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始
め
に
ロ
ゴ
ス
あ
り
き
と
い
う
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
ロ
ゴ
ス
と
は
行
為
で
あ
る
と
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
解
し
た
。
聖
書
は
こ
れ
を
神
の
創
造
的

　
　
行
為
と
し
ょ
う
が
、
我
々
は
こ
れ
を
人
間
の
立
場
か
ら
、
人
間
歴
史
に
於
け
る
人
間
の
行
為
と
し
て
理
解
す
る
。
だ
が
歴
史
に
於
け
る
人

　
　
間
の
行
為
は
人
間
主
体
の
行
為
で
あ
っ
て
動
物
の
行
動
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
本
能
的
無
自
覚
的
行
為
で
な
く
て
反
省
的
自
覚
的

　
　
行
為
で
あ
る
。
間
題
は
こ
の
よ
う
な
主
体
の
反
省
的
自
覚
的
行
為
と
は
歴
史
に
於
て
は
如
何
な
る
有
り
方
を
も
つ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
或
は
「
歴
史
に
於
て
」
と
い
う
言
葉
は
無
用
な
附
加
物
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
蓋
し
主
体
の
行
為
と
し
て
こ
れ
を
動
物
的
行
為
か
ら
区

　
　
訂
し
た
蒔
、
我
々
は
既
に
霞
然
の
世
界
か
ら
歴
史
の
世
界
に
踏
み
込
ん
だ
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
我
々
が
敢
て
こ

　
　
の
よ
う
な
限
定
を
す
る
の
は
、
主
体
性
と
歴
史
性
と
は
必
ず
し
も
同
一
化
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
否
、
行
為
の
主
体
性
は

　
　
そ
の
歴
史
性
と
矛
盾
す
る
。
少
な
く
と
も
前
者
は
後
者
を
越
え
た
何
物
か
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
般
に
イ

　
　
デ
ア
リ
ス
ム
ス
と
い
わ
れ
る
立
場
、
特
に
先
験
的
観
念
論
は
か
か
る
考
え
方
を
特
徴
と
し
て
い
た
。
勿
論
主
体
は
イ
デ
ー
で
は
な
く
て
イ

　
　
デ
…
を
見
る
も
の
、
こ
れ
を
創
造
す
る
も
の
、
即
ち
働
く
も
の
で
、
見
ら
れ
る
も
の
、
働
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
主
体
は
か
か
る
も
の
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と
し
て
イ
デ
…
を
志
向
し
、
イ
デ
ー
を
創
造
、
現
実
化
す
る
。
然
し
か
か
る
主
体
の
行
為
に
は
明
ら
か
に
反
省
の
契
機
を
含
ん
で
い
る
。

　
　
反
省
を
欠
く
行
為
は
本
能
的
行
動
と
区
別
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
然
る
に
反
省
は
行
為
を
越
え
て
こ
れ
を
省
み
る
働
き
で
あ
る
。
反
省
も
主

　
　
体
の
作
用
で
あ
る
が
、
反
省
さ
れ
る
作
用
と
反
省
す
る
作
用
と
は
異
る
こ
と
、
恰
も
色
を
見
る
作
用
と
こ
の
作
用
を
反
省
す
る
作
用
と
は

　
　
異
る
と
同
じ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
反
省
判
断
力
は
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
与
え
ら
れ
た
特
殊
に
対
し
て
普
遍
を
求
め
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。

　
　
彼
は
反
省
判
断
力
の
客
観
性
を
拒
否
し
た
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
反
省
は
特
殊
に
普
遍
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
、
鷺
沼
の
方
向
に
特
殊
を

　
　
反
省
す
る
こ
と
で
あ
り
、
時
聞
的
特
殊
を
超
時
間
的
イ
デ
ー
の
方
向
に
自
己
内
反
省
を
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
己
反
省
的
行
為
は
自
由

　
　
の
本
質
的
契
機
を
成
す
。
主
体
が
そ
の
行
為
の
あ
る
べ
き
よ
う
を
群
雀
し
、
自
律
的
に
意
志
決
定
す
る
と
こ
ろ
に
実
践
的
自
由
が
あ
る
。

　
　
実
践
的
自
由
の
本
質
的
契
機
と
し
て
の
実
践
的
反
省
は
ど
ん
な
構
造
を
も
つ
だ
ろ
う
か
。
道
徳
法
は
普
遍
必
然
的
法
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

　
　
こ
の
よ
う
な
法
の
探
究
は
超
越
的
に
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
「
理
性
の
事
実
」
と
し
て
純
粋
実
践
理
性
の
内
部
に
見
出
さ
れ
た
。

　
　
第
二
批
判
は
か
か
る
事
実
の
単
な
る
指
示
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
可
能
性
の
根
拠
の
説
明
は
人
間
知
識
の
限
界
以
上
の
こ
と
と
し
て
断
念
せ

　
　
ざ
る
を
得
な
い
。
反
省
は
か
か
る
根
本
事
実
に
ま
で
遡
り
、
そ
の
事
実
の
有
り
方
を
分
析
、
確
定
し
た
後
、
こ
の
法
を
特
殊
な
所
与
的
行

　
　
為
に
応
用
す
る
。
こ
れ
の
応
用
が
実
践
的
判
断
力
の
仕
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
実
践
的
反
省
は
原
理
の
分
析
と
そ
の
応
用
と
い
う
二
つ
の

　
　
仕
事
を
行
う
。
だ
が
実
践
的
判
断
力
は
超
越
的
法
を
個
々
の
場
合
に
適
用
す
る
時
、
愚
老
の
演
繹
的
綜
合
を
媒
介
す
る
第
三
の
原
理
が
必

　
　
要
に
な
る
。
こ
の
推
論
式
の
媒
介
項
が
普
遍
的
自
然
法
則
の
範
型
で
あ
る
。
然
し
か
か
る
実
践
判
断
力
の
図
式
た
る
べ
き
範
型
は
何
等
の

　
　
構
想
力
を
含
ま
ぬ
極
め
て
無
内
容
な
る
も
の
で
、
推
論
式
の
小
前
提
の
媒
介
性
を
欠
い
て
い
る
。
実
践
的
推
論
式
の
小
忌
提
は
実
践
の
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
別
的
性
格
上
、
具
体
的
知
覚
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の
範
型
論
は
こ
の
点

　
　
を
無
視
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
＼
る
欠
陥
は
実
は
そ
の
根
本
前
提
で
あ
る
道
徳
法
の
分
析
に
端
を
発
す
る
の
で
あ
る
。
那
ち
、
カ
ン
ト

　
　
は
実
践
的
反
省
の
凍
理
で
あ
る
道
徳
法
を
当
為
と
し
て
厳
し
く
存
在
と
対
立
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
道
徳
法
の
存
在
根
拠
と
し
て
の
自
由
、

　
　
又
は
自
由
の
主
体
と
し
て
の
叡
智
的
人
間
を
も
イ
デ
…
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
道
徳
法
と
自
由
を
同
一
の
実
践
的
自
覚
の
両
面
と
す



　
　
る
彼
の
考
え
方
で
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
が
、
然
し
こ
の
よ
う
な
超
越
化
の
徹
底
的
遂
行
は
そ
れ
自
体
に
内
在
す
る
問
題
を
表
面
化
せ
ざ

　
　
る
を
得
な
く
な
る
。
道
徳
法
が
如
何
な
る
意
味
で
厳
密
な
超
歴
史
的
幽
艶
遍
性
を
具
え
て
い
る
か
は
そ
れ
膚
身
問
題
で
あ
る
が
、
主
体
の
本

　
　
来
的
有
り
方
と
し
て
の
自
由
そ
の
も
の
が
イ
デ
ー
化
さ
れ
る
と
、
我
々
の
主
体
的
存
在
そ
の
も
の
が
非
存
在
化
さ
れ
、
空
中
分
解
す
る
で

　
　
あ
ろ
う
。
イ
デ
ー
と
し
て
反
省
さ
れ
た
存
在
は
最
早
現
実
的
存
在
で
は
な
い
。
自
由
を
一
自
己
霞
身
の
存
在
の
仕
方
と
し
て
の
自
由
を

　
　
ー
イ
デ
ー
又
は
要
請
と
し
て
反
省
す
る
我
は
如
何
な
る
存
在
で
あ
る
の
か
。
反
省
さ
れ
る
主
体
と
反
省
す
る
主
体
と
は
当
為
的
イ
デ
ー

　
　
的
主
体
の
有
り
方
に
対
す
る
反
省
的
行
為
的
主
体
と
し
て
区
別
さ
れ
る
が
、
然
し
同
じ
く
主
体
と
し
て
は
問
一
存
在
で
あ
る
。
自
由
を
純

　
　
然
た
る
道
徳
法
と
同
一
視
す
る
な
ら
と
も
角
、
そ
れ
を
主
体
の
可
能
的
存
在
と
見
る
限
り
、
主
体
の
存
在
か
ら
区
別
さ
れ
た
イ
デ
ー
的
ノ

　
　
エ
マ
的
存
在
と
見
る
こ
と
は
出
来
ず
、
主
体
自
体
の
存
在
の
仕
方
と
し
て
現
実
化
さ
れ
つ
＼
あ
る
主
体
の
可
能
存
在
で
あ
る
。
主
体
存
在

