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聖
書
に
あ
る
エ
デ
ン
の
園
の
物
語
は
、
人
生
の
懸
え
と
し
て
頗
る
意
味
が
深
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
人
生
と
い
う
の
は
個
人
の
生
涯

の
こ
と
で
も
、
ま
た
丈
化
の
発
展
の
こ
と
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
ま
ず
二
つ
の
場
合
い
ず
れ
も
直
接
な
、
純
真
で
無
邪
気
な
状
態
が

最
初
に
あ
り
、
つ
い
で
両
者
の
こ
の
直
接
性
と
無
邪
気
性
か
ら
の
疏
外
が
惹
起
す
る
。
そ
う
し
て
そ
の
結
果
、
疏
外
の
状
態
は
無
邪
気
の

状
態
へ
の
郷
愁
を
と
も
な
っ
た
想
い
出
に
か
ら
れ
、
何
と
か
し
て
、
ま
た
い
っ
か
は
、
原
始
状
態
に
帰
り
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
物
語
は
、
さ
ら
に
宗
教
的
象
微
の
意
味
と
そ
の
発
展
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
も
、
全
く
含
蓄
の
深
い
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
私
が

こ
菰
で
い
う
こ
の
物
語
の
理
解
が
、
い
く
つ
か
の
丈
化
の
歴
史
的
事
実
と
う
ま
く
合
わ
な
い
と
し
て
も
、
実
際
、
ま
た
私
の
分
析
や
立
論

が
ど
の
一
つ
の
歴
史
上
の
丈
化
の
事
実
に
も
そ
の
ま
ま
ぴ
た
り
と
合
致
す
る
こ
と
が
な
い
と
し
て
も
、
哲
学
的
な
立
場
か
ら
考
察
す
る
と
、

そ
れ
は
宗
教
に
於
け
る
象
徴
の
生
涯
や
運
命
の
正
確
な
描
写
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　
　
宗
教
的
象
徴
の
本
質
と
作
用
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二

　
そ
れ
で
は
象
徴
の
原
状
態
と
し
て
の
エ
デ
ン
の
楽
園
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
？
　
そ
れ
は
個
人
の
場
合
で
も
丈
化
の
場
合
で
も
、

象
徴
が
象
徴
に
な
る
鳥
総
の
状
態
を
示
す
の
で
あ
る
。
象
微
の
多
く
は
無
自
覚
の
ま
ま
で
作
ら
れ
る
が
、
ま
た
い
く
ら
か
に
は
、
作
ろ
う

と
い
う
意
図
が
働
い
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
い
ず
れ
の
場
合
の
象
徴
も
、
象
徴
の
原
初
と
し
て
の
エ
デ
ン
の
楽
園
で
は
必
要
で
は
な

い
。
そ
こ
で
は
実
在
に
直
接
に
近
づ
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
象
徴
作
用
は
あ
と
で
す
ぐ
述
べ
る
よ
う

に
、
こ
の
楽
園
を
喪
失
し
た
段
階
で
は
じ
め
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
　
（
こ
の
最
初
の
実
在
と
の
直
接
な
接
触
が
不
可
能
に
な
っ
て
後

に
）
闇
接
的
な
複
雑
な
仕
方
で
薗
接
的
接
触
を
再
び
（
こ
の
象
微
を
通
じ
て
）
達
成
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。
象
含
作

用
は
楽
園
を
喪
失
し
た
疏
外
さ
れ
た
状
態
で
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
つ
ね
に
官
需
に
よ
っ
て
楽
園
へ
の
還
帰
を
こ
こ
ろ
み
る
の
で
あ

る
が
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
自
身
が
、
人
間
が
自
己
疏
外
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は

こ
の
楽
園
の
状
態
を
象
徴
の
原
状
態
と
よ
ん
で
、
象
徴
以
前
の
状
態
と
よ
ぱ
な
い
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
理
由
は
象
徴
の
存
在
し
な
い
エ

デ
ン
の
楽
園
の
単
純
な
状
態
に
於
て
も
、
象
徴
の
素
材
は
あ
る
わ
け
で
、
象
微
形
成
の
働
き
も
含
蓄
的
に
は
既
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
全
く
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
ら
。

　
ま
ず
象
微
の
原
状
態
と
し
て
の
エ
デ
ン
の
園
を
各
人
の
思
い
出
の
中
で
、
子
供
の
頃
の
こ
と
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
子
供
の
頃
の
経

験
は
一
般
的
に
言
っ
て
、
無
邪
気
で
純
粋
で
あ
っ
て
、
憤
怒
、
激
怒
、
欲
望
、
嫌
悪
等
々
に
よ
っ
て
わ
ず
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
が
、
そ
れ
程

な
か
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
又
そ
こ
で
は
楽
園
追
放
後
に
お
こ
る
よ
う
な
現
象
と
実
在
、
空
想
と
実
際
、
詩
想
と
丈
字
通
り
の
事
実
、

