
●

古
典
ニ
ャ
ー
や
学
派
の
ア
ー
ト
マ
ン
論
と
そ
の
背
景

艮月

部

正

明
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伝
統
を
尊
重
す
る
イ
ン
ヂ
に
お
い
て
、
学
者
は
自
ら
の
学
説
を
独
霞
の
体
系
に
維
織
す
る
よ
り
は
、
添
い
累
代
か
ら
存
在
し
た
学
派
の
綱
要
害
に
註

釈
し
つ
つ
、
新
し
く
展
開
し
て
き
た
問
題
に
関
す
る
霞
ら
の
見
解
を
も
そ
の
中
に
織
り
込
む
と
い
う
途
を
多
く
選
ん
だ
。
イ
ン
ド
哲
学
諸
派
の
文
献
と

し
て
、
今
B
我
々
に
の
こ
さ
れ
て
い
る
も
の
の
大
部
分
は
、
学
派
綱
要
書
に
対
す
る
註
釈
、
複
譲
と
い
う
形
式
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
Z
滋
饗
学
派
の

綱
要
書
Z
愚
考
。
。
鐸
鑓
（
宏
○
り
）
が
現
存
の
形
に
成
立
し
た
の
は
三
一
四
撹
上
灘
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
類
ω
に
対
し
て
我
々
は
、
＜
舞
ω
覧
葦
ロ
㊤

（
五
世
紀
頃
）
の
b
ご
7
舘
饗
（
Z
じ
d
ε
を
は
じ
め
と
し
て
、
¢
（
峯
団
。
巨
窮
夷
（
六
世
紀
後
半
）
の
く
鍵
け
乱
窮
（
2
＜
）
＜
習
霧
醤
甑
貴
い
養
（
九
世
紀
又

は
十
世
紀
）
の
Z
＜
8
鋤
な
貧
饗
穿
話
（
Z
＜
6
6
）
¢
費
饗
舞
（
十
世
紀
後
半
）
の
窺
く
8
簿
℃
賃
饗
唱
費
陣
段
鳥
（
嗣
凱
及
び
く
諒
奉
二
面
鋤
（
十
七
世
紀
）

の
く
門
巳
を
所
有
し
、
他
に
、
註
釈
と
い
う
体
裁
で
は
な
い
が
、
2
ρ
同
心
に
列
挙
さ
れ
る
十
六
原
理
を
詳
説
し
た
智
饗
葺
筈
ゲ
黛
宣
（
十
世
紀
頃
）

の
2
醤
饗
鑓
三
智
昌
を
も
つ
。
こ
れ
ら
の
学
者
、
そ
の
著
作
に
よ
っ
て
代
袈
さ
れ
る
学
派
を
古
典
髪
型
饗
学
派
と
呼
ぶ
。
こ
の
名
称
は
、
十
二
世

紀
に
現
れ
た
O
碁
σ
Q
①
跨
の
哺
南
至
碧
ぼ
国
警
鋤
嘗
（
8
0
）
を
基
本
書
と
し
て
学
説
を
発
展
さ
せ
た
新
Z
滋
強
学
派
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
O
は

2
ω
及
び
そ
の
諸
註
釈
に
取
り
扱
わ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
の
主
題
の
全
部
を
考
察
す
る
こ
と
な
く
、
認
識
論
・
論
理
学
に
関
心
を
集
中
さ
せ
、
諸
概
念
に

ω
盛
塩
に
と
ら
わ
れ
ぬ
独
霞
の
定
義
を
与
え
、
幾
多
の
新
概
念
を
導
入
し
つ
つ
精
緻
な
学
説
体
系
を
構
築
し
て
、
イ
ン
ド
論
理
学
史
に
新
時
期
を
劃
し

た
の
で
あ
る
。
本
稿
は
2
＜
門
臼
，
に
至
る
諸
註
釈
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
哲
学
史
上
最
も
重
要
な
考
察
の
主
題
の
一
つ
で
あ
る
ア
…
ト
マ
ソ
（
響
ヨ
雷

自
己
、
我
）
が
如
侮
に
諭
ぜ
ら
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
ア
…
ト
マ
ソ
観
を
イ
ン
ざ
思
想
史
の
上
に
三
鷹
づ
け
る
こ
と
を
意
属
す
る
も
の
で

あ
る
。
古
典
2
愚
亭
学
派
を
代
表
す
る
諸
学
者
の
著
作
の
中
、
窯
ω
か
ら
独
立
の
鍵
と
し
て
、
神
の
存
搬
を
論
証
し
た
¢
〔
訂
器
餐
の
Z
醤
饗
ざ
－

。・

塔
?
鑑
智
F
他
学
派
、
殊
に
仏
教
学
派
を
論
敵
と
し
て
、
ア
…
ト
マ
ソ
、
神
の
存
在
を
証
明
し
た
同
著
者
の
｝
↓
ヨ
簿
簿
な
尽
く
ぞ
①
す
が
現
存
す
る
。
殊

古
典
ニ
ャ
…
ヤ
学
派
の
ア
ー
ト
マ
ン
論
と
そ
の
背
景

四
九
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五
〇

に
後
者
第
螺
章
は
、
駕
愚
饗
学
派
の
ア
ー
ト
マ
ン
論
を
考
察
す
る
た
め
に
は
雷
及
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
諭
駁
す
べ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
仏

教
学
説
の
詳
細
を
知
る
為
の
資
料
の
出
版
が
近
年
こ
と
で
、
論
争
の
内
容
及
び
そ
の
意
嚢
の
解
明
は
学
界
の
将
来
の
課
題
で
あ
る
。
此
所
に
は
た
だ
、

2
滋
膨
学
派
の
主
な
論
点
は
、
本
稿
に
扱
う
も
の
と
変
り
な
い
と
意
い
得
る
の
み
で
あ
る
。

嗣

　
2
愚
鴇
は
鉱
く
竺
（
ε
α
q
・
臨
O
L
曽
鉱
謎
魯
①
⇔
）
の
派
生
語
で
、
諸
事
象
の
根
楓
に
あ
り
、
諸
事
象
が
そ
こ
に
た
ち
帰
る
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

し
て
の
原
理
、
規
則
、
或
い
は
在
り
方
、
方
法
を
意
味
す
る
。
Z
属
饗
学
派
は
、
「
知
識
手
段
（
℃
量
ヨ
碧
節
）
に
よ
っ
て
対
象
を
考
察
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
こ
と
」
が
欝
単
軸
蝉
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。
知
識
手
段
と
し
て
Z
団
身
餌
学
派
は
、
知
覚
（
鷲
無
畏
厨
鋤
）
、
推
理
（
露
償
B
鋤
降
曽
）
、

類
比
（
環
℃
餌
ヨ
蜘
二
餌
）
、
儒
服
す
べ
き
人
の
こ
と
ば
（
汐
び
費
）
を
認
め
、
こ
れ
ら
四
種
の
知
識
手
段
が
総
合
的
に
は
た
ら
く
五
支
の
論
証
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

（
醤
訓
警
護
旧
く
年
急
ξ
鋤
）
を
、
特
に
「
す
ぐ
れ
た
麸
醇
ρ
」
（
膨
鑓
露
。
ξ
鍔
募
）
と
名
づ
け
て
い
る
。
対
象
の
考
察
は
、
対
象
に
関
す

る
不
確
定
な
知
識
、
即
ち
、
疑
い
（
o
。
鋤
B
。
。
傍
団
餌
）
に
は
じ
ま
り
、
対
象
に
関
す
る
真
理
（
舞
野
鈴
み
無
貯
鋤
）
の
決
定
（
勘
お
曙
曽
）
　
に
終
る

が
、
決
定
が
も
た
ら
さ
れ
る
た
め
に
は
、
見
解
を
異
に
す
る
他
者
と
の
討
論
（
〈
留
鳥
9
。
）
に
お
い
て
、
自
己
の
意
解
が
正
し
い
知
識
手
段
に

よ
っ
て
論
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
、
「
知
識
手
段
に
よ
る
対
象
の
考
察
」
を
主
要
な
関
心
事
と
す
る
Z
愚
論
学
派
が
2
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
婆
）

の
冨
頭
に
列
挙
す
る
十
六
原
理
は
、
論
証
法
、
討
論
に
関
運
す
る
諸
事
項
か
ら
成
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
は
2
愚
輩
学
派

を
，
討
論
、
就
中
そ
の
中
核
を
な
す
論
証
法
を
主
題
的
に
考
察
す
る
学
派
と
性
格
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
他
方
、
初
期
の
窯
堵
2
⇔
学
説
が
解
…
脱
論
の
色
彩
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
潜
過
で
き
な
い
。
2
ρ
H
畠
は
「
知
識
の
対
∵
象
」
（
℃
同
誌
B
の
繁
餌
）

と
な
る
十
二
項
層
を
挙
げ
る
が
、
そ
の
内
容
を
な
す
の
は
、
ア
…
ト
マ
ソ
　
（
舞
B
零
・
自
己
、
我
）
及
び
入
間
存
在
を
構
成
し
て
い
る
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

理
的
諸
要
素
、
心
理
的
諸
機
能
と
、
人
間
の
過
玄
世
か
ら
宋
来
世
に
豊
る
輪
廻
転
生
、
そ
れ
か
ら
の
解
脱
で
あ
る
。
2
ψ
H
島
は
、
人
生

の
「
苦
」
　
（
鳥
幻
ザ
館
類
）
の
源
四
を
、
「
出
生
」
ハ
宣
鐸
ヨ
飴
コ
）
、
前
世
に
お
回
る
「
活
動
」
（
℃
町
勢
く
怨
鋤
）
、
貧
欲
等
の
「
欠
陥
…
」
（
餌
○
邪
知
）
と



　
　
次
第
に
た
ど
っ
て
、
根
源
的
に
は
対
象
に
関
す
る
「
誤
っ
た
知
識
」
（
邑
決
旨
古
g
p
。
）
が
苦
の
原
簿
で
あ
る
と
な
し
．
対
象
に
関
す
る

　
　
真
理
の
認
識
に
よ
っ
て
誤
っ
た
知
識
を
除
去
す
る
と
き
、
人
は
も
は
や
輪
廻
す
る
こ
と
な
く
、
苦
を
離
れ
て
解
脱
す
る
と
説
く
。
そ
し
て

　
　
乞
G
っ
讐
臨
く
げ
G
。
G
。
i
お
に
は
、
禁
戒
の
遵
守
、
ヨ
ー
ガ
の
実
修
な
ど
に
よ
っ
て
掬
己
を
整
え
た
後
、
瞑
想
（
鵡
・
鋤
導
鑑
窯
）
に
よ
っ
て
真
理
の

　
　
認
識
を
生
じ
て
解
脱
に
達
す
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
然
し
な
が
ら
解
脱
論
は
⇒
愚
唄
⇔
学
の
本
質
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
2
愚
団
節
学
説
が
、
　
一
つ
の
哲
学
体
系
と
し
て
正
統
バ

　
　
ラ
モ
ン
の
思
想
圏
内
に
お
い
て
承
認
を
得
る
た
め
に
、
体
系
の
中
へ
導
入
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
＜
甲

　
　
総
団
潔
き
9
は
づ
滋
饗
学
を
、
ヴ
ェ
…
ダ
学
、
政
治
学
、
農
学
と
共
に
学
問
の
四
分
科
を
成
す
も
の
と
し
て
跨
冠
雪
糞
。
綜
同
月
に
挙
げ
ら

　
　
れ
る
響
く
田
面
節
点
に
外
な
ら
ぬ
も
の
と
な
し
、
そ
の
特
質
を
「
疑
い
（
ω
p
。
B
。
，
効
横
難
）
，
を
は
じ
め
と
す
る
諸
原
理
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
対
象

　
　
を
考
察
す
る
」
点
に
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
若
し
此
の
方
法
論
上
の
特
質
が
な
け
れ
ば
、
習
イ
降
鵠
ぎ
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
と
同
じ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
最
高
我
に
関
す
る
学
聞
（
鼠
ξ
倒
§
鑓
－
三
身
鋤
）
、
却
ち
純
然
た
る
解
脱
論
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
と
言
う
。
ぼ
愚
饗
学
派
に
と
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
ア
ー
ト
マ
ン
そ
の
他
「
解
脱
と
輪
廻
と
に
関
係
が
あ
る
」
諸
論
難
は
、
「
知
識
の
対
象
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
類
蜜
曙
顛
に
よ
る
考

　
　
察
を
行
う
こ
と
を
、
こ
の
学
派
は
意
図
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
ぼ
愚
》
毒
学
派
は
、
解
脱
論
を
学
説
体
系
の
骨
幹
と
す
る
ω
鋤
営
障
甥
団
㊤

　
　
学
派
や
、
解
脱
の
た
め
の
実
践
規
定
を
説
く
鴫
。
σ
q
欝
学
派
と
は
明
瞭
に
異
っ
て
い
る
。

　
　
　
ア
…
ト
マ
ソ
は
十
二
項
目
よ
り
成
る
「
知
識
の
対
象
し
の
最
初
に
挙
げ
ら
れ
る
。
蟹
ω
は
副
章
に
標
示
し
、
定
義
し
、
分
類
し
た
諸
原

　
　
理
に
つ
い
て
、
H
、
皿
、
W
章
で
詳
細
な
考
察
を
行
い
、
そ
の
際
、
異
説
を
と
り
上
げ
て
そ
れ
を
反
駁
し
、
学
派
の
定
説
を
論
証
す
る
と

　
　
い
う
構
成
を
も
っ
て
い
る
が
、
ア
…
ト
マ
ソ
は
鑓
日
O
に
定
義
さ
れ
、
目
鑓
ゲ
N
①
に
詳
論
さ
れ
て
い
る
。
ア
ー
ト
マ
ン
の
考
察
に
あ
た

　
　
っ
て
累
団
曙
恥
学
派
は
、
そ
れ
が
身
体
や
感
官
や
統
覚
と
は
異
る
、
過
憂
世
か
ら
未
来
世
に
亘
っ
て
存
続
す
る
主
体
と
し
て
存
在
す
る
こ

　
　
と
の
論
証
を
中
心
問
題
と
し
、
ア
ー
ト
マ
ン
を
解
脱
論
的
観
点
か
ら
取
り
上
げ
て
論
ず
る
面
は
稀
薄
で
あ
る
。
例
え
ば
解
脱
の
状
態
に
お

　
　
け
る
ア
ー
ト
マ
ン
と
経
験
的
な
立
場
に
お
け
る
ア
ー
ト
マ
ン
の
関
係
、
或
は
ア
ー
ト
マ
ン
と
神
と
の
関
係
と
い
う
よ
う
な
問
題
は
触
れ
ら

235　
　
　
　
　
　
古
典
二
諏
、
i
ヤ
学
派
の
ア
…
ト
マ
ソ
論
と
そ
の
背
景
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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五
二

24
5
　
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
知
識
の
対
象
を
列
挙
し
た
Z
ω
”
貯
¢
に
対
す
る
註
釈
の
中
で
、
＜
弩
紹
碧
⇔
欝
は
ア
ー
ト
マ
ン
を
、
す
べ
て
の
も
の
を
認
識
す
る
主

　
　
体
（
鍵
帥
。
。
讐
）
、
す
べ
て
の
こ
と
が
ら
を
経
験
す
る
主
体
（
げ
げ
。
犀
膚
）
　
と
な
し
、
か
か
る
主
体
は
身
体
を
経
験
の
場
所
と
し
、
感
官
を
経

　
　
験
の
道
具
と
し
、
経
験
さ
る
べ
き
対
象
を
も
ち
、
快
感
・
不
快
感
等
の
心
理
作
用
を
経
験
内
容
と
し
、
ま
た
多
様
な
感
官
の
知
覚
を
統
覚

　
　
（
ヨ
缶
霞
㊤
ω
）
　
に
よ
っ
て
統
合
す
る
と
説
明
し
て
い
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
の
ア
…
ト
マ
ソ
は
、
通
常
の
人
に
は
薩
証
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
な
馳
そ
の
存
在
羅
理
に
よ
・
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
・
そ
の
こ
と
を
明
示
す
る
の
が
峯
囲
畳
で
あ
る
・
…
「
欲
求
（
ざ
。
げ
餌
）
・

　
　
嫌
悪
（
（
写
①
。
。
⇔
）
、
意
志
的
努
力
（
鷲
曙
獄
裏
）
、
快
感
（
鈴
鰍
⇔
）
、
不
快
感
（
費
ザ
窪
鋤
）
、
認
識
知
（
葡
鋤
鑓
）
は
ア
ー
ト
マ
ン
の
微
表