　
　
は
単
な
る
法
一
般
と
異
り
、
自
己
の
可
能
存
在
と
現
実
存
在
の
動
的
統
一
主
体
で
あ
る
。
自
由
を
本
来
の
自
己
存
在
と
し
て
反
省
し
、
こ

　
　
れ
に
従
っ
て
生
き
よ
う
と
す
る
主
体
は
既
に
現
実
的
に
自
由
で
あ
り
、
霞
由
に
生
き
て
い
る
。
パ
ウ
ロ
が
「
我
が
志
す
善
は
な
さ
ず
、
厭

　
　
う
悪
は
却
っ
て
こ
れ
を
な
す
」
と
云
う
時
、
彼
は
善
悪
を
自
主
的
に
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
登
り
既
に
霞
由
の
人
で
あ
る
。

　
　
　
（
1
）
　
諺
蔚
ε
琶
。
し
。
M
津
囲
凱
9
宏
一
8
召
農
。
o
｝
お
ρ
H
置
冒
∴
ぱ
刈
菖
9

　
　
　
カ
ン
ト
が
過
玄
の
行
為
を
既
に
起
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
を
行
う
べ
き
で
な
か
っ
た
と
し
て
悔
い
る
の
は
道
徳
法
の
趨
時
間
的
無
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
）

　
　
に
よ
る
も
の
と
云
っ
て
い
る
。
確
か
に
形
式
的
抽
象
的
に
規
定
さ
れ
た
道
徳
法
は
時
処
に
無
関
係
に
普
遍
的
妥
当
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
、

　
　
過
宏
の
一
時
点
に
生
じ
た
特
殊
な
行
為
で
も
こ
の
時
点
に
無
関
係
に
こ
れ
を
普
遍
的
道
理
に
従
っ
て
悪
と
し
て
反
省
、
後
悔
す
る
こ
と
が

　
　
出
来
る
。
だ
が
こ
こ
で
開
題
に
な
る
の
は
、
第
一
、
時
間
的
場
所
的
存
在
と
し
て
の
個
人
の
主
体
的
存
在
が
如
何
な
る
仕
方
で
か
か
る
超

　
　
越
的
法
を
知
る
こ
と
が
毘
来
る
だ
ろ
う
か
。
第
二
、
た
と
い
普
遍
良
法
を
公
理
と
し
て
反
省
す
る
に
し
て
も
、
反
省
す
る
主
体
と
反
雀
さ

　
　
れ
る
主
体
の
行
為
は
そ
れ
ぞ
れ
現
在
と
過
宏
の
満
点
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
過
去
に
対
す
る
悔
い
は
必
聴
間
的
妥
当
性
の
次
一
7
6

　
　
に
存
在
す
る
の
で
な
く
、
超
時
闘
的
次
元
と
階
問
的
次
元
の
言
々
接
触
と
し
て
始
め
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

952　
　
　
　
　
　
歴
史
に
於
け
る
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省
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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陽

　
第
一
の
闘
題
は
ア
プ
リ
オ
リ
、
即
ち
先
験
的
綜
合
的
命
題
は
如
何
に
し
て
発
見
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
他
な
ら
ず
、
第
一
批
判
の
分

析
の
可
能
根
拠
と
も
関
係
す
る
。
そ
し
て
、
第
一
批
判
に
於
け
る
ア
プ
二
三
オ
リ
の
分
析
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
論
理
学
の
遺
産
と
、

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
幾
何
学
、
物
理
学
の
結
果
、
即
ち
学
問
の
歴
史
的
成
立
に
導
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
特
に

重
要
な
の
は
、
所
謂
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
と
し
て
の
認
識
主
体
の
確
立
は
近
代
科
学
の
実
験
的
方
法
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
は
カ
ン
ト
が
第
【
批
判
の
序
論
で
告
白
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
科
学
者
が
実
験
主
体
と
な
っ
て
一
定
の
仮
説
の
下
に
対
象
を
能
動

的
に
操
作
し
て
解
答
せ
し
め
、
自
然
に
支
配
さ
れ
ず
、
こ
れ
を
反
対
に
遠
望
す
る
と
い
う
構
成
的
方
法
は
、
近
代
の
立
法
的
主
体
の
確
立

の
運
動
に
基
づ
く
こ
と
は
弱
ら
か
で
あ
る
。
換
質
す
れ
ば
、
ア
プ
リ
オ
リ
の
発
蒐
ほ
単
に
学
問
の
発
展
の
み
な
ら
ず
、
　
一
般
に
社
会
的
文

化
的
発
展
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
見
歴
史
的
鰯
約
性
を
総
て
捨
象
し
た
か
の
如
く
見
え
る
第
二
批
判
に
就
い
て
も
い
い

得
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
批
判
自
体
が
第
】
批
判
の
土
台
を
成
す
立
法
的
主
体
性
の
近
代
的
思
想
の
体
系
的
発
展
な
の
で
あ
る
。
勿
論
実
践

的
自
由
は
悟
性
の
立
法
性
と
異
り
、
そ
れ
を
実
現
す
る
例
は
極
め
て
少
な
い
か
ら
経
験
概
念
で
な
い
こ
と
は
カ
ン
ト
の
強
調
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
然
し
そ
れ
に
し
て
も
第
二
批
判
は
第
　
批
判
の
如
く
学
閥
の
事
実
を
ア
プ
リ
オ
リ
発
見
の
土
台
に
し
て
い
な
い
が
、
然
し
そ

の
代
り
彼
自
身
を
含
め
た
人
々
の
実
験
的
体
験
を
引
用
し
て
説
明
に
生
彩
を
与
え
て
い
る
し
、
こ
れ
は
特
に
良
識
の
分
析
か
ら
始
め
た

「
道
徳
形
而
上
学
原
論
」
に
於
て
著
し
い
。
自
由
が
若
し
イ
デ
…
に
過
ぎ
ぬ
な
ら
如
何
し
て
悪
に
介
す
る
責
任
を
論
じ
た
り
、
自
由
を
少

な
く
と
も
可
能
性
と
し
て
示
す
こ
と
が
繊
来
よ
う
。
自
由
を
当
為
に
覧
て
可
能
で
あ
る
と
人
々
が
確
信
出
来
る
な
ら
、
そ
れ
は
又
事
実
で

も
あ
る
こ
と
の
論
証
で
あ
る
。
可
能
性
は
存
在
可
能
性
で
あ
り
、
最
早
単
な
る
思
考
の
イ
デ
…
で
な
く
て
存
在
の
領
域
に
お
か
れ
た
の
で

あ
る
。
可
能
存
在
な
ら
ば
、
そ
れ
は
努
力
に
よ
っ
て
現
実
存
在
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
　
「
如
何
な
る
権
威
に
も
屈
せ
ず
、
真
実
の
証
言
を

せ
よ
」
と
い
う
当
為
に
即
し
て
我
々
は
こ
れ
を
な
し
得
る
と
い
う
自
由
の
能
力
を
確
食
す
る
。
こ
の
可
能
性
は
可
能
性
な
る
が
故
に
そ
の

実
現
が
妨
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
又
こ
の
妨
害
を
知
る
が
故
に
我
々
は
未
来
に
向
っ
て
よ
り
多
く
そ
の
実
現
に
努
力
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
と
す
れ
ば
、
現
在
の
可
能
性
は
努
力
に
撃
て
現
実
的
切
線
を
未
来
的
方
向
と
し
て
含
む
切
点
と
な
る
。
の
み
な
ら
ず
、
現
在
は
時
聞



　
　
の
系
列
で
は
未
来
へ
の
現
在
で
あ
る
と
共
に
苗
字
か
ら
の
現
在
で
あ
り
、
従
っ
て
過
去
の
可
能
性
は
現
在
の
現
実
性
と
し
て
そ
の
挫
折
と

　
　
共
に
存
在
す
る
。
同
時
に
、
時
事
は
歴
史
的
世
界
の
聴
間
と
し
て
、
多
数
の
個
人
の
共
在
に
よ
っ
て
多
元
化
す
る
と
共
に
、
こ
の
よ
う
な

　
　
多
元
的
モ
ナ
ド
的
時
間
で
は
可
能
性
と
そ
の
挫
折
と
実
現
は
全
晴
間
の
系
列
に
於
て
、
各
民
族
と
各
個
人
の
歴
史
を
隠
す
で
あ
ろ
う
。
自

　
　
由
は
最
早
要
請
で
な
く
、
輝
か
し
い
人
類
の
歴
史
的
内
容
に
な
ろ
う
。

　
　
　
第
二
、
若
し
ア
プ
リ
オ
リ
が
認
識
に
於
て
の
み
な
ら
ず
実
践
に
煽
て
も
、
分
析
的
で
な
く
て
綜
合
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
歴
史

　
　
的
行
為
に
於
て
同
時
に
認
識
さ
れ
、
反
省
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
道
徳
法
は
超
時
間
的
理
性
法
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
そ
れ
に

　
　
も
拘
ら
ず
、
と
云
う
よ
り
そ
の
故
に
こ
そ
時
間
の
中
に
実
現
さ
れ
る
所
に
永
遠
の
深
い
意
味
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
永
遠
が
静
止
で
な