内
と
外
等
の
区
別
も
な
か
っ
た
…
1
し
た
が
っ
て
象
徴
と
象
徴
の
な
い
状
態
と
の
区
溺
も
ま
た
な
か
っ
た
理
で
あ
る
。
子
供
の
頃
に
は
一

切
の
経
験
が
、
夢
も
空
想
も
、
感
覚
的
経
験
も
区
刷
な
く
皆
実
在
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
　
一
切
が
実
在
で
あ
る

と
言
う
こ
と
も
、
子
供
の
聴
に
は
、
無
意
味
で
あ
っ
て
、
突
在
は
非
実
在
と
、
非
実
在
は
実
在
と
区
部
せ
ら
れ
て
、
は
じ
め
て
意
味
を
も

つ
の
で
あ
っ
て
、
実
在
で
あ
る
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
既
に
疏
外
の
状
態
に
あ
る
大
人
が
、
子
供
の
時
の
状
態
に
加
え
た
楽
園
以
後
の
観

念
で
あ
る
。
さ
て
一
切
の
経
験
が
皆
実
在
な
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
ら
の
経
験
の
鮮
烈
さ
は
純
粋
で
無
垢
な
も
の
で
あ
る
。
私
の
子
供
の
時



　
　
の
記
憶
を
た
ど
る
と
、
想
い
出
は
む
し
ろ
純
粋
で
鮮
か
な
経
験
と
い
う
点
に
あ
っ
て
、
い
つ
も
幸
福
だ
っ
た
金
色
に
き
ら
め
く
無
邪
気
さ

　
　
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
（
そ
ん
な
も
の
は
た
い
て
い
大
人
の
β
マ
ン
チ
ッ
ク
な
空
想
で
作
り
上
げ
た
も
の
だ
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る

　
　
が
）
。
色
彩
で
も
香
気
で
も
、
恐
怖
も
歓
喜
も
、
一
見
で
わ
か
る
他
人
の
人
柄
等
も
、
皆
子
供
の
純
粋
で
鮮
烈
な
印
象
に
映
じ
た
も
の
で

　
　
あ
る
。
私
が
大
人
に
な
っ
て
残
念
に
思
う
只
一
つ
の
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
純
粋
な
強
度
の
経
験
と
い
う
も
の
が
、
経
験
さ
れ
る
こ
と
が

　
　
次
第
に
稀
少
に
な
り
、
そ
れ
に
到
達
す
る
こ
と
が
一
層
困
難
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
だ
か
ら
子
供
の
時
の
純
粋
な
経
験
で
は
象
徴
は
必
要
で
な
く
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
を
知
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
何

　
　
等
の
現
象
の
背
後
に
ひ
そ
む
到
達
し
が
た
い
実
在
と
い
う
も
の
が
、
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
子
供
の
時
に
は
、
行
住
坐
臥
に
神
と

　
　
（
即
ち
絶
対
の
実
在
と
）
共
に
あ
り
共
に
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
露
華
と
神
と
の
間
を
へ
だ
て
る
、
身
を
か
く
す
為
の
叢
林
の
よ
う
な

　
　
　
譲
一

　
　
も
の
は
必
要
で
は
な
く
、
又
よ
り
低
い
い
わ
ば
低
次
元
の
啓
示
と
い
っ
た
も
の
も
必
要
で
は
な
い
。
勿
論
、
そ
の
よ
う
な
無
垢
な
生
と
い

　
　
う
も
の
は
長
つ
づ
き
し
な
い
。
実
在
と
非
実
在
、
空
想
と
事
実
の
対
立
の
存
在
し
な
い
無
邪
気
さ
と
純
粋
性
は
、
間
も
な
く
滅
亡
し
て
し

　
　
ま
う
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
ア
ダ
ム
の
楽
園
失
墜
の
よ
う
に
一
挙
に
惹
起
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
丁
度
部
分
的
に
雲
が
か
か
っ
た
空
が
、

　
　
次
第
に
厚
く
、
つ
い
に
は
す
っ
か
り
雲
に
お
お
わ
れ
て
し
ま
う
過
程
に
似
て
い
る
。
実
在
の
太
陽
（
即
ち
純
粋
経
験
）
は
、
し
ば
ら
く
雲

　
　
間
に
か
く
れ
る
、
或
は
あ
る
所
で
は
見
え
な
く
な
る
が
、
間
も
な
く
あ
ら
わ
れ
る
、
或
は
こ
こ
で
は
か
げ
っ
て
見
え
な
く
と
も
あ
そ
こ
で

　
　
は
見
え
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
純
粋
な
強
度
の
経
験
は
猶
階
々
は
可
能
で
あ
る
。
が
そ
れ
で
も
現
象
と
実
在
と
の
差
別
と
い
う
大
人
の

