
う
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。



　
　
　
ノ
エ
シ
ス
的
な
る
も
の
の
ノ
エ
マ
的
外
部
化
、
と
い
う
事
は
、
人
間
の

　
　
個
磁
化
と
如
何
な
る
関
係
を
麿
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
や
や
現
高
に
聞
え

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

　
　
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
私
は
一
般
に
云
っ
て
ノ
エ
シ
ス
的
な
る
も
の
の
ノ

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
エ
マ
化
と
い
う
事
は
、
入
間
が
偲
別
化
を
確
立
し
、
我
の
存
在
を
確
認
す

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

　
　
る
一
つ
の
手
段
で
あ
る
と
思
う
。
既
に
我
々
霞
身
に
猛
て
も
、
「
我
あ
り
」

　
　
の
門
下
を
何
処
か
ら
得
て
来
る
か
と
い
う
に
、
そ
れ
は
自
覚
と
い
う
形
で

　
　
ノ
エ
シ
ス
的
な
「
我
考
う
し
を
肉
部
的
に
ノ
エ
マ
化
す
る
事
に
依
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ワ

　
　
あ
る
。
或
は
又
、
私
が
溺
の
論
文
で
論
じ
た
様
に
、
我
々
の
見
る
森
羅
万

　
　
象
の
す
べ
て
が
現
実
に
在
る
、
と
い
う
直
接
的
な
存
在
の
確
認
に
於
て
、

　
　
同
時
に
我
の
存
在
も
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
物
あ
り
」
と
「
我

　
　
あ
り
」
と
は
薫
じ
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
れ
も
亦
、
元
来
ノ
エ
シ
ス

　
　
的
に
し
て
直
接
に
は
見
ら
れ
得
な
い
我
が
ノ
エ
マ
的
、
外
部
約
と
確
認
さ

　
　
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
に
他
な
ら
な
い
。
只
、
個
霊
化
の
充
分
確
立
さ
れ

　
　
い
る
と
考
え
ら
れ
る
我
々
に
於
て
は
、
森
羅
万
象
の
外
部
世
界
に
充
分
対

　
　
抗
し
得
る
だ
け
の
内
部
世
界
を
有
す
る
が
故
に
、
我
を
外
部
的
に
ノ
エ
マ

　
　
化
し
て
確
認
す
る
必
要
の
生
じ
る
事
が
少
く
、
我
の
磨
己
岡
一
は
虜
明
の

　
　
事
と
し
て
疑
わ
れ
な
い
か
、
或
は
重
々
「
我
競
う
」
の
慮
覚
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
謂
わ
ぱ
我
を
転
部
的
に
ノ
エ
マ
化
す
る
だ
け
で
事
足
り
て
い
る
も
の
と
解

　
　
さ
れ
る
。

　
　
　
此
れ
に
反
し
、
個
別
化
の
未
だ
充
分
に
確
立
し
て
い
な
い
未
附
人
や
幼

　
　
児
に
於
て
は
、
外
部
世
界
と
い
う
も
の
が
圧
倒
的
な
カ
を
有
す
る
為
め
に
、

　
　
我
の
存
在
の
確
認
に
は
ど
う
し
て
も
我
の
外
部
的
ノ
エ
マ
化
が
必
要
に
な

85

@
　
っ
て
来
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
に
於
て
は
、
我
々
が
嚢
象
と
云
っ

2　
　
て
い
る
内
部
的
ノ
エ
マ
が
、
す
べ
て
感
覚
性
を
帯
び
て
外
界
に
投
射
さ
れ
、

精
神
分
裂
病
症
状
の
背
後
に
あ
る
も
の

知
覚
の
形
を
と
っ
て
外
部
的
に
ノ
ェ
マ
化
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
我
々

が
搾
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
聴
い
て
或
種
の
内
的
体
験
を
有
つ
場
合
、
彼
等
に

於
て
は
そ
れ
が
実
際
に
視
覚
的
、
嗅
覚
二
等
の
感
覚
の
形
で
外
界
に
知
覚

さ
れ
、
所
謂
「
共
感
覚
」
を
形
蔵
す
る
。
又
我
々
が
過
虫
の
状
況
を
想
起

す
る
と
き
、
我
々
は
此
れ
を
内
部
的
に
ノ
エ
マ
化
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
に

対
し
、
彼
等
に
実
際
に
過
去
の
状
況
を
眼
薩
に
再
現
し
て
知
覚
し
、
所
謂

「
直
観
像
」
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
彼
等
に
於
て
比
喩
で
あ
る
べ
き
筈

の
も
の
が
外
部
的
実
在
と
同
一
視
さ
れ
て
ノ
エ
マ
紀
さ
れ
る
の
も
、
同
じ

構
造
を
有
し
、
矢
張
り
彼
等
の
個
別
化
の
主
張
の
一
つ
の
表
現
と
解
さ
れ

る
。
斯
様
に
、
未
開
人
や
幼
児
に
於
て
は
、
物
を
考
え
る
と
い
う
事
と
物

を
見
る
と
い
う
事
、
更
に
我
あ
り
と
い
う
事
の
間
に
区
携
が
な
い
と
考
え

ら
れ
る
が
、
此
の
様
な
内
醐
の
外
部
化
が
個
瀦
化
確
立
の
手
段
と
し
て
用

い
ら
れ
る
の
は
、
此
の
様
な
手
段
に
拠
ら
ぬ
限
り
、
外
部
の
勢
力
に
対
抗

し
て
自
己
の
佃
別
を
守
り
得
な
い
為
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
分
裂
病
者
に
於
け
る
偲
溺
化
の
危
機
に
あ
っ
て
も
、
矢
張
り
此
れ
と
似

た
力
関
係
が
現
直
し
て
い
る
と
解
さ
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
個
別
が
弱

ま
っ
て
外
部
の
カ
が
相
対
的
に
強
大
に
な
っ
て
い
る
と
は
云
え
な
い
で
あ

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

ろ
う
か
。
分
裂
病
者
に
於
て
屡
々
認
め
ら
れ
る
思
考
の
感
覚
化
は
、
斯
か

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
状
況
に
あ
っ
て
外
部
的
ノ
エ
マ
の
産
出
に
よ
る
原
始
的
な
個
別
確
立
の

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

手
段
が
再
び
採
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
来

の
精
神
・
医
学
に
於
け
る
一
つ
の
謎
は
、
分
裂
病
に
於
て
何
故
に
幻
聴
が
現

れ
て
他
の
幻
覚
が
稀
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
他
の
精
神

異
常
に
際
し
て
屡
々
認
め
ら
れ
る
幌
覚
的
幻
覚
、
或
は
そ
の
他
の
感
官
に

於
け
る
幻
覚
は
、
分
裂
病
の
場
合
、
余
り
現
れ
な
い
。
其
処
に
見
ら
れ
る

八
五
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の
は
聴
覚
的
、
そ
れ
も
単
な
る
音
響
で
は
な
く
て
他
者
か
ら
の
語
り
か
け