　
　
く
て
働
く
も
の
と
す
れ
ば
、
漁
燈
に
、
時
間
が
溝
動
の
中
に
高
い
属
的
の
実
現
を
目
ざ
す
と
こ
ろ
に
活
動
の
深
い
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

　
　
永
遠
と
時
間
は
そ
れ
ぞ
れ
の
対
立
性
の
故
に
他
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
、
主
体
の
心
構
え
は
聖
な
る
心
構
え
、
一

　
　
i
道
徳
法
と
心
構
え
と
の
完
全
な
一
致
　
　
に
向
っ
て
「
無
限
な
進
歩
篇
を
続
け
る
と
い
う
の
は
、
時
間
を
そ
の
未
来
性
に
於
て
特
に
強

　
　
縛
す
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
「
無
限
な
進
歩
」
は
実
践
的
時
間
の
貧
し
い
理
解
と
評
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
単
に
無
限
な
進
歩
と
云
え
ば
、

　
　
我
々
の
生
活
の
各
時
点
、
各
個
人
や
民
族
の
各
々
の
時
点
は
皆
未
虚
7
6
成
と
な
り
、
そ
れ
自
身
の
内
在
的
意
味
を
失
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ

　
　
こ
で
カ
ン
ト
に
は
、
行
為
は
無
限
な
進
歩
で
あ
る
が
、
傭
人
の
生
涯
の
全
体
は
神
の
前
で
は
少
な
く
と
も
そ
の
心
構
え
に
於
て
完
成
態
に

　
　
於
て
見
ら
れ
る
と
も
云
う
。
こ
れ
は
心
構
え
と
行
為
の
区
別
を
前
提
と
し
て
い
る
限
り
未
だ
十
分
な
解
決
と
は
云
い
難
い
。
神
の
如
き
総

　
　
て
を
見
通
す
全
知
全
能
者
の
前
に
立
て
ば
総
て
は
未
完
成
な
も
の
と
見
ら
れ
よ
う
が
、
然
し
そ
の
深
き
叡
知
の
前
で
は
各
潔
斎
が
行
為
と

　
　
心
構
え
の
全
体
に
於
て
見
ら
れ
、
そ
れ
に
固
有
な
積
極
的
消
極
的
価
値
が
見
通
さ
れ
得
よ
う
。
例
え
ば
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
回
心
ま

　
　
で
の
心
は
絶
え
ざ
る
魂
の
二
元
的
闘
争
の
過
程
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
単
に
無
限
な
進
歩
の
過
程
と
し
て
一
括
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
な

　
　
く
、
そ
の
接
近
と
挫
折
と
が
一
々
の
瞬
間
に
於
て
そ
れ
自
身
の
完
結
し
た
意
味
を
も
つ
と
共
に
、
回
心
へ
の
一
歩
一
歩
の
前
進
と
も
見
ら

　
　
れ
よ
う
。
要
す
る
に
、
各
瞬
間
が
同
時
に
未
完
成
、
完
成
、
完
成
の
崩
壊
の
各
様
糟
を
示
す
も
の
と
云
え
よ
う
。
道
元
書
く
、
　
「
後
の
事
、

蹴　
　
　
　
　
　
歴
史
に
於
け
る
行
為
と
反
省
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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澱
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98
2
　
明
旨
の
活
計
を
思
う
て
捨
つ
べ
き
世
を
捨
て
ず
、
行
ず
べ
き
道
を
行
ぜ
ず
し
て
、
あ
た
ら
日
夜
を
過
ご
す
は
口
惜
し
き
事
な
り
。
た
だ
思

　
　
い
切
っ
て
明
購
の
活
計
な
く
ば
飢
え
死
に
も
せ
よ
、
寒
え
死
に
も
せ
よ
、
今
日
一
日
道
を
聞
い
て
仏
意
に
従
っ
て
死
な
ん
と
思
う
心
を
先

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
ず
発
す
べ
き
な
り
」

　
　
　
（
1
）
　
閑
蜂
弾
伽
興
鷲
帥
H
a
も
・
簿
①
賢
く
φ
窪
量
鏑
9
＝
し
。
山
一
㎝
（
歪
μ
算
じ
d
∋
ご
●

　
　
　
（
2
）
　
正
法
眼
蔵
随
聞
詑
三
、
十
三

二

　
カ
ン
ト
が
自
由
を
因
果
律
を
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
間
を
越
え
る
と
し
た
の
は
、
因
果
律
と
時
間
と
を
瑠
関
的
に
考
え
た
か
ら
で
あ

る
。
然
し
こ
の
両
概
念
と
も
更
に
考
う
べ
き
問
題
を
蔵
す
る
。
カ
ン
ト
が
考
え
た
の
は
客
観
的
物
理
学
的
時
間
で
あ
る
。
か
か
る
時
間
は

未
来
が
現
在
と
な
り
、
現
在
が
過
去
に
な
り
、
こ
の
流
れ
を
永
久
に
繰
返
し
、
こ
の
方
向
を
逆
転
出
来
な
い
不
可
逆
性
を
有
す
る
。
そ
し

て
、
現
在
か
ら
過
去
へ
の
移
行
が
存
在
か
ら
無
へ
の
死
滅
で
あ
り
、
未
来
か
ら
現
在
へ
の
移
行
は
無
か
ら
存
在
へ
の
誕
生
で
あ
る
。
然
し

物
理
学
的
時
間
は
元
来
客
観
的
事
件
の
先
後
の
位
置
付
け
の
わ
く
で
あ
る
か
ら
、
　
「
生
き
た
時
間
」
で
な
く
て
一
種
の
空
間
で
あ
り
、
空

間
化
さ
れ
た
時
聞
で
あ
る
こ
と
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
云
う
通
り
で
あ
る
。
然
し
か
か
る
心
奥
は
物
理
学
的
認
識
の
約
束
と
し
て
採
用
さ
れ
た

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
別
の
重
要
な
物
理
学
的
認
識
原
理
で
あ
る
原
因
性
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
愈
々
「
生
き

た
時
間
」
か
ら
離
れ
る
。
即
ち
因
果
性
は
時
間
的
に
先
行
す
る
事
件
を
原
因
と
し
、
後
続
の
事
件
を
そ
の
結
果
と
見
黙
す
結
果
、
時
間
的

継
起
に
法
則
的
結
合
関
係
を
与
え
る
。
而
も
、
こ
の
関
係
が
必
然
的
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
事
件
の
法
則
的
結
合
関
係
は
完
全
に
な
り
、
物

理
学
的
認
識
の
要
求
に
か
な
う
で
あ
ろ
う
。
自
然
因
果
律
で
は
過
去
は
現
在
を
、
現
在
は
未
来
を
因
果
関
係
的
に
規
定
す
る
。
こ
れ
は
時

間
の
先
後
関
係
か
ら
云
っ
て
当
然
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
聴
の
流
れ
は
過
去
が
根
本
的
に
現
在
と
未
来
と
を
規
定
す
る
と
考
え
る
結
果
、

決
定
論
的
に
法
則
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
自
然
因
果
関
係
の
時
間
系
列
を
逆
に
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
。
自
然
因
果
系
列
で
は
過
去
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が
現
在
と
未
来
と
を
決
定
す
る
が
、
逆
に
過
去
が
現
在
か
ら
、
現
在
は
未
来
か
ら
生
成
す
る
と
こ
ろ
が
ら
現
在
が
過
怠
を
、
未
来
が
現
在

を
規
定
す
る
と
い
う
逆
の
規
定
関
係
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
然
因
果
関
係
の
逆
転
で
あ
り
、
両
者
の
同
時
存
在
は
因
果
的
群
論
作
用

に
な
る
が
、
特
に
愚
輩
i
手
段
関
係
に
基
づ
く
行
為
は
後
者
の
因
果
性
を
目
的
論
的
囚
果
性
と
し
て
含
む
。
因
果
関
係
の
岡
晴
存
在
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

て
の
相
互
作
用
は
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
力
学
的
共
同
体
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
範
瞬
は
自
然
界
だ
け
で
な
く
、
歴
史
的
世
界
に
も
重
要

な
意
味
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
主
体
が
他
の
存
在
一
そ
れ
は
自
然
、
他
の
主
体
、
時
代
等
を
意
味
す
る
一
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ

る
だ
け
で
な
く
、
主
体
と
し
て
そ
れ
に
働
き
か
け
る
可
能
性
を
億
載
す
る
。
こ
の
誘
客
作
用
が
実
践
に
発
展
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、

自
由
に
よ
る
因
果
性
と
自
然
因
果
性
と
が
二
世
界
論
的
に
分
離
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
囚
簿
節
山
興
お
ぎ
窪
く
①
醤
哲
P
ω
b
。
臨
塗
（
℃
露
一
ゆ
圃
σ
ご
．

　
既
に
カ
ン
ト
は
第
二
批
判
に
於
て
、
欲
求
能
力
を
「
そ
の
表
象
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
表
象
の
対
象
の
現
実
性
の
原
因
と
な
る
能
力
」

　
　
　
　
　
（
1
）

と
規
定
し
て
い
る
。
行
為
は
饅
的
因
果
性
と
し
て
の
欲
求
の
運
動
で
あ
る
。
序
詩
行
為
に
於
て
は
自
認
と
手
段
の
関
係
は
原
因
と
結
果
の