　
　
（
ま
σ
q
餌
）
で
あ
る
。
」
＜
簿
。
。
愚
饗
塗
は
次
の
よ
う
に
註
釈
す
る
。
「
〔
過
去
〕
に
煎
る
種
の
対
象
に
触
れ
て
快
感
を
得
た
人
は
、
そ
れ
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
種
の
薄
象
を
〔
現
在
〕
見
て
、
獲
得
し
よ
う
と
欲
求
す
る
。
此
の
獲
得
し
よ
う
と
す
る
欲
求
は
、
　
〔
過
去
・
現
在
に
か
け
て
〕
多
数
の
対

　
　
象
を
見
る
一
偲
〔
の
主
体
〕
に
、
経
験
の
想
起
（
鷲
無
謬
丸
心
蝕
感
づ
⇔
）
　
に
よ
っ
て
お
こ
る
の
で
あ
っ
て
、
　
〔
か
か
る
主
体
と
し
て
の
〕
ア

　
　
ー
ト
マ
ン
の
〔
存
在
を
示
す
〕
徴
表
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
　
〔
夫
々
に
〕
定
ま
っ
た
対
象
を
も
つ
個
々
の
知
覚
〔
が
継
起
す
る
〕
の
み

　
　
〔
で
、
過
去
・
現
在
に
至
る
同
一
の
主
体
が
無
い
〕
と
す
れ
ば
、
　
〔
過
去
の
経
験
の
想
起
に
よ
る
対
象
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
欲
求
は
〕

　
　
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
た
か
も
〔
甲
が
〕
乙
の
身
体
〔
に
お
け
る
経
験
を
想
起
し
て
、
或
る
対
象
を
獲
得
し
よ
う
と
欲
求
す
る
こ

　
　
と
が
あ
り
得
な
い
の
〕
と
同
じ
よ
う
に
。
」
嫌
悪
以
下
に
つ
い
て
も
岡
じ
説
明
を
繰
返
し
て
、
＜
簿
ω
属
鴇
鑓
は
結
論
す
る
。
「
自
ら
経
験

　
　
し
た
も
の
を
想
起
し
、
他
人
の
経
験
し
た
も
の
や
、
経
験
し
な
か
っ
た
も
の
は
想
起
し
な
い
の
が
一
人
の
人
間
の
所
為
で
あ
り
、
同
じ
く
、

　
　
甲
の
経
験
し
た
も
の
を
乙
が
想
起
は
し
な
い
の
が
多
数
の
人
間
の
所
為
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
ア
…
ト
マ
ソ
否
認
論
老
に
よ
っ
て
は
確
立

　
　
さ
れ
得
な
い
。
か
く
て
、
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
証
鴫
さ
れ
た
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
　
周
知
の
如
く
2
ψ
H
畠
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
徴
表
を
列
挙
す
る
く
通
義
噸
節
録
O
欝
斜
湿
気
　
の
後
半
に
一
致
す
る
。
た
だ
く
野
蒜
島
山
餌

　
　
が
ア
ー
ト
マ
ン
を
、
欲
求
そ
の
他
の
属
性
（
α
q
蝶
鱗
9
）
が
内
属
（
舞
壷
屋
く
碧
効
）
す
る
実
体
（
脅
効
く
団
餌
）
と
し
て
、
錦
ち
、
実
体
・
属
性
闘



　
　
の
内
属
関
係
に
基
い
て
推
理
す
る
の
に
対
し
て
、
＜
理
ω
愚
饗
奏
は
時
間
の
推
移
の
中
に
お
け
る
人
格
の
専
一
性
を
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
ユ
）

　
　
論
証
に
用
い
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
論
証
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
を
否
認
し
、
入
間
存
在
を
瞬
間
ご
と
に
更
新
さ
れ
つ
つ
継

　
　
起
す
る
心
理
的
・
物
理
的
諸
要
素
の
集
合
体
と
し
て
と
ら
え
る
仏
教
徒
の
説
に
対
す
る
反
駁
を
、
直
接
的
動
機
と
し
て
な
さ
れ
た
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う

　
　
ら
れ
る
が
、
本
質
的
に
は
イ
ン
ド
思
想
史
を
貫
流
す
る
「
業
」
（
ぼ
N
ヨ
餌
昌
）
の
思
想
、
即
ち
、
人
問
は
自
ら
の
行
為
の
果
報
を
必
ず
う
け

　
　
る
と
い
う
思
想
に
根
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
は
後
に
立
ち
帰
る
こ
と
と
し
て
、
差
し
妾
っ
て
Z
ω
”
H
目
通
。
H
l
邸
①
に
お
け
る
ア

　
　
ー
ト
マ
ン
論
の
内
容
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
d
侮
身
○
＄
轟
轟
は
2
ρ
潤
H
9
の
導
入
部
分
に
、
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
し
な
い
と
い
う
仏
教
徒
の
憲
張
を
、
詳
細
な
議
論
を
展
開
し

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
つ
つ
反
駁
し
て
い
る
。
＜
簿
ω
愚
書
慈
も
乞
G
o
』
潟
9
i
b
。
①
の
註
釈
に
当
っ
て
、
ス
ー
ト
ラ
に
仏
教
学
説
批
判
を
読
み
こ
も
う
と
す
る
傾

　
　
向
が
強
い
。
然
し
Z
ω
が
と
り
上
げ
る
反
論
の
す
べ
て
を
、
仏
教
徒
に
帰
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。
唯
物
論
者
、
決
定
論
者
等
、
す
べ

　
　
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
否
認
論
者
の
主
張
が
こ
こ
に
は
開
説
さ
れ
て
い
る
。
2
ヒ
d
ゲ
以
下
の
註
釈
が
示
す
の
は
、
無
我
論
の
上
に
精
緻
な
学
説

　
　
体
系
を
樹
立
し
た
仏
教
が
、
次
第
に
論
難
の
矢
面
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
以
下
に
は
Z
ω
の
叙
述
す
る
順
序
に

　
　
従
っ
て
、
Z
滋
饗
学
派
の
提
示
す
る
主
要
な
論
点
を
あ
げ
、
そ
れ
に
関
連
す
る
論
議
を
2
＜
8
8
に
至
る
諸
註
釈
に
基
づ
い
て
要
約
す

　
　
（
1
2
）

　
　
る
。
A
「
視
覚
と
触
覚
と
に
よ
っ
て
同
一
物
を
把
捉
す
る
か
ら
、
　
〔
両
知
覚
を
統
合
す
る
主
体
と
し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
す
る
〕
。
」

　
　
（
囲
麟
鈴
）

　
　
　
感
覚
器
宮
と
し
て
、
鼻
・
舌
・
眼
・
皮
轡
・
耳
の
五
種
を
数
え
、
そ
れ
ら
は
夫
々
対
応
す
る
元
素
（
地
・
水
・
火
・
風
・
虚
空
）
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
成
り
、
元
素
の
属
性
た
る
香
・
味
・
色
・
可
触
性
・
音
を
把
捉
す
る
と
な
す
説
は
古
く
よ
り
あ
ら
わ
れ
、
細
部
に
お
い
て
異
説
は
あ
る
が
、

　
　
各
学
派
と
も
受
け
い
れ
て
い
る
。
か
く
て
感
宮
は
自
ら
に
固
有
の
対
象
の
み
を
捉
え
（
鉱
毒
蜂
静
鋤
）
、
そ
れ
以
外
の
対
象
を
捉
え
る
こ
と

　
　
は
で
き
な
い
。
視
覚
も
触
覚
も
、
夫
々
に
尉
応
ず
る
対
象
を
知
覚
す
る
の
み
で
あ
る
。
若
し
一
つ
の
感
官
が
他
の
感
官
の
対
象
を
も
知
覚

　
　
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
感
官
は
五
種
も
あ
る
こ
と
を
要
せ
ぬ
で
あ
ろ
う
。

255　
　
　
　
　
　
古
典
ニ
ャ
ー
や
学
派
の
ア
ー
ト
マ
ン
論
と
そ
の
背
景
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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哲
学
研
究
　
第
五
百
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

　
と
こ
ろ
で
、
元
素
そ
れ
自
体
が
心
的
機
能
を
も
つ
と
主
張
す
る
唯
物
論
者
（
び
冨
霞
ゐ
鉱
魯
§
汗
餌
）
は
、
感
窟
の
有
無
が
そ
れ
に
対
応
す

る
対
象
の
知
覚
の
有
無
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
感
官
こ
そ
知
覚
の
主
体
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
主
体
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
と

考
え
る
。
然
し
鼠
愚
論
学
派
は
こ
の
兇
解
を
斥
け
る
。
例
え
ば
、
物
の
色
や
形
は
、
燈
火
が
あ
る
と
き
に
は
知
覚
し
得
る
が
、
暗
闇
の

中
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
燈
火
の
有
無
は
知
覚
の
有
無
を
条
件
づ
け
る
が
、
燈
火
は
決
し
て
知
覚
す
る
主
体
で
は
な

く
、
た
だ
知
覚
の
助
成
的
原
因
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
同
様
に
、
知
覚
の
有
無
を
条
件
づ
け
る
感
官
も
、
そ
れ
と
は
別
個
に
存
す
る
主
体

の
知
覚
作
用
を
助
成
す
る
も
の
と
考
え
て
差
支
な
い
の
で
あ
る
。

　
感
官
と
は
別
の
知
覚
主
体
の
存
在
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
決
定
的
な
理
由
は
、
　
一
つ
の
物
体
に
触
れ
な
が
ら
そ
の
物
体
を
さ
き
に
見

た
と
知
る
経
験
が
我
々
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
若
し
把
捉
す
る
対
象
を
異
に
す
る
視
覚
と
触
覚
が
あ
る
の
み
で
、
両
知
覚
を
統
合
す
る
主

体
が
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
夫
々
の
知
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
対
象
の
同
一
性
を
我
々
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
か
く
て
、
視
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
触
覚
と
の
器
官
を
道
具
（
相
恩
轟
鋤
）
と
し
て
使
用
し
、
両
知
覚
を
統
合
す
る
主
体
が
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
主
体
が
ア
ー

ト
マ
ン
で
あ
る
。
（
渥
無
－
ω
）

B
「
〔
死
人
の
〕
身
体
を
焼
い
た
場
合
に
、
〔
殺
生
〕
罪
は
存
し
な
い
か
ら
、
　
〔
身
体
と
異
る
生
命
そ
の
も
の
と
し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
は
存

在
す
る
〕
。
」
（
H
瓢
鼠
）

　
若
し
唯
物
論
者
が
考
え
る
よ
う
に
、
四
元
素
以
外
の
も
の
は
実
在
せ
ず
、
四
元
素
よ
り
成
る
身
体
や
感
官
が
生
命
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

死
人
に
も
身
体
や
感
官
は
あ
る
か
ら
、
屍
体
を
焼
く
こ
と
は
殺
生
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
然
し
屍
体
を
焼
い
て
も
殺
生
罪
に
問
わ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
生
命
が
身
体
と
は
異
る
何
も
の
か
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
生
命
こ
そ
ア
ー
ト
マ
ン
に
外
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　
Z
b
σ
び
以
下
の
註
釈
は
ス
ト
…
ト
ラ
を
右
と
は
異
っ
た
意
味
に
解
釈
す
る
。
t
人
間
が
恒
存
性
を
も
た
な
い
諸
要
素
の
集
合
体
に
す

ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
諸
要
素
の
集
合
・
離
散
に
よ
っ
て
、
そ
の
つ
ど
別
の
人
間
が
新
た
に
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
、
殺
生
を
行
う
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人
聞
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
罪
に
問
わ
れ
る
人
間
と
は
別
人
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
人
は
自
ら
為
し
た
行
為
の
果
報
を
受
け
と
る
と
い
う

「
業
」
説
を
否
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
「
〔
時
間
の
経
過
の
中
に
同
一
性
を
も
っ
て
存
続
す
る
主
体
が
な
け
れ
ば
〕
身
体
〔
等
の

諸
要
素
の
集
合
体
で
あ
る
生
命
〕
を
焼
い
〔
て
殺
害
し
〕
た
場
合
に
、
〔
殺
生
〕
罪
は
存
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
〔
恒
存
す
る
主
体
と

し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
が
あ
る
〕
」
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
明
ら
か
に
仏
教
説
へ
の
批
判
を
2
ω
v
目
貯
亟
の
中
に
読
み
と
ろ
う
と
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

の
で
あ
る
が
、
男
駕
ぴ
①
ロ
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
ス
ー
ト
ラ
の
原
意
と
は
受
け
と
り
が
た
い
不
自
然
さ
を
も
つ
。

　
屍
体
を
焼
い
て
も
殺
生
罪
に
な
ら
な
い
が
、
生
き
た
人
を
殺
害
す
れ
ば
殺
生
罪
に
問
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ア
…
ト
マ
ソ
が
存
在
す
る

と
す
れ
ば
、
お
よ
そ
殺
生
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
従
っ
て
殺
生
行
為
の
結
果
と
し
て
の
罪
も
あ
り
得
な
い
と
、
ア
ー
ト
マ
ン
否

認
論
者
は
反
論
す
る
。
そ
の
際
彼
ら
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
万
古
不
易
、
不
生
不
滅
で
、
「
肉
体
は
殺
さ
れ
て
も
殺
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」

と
言
わ
れ
て
い
る
ア
…
ト
マ
ソ
で
あ
る
。
函
二
毎
恩
馨
鑓
に
お
け
る
大
会
戦
に
際
し
て
、
敵
箪
の
中
に
居
並
ぶ
骨
肉
同
族
の
者
を
殺
害
す

る
に
し
の
び
ず
、
意
気
思
置
し
て
戦
意
を
失
っ
た
勇
士
宮
門
冒
田
野
を
鼓
舞
す
る
た
め
に
、
懸
場
鵯
鋤
は
か
か
る
も
の
と
し
て
の
ア
ー
ト
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

ン
を
説
き
明
か
し
て
い
る
。
反
論
に
答
え
て
2
愚
団
費
。
学
派
は
、
殺
害
と
は
ア
ー
ト
マ
ン
そ
の
も
の
を
殺
す
こ
と
で
は
な
く
、
ア
ー
ト
マ

ン
が
苦
楽
を
感
受
す
る
場
処
（
a
ぼ
噸
薫
習
蝉
）
で
あ
る
身
体
、
苦
楽
を
感
受
す
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
感
官
を
害
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
（
7
叢
）

い
と
言
う
の
で
あ
る
。
（
員
貯
亟
1
①
）

C
　
　
「
左
〔
眼
〕
に
よ
っ
て
見
ら
れ
た
も
の
を
、
他
方
〔
の
眼
〕
で
再
認
す
る
か
ら
、
　
〔
別
々
に
知
覚
さ
れ
た
も
の
を
同
｝
物
と
知
る
主

体
と
し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
す
る
〕
。
」
（
畷
討
刈
）

　
右
眼
を
蔽
っ
て
左
眼
の
み
で
対
象
を
見
た
後
、
逆
に
左
眼
を
蔽
っ
て
右
眼
の
み
で
見
る
と
、
同
一
の
対
象
が
知
覚
さ
れ
る
。
左
右
の
眼

は
た
だ
夫
々
の
対
象
を
知
覚
す
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
両
知
覚
を
統
合
す
る
主
体
の
存
在
を
認
め
な
け
れ
ば
、
対
象
が
同
一
で
あ
る
と
い

う
意
識
は
成
立
し
得
な
い
。
か
か
る
主
体
が
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
。

　
反
対
論
者
［
は
、
元
来
一
つ
の
視
覚
器
嘗
［
が
鼻
骨
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
左
・
石
の
限
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
左
眼
の
見
る
も
の

　
　
　
　
古
典
ニ
ャ
ー
や
学
派
の
ア
ー
ト
マ
ン
論
と
そ
の
背
景
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



　
　
　
　
　
　
哲
一
爵
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研
究
　
　
蟻
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百
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
山
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28
5
　
と
右
眼
の
見
る
も
の
と
が
同
一
な
の
は
当
然
で
あ
る
と
言
う
。
此
の
見
解
を
重
書
饗
学
派
は
、
一
方
の
眼
が
害
わ
れ
て
も
他
方
の
眼
は

　
　
健
全
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
論
拠
に
拒
斥
す
る
。
然
し
こ
れ
に
対
し
て
抗
弁
が
な
さ
れ
る
。
i
ー
エ
カ
の
眼
の
殿
軍
は
視
覚
器
留
全
体
の