と
い
う
形
を
と
っ
た
言
語
性
の
幻
覚
が
庄
倒
的
に
多
数
を
占
め
る
。
多
く

の
分
裂
病
者
は
、
他
人
が
多
く
の
場
合
不
快
な
内
容
を
も
っ
て
自
分
に
話

し
か
け
て
来
る
そ
の
声
を
、
実
際
に
感
覚
的
に
聞
く
と
主
張
す
る
。
こ
の

点
に
関
し
て
精
神
医
学
者
が
と
も
す
る
と
冒
し
が
ち
な
誤
謬
は
、
こ
の
種

の
雷
語
姓
幻
聴
を
弛
の
感
覚
的
幻
覚
と
厚
様
に
知
覚
障
害
と
看
難
し
て
仕

舞
う
事
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
分
裂
病
姓
の
書
語
幻
覚
は
、
む
し
ろ
思
考

障
害
の
範
疇
に
断
て
取
扱
わ
る
べ
き
現
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
其
れ
は
、
白
寿
自
身
の
考
え
が
声
に
な
っ
て
外
か
ら
聞
え
る
と
い
う
、

今
一
つ
の
主
要
な
分
裂
病
症
状
で
あ
る
「
思
考
化
生
」
（
Ω
の
盆
巳
【
窪
霧
海
－

≦
①
区
。
昌
）
と
全
く
同
一
の
構
造
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
単
に
自
己
自

身
の
考
え
が
他
者
姓
を
帯
び
て
い
る
に
過
ぎ
ぬ
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
分

裂
病
老
が
野
人
の
声
と
し
て
聞
い
て
い
る
も
の
は
、
実
は
腐
分
転
身
の
内

心
の
声
な
の
で
あ
る
。
元
来
内
量
的
に
体
験
せ
ら
る
べ
き
内
心
の
声
が
外

部
的
に
ノ
エ
マ
化
せ
ら
れ
て
感
覚
性
を
階
び
る
堅
め
に
、
こ
れ
が
他
人
の

声
と
解
さ
れ
る
に
過
ぎ
ぬ
。
分
裂
病
者
に
於
て
は
、
曳
舟
電
原
理
が
線
本

的
に
危
機
に
陥
っ
て
い
る
警
め
に
、
病
者
は
応
急
の
乎
段
を
用
い
て
個
別

化
を
確
立
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
内
面
的
ノ
エ
シ
ス
的
な
る
も
の
を
外
部

化
し
ノ
エ
マ
化
す
る
と
い
う
原
始
的
な
手
段
を
再
登
場
せ
し
め
る
の
で
あ

る
。　

此
の
様
に
考
え
る
な
ら
ば
、
分
裂
病
者
が
被
の
妄
想
体
験
に
於
て
他
人

か
ら
の
侵
害
圧
迫
干
渉
を
確
信
し
、
弛
人
に
よ
り
内
心
を
看
抜
か
れ
自
己

の
内
爾
を
支
配
さ
れ
る
と
確
信
す
る
の
も
、
す
べ
て
ノ
エ
シ
ス
的
な
る
も

の
の
ノ
エ
マ
化
と
考
え
る
事
が
出
来
る
。
個
別
化
の
落
物
が
危
機
に
賂
っ

八
六

て
い
る
、
と
い
う
事
は
、
我
が
金
的
に
真
の
我
に
な
り
得
な
い
と
い
う
事

で
あ
る
。
我
が
我
を
す
っ
か
り
捨
て
玄
っ
て
無
我
に
し
て
安
心
立
命
の
境

地
に
立
ち
得
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
我
が
完
全
に
我
と
自
訴
同
一
に
な

ひ
切
っ
た
処
で
は
、
そ
れ
は
簸
皐
、
我
と
は
い
わ
れ
激
か
、
仏
撒
で
謂
み

無
我
と
い
う
の
弛
は
な
い
。
一
般
に
我
々
の
内
部
に
は
、
此
の
無
我
に
な

り
得
な
い
我
が
在
っ
て
、
我
々
が
無
我
に
参
入
す
る
の
を
妨
げ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
分
裂
病
者
に
於
て
欄
別
化
の
原
理
が
危
機
に
陥
っ
て
、
我
が

根
底
か
ら
脅
か
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
無
我
た
り
得
な
い
我
が
ま
さ
に

怖
る
べ
き
も
の
と
し
て
現
前
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
我
で
あ
り
な

が
ら
真
の
我
を
否
定
す
る
も
の
、
真
の
我
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
ノ
エ
マ
化
し
対
象
化
し
て
外
部
に
投
影
す
れ
ば
我
な
ら
ざ
る
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
　

し
て
の
他
人
と
云
う
の
他
は
な
い
。
鎖
餌
塗
霞
は
分
裂
病
者
の
妄
想
幻
覚

を
説
明
し
て
、
病
者
の
霞
己
意
識
の
内
部
に
虜
己
に
と
っ
て
耐
え
難
い
意

識
内
容
が
生
じ
た
時
、
病
者
の
自
我
は
怪
我
境
界
を
縮
謝
す
る
事
に
よ
っ

て
こ
の
意
識
内
容
か
ら
繊
遅
穂
を
奪
い
、
こ
れ
を
外
部
に
放
出
し
て
他
者

か
ら
の
外
来
の
も
の
と
し
て
体
験
す
る
事
に
よ
る
、
一
種
の
自
衛
行
為
と

考
え
た
。
し
か
し
自
我
に
は
本
来
、
任
意
に
縮
少
し
う
る
様
な
境
界
の
如

き
も
の
も
、
意
識
内
容
か
ら
霞
我
性
を
奪
い
得
る
如
き
能
力
も
縮
わ
っ
て

い
る
べ
き
筈
も
な
い
、
此
の
様
な
考
え
方
は
自
我
を
徒
ら
に
物
体
化
す
る

非
現
象
学
的
な
自
我
心
理
学
に
由
来
し
た
、
安
易
な
図
式
的
解
釈
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
分
裂
病
性
妄
想
に
於
け
る
認
る
べ
き
他
人
の
出
現
は
、
私