関
係
を
ひ
つ
く
り
返
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
屠
的
は
善
き
も
の
…
1
～
般
的
な
意
味
で
・
i
i
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
実
現
す
る
原
因
が

手
段
と
し
て
1
例
え
ば
あ
る
行
為
一
認
識
さ
れ
た
時
、
霞
的
を
結
果
と
し
、
行
為
を
手
段
と
し
て
企
図
決
断
実
行
す
る
行
為
系
列
が

始
め
ら
れ
る
。
だ
か
ら
第
二
批
判
に
於
て
も
か
か
る
目
的
因
果
性
の
認
識
は
必
要
で
あ
り
。
こ
の
認
識
が
な
け
れ
ば
実
践
理
性
は
感
性
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

で
働
く
こ
と
は
畠
来
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
自
由
に
よ
る
因
・
。
難
儀
と
自
然
因
果
性
と
は
そ
れ
が
共
に
目
的
因
果
性
で
あ
る
に
も
拘
ら

ず
、
根
本
的
に
異
る
範
疇
で
あ
る
為
に
そ
の
結
合
の
可
能
性
は
第
三
批
判
の
目
的
論
反
省
原
理
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
確
か
に
自

然
全
体
が
合
藏
的
的
か
否
か
の
如
き
反
省
は
客
観
的
凋
断
力
に
は
属
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
私
が
今
ま
で
使
用
し
て
い
る
反
省
と
云
う

言
葉
は
か
か
る
主
観
的
反
省
的
判
断
力
の
如
き
も
の
を
意
味
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
決
定
論
的
蒔
間
概
念
を
前
提
と
す
る
目
的
論
的
反
省

と
か
か
る
も
の
を
認
め
な
い
も
の
と
の
相
違
に
帰
着
す
る
だ
ろ
う
。

　
（
1
）
　
開
蹄
節
山
興
箕
鋳
け
置
。
冨
置
く
。
毎
§
ド
＜
o
雛
＆
①
Q
り
．
り
（
℃
盆
画
じ
d
膨
ご
．

　
　
　
　
歴
史
に
於
け
る
行
為
と
反
省
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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折
口
瀞
ず
研
究
　
　
第
四
｝
臼
九
十
八
m
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

　
（
2
）
　
｝
鋤
「
ρ
ω
．
8
含

　
嘗
て
田
辺
博
士
は
「
カ
ン
ト
の
輿
的
論
」
（
一
九
二
四
）
に
於
て
、
自
由
を
恰
も
自
然
の
目
的
と
し
て
、
自
然
は
こ
れ
を
実
現
す
る
手

段
で
あ
る
か
の
如
く
反
省
す
る
目
的
論
を
自
覚
的
目
的
論
と
規
定
し
、
道
徳
の
翻
造
的
意
志
を
反
省
的
内
容
的
に
自
然
に
即
自
、
対
自
的

に
媒
介
す
る
原
理
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
第
三
批
判
は
主
と
し
て
歴
史
よ
り
も
自
然
合
目
的
性
が
論
ぜ
ら
れ
、
特
に
自
由
と
時
間
と
の
関
係

は
全
然
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
我
々
は
こ
の
方
面
に
考
察
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
も
云
う
如
く
、
我
々
が
幸
福
の
イ
デ
ー

を
自
身
の
擾
的
と
し
て
設
計
し
、
こ
れ
を
求
め
る
行
為
は
本
能
的
行
為
で
な
く
て
～
種
の
自
歯
な
行
為
で
あ
る
。
従
っ
て
自
か
ら
設
計
し

た
幸
福
を
求
め
る
行
為
は
そ
れ
だ
け
で
は
た
と
い
道
徳
的
行
為
と
は
云
い
難
い
に
し
て
も
、
そ
れ
は
自
然
因
果
的
時
間
の
場
で
な
く
て
目

的
論
的
蒔
問
の
場
で
成
立
す
る
。
目
的
論
的
時
間
と
は
現
在
の
幸
福
欲
が
未
来
の
そ
の
対
象
の
実
現
を
因
果
律
的
に
決
定
す
る
の
で
な
く
、

主
体
の
幸
福
設
計
、
目
的
選
択
と
い
う
自
律
的
行
為
が
介
在
し
て
一
定
の
行
為
を
手
段
と
し
て
選
ぶ
時
間
性
で
あ
り
、
未
来
の
目
的
が
現

在
の
行
為
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
超
越
的
自
由
で
な
く
て
時
聞
に
於
て
成
り
立
つ
自
由
で
あ
る
。
シ
ュ
バ
イ
ツ
ァ
ー
が
鋭
く
見

抜
い
た
如
く
、
カ
ン
ト
が
第
一
批
判
の
「
理
性
の
規
準
」
に
於
て
述
べ
て
い
る
実
践
的
霞
由
は
実
践
晶
般
の
自
由
で
先
験
的
自
由
と
も
又

道
徳
的
自
由
と
も
異
な
り
、
経
験
概
念
で
あ
り
、
人
闇
行
為
｝
般
の
原
理
と
見
倣
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
第
二
批
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
於
け
る
展
開
は
カ
ン
ト
自
身
の
考
え
方
を
離
れ
て
必
然
的
に
時
間
概
念
を
要
求
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
点
を
更
に
考
え
て
見
よ
う
。

カ
ン
ト
が
反
復
し
て
道
徳
的
自
由
が
時
間
的
に
漏
…
約
さ
れ
な
い
と
云
う
そ
の
時
間
は
決
定
論
的
物
理
学
的
時
間
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
は
今

日
で
は
古
典
的
時
間
概
念
で
あ
り
、
時
間
と
自
由
と
は
最
早
対
立
概
念
で
は
な
い
。
主
体
存
在
は
働
く
存
在
と
し
て
は
翼
翼
的
存
在
で
あ

り
、
自
由
も
主
体
の
働
く
仕
方
と
し
て
は
時
間
的
設
計
に
他
な
ら
な
い
。
時
間
的
実
存
は
決
定
論
的
存
在
で
な
く
、
多
様
な
る
可
能
性
と

そ
の
選
択
、
自
己
決
断
と
を
根
本
的
有
り
方
と
す
る
。
所
謂
自
発
性
と
は
絶
対
的
第
一
原
因
、
又
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
か
ら
は
動
か

さ
れ
な
い
で
他
を
動
か
す
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
の
如
き
も
の
で
な
く
、
他
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
は
決
定
的
で
な
く
、
こ
れ
を

多
く
の
可
能
性
の
中
か
ら
最
後
に
決
定
、
選
択
す
る
の
は
、
た
と
い
多
く
の
影
響
因
子
に
制
約
さ
れ
つ
つ
も
主
体
自
身
で
あ
る
と
い
う
こ
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と
に
於
て
責
任
の
主
体
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
主
体
が
責
任
を
負
う
随
意
的
行
為
を
不
随
意
的
真
潮
的
情
境
の

中
に
於
て
も
可
能
と
し
た
の
は
、
換
言
す
れ
ば
不
随
意
性
と
随
意
性
の
種
々
な
る
混
合
の
程
度
を
認
め
て
い
る
の
は
注
密
さ
れ
る
べ
き
で

　
　
（
2
）

あ
ろ
う
。
こ
れ
を
時
間
の
言
葉
に
醗
訳
す
る
と
、
物
理
学
的
時
間
に
於
て
は
過
去
が
現
在
と
未
来
を
決
定
す
る
に
対
し
、
目
的
論
的
時
間

で
は
未
来
に
目
的
を
設
定
す
る
現
在
の
主
体
が
こ
の
日
的
に
従
っ
て
可
能
的
行
為
の
中
か
ら
一
つ
の
行
為
を
手
段
と
し
て
選
択
す
る
。
こ

の
選
択
の
場
は
博
聞
の
場
で
も
あ
る
か
ら
、
過
去
や
現
在
、
未
来
の
生
起
の
諸
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
原
因
と
し
て
選
択
に
働
き
か
け
る
で
あ

ろ
う
。
無
原
因
な
選
択
、
乃
至
唯
義
務
観
念
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
る
純
粋
意
志
の
如
き
も
の
は
あ
り
得
な
い
。
選
択
す
る
主
体
は
然

し
こ
れ
ら
の
無
限
な
因
果
系
列
に
よ
っ
て
無
原
理
に
且
つ
直
接
的
に
規
定
さ
れ
る
の
で
な
く
、
そ
れ
に
対
し
て
反
省
抑
制
の
時
間
を
確
保

し
な
が
ら
そ
の
中
の
望
ま
し
い
可
能
性
を
「
渚
己
の
も
の
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
因
果
系
列
か
ら
切
り
取
ら
れ
て
「
自
己

の
も
の
」
と
い
う
捺
印
が
与
え
ら
れ
る
。
因
果
系
列
の
一
環
は
自
己
の
意
志
と
責
任
に
変
化
す
る
。
こ
の
意
味
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
云
う
如
く
、

自
由
の
主
体
は
他
者
か
ら
自
己
を
遊
離
す
る
こ
と
に
な
く
、
逆
に
他
者
に
於
て
こ
れ
を
自
已
の
も
の
と
す
る
、
他
者
に
於
け
る
自
己
同
一