　
　
機
能
を
不
能
に
は
さ
せ
な
い
。
一
部
分
が
害
わ
れ
て
も
全
体
が
害
わ
れ
る
の
で
な
い
こ
と
は
、
一
本
の
枝
を
伐
り
落
し
て
も
、
樹
木
は
依

　
　
然
と
し
て
同
じ
樹
木
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
Z
ω
は
こ
れ
を
鳥
読
猫
艮
臨
く
貯
○
急
知
で
あ
る
か
ら
抗
弁
に
な
ら
な
い

　
　
と
書
う
が
、
＜
製
捲
碧
§
⇔
は
そ
の
意
味
を
両
様
に
解
釈
し
て
い
る
。
ω
樹
木
の
実
例
（
瓢
層
、
も
弓
醇
鋤
⇔
紳
餌
）
の
ふ
く
ん
で
い
る
矛
盾
i
購
成

　
　
要
素
の
集
合
の
結
果
と
し
て
産
出
さ
れ
た
実
体
（
訂
曙
⇔
点
舜
く
団
鋤
）
は
榎
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、
構
成
要
素
間
の
分
離
に
よ
っ
て
壊
れ

　
　
る
か
ら
、
枝
を
伐
り
落
し
て
も
樹
木
は
岡
じ
樹
木
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
前
と
は
異
る
樹
木
と
な
っ
た
も
の
を
、
類
似
性

　
　
に
基
づ
い
て
同
じ
樹
木
と
な
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
②
経
験
紛
事
実
（
創
一
，
㏄
轡
蝕
欝
酔
鈎
）
と
の
矛
盾
i
㈱
屍
体
の
頭
骸
骨
を
見

　
　
る
と
眼
の
位
置
に
二
つ
の
窩
が
あ
る
。
㈲
一
方
の
眼
が
視
覚
能
力
を
失
っ
て
も
、
他
方
の
限
は
対
象
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
㈹
ニ
カ
の

　
　
眼
瞼
を
答
え
る
と
対
象
が
二
重
に
見
え
る
。
こ
れ
は
圧
え
ら
れ
た
眼
の
光
線
の
方
向
が
変
っ
て
、
対
象
を
以
前
と
は
異
る
位
置
に
見
る
の

　
　
に
対
し
て
、
他
方
の
眼
は
以
前
の
位
置
に
対
象
を
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
視
覚
器
官
が
一
つ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
事
実
に
合
理
的

　
説
明
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
（
臼
箋
山
H
）

　
　
別
々
の
知
覚
を
統
合
す
る
主
体
と
し
て
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
を
論
証
す
る
こ
と
は
、
既
に
A
に
お
い
て
な
さ
れ
た
。
2
ω
が
此
処
で
同
じ

　
論
証
を
繰
返
し
て
い
る
と
解
す
る
の
は
適
切
で
な
い
と
考
え
る
¢
鳥
海
団
。
＄
｝
＄
養
は
、
解
釈
を
全
く
変
質
さ
せ
た
。
左
眼
と
右
限
と
い
う

　
　
こ
の
二
つ
の
視
覚
の
存
す
る
こ
と
を
彼
は
否
認
す
る
。
外
官
が
受
容
し
た
対
象
の
印
象
を
ア
…
ト
マ
ソ
に
媒
介
す
る
の
は
内
官
筥
帥
口
弾
。
。
。

　
　
で
あ
り
、
管
鋤
霧
ω
は
た
だ
一
芸
で
あ
る
か
ら
、
仮
に
二
種
の
視
覚
が
あ
っ
て
も
ヨ
2
。
養
ω
は
そ
の
一
方
を
し
か
ア
ー
ト
マ
ン
に
媒
介
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
こ
と
が
で
き
な
い
。
更
に
皇
宮
の
数
を
五
種
と
す
る
2
鴇
翼
学
派
の
定
説
に
徴
し
て
も
、
二
つ
の
視
覚
器
官
を
認
め
る
わ
け
に
は
行
か

　
な
い
。
従
っ
て
、
本
来
視
覚
は
火
か
ら
成
る
（
雪
奮
鋤
）
一
つ
の
も
の
で
あ
る
が
、
地
を
成
分
と
す
る
（
唱
縛
跨
ぞ
餌
）
二
つ
の
瞳
孔
を
拠

　
り
処
（
銭
露
噸
字
消
惹
）
と
し
て
い
る
の
で
、
二
種
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
d
山
口
楓
○
欝
ざ
鑓
に
よ
れ
ば
、
　
2
ω
’



　
　
剛
H
貯
相
i
障
は
ア
…
ト
マ
ソ
の
存
在
論
証
で
は
な
く
、
視
覚
に
関
す
る
誤
っ
た
見
解
の
除
去
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
り
、
何
れ
の
ス
ー
ト
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
…
）

　
　
を
Z
団
碧
簿
学
派
の
定
説
を
述
べ
た
も
の
と
解
す
る
か
と
い
う
点
も
、
已
述
の
解
釈
と
は
甚
だ
異
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
D
　
「
〔
一
つ
の
感
宮
が
対
象
と
接
触
し
た
と
き
に
、
〕
他
の
感
嘗
が
変
化
す
る
か
ら
、
　
〔
釜
石
に
接
触
し
た
対
象
が
過
去
に
経
験
し
た
も

　
　
の
と
同
種
で
あ
る
こ
と
を
知
る
、
経
験
の
想
起
の
主
体
と
し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
す
る
〕
。
」
（
肥
薩
㌶
鳴
）

　
　
　
酸
い
果
物
の
色
や
香
を
眼
あ
る
い
は
鼻
で
知
覚
し
た
際
、
味
覚
器
官
に
唾
液
が
流
れ
る
と
い
う
変
化
が
お
こ
る
。
こ
れ
は
ア
ー
ト
マ
ン

　
　
が
、
以
前
に
患
っ
た
同
じ
果
物
の
味
を
想
起
す
る
か
ら
で
あ
る
。
若
し
七
宮
以
外
に
、
感
官
を
経
験
の
道
具
と
し
て
用
い
る
主
体
が
あ
る

　
　
の
で
な
け
れ
ば
、
色
と
味
と
を
同
じ
果
物
に
属
す
る
も
の
と
知
る
こ
と
も
で
き
ず
、
ま
た
想
起
と
い
う
心
理
現
象
も
発
生
し
得
な
い
。
甲

　
　
感
官
の
知
覚
し
た
も
の
を
乙
感
官
が
想
起
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
「
他
の
感
量
の
変
化
」
は
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
を
添
す
徴
表
と
し
て
、
＜
ψ
H
踏
9
に
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
C
闇
夜
。
㌶
ξ
罫
が
言
う

　
　
様
に
、
　
「
他
の
感
官
の
変
化
」
は
そ
の
感
官
の
属
性
で
あ
る
か
ら
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
徴
表
で
は
な
い
。
そ
れ
を
惹
き
起
す
原
因
た
る
「
想

　
　
起
」
が
ア
ー
ト
マ
ン
の
徴
表
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
想
起
の
原
因
は
過
去
に
知
覚
し
た
対
象
そ
の
も
の
で
あ
る
と
反
対
論
老
は
言
う
。

　
　
邸
ち
、
感
官
が
対
象
の
印
象
を
自
ら
の
内
に
残
留
せ
し
め
、
そ
れ
が
現
勢
化
し
た
と
き
に
想
起
が
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
ー
ト
マ
ン

　
　
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
と
彼
ら
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
を
Z
要
旨
学
派
は
、
想
起
の
再
造
を
明
示
し
て
論
駁
す
る
。
想
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
さ
れ
る
の
は
た
だ
対
象
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
過
去
に
お
け
る
対
象
の
知
覚
で
あ
る
。
即
ち
、
想
起
と
は
、
甲
を
以
前
に
見
た
こ
と
を
現

　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
在
知
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
か
か
る
構
造
を
も
つ
想
起
は
、
過
・
去
の
知
覚
の
主
体
と
、
現
在
の
知
識
ま
体
と
の
同
一
性
を
、
従
っ
て
ア

　
　
ー
ト
マ
ン
の
存
在
を
、
立
証
す
る
の
で
あ
る
。
（
厳
鈴
じ
。
－
ご
）

　
　
E
　
ア
ー
ト
マ
ン
を
多
様
の
知
覚
を
統
合
す
る
主
体
と
す
る
2
騰
饗
学
派
に
対
し
て
、
知
覚
統
合
の
機
能
は
統
覚
た
る
ヨ
鋤
⇔
謎
に
存

　
　
す
る
か
ら
、
そ
れ
と
は
別
に
ア
ー
ト
マ
ン
を
想
定
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
反
論
が
提
出
さ
れ
る
。
然
し
2
鴇
饗
学
派
の
見
解
に
よ
れ

29

@
ば
、
感
覚
が
知
覚
の
道
醗
六
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
　
ヨ
簿
昌
餌
ω
は
思
惟
の
道
具
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
道
具
を
用
い
る
認
識
主
体
は
別

5　
　
　
　
　
　
古
典
ニ
ャ
ー
や
学
派
の
ア
ー
ト
マ
ン
論
と
そ
の
背
景
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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5
　
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
認
識
の
道
具
（
滋
鋤
鵠
あ
鍬
訂
箋
）
は
認
識
主
体
（
急
心
膚
）
に
と
っ
て
あ
り
得
る
の
で
あ

　
　
る
か
ら
、
〔
道
具
と
は
別
の
認
識
主
体
の
存
在
を
認
め
さ
え
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
ア
ー
ト
マ
ン
と
名
づ
け
る
か
わ
り
に
、
汝
が
ヨ
勉
同
嬉
ω

　
　
と
よ
ぷ
に
し
て
も
、
〕
名
称
の
網
違
に
す
ぎ
な
い
。
」
（
囲
障
鉱
①
）
若
し
、
認
識
主
体
は
、
思
惟
す
る
の
に
思
惟
の
道
具
を
必
要
と
し
な
い
か

　
　
ら
、
ヨ
⇔
慈
ω
そ
の
も
の
を
認
識
主
体
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
知
覚
す
る
に
も
知
覚
の
道
具
を
必
要
と
し
な
い
で
あ
ろ

　
　
う
。
即
ち
、
感
官
も
無
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
〔
知
覚
す
る
に
は
感
官
が
必
要
で
あ
る
が
、
思
惟
す
る
に
は
如
何
な
る
道
具

　
　
も
必
要
で
は
な
い
と
言
う
よ
う
な
〕
欄
限
は
、
論
証
を
欠
く
も
の
で
あ
る
。
」
（
鎖
微
↓
）
　
更
に
、
外
約
対
象
の
知
覚
に
は
外
官
が
必
要
で

　
　
あ
る
よ
う
に
、
苦
楽
等
の
感
受
に
は
内
宮
が
必
要
で
あ
る
。
三
門
μ
器
は
か
か
る
内
官
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
使
用
す
る
主
体
と
し
て
ア
…

　
　
ト
マ
ソ
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
（
自
鑓
δ
I
H
“
）

　
　
H
　
「
前
生
に
お
い
て
繰
返
さ
れ
た
こ
と
の
記
濾
の
継
続
に
よ
っ
て
、
初
生
児
が
、
喜
び
、
怖
れ
、
悲
し
み
を
解
す
る
か
ら
，
　
〔
前
…
世
か

　
　
ら
現
世
へ
と
存
続
す
る
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
す
る
〕
。
」
（
諏
H
雛
Q
Q
）

　
　
　
過
去
の
経
験
の
想
起
と
い
う
事
実
に
基
づ
く
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
論
証
は
、
既
に
D
に
於
い
て
示
さ
れ
た
が
、
Z
属
饗
学
派
は
更
に
、

　
　
生
得
の
本
能
を
過
去
世
に
お
け
る
経
験
の
想
起
に
よ
っ
て
説
明
し
、
ア
ー
ト
マ
ン
を
過
去
世
か
ら
現
世
へ
、
そ
し
て
未
来
世
へ
と
存
続
す

　
　
る
主
体
と
理
解
…
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
初
生
児
が
泣
い
た
り
笑
っ
た
り
す
る
の
は
、
蓮
華
の
花
の
開
閉
と
同
じ
様
に
、
全
く
無
因
無
縁
で
あ
る
と
、
決
定
論
岩
は
反
論
す
る
。

　
　
然
し
、
物
理
・
心
理
的
諸
現
象
を
す
べ
て
余
理
的
に
説
明
す
る
く
蝕
諭
噸
滞
餌
学
説
を
継
承
す
る
Z
愚
蒙
学
派
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
作

　
　
用
の
あ
る
限
り
必
ず
そ
の
原
因
が
あ
る
。
蓮
華
の
花
の
開
閉
な
ど
、
お
よ
そ
五
元
素
か
ら
成
る
も
の
の
変
化
は
、
温
熱
、
寒
冷
、
雨
、
蒔

　
　
閾
を
原
因
と
し
て
い
る
。
醐
様
に
、
現
世
に
お
い
て
何
事
も
経
験
し
て
な
い
初
生
児
が
、
喜
び
、
怖
れ
、
悲
し
み
を
理
解
し
て
、
泣
い
た

　
　
り
笑
っ
た
り
す
る
の
に
も
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
原
因
と
し
て
は
、
前
世
に
繰
返
し
経
験
し
た
こ
と
の

　
　
想
起
以
外
に
想
定
さ
る
べ
き
も
の
は
な
く
、
こ
の
想
趨
は
前
世
か
ら
現
徴
へ
と
存
続
す
る
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
を
推
理
せ
し
め
る
の
で
あ



T31

る
。
（
囲
目
鈴
G
。
山
O
）

跳
　
　
「
死
ん
だ
後
〔
初
生
児
と
し
て
再
生
し
た
者
は
〕
、
前
世
に
お
け
る
食
事
の
繰
返
し
を
原
因
と
す
る
〔
記
憶
〕
に
よ
っ
て
、
　
〔
母
親

の
〕
乳
房
を
求
め
る
か
ら
、
　
〔
前
世
か
ら
翼
世
へ
と
存
続
す
る
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
す
る
〕
。
」
（
葭
』
じ

　
入
は
食
事
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
空
腹
に
な
れ
ば
食
物
へ
の
欲
望
を
お
こ
す
。
と
こ
ろ
で
、
初
生
児
は
，
食
事
の
経
験
も
な
い
の
に
、

空
腹
を
満
た
す
も
の
を
求
め
て
母
親
の
乳
房
に
す
が
る
。
こ
れ
は
、
前
世
に
お
け
る
食
事
の
経
験
が
記
憶
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
考
え
ら
れ

る
。
か
く
て
箭
世
か
ら
現
世
へ
と
存
続
し
て
、
前
言
の
経
験
を
想
起
す
る
主
体
と
し
て
、
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
決
定
論
者
は
母
親
の
乳
房
を
求
め
る
嬰
児
の
行
為
を
、
鉄
が
磁
石
に
引
き
つ
け
ら
れ
る
の
と
同
様
に
、
自
然
に
漁
っ
た
本
性
に
基
づ
く

も
の
で
無
原
因
で
あ
る
と
言
う
。
然
し
Z
愚
愚
学
派
は
反
駁
す
る
。
一
－
若
し
鉄
が
磁
石
に
近
づ
く
の
が
無
原
因
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
任

意
に
選
ん
だ
石
も
磁
石
に
引
き
よ
せ
ら
れ
、
ま
た
鉄
は
磁
石
以
外
の
も
の
に
も
引
き
つ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
鉄
の
運
動
は
磁
石
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
i
り
醒
）

外
の
も
の
に
向
っ
て
は
お
こ
ら
な
い
。
従
っ
て
、
鉄
が
磁
石
に
の
み
引
き
よ
せ
ら
れ
る
の
に
は
下
調
が
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

夢
殿
に
、
嬰
児
が
乳
房
に
向
っ
て
動
く
の
に
も
原
因
が
あ
る
。
そ
れ
は
前
世
に
お
い
て
繰
返
し
た
食
事
行
為
の
記
憶
で
あ
る
。
（
｝
巖
誌
7
P
ら
ゆ
）

馬
　
　
「
〔
生
ま
れ
て
来
る
者
は
必
ず
欲
望
を
も
っ
て
お
り
、
〕
欲
望
を
離
れ
た
人
の
出
生
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
　
〔
過
去
世
以
来
存
続
し