の
謂
う
黒
総
化
の
原
理
の
危
機
に
由
来
す
る
我
藏
身
に
よ
る
脅
威
と
い
う

ノ
エ
シ
ス
的
な
る
も
の
の
他
人
か
ら
の
も
の
と
し
て
の
ノ
エ
マ
化
の
結
果

と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。



　
　
　
驚
に
私
は
、
芸
術
作
品
と
い
う
も
の
は
す
べ
て
広
義
に
於
け
る
比
喩
的

　
　
流
下
と
看
倣
し
得
る
、
と
考
え
た
。
其
れ
が
普
通
の
意
味
で
の
比
喩
と
異

　
　
る
点
は
、
普
通
に
比
喩
を
貰
い
る
と
い
う
時
に
は
、
表
現
せ
ん
と
歌
す
る

　
　
一
定
の
ノ
エ
シ
ス
薄
俸
験
を
充
実
せ
し
め
る
斜
め
に
、
そ
れ
に
栢
応
し
い

　
　
既
成
の
ノ
ェ
マ
を
冤
出
し
て
こ
れ
を
ノ
エ
シ
ス
的
に
用
い
る
事
を
指
…
し
て

　
　
い
た
の
に
対
し
、
芸
術
作
品
の
場
合
に
は
、
所
謂
美
と
い
う
ノ
エ
シ
ス
的

　
　
体
験
を
充
突
せ
し
め
る
為
め
に
、
そ
れ
に
細
…
応
し
い
ノ
エ
マ
が
新
た
に
製

　
　
作
さ
れ
る
、
と
い
う
事
に
求
め
ら
れ
る
と
思
う
。
　
一
概
に
芸
術
と
云
っ
て

　
　
も
種
々
の
水
準
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
如
く
、
爽
と
い
う
概
念
も
極
め
て

　
　
多
義
的
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
単
な
る
色
彩
や
蓄
響
の
早
し
さ
も
、
調
和

　
　
や
繊
成
の
美
し
さ
も
、
美
の
体
験
で
あ
る
事
に
変
り
は
な
い
。
併
し
私
は
、

　
　
最
も
深
い
意
味
に
於
け
る
藁
と
は
、
菊
籏
6
が
ダ
ゥ
イ
ノ
の
悲
歌
の
冒
頭

　
　
に
「
美
と
は
以
る
べ
き
も
の
の
端
緒
」
と
歌
っ
た
如
き
も
の
と
考
え
た
い

　
　
と
思
う
。
美
が
何
故
に
怖
る
べ
き
も
の
の
端
緒
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
其

　
　
の
様
な
美
の
捧
験
に
於
て
は
美
を
体
験
す
る
老
が
其
の
全
存
在
を
畷
し
て

　
　
い
る
か
ら
で
あ
る
。
芸
術
作
品
の
中
に
完
全
に
没
入
し
て
自
ら
を
無
に
し

　
　
て
体
得
し
た
美
の
体
験
は
、
後
か
ら
反
省
的
に
考
え
て
み
れ
ば
詣
る
べ
き

　
　
も
の
の
一
端
に
触
れ
た
と
云
う
の
他
は
な
い
。
深
い
美
の
体
験
は
我
の
存

　
　
在
そ
の
も
の
に
係
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
来
、
芸
術
と
狂
気
の
近
鍍
挫

　
　
が
考
え
ら
れ
、
或
種
の
創
造
的
な
分
裂
病
者
が
時
と
し
て
深
い
芸
術
作
品

　
　
を
産
み
出
し
得
る
事
実
は
、
分
裂
病
体
験
と
芸
術
体
験
と
の
或
種
の
構
造

　
　
的
類
似
に
求
め
得
る
か
と
思
う
。
爾
者
共
、
我
の
存
在
妬
何
に
係
わ
る
ノ

87

@
　
エ
シ
ス
的
体
験
が
ノ
エ
マ
的
に
表
現
さ
れ
る
、
と
い
う
共
通
点
を
有
し
て

2　
　
い
る
と
云
え
る
の
で
あ
る
。
只
、
私
は
我
の
存
在
に
係
わ
る
怖
る
べ
き
も

精
神
分
裂
病
症
状
の
鷲
後
に
あ
る
も
の

の
へ
の
通
路
と
し
て
の
美
の
体
験
が
、
真
の
意
味
で
最
も
深
い
芸
術
的
境

地
と
は
考
え
な
い
、
真
に
最
も
深
い
芸
術
的
境
地
に
於
て
は
菱
と
い
う
事

す
ら
も
云
え
な
く
な
っ
て
、
一
切
が
空
に
帰
し
、
我
は
一
度
我
を
完
全
に

失
う
こ
と
に
よ
っ
ザ
、
、
却
っ
て
い
さ
さ
か
も
そ
の
存
在
を
脅
か
さ
れ
る
事

な
く
無
我
に
し
て
安
心
立
命
の
境
に
入
り
得
る
の
で
あ
る
。
併
し
、
そ
の

一
歩
手
前
の
処
で
、
芸
術
体
験
と
分
裂
病
体
験
と
は
雰
常
な
構
造
的
類
似

を
示
す
事
に
な
る
。

　
此
の
類
似
は
ま
た
分
裂
病
性
妄
想
の
特
徴
を
な
す
異
常
な
確
信
と
訂
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

不
能
性
の
秘
密
を
解
く
鍵
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
蜜
ω
唱
①
話
も
捲
饗
し
て

い
る
通
り
、
分
裂
病
者
の
抱
く
妄
想
体
験
に
は
、
外
部
か
ら
の
如
何
な
る

反
証
に
よ
っ
て
も
聯
か
も
動
か
さ
れ
な
い
異
常
に
強
い
確
儒
が
痒
っ
て
お

り
、
こ
の
黒
め
に
分
裂
病
者
の
不
可
解
の
印
象
は
一
層
強
ま
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
異
常
な
確
僑
の
性
格
や
そ
の
由
来
は
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て

論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
此
処
で
は
其
等
の
学
説
を
一
々
検
討
す
る
余
裕
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
リ

持
た
な
い
。
　
℃
鈴
巳
魚
冠
δ
議
も
指
摘
し
て
い
る
如
く
、
我
々
の
健
康
な
欝

常
生
活
に
撃
て
も
、
高
度
の
確
信
の
体
験
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
に

は
例
え
ば
学
者
の
学
問
的
主
．
張
、
宗
教
的
儒
仰
、
迷
信
、
或
は
芸
術
家
の

霊
感
の
如
き
も
の
が
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。
併
し
此
等
の
場
合
に
以
て
は

勺
⇔
危
Φ
節
ゲ
○
論
も
云
う
様
に
、
そ
の
確
儒
は
何
ら
か
の
形
で
当
人
の
主
観

的
体
験
か
客
観
的
な
事
実
判
断
に
依
存
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
確