性
に
あ
る
。
然
し
単
な
る
他
者
に
於
け
る
自
己
同
一
性
の
自
覚
は
未
だ
主
体
的
自
由
と
は
云
い
難
い
。
そ
こ
に
は
主
体
の
他
者
に
対
す
る

選
択
が
な
い
か
ら
1
選
択
の
絶
対
否
定
と
し
て
の
他
者
で
も
選
択
の
否
定
と
し
て
選
択
を
予
想
す
る
一
1
主
体
の
他
者
へ
の
解
消
の
恐

れ
が
あ
る
。
主
体
は
精
神
的
身
体
的
統
一
と
し
て
、
分
割
さ
れ
得
な
い
個
体
で
あ
り
、
理
念
的
実
在
的
存
在
の
何
れ
か
一
面
に
分
裂
し
て

生
き
る
こ
と
は
毘
来
な
い
。
常
磐
の
持
続
性
は
そ
の
実
在
的
存
在
の
本
質
的
一
面
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
抽
象
し
て
主
体
存
在
そ
の
も
の
と

す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
同
じ
く
、
反
対
に
、
主
体
存
在
を
そ
れ
か
ら
抽
象
し
て
主
体
一
現
象
に
二
分
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
主
体
は

或
る
意
味
で
モ
ナ
ド
的
で
あ
る
。
モ
ナ
ド
は
自
己
の
身
体
を
含
め
て
全
宇
宙
を
自
己
独
自
の
視
点
か
ら
表
現
し
、
そ
し
て
そ
こ
に
主
体
の

表
現
的
自
由
が
認
め
ら
れ
る
。
他
面
、
モ
ナ
ド
の
世
界
は
厳
密
な
充
足
理
由
の
原
理
の
下
に
立
ち
、
時
間
的
因
果
的
に
発
展
す
る
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
原
因
乃
至
理
由
は
「
強
制
」
で
な
く
て
「
傾
向
」
で
あ
り
、
　
「
絶
獣
的
必
然
性
」
で
な
く
て
「
仮
説
的
必
然
性
」
1
反
対
の
可
能
性

を
含
む
も
の
一
で
あ
る
か
ら
、
主
体
の
選
択
は
可
能
で
あ
る
。
シ
…
ザ
ー
が
ル
ビ
コ
ン
を
渡
る
こ
と
は
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
彼
の

　
　
　
　
歴
史
に
於
け
る
行
為
と
反
省
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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一
〇

〇2
3
　
内
在
的
本
質
に
属
す
る
。
而
も
彼
は
と
ど
ま
る
ご
と
も
出
来
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
神
の
定
め
で
あ
る
と
共
に
彼
の
選
択
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
些
）

　
　
あ
る
。
尤
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
注
専
心
し
て
い
る
如
く
、
我
々
が
責
任
を
負
う
随
意
性
は
選
択
よ
り
広
く
、
後
脳
は
そ
の
一
部
を
成
す
に

　
　
と
ど
ま
る
。
即
ち
選
択
は
随
意
的
で
あ
る
が
、
随
意
的
即
選
択
的
で
な
く
、
激
情
は
選
択
的
で
な
い
が
然
し
随
意
的
で
あ
る
。
蓋
し
、
例

　
　
え
ば
、
怒
り
の
よ
う
に
選
択
を
許
さ
ぬ
感
恩
は
一
種
の
自
然
力
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
然
し
感
ず
る
の
は
自
然
で
な
く
て
私
自
身
で
あ
る
。

　
　
唯
私
自
身
の
感
情
は
一
種
の
自
然
法
則
に
従
っ
て
感
ぜ
ざ
る
を
得
ぬ
唐
歪
面
を
有
す
る
か
ら
不
随
意
的
と
見
ら
れ
易
い
。
確
か
に
怒
り
は

　
　
強
い
強
制
力
を
も
ち
、
一
種
の
私
に
内
在
す
る
自
然
力
と
云
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、
然
し
そ
れ
で
も
血
液
の
循
環
運
動
と
周
程
度
に
不

　
　
随
意
的
と
云
う
こ
と
は
、
　
「
怒
る
べ
き
で
な
い
」
と
い
う
自
己
反
省
の
伴
う
場
合
を
考
え
れ
ば
明
ら
か
に
正
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

　
　
は
ど
れ
程
必
然
的
で
あ
っ
て
も
主
体
が
積
極
的
に
こ
れ
を
肯
定
し
、
自
己
の
感
情
と
し
て
い
る
以
上
は
怒
り
に
対
し
て
主
体
は
責
任
を
負

　
う
と
云
え
よ
う
。
感
ず
る
と
い
う
こ
と
は
因
果
的
に
強
制
さ
れ
る
に
せ
よ
、
私
が
こ
れ
に
同
調
器
肯
定
的
に
感
ず
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ

　
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
感
ず
る
時
の
独
特
な
自
己
肯
定
感
は
存
し
な
い
。
又
こ
の
自
発
性
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
は
自
己
の
努
力
に
よ
っ

　
　
て
抑
制
出
来
る
。
だ
か
ら
、
自
由
と
必
然
性
と
は
深
く
か
ら
み
合
い
、
こ
の
相
互
浸
透
の
程
度
は
主
体
の
努
力
の
程
度
に
依
存
す
る
不
確

　
定
性
を
有
す
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
怒
っ
て
何
か
を
や
ろ
う
と
す
る
前
に
ギ
り
シ
ャ
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
暗
心
し
て
見
る
工
夫
を
一

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
例
に
し
て
い
る
が
、
時
間
的
に
生
起
す
る
因
果
系
列
の
中
へ
主
体
の
抑
制
、
反
省
を
干
渉
さ
せ
て
こ
れ
を
変
更
、
皮
配
す
る
こ
と
が
出
来

　
　
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
解
釈
は
、
過
去
は
現
在
の
主
体
の
記
憶
、
現
在
は
そ
の
直
観
、
未
来
は
そ
の
希
望
と
な
り
、
現
在
を
中

　
心
に
し
て
い
る
が
、
目
的
論
的
蒔
聞
で
は
現
在
的
主
体
の
選
択
に
よ
る
未
来
の
澤
的
の
設
定
が
中
心
と
な
り
、
過
去
か
ら
現
在
を
通
し
て

　
　
の
自
然
因
果
系
列
は
こ
の
目
的
設
定
の
現
実
的
基
体
と
し
て
の
み
－
文
化
的
活
動
で
は
伝
統
と
し
て
一
－
そ
の
働
き
が
許
さ
れ
、
こ
れ

　
　
に
抵
抗
す
る
傾
向
性
は
総
て
抑
制
を
受
け
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
で
は
現
在
に
よ
る
未
来
の
保
持
と
作
用
が
過
去
の
作
用
を
止
揚
す
る
の
で

　
あ
る
。
こ
れ
が
自
由
の
時
間
的
存
在
の
仕
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
ト
ウ
レ
ル
チ
の
云
う
、
現
在
に
於
け
る
過
去
と
未
来
の
文
化
綜

　
合
で
あ
る
が
、
か
か
る
綜
合
も
未
来
へ
の
現
在
の
希
望
、
決
断
と
、
未
来
の
現
在
を
通
し
て
の
逆
作
用
が
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
現
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在
の
選
択
は
現
在
を
中
心
に
す
る
が
、
未
来
の
目
的
が
善
き
も
の
と
し
て
現
在
の
主
体
を
動
か
す
点
で
は
未
来
が
中
心
で
あ
る
。
米
来
の

目
的
の
現
在
へ
の
誘
引
と
、
現
在
の
主
体
の
未
来
屑
的
へ
の
希
望
と
は
網
倉
に
覇
博
す
る
。
自
由
の
晴
間
性
は
過
去
に
対
す
る
現
在
と
未

来
の
働
く
場
、
余
裕
の
設
定
に
他
な
ら
ぬ
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

閑
簿
汗
傷
2
器
ぎ
象
く
①
讐
窪
目
欝
ω
■
①
①
ω
簿
O
o
畠
毒
。
冨
巽
”
臣
⑦
殉
Φ
｝
鷲
。
諺
冨
ま
も
。
o
喝
讐
①
図
き
諾
ψ
。
。
O
塗

図
窪
同
鑓
Z
同
8
ヨ
零
ン
＄
H
置
O
勉
駆
ゐ
9

U
Φ
ぴ
弦
斜
票
ω
8
霞
ω
0
8
竃
Φ
件
磐
讐
冤
。
・
8
。
。
け
×
ほ
剛
辱

H
露
鐸
瓢
目
げ
O
山
ρ

日
ま
。
ハ
蓉
伽
ρ
ワ
。
。
葵

三

　
カ
ン
ト
は
第
三
批
判
の
「
旨
的
論
」
で
自
由
の
厨
的
論
的
実
現
の
可
能
性
を
論
じ
た
。
自
然
の
最
後
の
臼
約
は
幸
福
で
な
く
て
文
化
で

あ
る
。
文
化
は
任
意
の
鼠
的
に
対
す
る
理
性
的
存
在
者
の
有
能
性
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。
文
化
は
練
達
性
の
文
化
と
訓
練
の
文
化
に