て
、
過
去
世
の
経
験
を
想
起
す
る
主
体
と
し
て
の
ア
…
ト
マ
ソ
は
存
在
す
る
〕
。
」
（
凝
H
麟
口
駆
）

　
欲
望
は
、
知
覚
さ
れ
た
対
象
が
、
過
玄
に
経
験
し
て
快
感
を
得
た
対
象
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
、

過
去
の
経
験
の
想
起
を
原
因
と
し
て
い
る
。
過
去
の
経
験
は
そ
の
厳
器
と
し
て
過
去
世
の
身
体
を
予
想
せ
し
め
、
経
験
の
想
起
は
、
身
体

の
解
体
後
に
も
そ
の
経
験
を
記
憶
す
る
主
体
と
し
て
存
続
す
る
ア
ー
ト
マ
ン
を
推
知
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

　
此
の
説
に
対
し
て
反
対
論
者
は
、
例
え
ば
水
界
と
い
う
実
体
が
、
特
定
の
原
因
な
し
に
、
自
然
に
、
そ
の
色
を
属
性
と
し
て
生
ず
る
様

に
、
入
間
も
特
定
の
原
言
な
し
に
、
自
ず
か
ら
欲
墾
を
伴
っ
て
生
れ
て
来
る
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
表
明
す
る
。
こ
れ
は
さ
き
に
蓬
華

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

の
開
閉
、
鉄
の
磁
石
へ
の
運
動
の
例
を
あ
げ
た
決
定
論
者
の
主
張
で
あ
る
。
然
し
2
愚
亭
学
派
は
、
過
去
世
に
経
験
し
た
対
象
を
想
い

　
　
　
　
古
典
ニ
ャ
ー
や
学
派
の
ア
ー
ト
マ
ン
論
と
そ
の
背
景
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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32
5
　
起
す
意
志
（
強
奪
巨
躯
）
が
欲
望
の
原
因
で
あ
る
と
述
べ
た
後
に
、
欲
望
が
不
可
見
力
（
鋤
島
か
冨
）
に
よ
っ
て
起
る
と
な
す
く
護
送
。
・
節
麟

　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
説
に
も
関
癒
し
て
、
不
可
児
力
は
前
世
に
お
け
る
行
為
の
余
力
と
し
て
の
功
徳
（
穿
錠
ヨ
鋤
）
・
罪
過
（
銭
｝
回
鍵
ヨ
鋤
）
で
あ
る
か
ら
、
前
世

　
　
か
ら
現
世
へ
と
存
続
す
る
ア
…
ト
マ
ソ
の
存
在
は
否
認
で
き
な
い
と
な
す
。
更
に
、
＜
ρ
＜
H
ぴ
H
①
に
は
、
「
嵐
生
の
差
洌
に
よ
っ
て
欲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
つ
一
）

　
　
望
の
差
別
が
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
出
生
の
差
別
は
前
世
の
行
為
の
結
果
で
あ
る
か
ら
、
前
世
を
予
想
せ
し
め
、
か
く
て
ア
ー

　
　
ト
マ
ソ
が
過
去
世
か
ら
現
世
へ
と
存
続
し
て
い
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
囲
一
同
勲
ト
の
幽
－
ト
り
①
）

二

　
前
章
に
概
観
し
た
2
ω
”
自
冒
㍗
卜
⊃
①
は
、
要
約
す
れ
ば
、
ω
諸
知
覚
器
官
を
道
具
と
し
て
用
い
、
多
様
の
知
覚
を
統
合
す
る
主
体
と
し

て
（
〉
・
ρ
閃
）
、
㈲
身
体
や
感
官
と
は
異
る
生
命
そ
の
も
の
と
し
て
（
し
ご
）
、
㈲
経
験
を
想
起
す
る
主
体
と
し
て
　
（
P
欝
』
）
、
ア
ー
ト

マ
ン
の
存
在
を
論
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
多
様
の
知
覚
の
統
合
は
、
過
去
の
知
覚
を
想
起
し
て
現
在
の
知
覚
に
結
合
す
る
こ
と
に
外
な
ら

な
い
か
ら
、
ω
も
紛
に
ふ
く
ま
れ
る
と
雷
っ
て
よ
い
。
想
起
は
現
在
に
お
け
る
想
起
の
主
体
と
、
過
去
の
知
識
・
行
為
の
主
体
の
同
一
性

を
前
提
と
す
る
。
そ
し
て
過
去
は
、
そ
の
主
体
が
単
に
現
世
に
お
い
て
過
し
た
時
の
み
で
な
く
、
過
去
世
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
か
く
て
、

過
去
世
か
ら
現
世
へ
、
更
に
未
来
世
へ
と
、
常
獲
不
変
な
も
の
と
し
て
存
続
す
る
主
体
が
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
。

　
想
起
に
ア
…
ト
マ
ソ
の
存
在
論
証
の
最
も
重
要
な
役
割
を
与
え
る
の
は
、
さ
き
に
2
ρ
冒
H
O
に
対
す
る
く
馨
。
。
轟
騰
霧
の
註
釈
に

見
た
よ
う
に
、
ま
た
炉
－
。
・
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
欲
求
、
嫌
悪
醸
す
べ
て
の
心
理
作
用
が
想
起
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
か
ら
で
あ
っ

て
、
ア
ー
ト
マ
ン
を
知
識
作
用
の
圭
体
と
し
て
の
み
と
ら
え
よ
う
と
す
る
意
図
か
ら
で
は
な
い
。
他
方
、
ア
ー
ト
マ
ン
は
過
去
の
経
験
を

想
起
す
る
と
い
う
能
動
的
な
面
か
ら
の
み
で
な
く
、
三
訂
の
行
為
に
制
約
さ
れ
、
そ
の
結
果
を
受
け
と
る
と
い
う
受
動
的
な
面
か
ら
も
、

そ
の
存
在
が
要
講
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
若
し
過
宏
か
ら
現
在
に
か
け
て
不
変
に
存
続
す
る
ア
ー
ト
マ
ン
が
無
け
れ
ば
、
人
は
自
ら

の
行
為
の
果
報
を
う
け
と
る
こ
と
が
な
く
な
り
（
｝
（
署
㌘
口
鎌
ρ
。
貧
鉱
℃
ご
自
。
ぞ
斜
。
－
ゲ
雪
欝
。
点
。
℃
鋤
）
、
ま
た
自
分
が
為
し
た
の
で
は
な
い
行



　
　
為
の
果
報
を
受
け
る
（
知
身
包
げ
げ
嵐
α
q
鋤
ヨ
餌
）
と
い
う
不
合
理
な
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
〈
鋤
錺
愚
嵩
轟
を
は
じ
め
と
す
る
註

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
釈
者
た
ち
は
、
B
を
こ
の
意
味
に
解
釈
し
、
ま
た
同
じ
論
旨
は
他
の
個
所
で
も
屡
々
繰
返
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
ア
ー
ト
マ
ン
は
知
・

　
　
情
・
意
の
活
動
の
主
体
と
し
て
、
過
宏
世
か
ら
未
来
世
に
亘
っ
て
常
恒
不
変
に
存
在
す
る
こ
と
、
そ
し
て
ア
ー
ト
マ
ン
が
か
か
る
も
の
と

　
　
し
て
存
在
す
る
が
故
に
、
人
は
必
ず
自
ら
の
行
為
の
果
報
を
受
け
と
る
と
い
う
「
業
」
の
思
想
が
根
拠
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
、
ぼ
鴇
饗

　
　
学
派
は
口
愚
〉
節
に
よ
っ
て
論
証
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
論
証
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
を
否
認
す
る
仏
教
徒
、
更
に
業
を
認
め
ぬ
唯
物
論
者
に
対
す
る
有
力
な
武
器
と
し
て
、
正
統
バ
ラ
モ
ン
の

　
　
思
想
圏
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
＜
亀
蟹
鼠
学
派
や
ζ
陣
白
鋤
掛
愚
学
派
が
彼
ら
の
思
想
を
反
駁
す
る
際
に
下
々
野
営
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

　
　
は
、
然
し
、
2
愚
饗
学
派
が
く
臥
給
曾
冨
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
興
味
深
い
事
実
と
言
わ
な
け
れ

　
　
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
自
然
の
諸
現
象
を
原
子
論
的
・
機
械
論
的
に
説
明
す
る
く
鴛
。
蒜
島
涛
帥
の
自
然
哲
学
は
、
そ
の
源
流
を
正
統
バ
ラ
モ
ン
の
思
想
的
伝
統
の

　
　
中
に
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
仏
陀
時
代
に
輩
出
し
た
自
由
思
想
家
た
ち
の
属
す
る
思
想
圏
か
ら
発
生
し
た
も
の

　
　
と
推
定
さ
れ
る
。
四
元
素
の
み
を
実
在
と
す
る
唯
物
論
や
、
宿
命
論
、
懐
疑
論
を
唱
道
す
る
彼
ら
は
、
万
象
の
根
源
に
、
或
は
主
体
の
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
ラ
フ
マ
ン

　
　
底
に
、
　
一
男
－
中
性
の
原
理
「
梵
」
、
創
造
神
℃
鑓
智
℃
節
山
稼
一
を
認
め
、
一
切
が
そ
れ
よ
り
発
生
し
、
或
は
そ
れ
に
根
拠
づ
け

　
　
ら
れ
る
こ
と
を
説
く
、
そ
し
て
、
祭
儀
を
通
し
或
は
哲
学
的
薩
観
を
通
し
て
、
一
嘗
に
帰
一
し
、
生
天
・
解
脱
す
る
こ
と
を
説
く
正
統
派

　
　
の
思
想
潮
流
の
外
に
あ
っ
た
。
＜
蝉
誌
銘
騨
£
3
　
が
こ
の
雰
正
統
的
思
想
圏
内
に
発
生
し
た
》
ぎ
鎚
教
に
殊
に
親
近
性
を
も
つ
こ
と
が
指
摘

　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
さ
れ
て
い
る
。
前
者
に
お
け
る
、
実
体
（
篇
豪
く
騰
）
、
属
性
（
頓
二
心
餌
）
、
運
動
（
搾
霞
ヨ
霧
）
と
い
う
範
麟
は
、
後
者
に
お
け
る
、
物
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
（
℃
＆
α
q
巴
鋤
）
、
静
止
の
条
件
（
匙
私
讐
≦
）
、
運
動
の
条
件
（
雲
霞
ヨ
ε
に
対
応
し
、
ま
た
原
子
論
も
両
者
に
共
通
す
る
。
＜
巴
諭
旨
冨
が

　
　
智
ヨ
⇔
教
と
親
縁
関
係
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
＜
鋤
誇
曾
ざ
の
ア
ー
ト
マ
ン
観
も
ま
た
』
鉱
欝
教
の
そ
れ
と
近
い
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ

　
　
う
。
智
難
平
教
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
傾
向
を
も
ち
、
物
質
的
原
理
と
並
ん
で
、
地
・
水
・
火
・
風
、
植
物
、
動
物
に
存
す
る
生
命
力
を
、
霊

335　
　
　
　
　
　
古
典
ニ
ャ
…
ヤ
学
派
の
ア
ー
ト
マ
ン
論
と
そ
の
背
景
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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六
二

34
5
　
魂
（
旨
く
㊤
）
と
い
う
一
原
理
と
し
て
認
め
る
。
＜
巴
給
仏
蓼
は
無
生
物
に
ま
で
ア
ー
ト
マ
ン
が
存
在
す
る
と
は
考
え
な
い
が
、
生
存
者
に

　
　
は
み
と
め
ら
れ
て
死
毒
に
は
み
と
め
ら
れ
ぬ
呼
吸
作
用
や
羅
の
開
閉
な
ど
を
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
を
示
す
徴
表
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の

　
　
（
2
8
）

　
　
は
、
そ
の
ア
ー
ト
マ
ン
観
が
も
と
賢
β
鶉
教
の
霊
魂
観
に
準
ず
る
傾
向
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
＜
鱒
詠
島
節
㊤
学
説
の
上

　
　
で
、
ア
…
ト
マ
ソ
は
一
つ
の
実
体
で
あ
り
、
而
も
原
子
の
複
合
に
よ
っ
て
生
ぜ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
単
体
で
あ
る
か
ら
、
恒
存
す
る
が
、

　
　
か
か
る
も
の
と
し
て
の
ア
…
ト
マ
ソ
に
く
巴
汐
噸
騨
爲
は
、
過
去
・
現
在
の
経
験
の
統
合
者
、
過
去
の
行
為
の
果
報
の
享
受
者
と
い
う
性

　
　
格
を
附
与
し
て
い
な
い
。
＜
鉱
汐
絶
難
に
と
っ
て
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
恒
久
性
は
、
物
質
を
構
成
す
る
原
理
と
し
て
の
原
子
の
恒
久
性
と
全

　
　
く
同
性
質
の
も
の
で
、
知
覚
や
欲
望
な
ど
の
属
性
を
も
っ
た
生
命
と
し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
が
恒
存
す
る
の
で
は
な
い
。
属
性
や
運
動
を
所

　
　
養
し
な
い
純
粋
の
実
体
（
籍
窪
く
饗
）
　
と
し
て
恒
存
す
る
ア
ー
ト
マ
ン
と
、
生
命
に
宿
る
霊
魂
と
し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
と
が
、
＜
包
汐
噸
節
⇔

　
　
の
ア
ー
ト
マ
ン
観
に
は
共
存
し
て
い
る
と
疑
え
る
で
あ
ろ
う
。
個
体
の
生
命
に
宿
る
霊
魂
と
し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
は
、
偲
体
の
死
と
共
に

　
　
消
滅
す
る
。
呼
吸
作
用
や
目
の
開
閉
は
死
者
に
は
み
と
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
閉
ω
”
H
舘
O
は
ア
ー
ト
マ
ン
の
徴
表
と
し
て
、
＜
鉱
給
絶
粒
ω
⇔
霞
欝
H
目
9
の
挙
げ
る
も
の
の
う
ち
、
呼
吸
、
渇
の
嗣
閉
等
を
削
除
し
て
、

　
　
欲
求
そ
の
他
の
心
理
作
用
の
み
を
採
用
し
て
い
る
。
即
ち
2
旨
濾
学
派
は
、
＜
骸
①
三
隅
に
残
留
す
る
原
始
的
な
霊
魂
観
か
ら
脱
し
て
、

　
　
ア
ー
ト
マ
ン
が
諸
心
理
作
用
の
主
宰
者
で
あ
る
と
い
う
点
を
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
ア
ー
ト
マ
ン
と
諸
心
理
作
用
と
の
関
係

　
　
を
、
実
体
と
属
性
と
の
闘
の
内
属
関
孫
と
し
て
、
論
理
的
に
、
無
時
間
的
に
と
ら
え
る
く
鉛
管
塑
築
曽
と
は
異
っ
て
、
Z
団
碧
㊤
学
派
は
ア

　
　
ー
ト
マ
ン
を
、
時
間
の
推
移
の
中
に
燈
存
し
て
、
現
世
に
お
け
る
諸
心
理
作
用
を
統
合
す
る
の
み
で
は
な
く
、
過
去
世
に
お
け
る
経
験
を

　
　
も
想
起
す
る
主
体
と
し
て
抱
捉
す
る
。
更
に
、
こ
の
よ
う
な
性
格
の
ア
ー
ト
マ
ン
の
恒
存
こ
そ
、
行
為
者
と
そ
の
果
報
の
享
受
者
と
の
岡

　
　
一
性
を
、
従
っ
て
「
業
」
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
此
の
様
に
ア
ー
ト
マ
ン
を
、
一
つ
の
生
か
ら
次

　
　
の
生
へ
の
転
生
、
即
ち
輪
廻
に
お
い
て
、
経
験
を
忘
失
し
な
い
主
体
と
し
て
、
ま
た
業
の
主
体
と
し
て
、
宗
教
的
・
倫
理
的
に
と
ら
え
る

　
　
見
解
は
、
地
・
水
・
火
・
風
が
香
や
味
等
を
属
性
と
し
て
所
有
す
る
の
と
同
様
に
、
心
理
作
用
を
属
性
と
す
る
一
実
体
と
し
て
、
即
ち
、



　
　
生
命
を
も
含
ん
だ
自
然
の
諸
現
象
を
説
明
す
る
原
理
の
一
つ
と
し
て
扱
う
く
㊤
同
紙
鳶
窮
の
ア
ー
ト
マ
ン
論
よ
り
も
、
む
し
ろ
古
代
d
鵠
・