儒
は
た
と
え
如
何
に
強
く
て
訂
正
不
能
の
如
く
に
晃
え
よ
う
と
も
、
少
く

と
も
其
れ
に
対
し
て
疑
義
を
提
出
す
る
事
は
原
理
的
に
可
能
で
あ
る
。
此

れ
に
反
し
て
妄
想
確
儒
に
対
し
て
は
、
単
に
訂
正
不
能
と
い
う
に
比
ま
ら

ず
、
其
れ
に
対
し
て
投
判
的
検
討
を
加
え
る
事
す
ら
も
不
可
能
で
あ
る
。

八
七
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そ
れ
は
謂
わ
ぱ
淺
否
を
絶
し
た
確
信
で
あ
り
、
批
判
の
可
能
性
を
抑
々
最

初
か
ら
排
除
し
た
、
ア
プ
リ
オ
サ
な
確
催
で
あ
る
と
雪
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

従
っ
て
勺
餌
巳
①
深
び
。
跨
も
、
妄
想
内
容
の
芝
。
び
禽
に
答
え
る
事
が
出
来

て
も
、
妄
想
確
信
の
≦
o
｝
6
肖
に
は
答
え
る
事
が
出
来
な
い
も
の
と
考
え

た
。　

学
…
問
的
真
理
の
確
儒
や
芸
術
的
美
の
確
信
は
、
普
通
一
般
に
真
と
云

わ
れ
美
と
云
わ
れ
る
意
味
に
顧
て
体
験
さ
れ
て
い
る
眼
り
は
、
確
か
に

勺
鎚
凪
①
節
ザ
。
離
の
云
う
よ
・
つ
に
主
観
的
｛
各
観
的
な
依
存
性
の
束
縛
を
脱
し

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
当
入
の
思
考
能
力
や
感
受
能
力
に
よ
っ
て

も
、
対
象
の
与
え
ら
れ
方
、
知
覚
の
仕
方
、
或
は
更
に
斜
照
一
般
の
常
識

と
い
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
す
ら
左
右
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
私
は
、

真
理
が
真
理
に
徹
し
美
が
美
に
徹
し
た
所
で
は
、
最
早
そ
れ
が
真
理
と
も

美
と
も
云
わ
れ
得
な
い
、
根
源
的
一
曹
の
薩
襯
の
如
き
も
の
に
達
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
儒
仰
も
単
な
る
教
義
の
域
を
脱
し
て
神
ぞ
の
も

の
を
内
的
に
見
る
次
元
に
入
れ
ば
、
こ
の
根
源
帰
一
者
の
直
観
に
達
し
、

此
処
で
翼
善
美
の
完
全
な
ム
三
を
見
る
事
に
な
る
の
だ
と
思
う
。
其
処
で

は
見
る
我
と
見
ら
れ
る
＝
有
は
共
に
絶
対
の
無
に
帰
し
て
、
無
が
無
を
兇

る
、
と
い
っ
た
様
相
が
現
前
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
我
を
捨
て
、

我
を
脱
し
た
処
で
、
大
死
一
番
乾
坤
薪
た
な
り
と
い
う
こ
と
が
云
わ
れ
霧

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
併
し
、
問
題
は
其
の
様
な
境
地
の
開
け
る

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

一
歩
手
前
の
所
で
あ
る
。
仏
教
で
「
大
疑
現
前
し
と
云
う
事
が
あ
る
様
だ

が
、
此
れ
は
今
い
っ
た
よ
う
な
一
歩
手
前
の
所
を
話
し
て
い
る
の
だ
と
思

う
。
真
善
美
、
懸
れ
の
門
か
ら
入
る
に
し
て
も
此
の
絶
対
無
の
境
地
に
入

る
た
め
に
は
、
自
己
と
対
象
の
す
べ
て
が
疑
わ
し
い
も
の
と
な
り
、
虚
無

八
八

の
深
淵
に
差
し
か
け
ら
れ
る
危
機
に
直
面
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
通
常

云
わ
れ
る
真
善
美
は
、
　
こ
の
大
疑
の
入
目
に
相
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、

浸
節
㊦
が
「
美
は
登
る
べ
き
も
の
の
端
緒
し
と
云
っ
た
「
端
緒
」
の
意
味

は
癖
の
如
く
に
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
此
の
様
な
寄
る
べ
き

大
疑
現
萬
の
危
機
に
於
て
我
と
我
が
存
在
を
賭
し
て
体
験
し
た
美
の
如
き

も
の
は
、
最
早
一
切
の
内
的
外
的
依
存
姓
を
脱
し
た
絶
対
的
確
信
の
域
に

達
し
た
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
内
的
外
的
な
経
験
に
依
存
す
る
の
は
、

ノ
ェ
マ
的
に
冤
ら
れ
た
体
験
の
み
で
あ
っ
て
、
我
の
存
在
に
係
る
ノ
エ
シ

ス
的
体
験
は
一
切
の
批
判
を
絶
し
て
い
る
。
大
疑
現
前
の
場
面
で
は
外
部

か
ら
そ
の
状
況
に
つ
い
て
更
に
疑
っ
て
冤
た
と
こ
ろ
で
轄
の
意
味
も
有
た

ぬ
。
大
疑
を
否
定
し
、
大
疑
を
脱
す
る
事
は
我
を
捨
て
る
菓
に
よ
っ
て
の

み
可
能
な
の
で
あ
る
。
個
別
化
の
原
理
が
危
機
に
陥
り
、
燗
薫
化
の
確
立

の
羨
め
に
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
試
み
て
い
る
分
裂
病
者
の
妄
想
体
験
も
、
そ

の
構
造
だ
け
を
見
れ
ば
正
し
く
こ
の
大
疑
の
状
態
に
あ
る
と
云
う
纂
が
で

き
る
。
唯
其
処
で
は
、
我
を
疑
聞
に
化
し
て
い
る
も
の
が
我
の
内
応
に
止

る
の
で
は
な
く
て
、
始
め
か
ら
他
人
と
し
て
ノ
エ
マ
化
さ
れ
て
仕
舞
っ
て

い
る
点
が
異
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
網
わ
ば
「
妄
想
的
大
疑
し
の

状
態
が
、
外
部
か
ら
の
一
切
の
幾
判
を
受
け
つ
け
ぬ
絶
対
的
な
確
信
の
相

を
帯
び
る
事
は
、
蓋
し
当
然
の
事
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
上
来
述
べ
来
っ

た
如
く
分
裂
病
者
の
妄
想
体
験
の
有
す
る
内
容
も
、
断
定
的
な
思
考
形
式

も
、
訂
蕉
不
能
な
異
常
落
縁
も
、
煎
じ
罷
め
れ
ば
凡
て
等
し
く
、
病
者
に

於
け
る
個
別
化
の
原
理
が
重
大
な
危
機
に
薩
徹
し
、
疑
問
と
化
し
た
個
別

化
を
確
保
す
る
為
め
に
病
者
が
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
じ
て
い
る
様
椿
の
現
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へ