分
か
れ
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
鼠
的
を
自
然
の
欲
望
か
ら
自
由
に
設
計
し
、
自
然
を
自
由
に
手
段
と
し
て
使
用
す
る
能
力
を
形
成
す
る
に

（
1
）

あ
る
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
冨
陣
緊
窪
N
毒
9
渥
仙
費
裳
象
霞
と
称
す
る
も
の
と
目
乙
N
≦
①
o
目
窪
興
Z
黛
霞
と
称
す
る
も
の
と
は
区
別
さ

れ
る
。
文
化
は
前
者
で
あ
り
、
道
徳
的
自
由
の
主
体
と
し
て
の
人
間
は
終
局
臼
的
で
、
こ
の
方
が
絶
対
§
的
で
あ
る
。
従
っ
て
文
化
は
自

然
の
鼠
的
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
道
徳
的
自
由
へ
の
準
備
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
欄
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
か
ら
、
道
徳
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

発
展
と
文
化
へ
の
発
展
の
工
系
列
が
並
存
し
て
い
る
か
の
如
き
解
釈
は
正
し
く
な
い
。
カ
ン
ト
の
文
化
の
規
定
は
任
意
の
欝
的
に
対
す
る

有
能
性
の
形
成
と
い
う
全
く
形
式
的
な
も
の
で
、
こ
れ
で
は
丈
化
の
価
値
内
容
や
そ
の
独
特
な
創
造
行
為
は
全
く
無
視
さ
れ
る
が
、
従
っ

て
又
こ
の
よ
う
な
文
化
が
道
徳
と
異
る
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。
事
実
文
化
の
発
展
は
社
会
の
内
部
に
不
平
等
と
支
配
関
係
を
生
じ
、
多
数

の
人
々
が
少
数
者
の
文
化
享
受
の
犠
牲
に
な
る
こ
と
、
乃
至
戦
争
の
災
害
の
増
加
等
、
多
く
の
道
徳
的
頽
廃
の
母
胎
を
成
す
こ
と
は
カ
ン

　
　
　
　
歴
史
に
於
け
る
行
為
と
反
省
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〇4
3
　
ト
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
文
化
の
発
展
が
多
く
の
不
合
理
な
傾
向
性
と
そ
の
闘
争
と
を
必
然
的
に
引
き
起
す
に
も
拘
ら
ず
、

　
　
主
体
の
内
外
の
自
然
を
よ
り
高
い
文
化
目
的
の
手
段
と
し
て
形
成
し
て
来
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
　
「
如
何
に
し
て
人
間
が
そ
れ
を
基
に

　
　
し
て
作
ら
れ
て
い
る
曲
っ
た
木
材
か
ら
真
薩
ぐ
な
も
の
が
組
み
立
て
ら
れ
得
る
か
」
と
い
う
至
難
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
自
然
と
歴

　
　
史
の
合
目
的
性
が
想
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
合
饅
的
性
を
立
証
す
る
事
実
は
若
干
あ
る
。
そ
れ
は
自
由
の
合
法
的
共
存
と
し
て
の
市

　
　
民
社
会
の
生
成
と
世
界
市
畏
的
国
家
聯
舎
へ
の
発
展
の
可
能
性
と
他
面
、
利
己
心
、
衝
動
の
制
御
に
貢
献
す
る
美
術
・
学
問
の
発
達
が
そ

　
　
れ
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
現
実
の
証
墾
は
極
め
て
少
な
く
、
目
的
論
的
過
程
は
極
め
て
長
時
間
を
要
す
る
た
め
に
全
体
の
有
り
方
を
推
測
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
。
彼
は
こ
の
場
合
自
然
の
合
目
的
性
と
し
て
二
つ
の
こ
と
を
提
言
し
た
。
第
一
、
被
造
物
の
総
て
の
自
然
素

　
　
質
は
自
か
ら
を
完
全
に
、
合
霞
的
に
発
展
す
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
第
二
、
理
性
的
存
在
と
し
て
の
人
問
に
於
て
は
、
理
性
の
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
用
を
目
的
と
す
る
自
然
素
質
は
個
人
で
は
な
く
て
類
の
内
で
の
み
発
展
出
来
る
。

　
　
　
（
1
）
　
営
昏
節
山
興
¢
溝
豊
玲
緊
剛
沖
ψ
ω
O
O
（
鵠
難
し
σ
｝
9
）
●

　
　
　
（
2
）
　
霞
9
港
び
囚
鋤
簿
。
。
い
⑦
匿
。
＜
○
質
傷
2
国
包
三
。
配
§
α
q
ぼ
出
目
【
霞
9
0
①
。
。
。
露
9
5
ω
．
ト
ニ
㏄
㏄
■

　
　
　
（
3
）
霊
①
①
蟄
Φ
貯
賃
餌
凝
窪
Φ
ぼ
窪
○
・
。
。
。
露
象
8
ぢ
蓄
澤
ぴ
鐸
藁
薦
蒙
鰻
諺
匿
。
霞
”
霞
．

　
　
　
（
4
）
　
H
ぴ
達
こ
H
．
H
H
◎

　
我
々
は
こ
れ
に
対
し
、
道
徳
の
進
歩
を
証
明
す
る
事
実
は
決
し
て
少
な
い
の
で
な
く
、
寧
ろ
そ
の
反
対
の
事
実
が
多
い
だ
け
こ
れ
に
対

抗
す
る
事
実
と
し
て
極
め
て
豊
富
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
次
に
、
か
か
る
事
実
は
自
然
の
合
目
的
性
と
い
う
主
観
的
反
省
原
理
よ
り

も
、
こ
の
事
実
に
即
し
て
こ
の
事
実
自
身
か
ら
理
解
さ
れ
得
る
如
き
原
理
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
。
こ
の
点
か
ら
、

自
然
科
学
主
義
的
自
然
概
念
は
第
一
に
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
主
体
は
働
く
存
在
と
し
て
時
間
と
空
闘
に
於
て
存
在
す
る
が
、
そ
れ

は
自
然
で
な
く
、
対
象
も
同
様
で
あ
る
。
主
体
も
所
謂
紺
象
も
時
と
場
所
に
於
て
相
働
き
、
相
働
か
れ
る
存
在
と
し
て
は
自
然
で
な
く
、

共
に
生
き
、
相
求
め
合
っ
て
い
る
。
主
体
も
物
も
自
然
も
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
存
在
と
し
て
存
在
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
互
に
そ
れ
ぞ
れ
運
命



　
　
と
生
活
を
共
に
す
る
存
在
と
し
て
深
い
関
係
の
中
に
生
き
、
存
在
の
全
体
を
構
成
す
る
契
機
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
存
在
の
全
体
で
あ
る

　
　
世
界
に
就
い
て
云
い
得
る
の
み
な
ら
ず
、
我
々
自
身
の
存
在
の
有
り
方
に
就
い
て
も
云
い
得
る
の
で
あ
る
。
作
用
は
機
能
的
に
は
区
別
さ

　
　
れ
つ
つ
全
体
と
し
て
相
浸
透
し
、
相
互
連
続
的
で
あ
る
。
知
覚
は
無
秩
序
で
な
く
、
独
特
の
形
態
を
内
在
さ
せ
て
い
る
如
く
、
我
々
の
本

　
　
能
や
欲
望
と
思
考
作
用
と
は
共
に
私
の
働
き
と
し
て
全
体
的
内
在
的
に
求
め
合
う
関
係
に
あ
る
。
私
の
本
能
は
私
の
身
体
と
闘
じ
く
、
私

　
　
自
身
の
存
在
の
中
に
秩
序
づ
け
ら
れ
、
自
然
現
象
一
般
と
し
て
法
則
化
さ
れ
た
り
、
永
遠
や
価
値
と
対
立
す
る
の
で
は
な
い
。
生
殖
本
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
！
）

　
　
は
既
に
永
遠
な
神
的
な
も
の
へ
の
参
与
で
あ
る
i
種
的
個
体
の
再
生
産
を
通
し
て
。
我
々
の
存
在
の
全
体
的
運
続
性
の
原
理
は
然
し
ア

　
　
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
潜
勢
…
現
勢
の
連
続
性
と
は
異
る
。
蓋
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
純
粋
形
桐
即
ヌ
ー
ス
を
発
展
の
究
極
琢
的
と
し
て
想
定

　
　
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
は
主
知
主
義
的
目
的
論
に
他
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
宇
宙
の
終
極
目
的
の
論
議
や
そ
れ
に
基
づ
く
四
重
論

　
　
は
反
省
判
断
力
の
対
象
で
あ
り
、
今
の
我
々
の
課
題
外
に
あ
る
。
我
々
の
課
題
は
存
在
の
連
績
性
に
関
す
る
理
論
的
認
識
で
あ
り
、
そ
の

　
　
独
断
的
推
定
で
ほ
な
い
。
我
々
が
確
実
に
云
い
得
る
こ
と
は
次
の
諸
点
で
あ
る
。
我
々
は
主
体
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
視
点
か
ら
世
界

　
　
を
表
現
す
る
、
こ
の
モ
ナ
ド
的
世
界
で
は
我
々
自
身
が
他
の
存
在
を
理
解
出
来
る
の
み
な
ら
ず
、
他
の
存
在
の
中
に
浸
透
し
、
そ
れ
に
作