　
　
甑
紹
幽
に
見
ら
れ
る
ア
ー
ト
マ
ン
論
の
一
面
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
も
っ
と
も
く
⇔
｝
玉
書
惹
に
お
い
て
も
、
人
闘
の
現
世
に
お
け
る
行
為
は
「
不
可
見
の
も
の
し
（
鼠
覇
欝
）
と
名
づ
け
ら
れ
る
潜
勢
的
な

　
　
力
と
な
っ
て
存
続
し
、
そ
の
潜
勢
力
は
行
為
の
善
悪
に
対
応
し
て
功
徳
（
穿
錠
B
㊤
）
・
翼
過
（
鼠
囲
類
上
総
節
）
と
よ
ば
れ
、
彼
に
次
の
生
に

　
　
お
け
る
幸
・
不
幸
の
果
報
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
て
い
る
。
然
し
こ
の
功
徳
・
罪
過
を
、
ア
ー
ト
マ
ン
が
自
ら
の
属
性
と
し
て
所
有
し
つ
つ

　
　
輪
廻
す
る
と
い
う
思
想
は
、
初
期
の
く
骸
①
覧
餐
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
輪
廻
の
主
体
の
闇
題
や
業
の
問
題
は
、
仏
教
徒
も
こ
れ
を
取
り

　
　
上
げ
、
無
我
説
の
上
に
そ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
を
は
か
ろ
う
と
し
た
。
2
愚
妻
学
派
は
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
論
証
に
あ
た
っ
て
、
そ
の

　
　
議
論
の
鋒
先
を
、
専
ら
仏
教
徒
や
唯
物
論
者
に
向
け
て
い
る
。
＜
㊤
一
諭
下
下
を
基
盤
と
し
て
発
生
し
た
2
看
饗
学
派
は
、
か
く
て
正
統

　
　
派
的
思
想
潮
流
に
合
流
し
て
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
　
ア
ー
ト
マ
ン
は
元
来
は
唱
愚
綴
斜
p
。
ω
g
な
ど
と
共
に
気
息
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
人
間
の
諸
機
能
の
中
で
、

　
　
呼
吸
が
最
も
重
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
ア
ー
ト
マ
ン
は
生
命
、
生
命
原
理
と
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
。
但
し
生
命
と
勢
瀬
っ

　
　
て
も
、
物
質
と
区
別
さ
れ
た
精
神
的
の
も
の
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
古
代
イ
ン
ド
人
に
と
っ
て
、
生
命
と
は
、
身
体
を
講
成
し
て
い

　
　
る
粗
大
な
物
質
及
び
、
息
（
鷲
鋤
宕
）
、
語
（
畠
。
）
、
視
覚
（
o
鋳
貿
ω
）
、
聴
覚
（
除
◎
霞
9
）
、
思
考
力
（
諺
§
霧
）
な
ど
、
幾
つ
か
の
生
気
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
あ
つ
ま
り
で
、
こ
れ
ら
を
所
有
す
る
一
つ
の
突
体
と
い
う
思
想
は
彼
ら
に
は
な
か
っ
た
。
諸
生
気
の
中
で
何
が
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
り
、

　
　
生
命
そ
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
は
切
愚
げ
ヨ
愚
餌
の
時
代
に
既
に
生
じ
、
古
代
d
鵠
勤
審
仙
に
も
諸
生
石
間
の
優
位
決
定
の
争
い

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
　
が
物
語
ら
れ
て
い
る
。
他
の
諸
生
気
が
睡
眠
や
重
病
に
よ
っ
て
活
動
し
な
く
な
る
と
き
に
も
そ
の
機
能
を
停
止
せ
ず
、
そ
れ
の
機
能
停
止

　
　
が
入
に
死
を
も
た
ら
す
職
業
麟
（
息
）
が
、
早
く
か
ら
他
の
諸
生
気
に
諾
し
て
優
位
を
か
ち
と
っ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
℃
贔
雷
と
同

　
　
様
に
気
息
を
意
味
す
る
ア
ー
ト
マ
ン
も
同
じ
理
由
で
生
命
原
理
と
さ
れ
、
そ
し
て
呼
吸
機
能
と
切
り
は
な
す
こ
と
が
出
来
な
い
箕
鳶
簿

　
　
（
〈
鷲
9
く
き
）
に
対
し
て
、
そ
の
機
能
の
明
確
さ
を
欠
き
、
更
に
「
自
己
自
身
」
と
再
帰
代
名
調
的
に
用
い
ら
れ
る
ア
ー
ト
マ
ン
は
、
よ

35δ　
　
　
　
　
　
古
典
ニ
ャ
！
ヤ
学
派
の
ア
ー
ト
マ
ン
論
と
そ
の
背
景
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
三



536

　
　
　
　
哲
W
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六
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

り
本
質
的
な
生
命
原
理
と
み
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
生
命
を
構
成
す
る
諸
生
気
は
、
人
が
死
ぬ
と
き
、
息
は
風
に
、
語
は
火
に
と
い
う
よ
う
に
、
失
々
対
応
す
る
自
然
の
要
素
の
中
へ
解
消

す
る
と
い
う
思
想
は
、
知
α
q
〈
Φ
壁
以
来
し
ば
し
ば
表
明
さ
れ
て
い
る
が
、
然
し
、
他
方
に
は
、
死
後
に
人
類
の
祖
先
網
掛
ヨ
⇔
の
世
界
に

到
り
、
諸
神
や
祖
霊
と
共
に
歓
楽
の
生
活
を
送
る
、
微
細
な
物
質
か
ら
成
る
死
者
の
主
体
が
あ
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
矛
盾

す
る
二
つ
の
見
解
は
、
次
第
に
ま
と
め
ら
れ
て
、
人
が
死
ぬ
と
き
、
身
体
を
構
成
す
る
粗
大
な
要
素
は
対
応
す
る
自
然
の
中
に
解
消
す
る

が
、
微
細
な
要
素
と
生
気
と
は
身
体
を
ぬ
け
出
し
て
死
後
に
も
存
続
す
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
死
後
に
も
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

罪
す
る
主
体
こ
そ
が
ア
ー
ト
マ
ン
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
か
る
も
の
と
し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
は
心
臓
内
の
空
間
に
い
る
栂
指
大
の
人
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

（
践
σ
q
昂
笹
髄
白
山
簿
魯
》
鷲
嵩
餌
ザ
）
　
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
入
が
瀕
死
の
状
態
に
な
る
と
、
諸
生
気
は
こ
の
心
臓
内
の
ア
ー
ト
マ
ン
の
と

こ
ろ
に
集
り
、
人
の
視
覚
・
聴
覚
等
は
機
能
を
停
止
す
る
。
最
後
に
心
臓
の
尖
端
が
輝
い
て
、
そ
の
光
明
と
共
に
ア
ー
ト
マ
ン
は
身
体
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

ら
ぬ
け
癒
し
、
諸
生
気
も
こ
れ
に
従
う
の
で
あ
る
。
身
体
を
出
て
行
っ
た
ア
ー
ト
マ
ン
は
、
生
殖
の
際
に
母
胎
内
に
入
っ
て
次
の
生
を
う

け
、
か
く
て
輪
廻
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
輪
廻
の
思
想
と
、
人
闘
の
行
為
と
結
果
の
間
の
因
果
関
係
、
即
ち
「
業
」
の
思
想
と
が
古
代

ご
窓
獣
鷲
侮
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。

　
人
が
究
ん
で
、
彼
の
身
体
の
諸
要
素
や
諸
生
気
が
夫
々
に
対
応
す
る
自
然
の
中
へ
還
帰
し
て
し
ま
っ
た
と
き
、
彼
は
一
体
ど
こ
に
居
る

か
と
い
う
冒
轟
欝
似
鑓
く
簿
》
属
筈
萄
α
q
㊤
の
問
い
に
対
し
て
、
磯
鋤
窟
磐
巴
一
巡
は
彼
を
入
の
い
な
い
処
に
導
い
て
、
　
「
人
は
善
業
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

て
善
人
に
な
り
、
悪
業
に
よ
っ
て
悪
人
に
な
る
し
と
い
う
業
の
思
想
を
語
る
。
死
後
祖
道
（
鷺
膚
、
愚
ロ
傷
）
に
よ
っ
て
月
の
世
界
に
到
っ
た

者
は
、
再
び
地
上
に
降
っ
て
母
胎
に
入
る
が
、
そ
の
際
、
善
悪
の
業
が
無
い
母
胎
に
宿
る
か
汚
れ
た
母
胎
に
入
る
か
を
決
定
す
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

℃
毒
く
讐
碧
p
。
冒
ぞ
⇔
賦
は
d
象
緯
⇔
｝
鶏
に
教
え
る
。
月
の
世
界
か
ら
降
下
す
る
者
が
、
地
上
に
お
い
て
虫
・
魚
・
禽
獣
・
人
聞
等
の
何
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

の
形
態
を
と
る
か
は
、
彼
の
業
と
知
識
と
に
よ
っ
て
定
ま
る
こ
と
を
、
Ω
霞
餌
O
鋤
》
σ
q
矯
磐
簿
凱
は
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
ζ
効
び
遊
げ
プ
驚
鎮
餌

に
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
が
人
の
死
に
際
し
て
身
体
か
ら
出
て
行
く
と
き
、
諸
生
気
と
共
に
彼
の
善
悪
の
業
が
そ
れ
に
随
う
と
い
う
思
想
が
明



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

　
　
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
か
く
見
て
く
る
と
、
Z
》
感
饗
学
派
が
ア
…
｝
マ
ン
の
存
在
論
証
に
お
い
て
、
過
誤
世
か
ら
未
来
世
へ
と
存
続
す
る
人
格
の
同
一
性
を

　
　
強
調
し
、
ま
た
そ
れ
が
業
の
思
懇
を
成
立
せ
し
め
る
条
件
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
学
派
が
最
古
か
ら
一
貫
し
て

　
　
流
れ
て
来
た
イ
ン
ド
思
想
の
主
潮
流
に
講
和
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
然
し
な
が
ら
、
業
の
主
体
と
し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
思
想
は
、
d
℃
§
陣
留
鳥
に
お
け
る
ア
…
ト
マ
ソ
論
の
中
核
を
な
す
も
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
ラ
フ
マ
ン

　
　
な
い
。
d
℃
2
。
凱
美
嚢
の
中
心
思
想
は
、
個
体
の
本
質
と
し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
が
宇
宙
の
本
質
た
る
「
梵
」
に
一
致
す
る
こ
と
、
い
わ
ゆ

　
　
る
梵
我
一
如
（
σ
鑓
｝
暮
鋤
§
鉱
ξ
鶴
）
を
直
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
永
遠
の
浄
福
に
達
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
ア
…
ト
マ
ソ
を
諸

　
　
生
気
に
対
し
て
優
位
に
立
た
し
め
、
諸
生
気
を
そ
の
支
配
下
に
お
く
最
高
の
生
気
と
な
す
思
想
は
、
や
が
て
ア
ー
ト
マ
ン
を
、
万
有
の
根

　
　
事
た
る
「
梵
」
、
造
物
主
℃
鑓
』
9
1
麗
鼠
と
　
致
せ
し
め
る
と
こ
ろ
に
ま
で
発
展
し
、
ア
…
ト
マ
ソ
か
ら
の
万
有
の
創
造
が
説
か
れ
る
よ

　
　
う
に
な
る
。
　
「
太
初
に
は
、
こ
の
世
は
人
間
（
℃
賛
嵩
餌
）
の
形
を
し
た
ア
ー
ト
マ
ン
の
み
で
あ
っ
た
」
に
は
じ
ま
る
し
d
芸
践
鋤
鑓
ゼ
饗
惹
－

　
　
¢
℃
9
巳
蜜
F
五
心
は
、
幻
σ
q
〈
①
瓢
タ
。
後
期
以
来
「
黄
金
の
骨
子
篇
（
監
察
囲
曙
卑
σ
q
舞
び
ぎ
）
、
「
原
人
」
（
勺
霞
藍
鼠
）
、
或
は
「
無
で
も
有
で
も
な

　
　
い
一
者
」
な
ど
と
し
て
探
究
さ
れ
き
た
一
元
的
原
理
の
位
鐙
に
ア
ー
ト
マ
ン
を
置
き
、
ア
ー
ト
マ
ン
か
ら
万
有
が
出
生
し
た
と
い
う
神
話

　
　
を
叙
述
し
て
い
る
。
¢
惚
鶯
巴
智
瓢
に
お
け
る
思
索
の
中
心
に
な
る
ア
…
ト
マ
ソ
は
、
か
か
る
最
高
原
理
と
し
て
万
有
の
根
底
に
あ
る
、
従

　
　
っ
て
個
人
の
本
質
で
あ
る
、
不
老
、
不
死
、
不
生
、
不
減
の
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
輪
廻
と
業
の
主
体
と
し
て
の
ア
ー

　
　
ト
マ
ソ
の
観
念
は
、
さ
き
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
よ
り
古
い
蒋
代
か
ら
の
原
始
的
な
観
念
を
継
承
し
発
展
さ
せ
た
も
の
と
骨
口
う
こ
と
が
で

　
　
き
る
。
Z
愚
饗
学
派
に
お
い
て
は
、
最
高
原
理
と
し
て
の
ア
…
ト
マ
ソ
は
説
か
れ
る
こ
と
な
く
、
専
ら
過
去
・
現
在
の
経
験
の
統
合

　
　
者
、
過
去
世
か
ら
未
来
世
に
亘
る
行
為
の
主
体
と
い
う
観
点
か
ら
ア
ー
ト
マ
ン
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
螺
髪
碧
餌
学
派
は
、

　
　
d
℃
帥
巳
留
伍
の
中
心
的
思
想
を
基
礎
と
し
、
更
に
発
展
さ
せ
て
学
説
体
系
を
形
成
し
た
ω
鋤
夢
げ
ず
《
妙
学
派
や
く
①
詩
づ
㌶
学
派
と
は
明
瞭

　
　
に
異
り
、
野
饗
観
的
に
は
正
統
バ
ラ
モ
ン
思
想
圏
内
の
い
わ
ば
周
辺
部
に
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ω
鋤
艶
臼
廊
学
派
は
多
様
に
開

375　
　
　
　
　
　
雷
典
ニ
ャ
ー
や
学
派
の
ア
ー
ト
マ
ン
論
と
そ
の
背
景
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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38
5
　
零
す
る
現
象
界
を
全
面
的
に
原
物
質
（
℃
奉
蔦
ε
に
帰
せ
し
め
て
、
ア
ー
ト
マ
ン
（
轟
℃
窺
¢
鷲
心
懸
）
を
、
現
象
を
全
く
超
越
し
、
現

　
　
象
界
の
開
展
に
は
あ
ず
か
ら
ぬ
傍
観
老
と
な
し
、
＜
①
尉
墓
9
学
派
は
ア
…
ト
マ
ソ
を
現
象
の
根
底
に
あ
る
不
老
不
死
の
実
在
と
な
し
て
、

　
　
現
象
界
の
多
様
性
を
、
こ
の
唯
一
に
し
て
普
遍
的
な
ア
ー
ト
マ
ン
、
即
ち
「
梵
」
の
顕
現
と
み
る
知
朗
薩
観
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
乏
愚
饗
学
派
が
ア
ー
ト
マ
ン
を
さ
ま
ざ
ま
の
心
理
作
用
、
殊
に
知
識
活
動
の
主
宰
者
と
な
す
の
に
関
連
し
て
、
我
々
は
ア
…
ト
マ
ソ

　
　
を
、
人
間
の
内
部
に
あ
っ
て
諸
機
能
を
統
轄
す
る
「
内
制
者
」
（
p
艮
銭
愚
曇
ぎ
）
、
思
考
、
叡
智
、
或
は
認
識
よ
り
成
る
も
の
　
（
臼
§
9

　
　
ヨ
曙
辞
℃
毒
掛
鋤
i
。
〈
ご
隔
壁
？
。
）
と
す
る
畷
鋤
醤
恥
く
巴
犀
《
⇔
の
思
想
を
連
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
器
P
鷲
似
鄭
鋤
そ
し
て
ア
ー
ト
マ
ン
が

　
　
呼
吸
の
意
味
か
ら
生
命
原
理
へ
と
意
味
を
開
展
さ
せ
た
の
に
対
し
て
、
思
考
力
を
あ
ら
わ
す
臼
留
霧
も
ま
た
諸
生
気
に
比
し
て
よ
り
重