わ
れ
に
他
な
ら
な
い
。
我
々
が
臨
床
的
に
分
裂
病
痙
状
と
看
倣
し
て
い
る
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エ

も
の
は
す
べ
て
、
個
携
化
原
理
の
危
機
と
い
う
真
の
分
裂
病
過
程
に
対
す

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
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ヘ
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ヘ
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へ

る
病
者
の
対
決
の
姿
な
の
で
あ
る
。
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以
上
私
は
、
第
一
部
に
於
て
到
達
し
た
麹
覚
的
現
象
学
の
見
地
か
ら
、

臨
床
的
な
分
裂
病
像
を
解
親
し
て
、
そ
の
背
後
に
あ
る
基
礎
障
害
と
し
て

精
神
分
裂
病
痙
状
の
背
後
に
あ
る
も
の

の
鑑
別
化
原
理
の
危
機
と
い
う
も
の
を
取
り
出
し
た
。
本
誌
の
性
質
上
、

此
処
で
は
主
と
し
て
分
裂
病
性
の
妄
想
体
験
の
考
察
だ
け
に
止
め
た
が
、

固
よ
り
分
裂
病
奢
の
示
す
症
状
は
極
め
て
多
彩
な
も
の
で
あ
っ
て
、
妄
想

は
そ
の
一
部
を
な
す
に
過
ぎ
ぬ
。
併
し
、
如
何
に
多
彩
な
り
と
は
云
え
、

其
等
は
畢
寛
単
一
の
基
礎
的
病
変
の
表
現
以
上
の
何
も
の
で
も
あ
り
得
な

い
。
私
が
個
別
化
原
理
の
危
機
を
分
裂
病
の
基
礎
障
害
と
考
え
た
の
は
、

分
裂
病
擁
状
の
す
べ
て
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
此
の
立
場
か
ら
説
明
し
得
る

と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
々
に
関
し
て
は
捌
の
機
会
に
譲
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
。

　
但
し
、
　
一
つ
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
私
が
分
裂
病
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の
纂
礎
障
害
と
し
て
考
え
た
個
燐
化
濃
理
の
危
機
は
、
分
裂
病
の
原
園
で

は
な
い
と
云
う
辮
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
臨
床
像
を
統
一
的
に
説
明

す
る
原
理
で
は
あ
っ
て
も
、
躍
果
葎
的
に
考
え
ら
れ
た
分
裂
病
の
原
照
と

い
う
も
の
は
、
こ
の
基
礎
障
害
そ
の
も
の
の
原
因
と
し
て
此
れ
と
は
別
に

考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
今
、
神
経
系
統
の
梅
毒
性
病
変
に
基
く
精

紳
病
で
あ
る
進
行
麻
輝
を
例
に
と
っ
て
考
え
る
と
、
こ
の
精
神
病
の
基
礎

障
害
と
し
て
は
神
経
系
統
の
梅
毒
性
変
化
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
が
、

因
果
律
的
原
因
と
し
て
は
、
患
者
の
梅
毒
感
染
と
い
う
事
が
先
ず
挙
げ
ら

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
こ
の
梅
毒
感
染
と
云
う
原
因
に
は
、
更
に
そ
の
原

因
と
し
て
の
保
菌
者
と
の
接
触
が
、
更
に
遡
れ
ば
そ
の
露
な
行
為
に
至
ら

し
め
た
心
理
的
動
機
や
性
欲
一
般
の
如
き
も
の
が
、
ま
た
そ
れ
と
共
に
そ

れ
を
準
備
す
る
社
会
的
要
因
の
如
き
も
の
が
考
え
ら
れ
、
最
終
的
に
は
人

間
存
在
と
い
う
事
が
窮
極
の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

此
処
に
至
っ
て
原
因
は
原
因
た
る
意
味
を
失
う
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
兎

八
九
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も
角
も
進
行
麻
癖
の
原
因
と
い
う
場
合
に
は
、
梅
毒
菌
の
体
内
侵
入
か
ら

順
次
に
遡
る
一
本
の
因
果
律
的
連
鎖
の
如
き
も
の
が
考
え
ら
れ
て
、
こ
の

連
鎖
の
ど
の
一
部
を
切
除
し
て
も
進
行
麻
痺
と
い
う
結
果
は
生
じ
な
い
と

云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
跳
の
事
は
、
精
神
分
裂
病
に
関
し
て
も
全
く
岡
様
に
妥
当
す
る
。
分
裂

病
の
原
獲
的
連
鎖
と
い
う
も
の
は
病
者
の
佃
入
億
人
に
よ
っ
て
夫
々
異
っ

た
も
の
で
は
あ
ろ
う
け
れ
ど
、
　
一
人
の
病
者
に
就
て
こ
れ
を
池
っ
て
み
た

場
合
、
其
れ
は
勤
か
す
事
の
出
来
な
い
事
実
的
連
鎖
で
あ
る
と
云
う
べ
き

で
あ
る
。
入
間
は
生
れ
落
ち
た
瞬
問
か
ら
個
圃
化
が
確
立
し
て
い
る
も
の

で
は
な
い
、
生
誕
以
来
思
春
期
を
経
て
一
応
の
成
人
に
達
す
る
迄
、
翻
鴉

乾
の
原
理
が
絶
え
ず
働
い
て
読
人
の
成
立
を
促
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
の
鰯
癌
化
の
歴
史
に
於
て
思
春
期
の
果
す
役
割
は
極
め
て
至
大
で
あ
る
。

思
春
期
に
於
て
人
は
始
め
て
異
性
を
識
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
始
め
て
両
親
の

庇
護
を
離
れ
て
他
人
と
の
間
に
我
と
汝
の
二
入
称
的
関
係
を
結
び
、
独
立

完
成
し
た
我
と
し
て
汝
と
対
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
処
に
穿
て
纒
人
の
佃

別
駕
は
、
謂
わ
ば
外
的
要
、
因
に
よ
っ
て
急
激
な
完
成
を
迫
ら
れ
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
若
し
此
の
時
期
に
至
っ
て
も
綴
別
化
の
確
立
が
不
充

分
で
あ
っ
て
汝
と
の
二
入
称
的
対
決
に
超
え
ら
れ
な
い
場
倉
、
偲
別
化
の

原
理
は
重
大
な
危
機
を
迎
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
し
て
此
の
原
理
は

何
等
か
の
応
急
的
な
手
段
を
用
い
て
、
危
機
に
瀕
し
た
飼
甥
化
を
曲
り
な

り
に
も
確
立
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
、
こ
れ
が
臨
床
的
に
精
神
分
裂
病
と