　
　
用
す
る
と
共
に
作
用
さ
れ
る
。
モ
ナ
ド
は
窓
が
な
い
か
否
か
は
全
く
無
意
味
な
問
題
で
あ
る
。
心
を
他
に
開
放
す
る
こ
と
も
心
を
閉
鎖
す

　
　
る
こ
と
も
主
体
の
自
由
で
あ
る
。
然
し
全
く
窓
の
な
い
主
体
の
如
き
も
の
は
ア
ト
ミ
ス
ム
ス
の
所
産
で
あ
ろ
う
。
世
界
は
神
の
予
定
調
和

　
　
の
必
要
な
く
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
ナ
ド
が
独
自
の
世
界
を
も
つ
、
栢
交
わ
る
無
限
の
相
互
交
通
の
関
係
か
ら
成
立
す
る
。
こ
う
し
て
多

　
　
く
の
歴
史
的
世
界
と
場
所
と
が
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
。
他
方
、
世
界
を
表
現
、
形
成
す
る
我
々
自
身
の
主
体
存
在
と
作
用
の
内
部
に
於

　
　
て
個
々
の
作
用
は
孤
立
的
で
な
く
、
又
何
れ
の
作
用
も
絶
対
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
交
互
に
独
自
の
機
能
と
し
て
相
交
わ
り
、
絹
浸
透
し

　
　
て
い
る
。
故
に
主
体
の
内
と
外
の
世
界
に
於
て
相
互
的
浸
透
性
乃
至
連
続
性
の
原
理
が
支
配
す
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
こ
れ
を

　
　
非
連
続
的
連
続
性
と
い
う
よ
う
な
無
理
な
言
葉
を
使
わ
ず
に
交
互
的
連
続
性
と
云
お
う
。
そ
れ
は
独
自
な
存
在
A
が
独
自
な
存
在
B
に
連

　
　
続
し
、
又
そ
の
逆
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
交
互
性
は
達
続
す
る
存
在
の
絶
対
化
を
防
ぐ
と
共
に
、
存
在
自
身
を
連
続
性
へ
の
埋
没
か
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ら
救
う
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
（
1
）
　
諺
工
ω
δ
3
｝
霧
v
σ
①
》
巴
き
2
鳶
蟹
罫
こ
。
◎
幽
り
9

　
　
　
人
間
の
行
為
が
動
物
の
行
動
と
区
鋼
さ
れ
る
の
は
そ
れ
が
反
省
的
で
あ
る
こ
と
、
換
雷
す
れ
ば
昌
的
選
択
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、

　
　
更
に
か
か
．
る
目
的
論
的
行
為
が
永
遠
な
価
値
へ
の
志
向
に
よ
る
時
間
の
綜
合
統
一
を
現
わ
し
て
来
る
結
果
、
そ
れ
は
歴
史
的
文
化
的
行
為

　
　
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
行
為
の
主
体
は
孤
立
存
在
で
な
く
て
他
の
多
く
の
主
体
と
多
元
的
に
梢
交

　
　
わ
る
歴
史
的
世
界
の
主
体
で
あ
り
、
か
か
る
主
体
の
共
同
存
在
を
我
々
は
民
族
と
す
る
。
民
族
も
一
種
の
モ
ナ
ド
的
主
体
性
の
担
い
手
で

　
　
あ
る
が
、
そ
れ
は
多
元
的
モ
ナ
ド
の
共
周
存
在
を
離
れ
て
存
在
出
来
な
い
点
で
本
来
の
モ
ナ
ド
と
は
相
違
す
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
文
化

　
　
の
形
成
に
は
偶
人
的
視
点
と
民
族
的
視
点
と
が
籾
連
続
し
て
い
る
一
終
極
の
決
定
者
は
民
族
に
於
け
る
偲
入
の
主
体
性
で
は
あ
る
が
。

　
　
歴
史
的
行
為
は
時
間
的
主
体
の
価
値
へ
の
反
省
、
志
向
と
し
て
成
り
立
つ
。
ト
ウ
レ
ル
チ
は
こ
れ
を
「
価
値
華
南
性
」
と
い
う
言
葉
で
示

　
　
し
た
。
そ
れ
は
普
遍
的
価
値
と
歴
史
的
薄
紙
性
の
力
動
的
綜
合
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
悪
し
き
意
味
の
歴
史
主
義
即
ち
相
対
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
と
し
て
の
歴
史
主
義
を
克
服
出
来
る
と
考
え
た
。
然
し
か
か
る
綜
合
は
、
安
易
な
言
葉
の
魔
術
で
な
け
れ
ば
妥
協
、
折
衷
に
終
る
危
険
は

　
　
十
分
あ
る
。
波
多
野
博
士
は
「
時
と
永
遠
」
（
十
三
）
で
、
自
己
主
張
を
放
棄
し
な
い
文
化
的
時
間
は
未
だ
真
の
時
間
克
服
を
成
就
し
て
い

　
　
な
い
と
さ
れ
る
。
然
し
他
画
、
信
伸
に
よ
る
論
議
を
暫
く
除
去
す
る
我
々
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
永
遠
や
時
聞
克
服
と
云
う
言
葉
の
使
用

　
　
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
云
う
如
く
、
想
像
力
が
価
値
判
断
に
働
く
限
り
、
我
々
の
選
択
す
る

　
　
よ
い
目
的
は
よ
い
と
思
わ
れ
る
善
で
あ
る
。
よ
い
と
思
わ
れ
る
善
が
真
の
善
で
あ
る
時
、
選
択
は
正
し
い
の
で
あ
る
。
同
様
に
善
が
普
遍

　
　
的
永
遠
的
と
主
張
さ
れ
る
時
、
そ
れ
は
単
に
か
く
思
わ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
の
か
、
又
は
真
に
そ
う
で
あ
る
の
か
を
考
え
て
見
な
け
れ

　
　
ば
な
ら
ぬ
。
理
性
の
能
力
を
絶
対
化
し
な
い
限
り
、
こ
れ
を
決
定
す
る
も
の
は
我
々
の
限
ら
れ
た
経
験
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
普
遍
的
永

　
　
量
的
と
い
う
如
き
無
条
件
的
価
値
規
定
は
、
有
限
な
入
閥
認
識
に
関
す
る
限
り
で
は
仮
説
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
我
々
は
過
去
の

　
　
歴
史
で
普
遍
的
永
遠
的
と
儒
じ
ら
れ
た
多
く
の
価
値
が
歴
史
と
共
に
担
対
的
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
発
見
す
る
場
合
が
屡
々
生
じ
た
こ
と
を



　
　
知
っ
て
い
る
。
だ
が
た
と
い
価
値
の
永
遠
性
は
否
定
さ
れ
て
も
、
詣
る
種
の
価
値
は
新
し
い
形
と
意
味
の
下
に
選
択
さ
れ
、
歴
史
の
内
に

　
　
止
揚
さ
れ
る
と
云
う
事
実
が
あ
り
、
こ
の
意
味
に
於
て
伝
統
と
し
て
の
過
去
の
連
続
性
が
現
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
永
遠
と
時
言
と
の
交

　
　
わ
り
を
文
化
の
歴
史
的
形
成
過
程
の
中
に
認
め
る
こ
と
は
出
来
よ
う
。
永
遠
は
元
来
時
間
に
於
け
る
持
続
性
で
な
く
て
超
群
間
性
を
意
味

　
　
す
る
。
時
聞
は
変
化
の
原
理
で
あ
る
が
熱
闘
そ
の
も
の
は
永
遠
な
存
在
の
仕
方
で
あ
る
。
時
間
は
プ
ラ
ト
ン
の
云
っ
た
如
く
、
永
遠
の
影

　
　
と
云
え
よ
う
。
同
様
に
、
時
間
に
於
て
働
く
も
の
、
存
在
す
る
も
の
は
必
ず
し
も
時
間
的
存
在
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
永
遠
な
存
在
と

　
　
創
造
の
時
問
に
於
け
る
現
わ
れ
で
あ
り
得
る
。
こ
の
意
味
で
、
文
化
も
亦
永
遠
と
蒔
の
交
わ
り
と
云
い
得
よ
う
。
文
化
は
時
と
共
に
亡
び
、

　
　
人
間
も
又
同
じ
運
命
に
会
う
で
あ
ろ
う
。
然
し
文
化
が
時
に
於
て
破
壊
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
価
値
と
意
味
と
が
亡
び
る
と
い
う
こ

　
　
と
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
の
死
は
彼
の
生
涯
の
意
味
を
絶
つ
こ
と
で
は
な
い
。
然
し
永
遠
な
価
値
は
罵
る
瞬
間
、
カ
イ
ロ
ス
な
く
し
て
は

　
　
自
己
を
現
わ
す
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
瞬
問
に
対
し
て
、
我
々
は
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
共
に
「
と
ど
ま
れ
、
汝
は
い
か
に
も

　
　
美
し
い
か
ら
」
と
呼
び
か
け
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
カ
ン
ト
の
如
く
、
叡
智
的
存
在
一
般
の
世
界
の
如
き
も
の
を
仮
定
す
る
な
ら
と
も
か

　
　
く
、
文
化
の
意
味
は
人
間
一
般
に
と
っ
て
の
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
世
界
に
於
て
意
味
が
あ
る
か
ど
う
か
は
無
意
味
な
問
い
で
あ
る
。