　
　
要
な
生
命
の
要
素
と
考
え
ら
れ
た
が
、
ア
ー
ト
マ
ン
が
最
高
原
理
た
る
地
位
を
確
保
す
る
と
、
　
ヨ
磐
⇔
ω
は
他
の
生
気
と
並
ぶ
一
つ
の
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
　
理
器
宮
と
な
る
。
そ
し
て
ア
ー
ト
マ
ン
こ
そ
が
真
の
認
識
者
で
あ
り
、
知
性
を
本
質
と
す
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
然
し
、
ア
ー
ト
マ
ン
を
認
識
主
体
と
し
な
が
ら
も
裳
愚
饗
学
派
は
、
正
統
派
の
潮
流
の
上
に
立
つ
ω
鋤
蝕
岸
ゲ
饗
学
派
や
く
①
餅
づ
㌶

　
　
学
派
と
本
質
的
な
相
違
を
示
す
。
ω
鋤
霊
跡
疑
）
鼻
学
派
は
、
　
認
識
の
機
能
を
も
つ
理
性
（
ぴ
蝶
幽
餌
｝
比
）
、
　
自
我
意
識
（
鋤
ン
⇔
短
詩
簿
卑
）
、
　
統
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ル
シ
ヤ

　
　
（
岱
P
簿
降
鋤
ω
）
，
な
ど
を
す
べ
て
原
物
質
か
ら
開
展
し
た
も
の
と
な
し
、
霊
我
（
1
ー
ア
ー
ト
マ
ン
）
を
経
験
的
認
識
の
領
域
か
ら
全
く
超
越
さ

　
　
せ
て
し
ま
う
が
、
弼
も
霊
我
を
純
粋
知
性
と
な
し
て
い
る
。
＜
o
療
簿
鋤
学
派
に
お
い
て
も
、
ア
ー
ト
マ
ン
（
鍵
「
梵
」
）
は
、
純
粋
有
で

　
　
あ
る
と
共
に
、
純
粋
知
で
あ
り
、
歓
喜
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
翼
野
饗
学
派
に
お
い
て
も
ア
ー
ト
マ
ン
は
認
識
主
体
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

　
　
は
知
性
を
本
質
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
認
識
知
を
属
性
の
～
つ
と
し
て
所
有
す
る
本
来
は
非
情
の
実
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で

　
　
Z
愚
饗
学
派
は
、
ア
…
ト
マ
ソ
を
四
元
素
な
ど
と
並
ぶ
一
原
理
と
見
な
す
く
鉱
紛
噸
騨
9
説
を
、
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
そ
し
て
こ
の
ア
ー
ト
マ
ン
観
が
2
嗜
身
嚢
。
学
派
の
解
脱
論
に
一
つ
の
難
点
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
対
象
に
関
す
る
真
理
の
認
識

　
　
に
よ
っ
て
人
は
解
脱
す
る
と
い
う
と
き
、
そ
の
認
識
知
と
い
う
属
性
を
所
有
す
る
ア
…
ト
マ
ソ
は
、
妾
然
他
の
属
性
た
る
欲
求
・
嫌
悪
等

　
　
も
同
量
に
所
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
属
性
は
宗
教
的
通
念
か
ら
す
れ
ば
、
人
間
を
束
縛
す
る
も
の
で
あ
る
。
対
象
に
関
す



　
　
る
真
理
の
認
識
が
解
脱
で
あ
る
な
ら
ば
、
か
か
る
認
識
の
帰
属
す
る
主
体
は
、
あ
ら
ゆ
る
心
理
作
用
が
同
～
資
格
で
そ
れ
の
属
性
と
な
る

　
　
如
き
、
常
に
等
質
的
な
実
体
と
し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
…
ト
マ
ソ
を
一
画
に
お
い
て
は
宗
教
的
。
倫
理
的
な
観
点

　
　
か
ら
と
ら
え
な
が
ら
、
解
脱
論
に
そ
の
観
点
を
滲
透
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
な
い
の
は
、
影
旨
騰
学
派
が
く
餌
詠
①
誓
訂
哲
学
の
基
礎
の
上

　
　
に
成
立
し
た
こ
と
か
ら
来
る
制
約
で
あ
り
、
同
時
に
Z
愚
饗
学
説
体
系
を
解
脱
論
で
あ
る
か
の
如
く
に
す
る
装
い
が
、
外
面
的
な
も
の

　
　
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
か
く
て
Z
愚
鴇
学
派
は
ヨ
ー
ガ
の
実
修
な
ど
に
よ
る
準
備
を
経
た
後
、
瞑
想
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る

　
　
属
性
を
離
れ
た
、
従
っ
て
認
識
知
を
も
属
性
と
し
て
も
た
ぬ
、
全
く
無
活
動
の
ア
ー
ト
マ
ン
そ
の
も
の
と
な
る
こ
と
を
説
か
な
け
れ
ば
な

　
　
ら
な
く
な
る
。
こ
れ
は
、
心
の
作
用
の
全
き
止
息
を
解
脱
と
す
る
ヨ
ー
ガ
学
派
の
解
脱
論
で
は
あ
り
得
て
も
、
対
象
に
関
す
る
真
理
の
認

　
　
識
に
よ
っ
て
解
脱
す
る
と
い
う
乞
圏
騰
学
派
の
基
本
的
立
場
に
は
誤
る
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
Z
愚
騰
学
派
は
知
性
を
本
質

　
　
と
す
る
神
（
誌
く
簿
霞
）
　
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
人
間
の
手
足
の
合
目
的
的
活
動
は
、
そ
れ
ら
を
動
か
す
知
性
的
な
主
体
の
統
轄
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
　
と
い
う
こ
と
か
ら
、
現
象
界
の
身
動
の
根
源
に
、
知
性
的
な
第
一
原
因
と
し
て
の
神
の
存
在
を
比
論
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
解

　
　
脱
は
決
し
て
こ
の
神
と
の
合
一
と
し
て
は
説
か
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
要
す
る
に
以
博
覧
学
派
の
ア
…
ト
マ
ソ
論
は
、
＜
鉱
諭
毘
窮
説
に
残
留
す
る
原
始
的
霊
魂
観
を
脱
し
、
ま
た
く
鉱
誇
戴
惹
学
派
に
お

　
　
け
る
自
然
哲
学
的
原
理
の
一
つ
と
し
て
の
ア
…
ト
マ
ソ
観
を
、
根
本
的
に
変
質
さ
せ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
過
去
世
か
ら
未
来
世
へ

　
　
と
恒
存
し
て
認
識
・
経
験
を
統
為
す
る
主
体
、
行
為
と
そ
の
結
果
の
帰
属
す
る
主
体
と
し
て
、
ア
ー
ト
マ
ン
を
人
格
的
に
と
ら
え
る
傾
向

　
　
を
強
め
た
と
尋
繭
う
こ
と
が
で
き
る
。
d
℃
ゆ
畝
正
儀
思
想
の
中
核
を
な
す
如
き
、
超
越
的
な
ア
ー
ト
マ
ン
は
こ
の
学
派
に
よ
っ
て
は
全
く
説

　
　
か
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
こ
の
学
派
が
、
初
期
の
く
巴
諭
覧
S
よ
り
も
更
に
、
正
統
バ
ラ
モ
ン
思
想
と
の
譜
和
を
深
め
た
こ

　
　
と
は
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
が
王
手
（
似
α
q
卿
良
筆
）
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
い
う
主
張
を
明
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
郁
姦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
　
に
否
定
す
る
く
鉱
ゆ
島
涛
鋤
に
増
し
て
、
窯
愚
蒙
学
派
が
ア
ー
ト
マ
ン
を
推
理
以
外
に
墾
伝
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
と
な
す
点
、
或
は
ア

　
　
ー
ト
マ
ン
の
存
在
論
証
に
お
い
て
で
は
な
い
が
、
啓
示
を
知
識
根
拠
と
す
る
傾
向
を
強
く
し
て
い
る
点
な
ど
に
も
明
ら
か
に
み
と
め
る
こ

鵬　
　
　
　
　
　
古
典
ニ
ャ
…
ヤ
学
派
の
ア
ー
ト
マ
ン
論
と
そ
の
背
景
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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40

@
　
　
　
　
　
（
鱗
）

5　
　
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
討
論
や
論
証
法
に
関
連
す
る
諸
事
項
を
、
考
察
の
主
題
と
な
る
十
六
原
理
と
し
て
掲
げ
な
が
ら
、
人
は
そ
の
真
理
を
認
識
す
る
こ
と
に

　
　
よ
っ
て
解
脱
す
る
と
述
べ
、
知
識
の
対
象
と
し
て
、
ア
ー
ト
マ
ン
に
は
じ
ま
り
解
脱
に
終
る
十
二
項
を
、
輪
廻
と
解
脱
と
に
関
係
あ
る
こ

　
　
と
が
ら
と
い
う
観
点
か
ら
列
挙
し
、
学
説
体
系
そ
れ
自
体
が
解
脱
論
で
あ
る
か
の
如
き
外
装
を
と
と
の
え
、
正
統
バ
ラ
モ
ン
の
思
想
圏
内

　
　
に
そ
の
位
置
を
確
定
し
た
古
典
窯
愚
腿
学
派
は
、
そ
の
ア
…
ト
マ
ソ
論
に
、
後
期
に
至
る
ま
で
本
質
的
な
改
変
を
ほ
ど
こ
さ
な
か
っ
た
。

　
　
発
展
し
た
の
は
u
遺
墨
学
を
純
然
た
る
解
脱
論
と
し
て
の
鐘
ξ
簿
ヨ
碧
こ
愚
か
ら
区
別
す
る
所
以
の
も
の
で
あ
る
瓢
愚
饗
に
よ
る
主

　
　
題
の
考
察
の
面
で
あ
る
。
之
ρ
目
H
轟
ゐ
Φ
に
展
開
さ
れ
る
鋤
愚
饗
に
よ
る
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
論
証
を
、
Z
＜
8
8
に
至
る
諸
註
釈
に

　
　
基
づ
き
つ
つ
さ
き
に
概
観
し
た
が
、
蜜
琴
絃
p
。
や
d
無
筆
p
⇔
の
ア
ー
ト
マ
ン
論
も
、
新
た
な
論
点
を
提
示
す
る
も
の
で
は
な
く
、
異
説

　
　
を
論
駁
す
る
ロ
鴇
養
に
お
い
て
精
緻
の
度
を
加
え
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
心
墨
饗
学
の
核
心
を
な
す
知
識
手
段
そ
の
も
の
の
吟

　
　
味
を
主
た
る
関
心
と
す
る
新
ぼ
愚
膨
学
派
に
お
い
て
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
論
は
不
要
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
（
了
）

（
1
）
　
窯
出
簿
団
鋤
脚
ず
派
に
お
い
て
は
、
普
通
⇔
団
鋤
馬
弓
を
く
誹
（
8
｝
①
餌
9
け
。
α
q
乱
（
δ
）
の
派
生
語
と
し
て
、
コ
帯
心
Φ
喝
感
℃
団
無
Φ
＜
オ
⇔
訂
一
郵
亭
ぴ
p
。
血
（
劉

　
島
謀
巴
鋤
賢
。
口
①
籠
鵠
団
節
団
⇔
廿
（
亀
e
宕
愚
饗
開
。
汐
）
と
い
う
語
義
解
釈
を
す
る
。

（
2
）
　
Z
b
d
げ
（
℃
o
o
暴
○
ユ
①
鼻
嵐
ω
興
」
Z
9
窃
Q
。
）
し
訂
窪
。
野
や
ω
…
惹
ヴ
薯
鍵
幽
境
団
餌
鳥
麸
曙
菩
’
箕
。
。
ヨ
習
帥
騨
霞
醗
｝
類
も
貧
弾
超
餐
讐
麸
9
、
遷
ダ

（
3
）
窯
穿
も
ふ
・
○
轡
葉
山
昌
》
署
ふ
O
ふ
ゲ

（
4
）
　
Z
G
Q
・
罫
ド
に
挙
げ
ら
れ
る
十
六
原
理
は
、
知
識
手
段
（
℃
鑓
ヨ
卸
饗
）
、
知
識
の
紺
象
（
鷲
餌
鑓
①
饗
）
、
疑
い
（
・
・
⇔
蝕
貯
饗
）
、
動
機
（
鷲
薯
。
賞
舞
）
、

　
実
例
（
（
嗣
場
贈
9
，
ロ
霞
）
、
学
説
（
ω
罷
（
ジ
卸
艮
魁
）
、
論
証
式
構
成
要
素
（
戴
く
鋤
豪
く
Q
）
、
方
法
上
の
思
弁
（
欝
降
簿
）
、
決
定
（
蝕
ε
鋤
饗
）
、
論
議
（
く
鋤
偽
⇔
）
、

　
論
諄
（
書
髭
）
、
論
詰
（
＜
陣
欝
屈
a
餅
）
、
誤
っ
た
理
由
（
げ
簿
く
画
げ
げ
舘
⇔
）
、
誰
弁
（
畠
巴
魁
）
、
誤
っ
た
非
難
（
U
9
、
謀
）
、
敗
北
の
立
場
（
三
σ
q
類
冨
－
。
。
夢
鋤
窓
）

　
で
あ
る
。

（
5
）
　
2
0
D
”
即
¢
は
「
知
識
の
対
象
砿
と
し
て
、
ア
ー
ト
マ
ン
、
身
体
、
感
宮
、
対
象
、
認
識
知
、
統
覚
、
活
鋤
、
欠
陥
、
転
生
、
結
果
、
苦
、
解
脱

　
の
十
ご
項
を
あ
げ
る
。
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（
6
）
2
ゆ
ド
7
ω
’

（
7
）
O
轡
Z
O
σ
ダ
ワ
ト
。
。
。
（
鼠
Z
G
っ
》
圏
内
）
聾
ω
饗
ε
馨
守
＆
識
壁
賦
自
・
冨
奉
護
。
邑
子
憂
慮
習
理
鑓
蝕
。
。
紳
鋤
ξ
⇔
欝
Φ
陣
巴
ε
ゆ
（
蕊
貫
導
く
幕
覗
・

　
Φ
馬
瓜
・

（
8
）
　
2
じ
O
F
や
ト
つ
ら
。
”
界
磁
簿
諺
餅
邸
く
p
け
箕
簿
器
富
馨
○
目
⇔
σ
q
手
玉
け
Φ
…
　
ヨ
ー
ガ
の
実
修
者
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
と
統
覚
と
の
特
殊
な
結
合
に
よ
っ
て
、

　
ア
ー
ト
マ
ン
を
直
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
o
h
’
2
切
ダ
や
ド
H
（
鼠
窯
ρ
討
G
Q
）
”
団
に
a
9
1
昌
霧
巻
罵
。
α
q
学
ω
p
。
ヨ
9
1
島
霧
点
⇔
ヨ
群
像
甲
ヨ
き
9
。
。
。
簿
σ
。
・
⇔
勘
楼
9

　
σ
q
讐
腎
M
践
鋤
ヨ
餌
鷲
簿
饗
｝
（
鶏
惹
…
＜
縁
①
噸
津
霧
黛
錘
（
く
G
o
）
払
×
9
H
。
。
．

（
9
）
　
＜
ω
”
訟
討
蒔
の
前
半
に
は
、
呼
気
（
鷲
鋤
爲
）
・
吸
気
（
皆
済
器
）
、
閉
租
（
鉱
ヨ
①
毬
）
・
開
騒
（
露
鐸
讐
Φ
超
）
、
生
命
（
智
く
恥
養
）
、
特
定
の
感
宮
と

　
結
合
す
る
た
め
の
統
覚
器
官
の
運
動
（
堅
磐
？
α
Q
9
⇔
）
、
　
一
つ
の
感
宮
の
知
覚
に
基
因
す
る
他
の
感
官
の
変
化
（
監
護
ぼ
ぎ
寅
鑓
－
〈
高
言
鋤
）
が
、
ア
ー

　
ト
マ
ソ
の
存
在
を
示
す
徴
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
1
0
）
　
＜
助
誘
醤
巻
⇔
⇔
は
く
蝕
冷
噸
陸
餌
の
用
い
る
実
体
・
属
性
問
の
内
属
関
係
に
基
づ
く
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
論
証
を
、
2
0
り
》
H
帥
α
の
註
釈
の
中
で
、