呼
ば
れ
る
現
象
の
背
後
の
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
分
裂
病

の
好
発
年
令
が
思
春
期
に
一
致
す
る
の
は
、
此
の
考
え
を
強
く
実
証
す
る

事
実
に
他
な
ら
ぬ
。
も
と
よ
り
思
春
期
以
外
の
時
期
に
発
病
す
る
分
裂
病

九
〇

も
あ
り
得
る
け
れ
ど
も
、
敦
れ
の
場
合
に
も
、
其
れ
は
当
入
の
欄
別
化
の

確
立
に
と
っ
て
の
穆
等
か
の
重
大
な
危
機
を
迎
え
て
発
病
に
至
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
又
、
近
年
注
目
さ
れ
か
け
た
葛
齢
者
に
於
け
る
分
裂
病
の

自
然
治
癒
傾
向
も
、
　
～
般
に
人
間
が
老
齢
と
な
る
に
つ
れ
て
翻
別
事
へ
の

執
着
が
稀
薄
に
な
り
、
個
別
化
を
廻
っ
て
の
闘
題
が
自
然
に
消
纈
…
す
る
事

か
ら
理
解
し
得
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
如
何
な
る
状
況
が
分
裂
病
を
直
接
発
現
せ
し
め
る
に
せ
よ
、
分
裂
病
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

発
病
に
は
斯
く
の
如
く
、
必
ず
侮
劉
化
の
来
成
熟
と
云
う
要
因
が
先
行
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
如
何
な
る
場
合
に
、
櫃
別
化
は
危
機
に
耐
え

得
る
だ
け
の
充
分
な
成
熟
に
達
し
得
な
い
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
傍
題
は

分
裂
病
の
官
爵
の
誘
因
と
は
携
翻
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
事
で
あ
る
。
此
の

点
に
関
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
先
天
的
に
燗
甥
化
の
薄
弱
な
素
質
と
い

う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
事
と
、
幼
年
期
に
於
け
る
家
庭

環
境
の
中
に
個
劉
化
を
阻
害
す
る
如
き
因
子
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
事
で
あ
る
。
近
隼
油
翻
を
集
め
て
い
る
幼
児
期
分
裂
病
の
存

在
は
、
遺
伝
的
先
天
的
な
素
質
の
果
す
役
割
を
階
示
し
て
い
る
し
、
分
裂

病
者
の
家
族
研
究
の
成
果
は
一
定
の
特
質
を
備
…
え
た
家
庭
に
分
裂
病
者
の

発
生
し
易
い
事
実
を
立
証
し
て
い
る
。

　
分
裂
病
と
い
う
病
を
個
鴉
亀
総
理
の
危
機
の
現
れ
と
見
る
見
解
か
ら
は
、

此
の
病
の
治
療
法
、
殊
に
医
師
と
病
者
と
の
人
聞
的
出
会
い
を
通
じ
て
病

者
を
治
療
し
よ
う
と
す
る
所
謂
「
精
神
療
法
」
の
方
針
と
技
法
に
就
て
も
、

明
確
な
示
峻
が
与
え
ら
れ
る
と
思
う
。
病
者
の
治
療
は
、
病
者
の
個
携
化

を
確
立
さ
せ
て
危
機
を
克
嚴
せ
し
め
る
事
に
よ
っ
て
達
成
し
得
る
事
と
考

え
ら
れ
る
。
此
れ
に
対
し
分
裂
病
の
薬
物
療
法
は
、
病
老
の
緊
張
状
況
を
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弛
緩
さ
せ
る
事
に
よ
り
、
此
の
緊
張
か
ら
生
じ
て
い
る
諸
種
の
症
状
を
消

失
せ
し
め
、
病
者
が
或
程
度
の
余
裕
を
も
っ
て
自
ら
の
危
機
的
状
況
に
冷

静
に
対
処
し
う
る
様
な
状
態
を
作
っ
て
や
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
精
神
療

法
に
対
し
て
は
飽
く
迄
も
従
属
的
補
助
的
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。　

以
上
に
於
て
、
私
は
私
な
り
に
、
精
神
分
裂
病
と
い
う
病
を
統
…
的
に

理
解
す
る
全
く
漸
し
い
立
場
を
考
え
て
見
た
。
従
来
分
裂
病
の
過
湿
と
い

う
も
の
は
、
等
ら
ノ
エ
マ
的
に
の
み
求
め
ら
れ
て
来
て
、
そ
の
結
果
、
其

れ
は
女
心
の
処
医
学
の
謎
、
人
間
の
謎
と
考
え
ら
れ
る
の
他
な
か
っ
た
の

で
あ
る
が
、
ひ
と
た
び
限
を
転
じ
て
此
れ
を
ノ
エ
シ
ス
の
側
に
求
め
れ
ば
、

従
来
謎
と
さ
れ
て
い
た
正
に
其
の
翻
処
が
、
　
一
転
し
て
逆
に
大
い
な
る
明

み
の
場
所
と
し
て
瀾
け
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
従
来
の
糖
神
医
学
が
不
確

か
な
手
探
り
で
、
拾
い
集
め
て
来
た
知
識
の
す
べ
て
が
其
身
生
か
さ
れ
て
、

整
然
と
一
つ
の
根
本
事
象
の
許
に
統
一
さ
れ
る
。
私
は
こ
の
論
文
に
於
い

て
何
一
つ
と
し
て
新
…
し
い
知
見
を
加
え
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
只

従
来
表
か
ら
見
て
い
た
も
の
を
裏
か
ら
眺
め
て
発
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
人
形
劇
の
秘
密
を
観
客
席
か
ら
推
測
す
る
事
を
や
め
て
、
繰
り
の
糸

を
舞
台
裏
か
ら
覗
い
て
冤
て
、
南
分
密
瓦
人
形
の
使
い
方
を
体
得
し
な
が

ら
そ
の
秘
密
を
明
か
そ
う
と
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
、
舞
台

嚢
に
廼
っ
て
自
分
で
体
得
し
て
み
る
と
い
う
事
が
、
従
来
の
精
神
医
学
に

於
て
は
忘
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
我
々
の
精
神
医
学
は
従
来
酋
洋
の
精
神
医
学
で
あ
っ
た
。
西
田
幾
多
郎

先
生
の
祷
名
な
嘗
葉
に
も
あ
る
様
に
、
　
門
形
相
を
衡
と
な
し
形
成
を
善
と

精
神
分
裂
病
症
状
の
背
後
に
あ
る
も
の

な
す
泰
西
文
化
の
絢
欄
た
る
石
墨
に
は
、
尚
ぶ
べ
き
も
の
、
學
ぶ
べ
き
も

の
の
許
多
な
る
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
幾
千
年
來
我
等
の
祖
先
の
孚
み