　
　
入
間
が
人
間
で
あ
る
限
り
、
人
間
の
創
造
し
た
文
化
は
人
間
に
と
っ
て
、
そ
し
て
恐
ら
く
は
入
間
に
と
っ
て
だ
け
意
味
あ
る
も
の
と
し
て

　
　
体
験
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
文
化
の
永
遠
性
は
時
間
的
叡
智
的
存
在
と
し
て
入
間
の
永
遠
性
以
上
の
何
物
で
も
な
い
。
永
遠
性

　
　
は
論
理
的
普
遍
的
妥
当
性
と
区
別
さ
れ
る
。
永
遠
性
は
時
を
越
え
つ
つ
時
に
於
て
存
在
し
、
時
を
自
か
ら
の
永
遠
に
変
容
す
る
存
在
の
仕

　
　
方
で
あ
る
。

　
　
　
我
々
は
永
遠
に
接
す
る
瞬
間
に
於
て
我
々
は
永
遠
な
る
存
在
を
分
ち
も
つ
一
そ
れ
が
単
に
思
わ
れ
た
永
遠
で
な
く
て
同
時
に
真
実
な

　
　
永
遠
で
あ
る
と
す
れ
ば
。
勿
論
我
々
は
時
聞
的
存
在
で
あ
る
限
り
、
時
に
於
け
る
変
化
と
死
滅
を
免
れ
な
い
。
だ
が
、
永
遠
な
瞬
間
と
し

　
　
て
の
我
々
の
生
き
方
そ
の
も
の
は
我
々
の
変
容
、
死
減
に
も
拘
ら
ず
そ
の
意
味
と
価
値
に
於
て
永
遠
に
生
き
る
存
在
で
あ
る
。
二
…
チ
．
｛

　
　
の
永
遠
三
帰
と
は
か
か
る
無
限
な
反
復
の
可
能
性
と
見
て
よ
い
。
文
化
の
永
遠
性
は
形
式
的
法
認
の
普
遍
妥
当
性
と
混
同
さ
れ
る
べ
き
で

073　
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六

な
く
、
た
と
え
多
元
的
個
人
の
絹
互
的
交
わ
り
と
働
き
合
い
の
場
に
於
て
形
成
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
特
定
の
人
々
の
生
き
方
、
考

え
方
の
表
現
で
あ
っ
て
差
支
え
な
い
。
民
族
の
文
化
、
宗
教
や
そ
の
個
人
の
哲
学
は
必
ず
そ
の
理
解
に
限
界
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、
反

対
者
と
戦
う
運
命
を
有
す
る
。
然
し
そ
れ
が
た
と
い
限
ら
れ
た
範
囲
で
あ
る
に
せ
よ
、
主
体
の
永
遠
な
生
き
方
の
表
現
で
あ
る
な
ら
ば
そ

れ
も
亦
文
化
の
有
り
方
で
あ
る
。
寧
ろ
訓
化
の
普
遍
性
は
そ
の
主
体
へ
の
深
ま
り
と
充
実
に
よ
っ
て
形
式
的
普
遍
性
を
犠
牲
に
す
る
と
こ

ろ
に
そ
の
特
色
が
あ
る
と
云
え
よ
う
。

　
（
1
）
　
O
興
踏
鞍
。
騎
ヨ
窃
ρ
ω
魚
口
①
℃
8
三
Φ
ヨ
ρ
O
①
墨
自
門
Φ
冨
ω
o
鐸
臨
窪
戸
戸
ω
．
b
。
に
．

　
文
化
は
主
体
の
目
的
論
的
時
間
に
於
て
成
立
す
る
の
み
な
ら
ず
、
主
体
相
互
の
創
造
的
交
わ
り
は
一
定
の
場
所
、
耶
ち
郷
土
、
国
土
乃

至
大
地
に
於
て
行
わ
れ
る
。
文
化
は
そ
の
本
質
的
意
味
で
は
単
に
精
神
的
形
成
作
用
で
あ
る
の
で
な
く
、
大
地
と
心
の
荒
野
の
開
拓
で
あ

る
。
時
間
的
場
所
的
文
化
は
特
に
国
土
を
形
成
場
所
と
す
る
か
ら
、
そ
れ
は
又
民
族
的
共
同
存
在
を
主
体
的
場
と
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、

歴
史
主
義
に
よ
る
民
族
精
神
と
文
化
の
関
係
の
設
定
が
可
能
と
な
る
。
然
し
へ
…
ゲ
ル
が
嘗
て
試
み
た
よ
う
に
、
世
界
史
に
於
け
る
自
由

の
実
現
過
程
を
民
族
精
神
発
展
の
段
階
論
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
例
え
ば
東
洋
民
族
を
最
初
に
、
近
代
西
欧
民
族
が
特
に
ゲ
ル
マ

ン
昆
族
を
最
後
に
お
く
と
い
う
よ
う
な
非
歴
史
的
民
族
主
義
的
体
系
化
に
終
り
易
い
。
民
族
精
神
を
民
族
主
体
の
多
元
性
と
し
て
理
解
す

る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
罠
族
主
義
的
一
一
7
6
的
歴
史
構
成
は
許
さ
れ
な
い
。
又
、
民
族
の
主
体
性
は
そ
れ
自
体
に
著
て
存
在
す
る
自
足
的

原
理
で
な
く
、
民
族
を
構
成
す
る
多
元
的
主
体
の
共
同
的
交
わ
り
に
於
て
の
み
形
作
ら
れ
、
現
象
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
文
化
の
根
源
的

主
体
は
寧
ろ
共
同
存
在
に
於
て
働
く
個
人
で
あ
る
。
従
っ
て
、
個
人
は
民
族
性
の
制
限
を
破
っ
て
よ
り
高
い
永
遠
的
普
遍
的
価
値
存
在
を

志
向
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
に
文
化
的
創
造
の
自
由
が
あ
り
、
そ
れ
は
何
れ
の
民
族
に
属
す
る
人
々
に
も
可
能
で
あ
る
。
世
界
史
に

於
け
る
自
由
の
発
展
は
一
系
列
的
発
展
で
な
く
て
多
系
列
的
発
展
で
あ
る
。

　
丈
化
的
野
器
性
と
永
遠
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
概
に
波
多
野
博
士
が
独
創
的
研
究
を
塗
せ
ら
れ
た
が
、
然
し
こ
の
両
者
の
相
互
関
係
に

は
未
だ
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
特
に
文
化
的
時
間
性
を
主
体
性
乃
至
自
己
主
張
の
現
在
か
ら
考
え
る
だ
け
で
は
そ
の
永
遠
と
の



積
極
的
関
係
は
殆
ど
閉
ざ
さ
れ
た
と
云
っ
て
よ
い
（
「
時
と
永
遠
」
第
二
章
）
。
然
る
に
文
化
は
そ
の
大
地
の
踊
拓
に
せ
よ
、
精
神
の
形
成
に

せ
よ
、
た
だ
自
己
主
張
乃
至
主
体
の
農
由
の
み
か
ら
生
れ
る
の
で
な
く
て
ヒ
．
一
ブ
リ
ス
の
否
定
、
乃
至
自
由
と
必
然
、
運
命
と
の
相
互
媒

介
を
前
提
に
す
る
。
故
に
、
文
化
と
宗
教
と
は
抑
々
そ
の
初
め
か
ら
深
い
交
渉
が
あ
っ
た
こ
と
は
諸
民
族
の
神
話
が
示
す
通
り
で
あ
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
が
「
神
話
哲
学
」
に
於
て
、
民
族
の
統
一
原
理
を
空
聞
的
密
然
的
分
化
以
上
の
も
の
、
部
族
や
人
種
に
加
わ
る
新
し
い
精
神

的
な
も
の
と
し
、
そ
の
代
表
的
例
を
民
族
の
言
語
と
神
話
に
見
出
し
て
い
る
。
特
に
神
話
は
個
人
の
作
為
で
な
く
て
民
族
の
存
在
と
不
可

分
離
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
を
定
め
る
運
命
で
あ
る
。
民
族
の
法
、
規
範
を
規
定
す
る
の
は
、
そ
の
世
界
観
で
あ
り
、
而
し
て
こ
れ
は
そ
の

神
話
に
内
在
す
る
。
だ
が
神
話
は
一
方
で
は
民
族
の
意
識
表
象
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
袈
象
以
上
の
現
実
的
生
起
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

又
民
族
の
行
為
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
文
化
的
隠
縫
を
単
に
鼠
的
論
的
時
間
と
し
た
我
々
の
規
定
の
不
十
分
さ
が
明
瞭
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
、
過
去
か
ら
現
在
を
通
し
て
未
来
へ
働
く
永
遠
な
る
も
の
一
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
は
民
族
の
、
宗
教
を
含
め
て
の
文
化
が
解
答

す
る
一
へ
の
主
体
の
反
省
と
そ
の
現
在
的
行
為
と
の
力
動
曲
綜
合
で
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
了
）

　
（
工
）
　
コ
邑
。
。
。
o
喜
δ
皆
円
徴
団
夢
。
♂
σ
q
置
閃
量
津
。
＜
◎
臣
霧
§
α
q
》
≦
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》
①
≦
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