　
ω
餅
露
陣
⇔
団
舞
。
瓢
場
賞
ヨ
ロ
鐸
¢
ヨ
卿
ロ
㊤
鑓
の
実
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（
2
じ
d
ダ
ワ
困
O
Q
）
。
q
飢
飢
蜜
。
露
犀
貧
⇔
は
2
ρ
H
鈴
O
を
く
帥
諾
愚
饗
琶
に
従
っ

　
て
解
釈
し
て
い
る
が
、
ま
た
、
右
の
く
臥
冷
絶
＄
説
を
も
援
引
し
て
い
る
（
2
＜
り
駁
霧
窪
ω
節
’
ω
費
」
や
①
Q
Q
”
U
G
。
以
下
）
。

（
1
1
）
　
同
じ
趣
旨
の
仏
教
学
説
批
判
を
、
¢
伍
離
断
◎
欝
訂
鑓
は
2
＜
“
p
。
恥
2
ω
”
H
a
O
（
噂
や
設
I
O
刈
）
に
も
展
開
し
て
い
る
。

（
1
2
）
　
Z
ω
”
目
地
呂
山
O
の
内
容
は
、
金
倉
円
照
『
印
度
哲
学
の
自
我
思
想
』
（
大
蔵
鐵
版
株
式
会
社
昭
二
四
）
、
中
村
元
「
イ
ン
ド
思
想
と
大
乗
仏
教
」

　
（
宮
本
正
尊
編
『
大
桑
仏
教
の
成
立
史
的
研
究
』
三
省
堂
昭
二
九
、
一
九
三
頁
以
下
）
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
他
学
派
の
典
籍
に
見
ら
れ
る
同
種

　
の
議
論
は
、
後
者
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
は
関
課
し
な
い
。

（
1
3
）
　
五
種
の
感
官
は
初
期
d
℃
鋤
艮
超
恥
の
時
代
か
ら
数
え
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
感
官
と
そ
れ
を
構
成
す
る
元
素
並
び
に
対
象
と
な
る
元
紫
の
属
性

　
の
聞
の
対
応
関
係
は
、
叙
事
詩
時
代
に
確
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
元
素
は
微
細
な
も
の
か
ら
粗
大
な
も
の
へ
の
順
（
虚
空
1
↓
地
）
に
発

　
生
レ
、
後
に
発
生
し
た
元
素
は
、
自
ら
の
属
性
と
共
に
、
先
立
っ
て
発
生
し
た
全
元
素
の
属
性
を
も
所
有
す
る
と
い
う
説
も
あ
る
。
　
Ω
曾
菊
環
ぴ
Φ
♪

　
U
圃
o
Z
愚
器
。
・
琴
p
ゴ
冨
冒
｝
σ
q
H
露
G
。
”
諺
雛
B
．
卜
。
8
（
ω
』
O
ω
）
』
卜
。
（
ω
山
①
。
。
）
”
即
9
箋
巴
ぎ
9
0
Φ
。
。
。
募
窪
①
畠
①
二
熱
心
ω
畠
魯
℃
匪
。
。
。
o
冨
β

　
り
じ
づ
儒
」
ω
．
6
幽
撃
δ
P
b
⊃
8
9
G
。
鐙
二
ぴ
凱
ご
囲
囲
．
じ
d
侮
4
ω
含
ミ
ー
駆
G
O
・

（
1
4
）
　
＜
巨
富
冨
饗
暴
は
窯
ω
“
麟
慶
尉
を
註
釈
す
る
に
際
し
て
、
先
ず
犀
貧
謹
と
し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
は
、
蝋
に
犀
霞
⇔
彊
p
。
　
の
集
合
体
で
あ
る
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
或
は
惹
勇
気
と
は
別
個
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
か
、
と
い
う
疑
問
を
提
出
す
る
。
「
木
が
根
に
よ
っ
て
立
つ
」
（
ミ
ミ
職
、
，
〈
嘗
0
霧
欝
笹
p
ε
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

　
言
う
と
き
、
障
舞
p
。
目
切
で
あ
る
根
は
二
二
樗
で
あ
る
木
の
一
部
で
あ
り
、
「
彼
は
斧
に
よ
っ
て
伐
る
」
（
㌔
貸
、
誌
“
・
§
幽
く
犠
。
舞
ご
と
一
冨
う
と
き
、
搾
鋤
欝
O
鋤

古
典
ニ
ャ
ー
や
学
派
の
ア
ー
ト
マ
ン
論
と
そ
の
背
景

六
九



542

哲
学
研
究
・
第
五
百
号

七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
で
あ
る
斧
は
犀
貸
ξ
で
あ
る
人
聞
と
は
別
個
の
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
く
鋒
ω
図
帥
団
鋤
溢
Q
は
、
「
彼
は
眼
に
よ
っ
て
見
る
」
、
「
彼
は
思
考
器
官

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

　
に
よ
っ
て
認
識
す
る
し
と
い
う
と
き
に
は
、
犀
舞
⇔
唱
⇔
は
田
々
樗
と
甥
綴
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
の
が
畷
富
ト
以
下
で
あ
る
と
な
す
。
な

お
、
¢
＆
巻
意
識
類
は
、
魯
密
暴
》
自
。
嵩
曇
9
を
惹
鑓
起
と
す
る
解
駅
以
外
に
、
げ
部
員
（
状
態
）
と
す
る
解
釈
を
も
挙
げ
（
＾
響
雪
塁
・

　
（
嗣
場
罫
。
陰
噂
震
鐙
浮
餌
1
1
ω
箕
額
同
）
、
ぴ
『
鋤
く
躰
は
び
び
帥
鼠
身
（
状
態
の
主
体
）
に
依
存
す
る
か
ら
、
鑑
参
画
嵜
と
し
て
の
ア
…
墾
マ
ン
の
存
在
を
H
頃
鈴
は
論

　
証
す
る
と
述
べ
る
（
2
く
》
唱
や
G
。
心
刈
1
0
。
蒔
Q
。
）
。

（
1
5
）
　
菊
票
げ
①
P
O
や
。
圃
～
諺
謬
ヨ
。
峯
8

（
1
6
）
　
ゆ
げ
鎖
α
q
⇔
く
妙
島
臓
甥
劃
揖
導
H
り
一
b
⊃
O
い
甥
黛
ゲ
僻
¢
℃
妙
獣
零
9
嵩
”
H
G
Q
I
H
O
．
中
村
氏
は
、
＜
餌
。
効
ω
唱
節
ロ
ヨ
試
同
ρ
が
こ
の
反
対
者
を
ω
騨
笹
ド
7
）
舜
派
と
な
し

　
て
い
る
旨
記
し
、
更
に
、
q
鳥
（
ぞ
9
巴
奪
話
も
心
様
に
考
え
て
い
た
様
で
あ
る
、
と
書
っ
て
喚
く
の
文
を
引
く
（
前
掲
論
文
一
二
四
買
）
。
然
し

　
く
節
。
霧
℃
潜
臨
欝
稼
鑓
は
、
「
，
仏
教
徒
（
〈
効
晒
口
麟
い
一
塩
鵬
）
は
、
窯
団
団
葦
学
派
の
薦
張
に
お
い
て
と
圏
じ
く
、
ω
騨
蝕
閥
ぴ
饗
の
主
張
に
お
い
て
も
、
殺
生
と
そ

　
の
結
果
〔
と
し
て
の
罪
〕
は
成
立
し
な
い
と
い
う
難
点
の
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
、
〔
先
ず
〕
殺
生
と
そ
の
結
果
〔
と
し
て
の
葬
〕
は
〔
我
々
の

　
学
説
に
よ
れ
ば
〕
あ
り
得
る
、
と
い
う
〔
ω
餅
蝕
犀
ゲ
団
鋤
の
〕
主
張
を
掲
げ
る
の
で
あ
る
し
と
述
べ
て
、
ぐ
偽
節
＄
賦
旨
。
。
騨
ω
似
首
邑
財
団
餌
－
℃
鋤
犀
器
舞
ヨ
ー

　
鑑
乏
く
無
糖
ぴ
瓢
α
（
窪
⑦
廿
唱
錠
一
心
鋤
奪
搾
く
簿
と
い
う
中
村
民
業
引
の
Z
＜
の
文
を
指
示
す
る
。
従
っ
て
、
反
対
論
者
が
G
6
9
1
旨
鷺
受
ρ
な
の
で
は
な
く
、

　
反
対
論
渚
（
2
＜
6
8
に
よ
れ
ば
仏
教
徒
）
が
、
永
遠
な
る
ア
ー
ト
マ
ン
（
1
1
雛
我
）
を
認
め
る
点
に
於
い
て
窯
楼
陣
団
餌
学
派
と
同
じ
難
点
を
も
つ

　
ω
帥
魯
障
び
葦
説
を
、
℃
費
く
難
℃
巴
（
墨
と
し
て
引
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
2
＜
は
引
き
続
い
て
、
灘
⇔
》
℃
O
遷
鋤
〈
霧
聾
鋤
鵠
纂
団
帥
α
q
錬
と
、
ω
似
勘
鉱
受
鋤
説

　
を
反
駁
す
る
反
対
論
者
の
撰
説
を
あ
げ
て
い
る
。
中
・
村
氏
は
丙
¢
げ
①
炉
。
や
。
陣
δ
」
〉
鐸
導
．
覧
○
◎
μ
．
．
＜
卿
∩
鶴
。
厚
℃
¢
臨
ヨ
試
噌
鎖
臨
①
ゲ
け
蝕
ω
○
①
σ
q
鐸
2
①
営
①
⇔

　
留
籔
臨
彰
僧
鶏
、
、
に
基
づ
い
て
2
く
暫
2
＜
8
8
を
誤
解
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
1
7
）
驚
ω
》
日
畿
に
お
け
る
複
合
詞
匿
蔓
ゆ
い
難
饗
－
冨
慧
耐
－
を
く
鋤
け
。
。
愚
葦
津
は
、
（
ド
）
冨
蔓
譲
毒
悪
・
銀
鱈
霧
楼
毬
留
日
習
⇔
日
誌
壁
画
と

　
ξ
雪
輪
戯
⇔
腎
ぞ
簿
と
い
う
様
に
馬
験
民
毒
と
す
る
解
釈
と
、
（
b
∂
）
げ
9
、
蔓
縁
鑓
騰
↓
畠
曙
器
騰
焦
｝
話
笹
習
P
ヨ
鐸
島
Φ
ま
民
瓢
図
効
θ
錯
（
観
賦
－
鶏
節
α
q
｝
萄
酔
効

　
そ
れ
自
体
が
搾
出
崎
で
あ
る
と
い
う
様
に
げ
錠
ヨ
餌
侮
げ
9
1
筍
饗
と
す
る
解
釈
と
を
あ
げ
て
い
る
。
何
れ
の
場
合
に
も
犀
卿
躇
餌
”
。
。
＝
置
峯
A
『
滋
（
7
甲

　
。
。
9
勘
く
㊦
恥
餌
⇔
鋤
で
あ
る
。
本
文
は
臼
D
に
よ
っ
た
。

（
1
8
）
　
窯
ρ
尉
誌
”
σ
q
ぴ
㌶
娼
撃
鐘
。
。
p
旨
餌
み
巴
（
霊
ω
－
裳
鶴
出
撃
。
霞
蝉
椙
汐
島
暦
蔓
9
，
覧
σ
び
黛
Φ
σ
7
団
⇔
σ
．

（
1
9
）
　
O
轡
労
二
げ
Φ
♪
◎
や
。
陣
r
跨
雛
旨
■
回
G
Q
ら
○
．

（
2
0
）
　
＜
舞
ω
矯
鍔
餌
鋒
僻
は
、
花
の
緊
閉
と
い
う
変
化
を
も
つ
蓬
華
は
恒
存
す
る
も
の
で
な
い
と
同
じ
様
に
、
．
入
間
に
お
け
る
喜
び
、
姉
れ
等
の
状
態
の

　
変
化
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
が
榎
存
し
な
い
こ
と
を
示
す
、
と
い
う
意
味
に
姥
喩
を
理
解
す
る
が
（
ワ
伺
じ
d
7
”
僻
（
副
　
ワ
嗣
ω
》
圃
H
囲
鎚
H
り
）
、
こ
れ
は
仏
教
徒
を
反
論
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者
と
想
定
し
た
上
で
の
解
釈
で
あ
る
。
此
所
の
反
論
は
、
2
ω
塞
く
鳥
卜
◎
に
「
存
在
物
の
発
生
は
原
爾
を
も
た
な
い
。
棘
の
鋭
さ
等
、
　
〔
各
存
在
物
の

　
性
状
は
夫
々
に
本
性
的
に
具
わ
っ
て
い
る
も
の
で
、
特
定
の
原
因
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
は
な
い
こ
と
〕
を
〔
我
々
は
〕
経
験
上
知
る
」
か
ら
と
そ

　
の
学
説
が
引
か
れ
て
い
る
ω
〈
鋤
ぴ
7
鋤
く
9
＜
卿
傷
ぎ
の
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
溺
に
、
　
「
辣
の
鋭
き
」
は
ω
毒
げ
び
旨
く
鋤
く
卿
象
郎
に
帰
す
る
も
の
と

　
し
て
伝
え
ら
れ
る
次
の
頒
を
想
起
せ
し
め
る
。
1
「
鯨
の
鋭
さ
を
、
獣
や
小
鳥
た
ち
の
様
々
の
性
状
を
、
誰
が
つ
く
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら

　
は
み
な
、
自
然
に
発
生
し
た
の
だ
。
霊
鳥
な
行
動
な
ど
な
い
。
努
力
が
何
に
な
ろ
う
」
（
8
①
跨
⇔
鑓
げ
霧
団
餌
直
訴
涛
節
餌
瓢
の
餌
倫
鳥
霞
曲
学
黛
こ
G
縁
鍵
5
虹
∩
o
餌
鷺
P
噂
．

　
H
ω
）
な
お
℃
鑓
き
餌
心
鋤
く
跨
菖
節
9
自
》
陣
。
◎
卜
σ
o
瓢
∴
O
Q
ω
帥
げ
い
6
⇔
簿
く
舘
鋤
鐵
σ
q
難
ぴ
斜
影
・
牒
b
⊃
参
照
。

（
2
1
）
　
＜
鋤
諒
溜
涛
跨
学
説
に
よ
れ
ば
、
鉄
の
磁
石
へ
向
っ
て
の
運
鋤
は
①
山
岩
窟
を
原
鵬
と
す
る
。
o
覗
く
μ
＜
母
上
日
鋤
嘗
－
σ
q
鋤
ヨ
§
効
旨
鴇
。
宰
⇔
ぴ
財
や

　
鶏
壱
鎚
’
5
⇔
ヨ
搾
唄
舜
。
忌
噸
窟
涛
鍵
…
＄
臨
●

（
2
2
）
　
中
村
氏
は
反
対
論
者
の
主
張
を
、
例
え
ば
瓶
の
色
は
「
質
料
国
で
あ
る
陶
土
の
色
か
ら
偏
現
れ
出
る
様
に
、
人
間
の
生
得
の
欲
望
も
「
何
ら
か

　
の
精
測
の
属
性
か
ら
」
現
れ
出
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
解
釈
し
、
＜
隊
毒
轟
窪
帥
の
く
鷲
臨
の
趣
旨
に
従
っ
た
と
す
る
（
前
掲
論
文
、
二

　
一
〇
頁
、
二
一
一
頁
註
5
）
Q
然
し
く
鷲
蹴
に
は
図
象
げ
影
面
び
簿
協
象
潟
ミ
犠
鳥
妊
魯
旨
℃
妙
（
鷹
B
蘭
⇔
ぼ
6
＜
餌
瓢
聞
け
げ
鉱
く
鶏
B
鋤
鷲
篭
ミ
黛
免
嬢
食
。
。
髄
戸
藁
α
q
o

　
ぴ
善
く
象
歴
：
と
あ
る
か
ら
、
欲
望
は
、
瓶
の
色
の
場
合
と
陶
じ
く
、
由
ず
か
ら
、
特
定
の
原
拶
な
し
に
生
ず
る
と
い
う
ω
奉
σ
｝
感
く
鋤
く
9
1
瞬
ぎ
の
主
張

　
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
2
し
尊
び
に
纂
日
華
ヨ
¢
象
邸
づ
¢
く
似
（
δ
⇔
民
貧
診
類
騨
夢
簿
耐
と
あ
る
の
を
2
＜
、
辱
8
は
蟷
象
欝
ヨ
賦
弓
勢
o
o
鋤
饗
ヨ
難
団
霧
搾