翻
っ
た
東
洋
文
化
の
根
底
に
は
、
形
な
き
も
の
の
形
を
見
、
盤
な
き
も
の

の
聲
を
醐
聞
く
と
云
っ
た
暇
な
も
の
が
潜
ん
で
居
る
」
の
で
あ
り
、
　
「
我
々

の
心
は
此
の
如
き
も
の
を
求
め
て
已
ま
な
い
」
の
で
あ
る
。
形
な
き
も
の

の
形
を
見
、
声
な
き
も
の
の
声
を
聞
く
に
は
、
形
や
声
の
背
面
に
廻
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
。
私
は
此
の
様
な
見
方
に
学
間
的
根
拠
を
与
え
て
精
神
医
学
に

導
入
し
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

　
数
年
来
、
私
は
西
田
先
生
の
哲
学
か
ら
深
い
感
銘
を
受
け
て
来
た
。
併

し
、
読
め
ば
読
む
程
、
私
の
見
よ
う
と
し
て
い
る
事
、
論
お
う
と
し
て
い

る
事
が
先
生
の
鋭
い
思
索
に
あ
っ
て
、
す
で
に
余
り
に
も
遭
確
に
表
現
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
、
却
っ
て
私
自
身
の
思
索
を
妨
げ
る
事
に
も
な
っ
た
。

師
に
遭
っ
て
師
を
殺
す
の
醤
の
通
り
、
私
は
衡
田
先
生
の
思
索
を
殺
す
事

に
金
力
を
尽
し
た
。
轡
し
、
西
懇
哲
学
は
私
如
き
が
容
易
に
殺
せ
る
様
な

脆
弱
な
も
の
で
は
な
い
。
私
の
論
文
か
ら
尚
多
く
の
点
に
於
て
酉
沼
先
生

の
思
想
が
顔
を
出
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
其
れ
は
私
の
非
力
の
表
現

に
他
な
ら
な
い
。

　
　
（
此
の
論
文
は
元
々
、
恩
師
村
上
仁
先
生
の
魚
蝋
十
周
年
記
念
論
文

　
集
の
為
め
に
と
考
え
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
偶
々
辻
村
公
一
先
生

　
の
御
薦
め
と
村
上
先
生
の
御
了
解
を
得
て
、
　
一
部
を
驚
き
改
め
て
本
誌

　
に
発
表
さ
せ
て
戴
く
事
に
な
っ
た
。
本
誌
の
性
格
上
、
臨
床
的
専
門
的

　
な
個
処
は
殆
ど
す
べ
て
幅
剛
除
し
て
、
哲
学
的
に
興
，
味
の
あ
り
そ
う
な
点

　
だ
け
を
少
し
く
詳
し
く
書
い
て
み
た
が
素
よ
り
私
は
誓
学
に
関
し
て
は

　
全
く
の
門
外
漢
で
あ
る
。
併
し
、
精
神
病
の
診
療
に
従
事
し
て
い
る
医

九
一
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哲
学
研
究
　
第
礪
百
九
十
七
号

者
が
、
常
曝
頃
何
を
考
え
て
人
聞
で
あ
る
患
者
に
接
し
て
い
る
の
か
と

い
う
事
を
、
哲
学
者
の
方
々
に
も
聞
い
て
戴
い
て
率
直
な
御
批
判
を
仰

げ
れ
ば
幸
だ
と
感
じ
て
、
敢
え
て
粗
雑
な
思
索
を
本
誌
に
公
表
す
る
決

心
を
し
た
次
第
で
あ
る
。

終
り
に
臨
ん
で
御
校
閲
と
有
蓋
な
御
助
雷
を
賜
っ
た
村
上
仁
先
生
、
西

谷
啓
治
先
生
、
辻
村
公
一
先
生
に
厚
く
御
礼
を
申
し
あ
げ
た
い
。
）

　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
京
大
医
学
部
精
神
科
・
水
口
病
院
副
院
擾
）

九
二



THE　OUTLINES　OF　THE　［MAIN

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

Theα‘励Z8げSi・cchαノZ　art～ele　as　cr・PPears　inク…ノーθtゐan・π8　nu7nbeノ噌げ砺3

？naga2ine　is　to　be　gilven　together　with　the　last　一instal・ment　of’　the　article．

Der　S量里山de罫seh量zophrenen　Symptome

　　　　　　　　　　　　　　　von　Bin　Kimura，　Dr．　med．

aus　der　Psychiatrischen　und　Nervenl〈linil〈　der　Universitat　Kyoto

　　　　　　　　　　　　（Direlctor：　Prof．　Dr．　）y（［．　Murakami）

　　Im　ersten　Teil　der　Arbeit　ist　vorwiegencl　Methodologisches　er6rtert．　Einer

riesigen　Anhtiufung　von　Beobachtungen，　Beschreibungen　und　lnterpretati－

onsversuchen　zum　Trotz　bleibt　die　Frage　nach　clem　NVesen　cler　Schizophrenie，

dem　Sinn　ihrer　mannigfaitigen　Symptome，　nach　wie　vor　ungeantwortet．　Es

ist　zwar　allererts　anerl〈annt．　daB　cliese　Krankheit　weder　nur　Leib　noch　nur

Seele　des　Mensclaen　trifft，　sondern　den　ganzen　Menschen　von　seinem　Grund

aus　verandert，　inclem　sie　gerade　dort　uberfallt，　vtro　ein　Mensch　richtig　zum

Menschen　wircl，　clas　Wesen　des　Menschenwesens．

gine　der　Wesentlichsten　Bestimmungen　des　Menschen　ist　die，　daS　er　ein

soziales　Wesen　ist：　Ein　Mensch　ohne　jeden　Mitmenschen　sollte　schlechthin

unm6glich　sein．　Ein　Mensch　wird　erst　durch　Mitheit　mit　einem　anderen

richtig　zum　Menschen：　Diese　i）y（litheit　konstituiert　primar　das　Wesen　des

Menschenwesens．　Allein　sie　ist　vom　bloBen　Nebenbei－Verhaltnis　zwischen

Dingen　seharf　zu　trennen．　Dab’　ein　Mensch　neben　einem　anderen　steht，

besagt　noch　lange　nicht，　daB　dort　eine　echte　1）vS［itheit　besteht．　Selbst　so

etwas　wie　sprachliche　Kommunikation　1〈ann　diese　nicht　stiften，　im　Gegenteil

wird　sie　erst　von　cler　ursprtinglicheren　Mitheit　zwischen　Menschen　gegrtindet．

Die　Mitheit　ist　kein　objektiv　begrei・fbares　Phanomen，　1〈ein　Noematisches．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



sondern　s三e　bleibt　stet＄in　eine照Modus　des“Noetischeバals　welches　nur

der　letzte　Ursprung　alles　intentionalen　Aktes煎thin　alles　Noematisch－Objekti－

vierbaren　zu　verstehen　ist．

　　Diese　noetische　Mitheit　offenbart　sich　wOhl　a臓deutlichsten，　wenn　ein

．Mensch　ganz　i搬Schweigen，　d．　h．　ohne　sich　verba1　oder　mimisch　auszudrUcken，．

einen　anderen　vollends　versteht．　ein　Sac1ユverhalt，　den　die　japanische　Umgangs一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のsprache“Ki－ga－au”（etwa　Ubereinsti艶mung　des“Ki”）nennt．　Das　Wort“K”．

bedeutet　ursp瓢Dglich‘‘Ursprung　des　Universums，”“Pneuma，”“A℃em”，“Luft”

und　zugleich　auch“GemUt，”Demnach　ist“Ki”e量gentlich　ein　Universales

und　Ubiquitares，　aber　das　zeigt　sich　nur　als　ein王ndivi．duelles（Ge無茸t），　als

e厨eMelniges．　Wenn　bei　lemandem　sein　eigener　Anteil　an“Ki”ve雌ckt

wird（嵩chigau），　damユbezeichnet　1難an　ihn　als　wahnsin慮＄（＝Ki・c｝1igai）．　In

∫apan　wird．．　alsQ　von　alters　her　ei職Wahnsilm　als　Verr慧cktheit　des“K：i”，

d．h．　der　ind三v玉duellen　Manifestation　des　ursprUnglichen　Mitheit－Prinzips

zwischen　den　Menschen　aufgef識．

　　“Ki”1緻sich　ais　Grund　von　menschlicher　Mitheit　nie　noematisch　objekT

tivieren；selbst　das　eigene，　je　meinig．gehabte　‘‘K：i”　kaan　man　sich　niemais

unmittelbar　vergegenw溢rtigen；be量jedem　Akt　des　Vergegenwartigens　bleibt

es　stets　hinter　dem　Akt，　a騰QuelLgru鍛d　aller　Intention，　Doch　es　gibt　einen

einzigen　Weg，　d量esem　noetischen“Ki”zuzugeheぬ．　Als　Ursprung　des

Universum＄bleibt　es　nicht　einmal　nur　auf　der　Seite　des“Sublekts”．　es　weilt

zugleich＆uch　beim‘‘Oblekt”；besser　gesagt，　Subjekt　u職d　Objekt　si捻d　nur

die　noetische　und　noematische　Se量te　bei　der　Manifestation　e量nes　einzigen

“Ki”．　Das　noetische“Ki”ist　nie　ob｝ektivierbar，　aber　laSt　s量ch　stets　gerade

beim　Oblekt魚den，　das　wird　nie　zu　einem　Noema，　aber　wohnt　le　schon　in

der　noematischen　Welt．　Es　ist　gerade　das，　was　der　Welt　ihr　jeweiliges

Gesicht　verleiht　und　sie　somit“ge漁tlich”f溢rbt，　was　also　die　Welt　als　das

Ganze　der　s沁nesreize　erst　zur　Welt　als　dem　Ganzen　der　bedeutsamelt

SinnbezUgen　f蔭r　den　Menschen　macht．

Hier　k6nnen　wir　auch　den　Weg　zu撮schizophren　veranderten“Ki”eines

kranken　Menschen　bahnen。　Dies　kann　man　auch　nie　unmittelbar　objektiv－

noematisch　feststellen，　was　gerade　das　Scheitem　alles　ph装nomeno｝ogischen

2



Suches　nach　de磁Wesen　der　Schizophrenie　veran1銭島t。　Wenn　man　aber
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

elnmal　dem　Schizophre筑en　als　Mitme鷺schen　begegnet　und　durch　diese　Mi由eit

s・w・hl　s三ch　selbst　als　auch　den　Kranken　richtig・um　Menschen　we・den　l識，

wenn皿a垣hn　also　nicht　mehr　zum　bl・Ben　Objekt　zu　degradieren　versucht，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　リ
so　entsteht　dOrt　eine　Ubereinstimmung　des“Ki”，　indem　man　das“K：i”vo皿

Kranken　nun　als　sei難eigenes　ni凱mt　und　das　clann　in　eigener　Wek

gemtitlich査nde亡。　Diese　Methode，　das　wahnsi画g　ver芭nderte“K：i”vo皿

Kranken　durch　mitmenschliche　Begegnung　eigen　zu　machen　und　daim　in　der

Welt　gem翻ich－i蜘itiv　zu五nden，ぬennen　wir“jikakuteki（＝sich－spiegelnde）

Pha鷺omenologie”．

　　Im　zwelten　Teil　sind　dann　einzelne　Ergebnisse　der　Untersuchung　mit

dieser　Methode　ausgefi’hrt．　Beiln　Schizophrenie勲det　sich　eine　krankhe量ts－

spezifische　Veranderung　des“Ki”i．燃Sinne　voR　Abweichen　oder　Verweigem

menschlic｝ler　Begegnmg．　Das　lti｛5t　sich　a鷺f　eine　Fragw蓑rdigkeit　vQm

“pi’il／cipium　in（lividuationis”　bei難　Kral癒en　zurtickf曲ren．　D三e　typisch

schizophrenen　Symptome　wie　Verfolgungs一，　Beziehungs㍉．　Beein魚ssungser－

1eb甫s　usw．　sind　Qhne　we玉teres　von　dieser“Grundst6rung”her　abzuleite澄．

Merkw慧rdige　bizarre，1nanierierte　Ge瞼de　sowie　verstiegene王dealbildung

kann　man　auch　als　verrtickten　Versuch，　sich　als　Individuum　durchzusetzen，

ansehen。　Beka鷺ntlich　l…ISt　sich　l）eim　Schizophrenen　oft　ein　eigent｛imliches

Wegfallen　von　Metapher，　das　F茸r－wah温alten　des　bloS　metaphorlsches

beobachten，　ein　Phanomen、　das　bei　niedrig　entwickelten、　weniger　ind量vidua－

1isierten　Menschen（Kindem　oder　Unkultiverten）eher　ge1装ufig　ist．　Dies

spricht　wiederum　ftir　unsere　Annahme，　claB　die　schizophre：len　Symptome，

vor　allem　der　schizophrene　Wahn，　als　mδgliche　Bemghungen　des　Kranken，

seine　einmal　problematisch　gewordene工ndividuation　not　gedrungen　wieder

herzustellen，　zu　verstehen　sei．
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