　
鋤
西
霞
ム
舷
頭
簿
霧
9
8
傷
団
¢
渠
♂
欝
爵
節
鴬
㌶
銘
ぎ
＝
く
9
、
篇
◎
鐵
（
鑓
詠
§
紳
夢
柱
と
説
明
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
致
喩
は
、
鉄
が
磁
石
に
引
き
つ
け
ら
れ

　
る
例
と
貢
じ
趣
蜜
の
も
の
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
＜
鋤
＄
愚
農
時
⇔
が
伝
受
ひ
壱
象
鵠
亀
養
H
ヨ
餌
扇
網
的
峯
（
騨
壁
く
罵
器
題
σ
q
蕉
心
騨
樹
浮
昏
㌔
、
ミ
～
ミ
へ
N

　
二
6
9
伽
楼
主
①
…
と
雷
っ
て
い
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。
こ
の
表
現
が
中
村
氏
の
願
解
の
原
霞
か
と
思
わ
れ
る
が
、
瓶
の
色
に
発
生
の
原
囲
が
あ
る
の

　
と
同
じ
く
、
歓
望
に
も
発
生
の
原
因
が
あ
る
と
い
う
解
釈
は
、
反
論
を
く
鉱
冷
絶
（
㌣
閉
賓
碧
⇔
学
説
と
隅
一
の
も
の
と
す
る
結
果
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
＜
の

　27
）

　　　　　　　　　　

26　25　24　23
）　　）　　）　　）

　
＜
鋤
諒
Φ
紅
犀
⇔

（
2
8
）

　
》
＜
守
5
“
釦
曾
鷲
鐸
（
轟
α
q
o
鞍
《
鋤
お
）
甲

く
ρ
＜
ぎ
δ
”
智
臨
之
綜
⑦
協
0
8
増
似
α
q
㌣
＜
漱
。
雷
。
7
・

○
｛
．
2
μ
畷
目
σ
鳶
い
2
ゆ
ダ
｛
巖
ぴ
ω
G
◎
v
H
＜
母
9
2
＜
”
H
＜
鈴
P

宇
井
伯
寿
『
印
度
哲
学
研
究
』
第
三
、
四
一
一
八
頁
以
下
参
照
。

蜜
ヨ
9
教
で
は
物
質
的
原
鵬
と
し
て
こ
の
外
に
虚
器
（
鋤
搾
似
鈴
）

・
　
で
は
実
体
の
一
種
と
さ
れ
る
。

註
ゆ
参
照
。

古
典
ニ
ャ
ー
や
学
派
の
ア
ー
ト
マ
ン
論
と
そ
の
背
景

を
挙
げ
、
霊
魂
と
合
せ
て
五
つ
の
実
在
（
℃
⇔
諏
。
餅
韓
節
節
団
鋤
）
と
す
る
。
虚
空
は

七
一
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哲
学
研
究
　
第
五
頁
号

七
二

（
2
9
）
　
弩
負
癖
の
語
源
と
し
て
は
、
き
（
8
ぴ
お
p
。
爵
y
簿
（
8
ヨ
。
〈
Φ
￥
⇔
〈
H
〈
紳
（
ε
び
び
毒
）
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
確
証
さ
れ
た
定
説
と
な

　
る
に
は
盃
っ
て
い
な
い
。
く
①
焦
2
b
ご
感
げ
難
勉
⇔
p
。
文
献
に
お
け
る
簿
讐
魅
昌
の
意
味
に
関
し
て
は
、
○
話
。
・
。
c
ヨ
勉
ロ
♪
ゼ
く
α
箕
Φ
冠
げ
¢
o
ぴ
謡
ヨ
切
σ
Q
く
。
鳥
鋤
…

　
菊
①
雛
◎
～
○
同
一
ず
Φ
♂
＜
O
噌
島
》
峠
ヨ
沙
昌
く
織
画
2
び
。
N
℃
O
O
葦
間
回
O
α
卜
O
M
唱
や
同
窃
μ
一
H
㎝
刈
い
跨
同
び
白
効
調
⇔
⇒
8
話
二
〇
ぴ
自
鄭
σ
q
⑦
昌
N
認
印
℃
ユ
白
面
署
①
鐸
Q
り
①
巴
Φ
雛
－

　
〈
O
話
8
｝
揮
鋤
α
q
ヨ
匿
げ
①
ω
O
欝
儀
Φ
巴
O
尉
自
閉
巳
（
o
謄
8
げ
け
簿
仁
｛
H
雛
無
O
昌
り
訟
”
〉
「
津
ぎ
鎌
も
o
O
げ
O
吋
ω
①
Φ
｝
①
ロ
α
q
口
腔
ぴ
漁
Q
陰
①
ぎ
d
岬
の
も
凪
ロ
コ
σ
q
優
H
血
ω
①
ぎ
O
団
塞
け
≦
δ
搾
ご
騨
騎
v

　
卜
免
§
謡
§
○
、
、
㌧
§
ミ
爵
×
×
囲
（
ド
ゆ
ミ
）
い
囚
①
搾
劃
菊
亀
σ
q
一
〇
⇒
⇔
民
同
旨
び
ω
o
℃
ゲ
団
◎
｛
昏
Φ
＜
Φ
繕
♪
ワ
臨
O
等
参
照
。

（
0
3
）
　
ヘ
ル
マ
ン
。
ヤ
コ
…
ビ
著
山
田
。
伊
藤
響
共
訳
『
印
度
．
古
代
　
神
観
史
』
（
大
摘
果
山
山
版
縫
昭
一
五
）
、
一
ニ
ー
～
三
頁
、
坂
井
由
尚
夫
「
古
代
印
度
に
於

　
け
る
霊
魂
観
．
念
し
（
噸
北
海
遊
大
学
文
学
部
紀
要
』
1
、
　
一
九
五
二
年
、
　
一
一
八
頁
）
等
参
照
。

（
3
1
）
　
O
げ
節
昌
繕
O
翁
《
勉
¢
唱
㊤
鼠
囎
9
島
層
く
堵
ど
①
ー
ト
Ω
堕
b
⇒
一
b
ご
噌
び
鋤
匙
卿
肘
蝉
謬
《
節
搾
Ω
Ω
d
づ
Q
づ
耐
鋤
就
く
押
刈
l
H
心
．

（
3
2
）
　
O
｛
．
男
9
0
～
◎
や
。
罫
高
綺
直
道
「
吉
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
ア
…
ト
マ
ソ
観
」
（
中
村
量
子
『
．
自
我
と
無
我
』
平
楽
寺
書
店
一
九
六
三
年
、
一

　
四
七
頁
以
下
）
。

（
3
3
）
　
○
冠
窪
げ
①
薦
v
葺
の
力
象
臓
o
p
餌
Φ
。
。
く
⑦
〔
5
ら
。
鑑
ヨ
蒔
》
仁
ぬ
噛
》
ω
ε
簿
σ
q
鋤
骨
二
」
W
①
…
コ
H
8
G
。
。
Q
Q
■
総
Q
。
融
∴
》
3
ヨ
き
”
o
や
簿
・
旧
約
薩
四

　
郎
『
ヴ
ェ
ー
ダ
と
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
（
創
　
兀
社
昭
瓢
八
）
、
坂
井
前
掲
論
文
等
に
、
こ
れ
ら
の
点
は
詳
説
さ
れ
る
。
死
後
に
存
続
す
る
微
細
な
要
素

　
と
生
気
よ
り
成
る
ア
…
ト
マ
ソ
が
、
後
に
ω
騨
黒
酢
ず
団
餌
学
派
（
菌
費
節
劃
G
Q
Q
Q
l
似
O
）
や
く
亀
鋤
韓
鋤
学
派
（
G
Q
黛
握
”
H
＜
》
b
σ
“
？
嵩
）
に
お
け
る
寓
｝
ぴ
q
3

　
も
。
節
訴
日
摯
鍵
話
養
と
な
る
。

（
3
4
）
　
麟
鋤
艶
回
鋤
d
β
」
μ
b
σ
｛
∴
ζ
騨
び
似
ぴ
げ
岡
噌
舞
2
凝
押
卜
⊃
り
刈
”
目
8

（
3
5
）
　
し
ご
男
ゲ
P
畠
●
d
が
ご
H
＜
噌
倉
一
一
吋
（
1
1
砂
簿
㊤
℃
帥
笹
騨
じ
d
『
似
『
B
簿
⇔
ρ
×
旨
く
堕
メ
鱒
H
l
ω
）
●

（
3
6
）
　
ま
こ
」
H
目
押
㌍
H
G
Q
．

（
3
7
）
　
（
）
び
餅
鋤
山
．
¢
℃
遥
く
植
ド
ρ
S

（
8
3
）
　
囚
麟
伍
協
課
帥
犀
同
ご
や
・
押
鵠
・

（
3
9
）
　
ζ
じ
ご
ダ
×
蝉
b
。
O
餅
o
h
司
鑓
虚
≦
p
に
器
謂
。
㍗
o
搾
”
ピ
し
づ
銭
4
ω
．
δ
膳
じ
d
露
助
9
ご
唱
竃
」
く
”
蔭
》
卜
○
に
も
、
死
者
の
身
体
か
ら
出
て
行
く
ア
ー
ト

　
マ
ン
に
、
知
識
（
＜
箆
滋
）
と
業
（
冨
馬
事
簿
謬
）
と
前
世
の
意
識
（
増
尾
養
や
二
尉
巴
と
が
附
随
す
る
と
述
べ
ら
れ
る
。

（
4
0
）
　
司
冠
鋤
虹
≦
鋤
に
謬
Φ
斜
O
や
O
即
4
ω
．
①
り
■

（
4
1
）
　
○
｛
’
2
Q
Q
曾
囲
く
①
H
り
1
ト
こ
歴

（
4
2
）
　
○
捗
く
Q
o
”
H
目
ぴ
G
Q
l
り
唖



（
4
3
）
　
2
じ
誉
F
貯
霞
。
斜
8
2
μ
鐵
目
O
●

（
4
4
）
　
宏
ω
》
聞
鐵
ω
じ
こ
の
ス
…
ト
ラ
に
対
す
る
註
釈
の
中
で
く
製
の
風
饗
コ
⇔
は
男
磯
く
象
P
×
”
目
9
c
。
い
の
㌶
二
。
唱
禽
ゲ
餌
じ
σ
臓
ず
ヨ
簿
眉
欝
×
把
G
O
”
《
①
を

　
引
期
し
て
い
る
。
ま
た
窯
ρ
譲
躰
q
Q
O
l
①
¢
に
は
く
＆
p
が
知
識
根
拠
で
あ
る
こ
と
が
論
証
さ
れ
て
い
る
。
更
に
窯
b
ご
｝
ど
臨
縞
G
。
（
罰
に
o
O
・
ω
甲
q
ン

　
一
く
⇔
①
〔
）
（
膨
卜
3
刈
ゆ
・
謹
ム
貸
唱
■
外
っ
O
Q
O
幽
誌
搾
）
”
一
く
節
①
b
φ
（
ワ
縛
G
。
ら
。
．
獄
h
●
）
に
も
聖
典
の
窓
辺
が
あ
る
。
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筆
者
　
京
都
大
学
文
学
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〔
印
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哲
学
史
〕
助
教
授
）
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wertende　Denken　der　traditionellen　Metaphysik　aus．　Trotz　seiner　Betonung

der　menschlichen　Freiheit，　die　in　der　Unabhangigkeit　von　Gott　und　Natur

besteht　（Stuttgarter　Privatvorlesung），　halt　Schelling　im　Unterschied　zu

Meister　Eckhart　z．　B．　die　Freiheit　von　der　，，Eigenheit”，　d．　h．　der　．eigenschaft”

fUr　fast　unmdglich，　obwohl　er　einmal　sagt，　dats　ein　Mensch　seiner　Eigenheit

absterben　muB，　um　im　Zentrum　leben　zu　k6nnen．　Auf　Grund　dieser　beiden

Sachverhalte　muBte　der　．Ungrund”　in　die　．lndifferenz”　und　die　．Liebe”

geteilt　und　am　．Anfang”　und　am　，，Ende”　verteilt　erscheinen，　anstatt　daB　er

gerade　als　Ungrund　der　menschlichen　Freiheit　inmitten　der　Gegenwart　zur

Anwesung　kommt．

The　Chartseteristic　Features　and　the　Historical　Background

　　　　of出e　Naiyayika　Arguments　C膿cemi麗9‘di伽αガ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b］　Masaaki　Hattori

　　The　early　Naiyayikas，　who　were　primarily　concerned　with　the　investigation

of　the　rnethod　of　discussion　（va－da），　tried　to　incorporate　the　doctrine　of　liber－

ation　（adhycitmavidya一）　into　their　system　by　dealing　under　the　category

‘oblects　to　be　knowゴ（prameOVのwlth　those　topics　which　are　related　with

transmigration　and　liberation．　The　a－tman　is　recognized　by　them　as　one　of

the　‘objects　to　be　1｛nown’．　Through　various　arguments，　the　Naiyayil〈as

proved　the　existence　of　a’tman，　which　synthesizes　the　experiences　of　body，

sense－organs　and　mind，　subsists　unchangeably　from　past　life　to　future　life，

and　becomes　receptacle　of　the　fruits　of　past　deeds．　lt　is　known　that　the

Naiyayikas　established　their　system　on　the　basis　of　the　natural　philosophy

of　the　VaiSesikas，　which　originally　was　formed　in　the　milieu　of　heterodoxy

where　materialistic，　deterministic　and　animistic　views　were　prevalent．　While

proving　that　there　exists　the　everlasting　dtman，　the　Naiyayikas　made　attacks

upon　the　materialist　and　Buddhist　views，　and　we　see　in　their　arguments

that　they　came　to　be　harmonized　wi出出e　maln　current　of　India11をhought．

However，　the　Naiyayil〈as　confined　their　view　to　the　empirical　aspect　of　the

ditman：　the　universal　ntman，　the　knowledge　of　which　led　the　Upanisadic

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5



philosophers　to　final　liberation，　was　totally　unfamiliar　to　them．　ln　this　res－

pect　they　differed　essentially　from　the　Vedantins　and　the　Sa血khyas，　who，

following　the　Upanisadic　tradition，　regarded　the　dtman　as　being　transcendent

of　all　phenomena，　and　whose　systems　were　permeated　with　the　doctrine　of

Iiberation．　For　the　Naiyayikas，　there　was　no　discrimiRation　between　empiri－

cal　k：110wledge　and玉iberating　knowledge，　bo癒being　attributed　to　the　sa磁e

dtman．　Although　the　Naiyayikas　asserted　that　the　liberation　is　attained

through　the　true　1〈nowledge　of　the　‘objects　to　be　1〈nown’，　we　find　that　their

system　was　merely　in　the　guise　of　the　doctrine　of　liberation．

咽。撫sa面仇e　Ae繍a要し漉’量n　C臆nese　E撫。＆三Thought

by　Yukihiko　Yuasa

　　Confucian　ethics　does　not　take　norms　as　something　which　would　．crive　rise

to　the　strains　of　our　life．　According　to　Confucianism，　we　should　accomodate

norms　into　our　individual　situations　rather　than　follow　a　few　number　of

moral　principles　too　rigidly．　Probably　we　can　say　that　Confucianism　is　on．

the　whole　not　an　ldealistic　but　rather　a　naturalistic　ethics．　lt　tries　to　minimize

the　tension　between　the　person　who　acts　in　some　social　situations　and　the

norms　which　govern　the　society　to　which　he　belongs．　ln　this　sense，　it　is　a

1〈ind　of　rational　ethics．

　　Chinese　ethical　thinkers，　in　a　way，　stand　to　the　position　of　western　thinkers

in　a　strong　contrast；　Chinese　thinl〈ers，　Confucian　or　Taoist，　have　no　idea

of　the　religious　devaluation　of　the　actual　world．　To　Ch2nese　philosol　hers，

the　actual　world，　as　a　matter　of　fact，　is　the　best　of　all　possible　worlds，　and

human　nature，　as　they　teach　us，　should　be　subject　not　only　to　the　laws　of

nature　but　also　to　natural　laws　which　imply　the　concept　of　norms　in　any

case．　ln　other　words，　all　men　are　put　under　the　rule　of　their　destiny，　and

yet，　in　principle，　should　be　able　to　fulfil　the　moral　law　by　adapting　them－

selves　to　their　situations　rationally．

　　At　any　rate，癒e　au甑or　w圭11　explain　some　basic　problems　of　ethics　vested

with　Chinese　traditional　thought．
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