　
　
（
自
己
疏
外
の
）
ヴ
ェ
イ
ル
が
、
次
第
次
第
に
あ
つ
く
な
っ
て
き
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
原
始
石
化
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
丈
化
が
完
全
に
統
合
さ
れ
た
無
邪
気
な
（
利
己
心
の
な
い
）
純
粋

　
　
な
未
開
状
態
と
い
っ
た
も
の
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。
た
し
か
に
丈
化
人
が
未
開
の
生
活
様
式
を
観
察
し
よ
う
と
す
る
と
、
丁
度
、
蟄

　
　
子
の
観
察
が
も
た
ら
す
の
と
長
じ
事
態
が
お
こ
る
。
即
ち
観
察
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
観
察
さ
れ
る
べ
き
状
況
を
く
ら
ま
し
て
し
ま
う

　
　
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
原
始
丈
量
と
い
う
も
の
は
、
　
一
見
単
純
に
見
え
て
も
、
複
雑
な
仕
組
み
を
も
っ
た
単
純
さ
で
あ
り
、
い
わ
ば
囲
み

謝　
　
　
　
　
　
宗
教
的
象
徴
の
本
質
と
作
摺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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に
入
れ
ら
れ
て
い
る
（
動
物
園
の
野
獣
の
愚
な
）
単
純
性
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
こ
で
は
楽
園
以
後
の
象
徴
の
い
と
な
み
の
精
緻
の
き
ざ
し

が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
私
は
未
開
文
化
を
象
徴
の
原
段
階
と
よ
び
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
丁
度
子
供
の
時
代
の
場
合
と
問
じ
よ
う

な
意
味
に
於
て
、
即
ち
或
る
意
味
で
そ
う
な
の
で
あ
っ
て
、
未
開
丈
化
の
理
想
的
原
型
に
も
ど
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
解
し
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
層
化
人
の
観
察
者
が
み
て
の
象
徴
形
式
…
こ
の
よ
う
な
も
の
は
未
開
人
の
生
活
の
う
ち
で
は
頗
る
多
く
、

の
ち
の
進
化
し
た
文
化
に
於
て
よ
り
も
し
ば
し
ば
は
る
か
に
多
い
の
で
あ
る
が
一
は
実
の
所
全
然
象
徴
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

皆
実
在
で
あ
る
。
子
供
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
実
在
を
見
る
目
は
鮮
烈
で
大
体
に
於
い
て
（
分
別
に
よ
っ
て
）
さ
ま
た
げ

ら
れ
て
い
な
い
。
夢
も
感
覚
的
経
験
も
、
身
体
内
の
感
情
も
、
内
部
も
外
部
も
、
儀
礼
の
行
事
も
蓋
然
現
象
も
、
ひ
と
し
く
実
在
で
あ
っ

て
、
そ
れ
ら
の
間
に
区
翔
は
存
在
し
な
い
。
夢
の
中
で
醒
め
て
い
る
時
に
は
行
け
な
い
遠
方
の
国
に
旅
行
し
た
と
し
て
、
そ
の
国
の
こ
と

は
た
と
え
め
ざ
め
て
い
る
時
の
経
験
よ
り
以
上
に
純
粋
に
意
味
深
い
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
に
せ
よ
、
す
く
な
く
と
も
醒
ざ
め
て
い

る
蒔
の
そ
れ
と
同
じ
位
に
は
、
そ
う
な
の
で
あ
る
。
儀
礼
は
自
然
の
秩
序
に
す
ん
な
り
と
合
致
す
る
よ
う
に
は
こ
ば
れ
て
お
り
、
儀
礼
の

上
で
の
出
来
事
は
自
然
の
繊
来
事
と
同
じ
く
全
く
申
し
分
な
く
國
果
的
な
働
き
を
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
過
去
も
現
在
も
未
来
も
、
い
わ

ば
一
切
が
皆
現
実
な
の
で
あ
る
。
経
験
を
超
え
た
か
く
れ
た
実
在
も
な
い
し
、
そ
の
実
在
か
ら
の
人
間
の
疏
外
さ
れ
た
あ
り
か
た
も
、
そ

れ
と
象
徴
に
よ
っ
て
関
係
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
必
要
も
な
い
。
　
一
切
が
同
じ
く
一
様
に
実
在
と
経
験
の
次
元
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
密

儀
的
な
も
の
も
、
そ
の
難
知
難
解
な
（
例
え
ば
呪
文
の
様
な
）
も
の
で
も
、
皆
同
じ
こ
の
実
在
の
次
元
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
丈
化
の
エ
デ
ン
の
園
（
未
開
状
態
）
は
飼
人
的
な
（
子
供
の
状
態
の
）
エ
デ
ン
の
園
と
問
じ
程
度
に
純
粋
で
は
な
い
。
そ
の
理

由
は
そ
れ
が
文
化
に
属
し
、
そ
の
形
式
が
長
い
世
代
の
問
の
積
み
重
ね
、
さ
ま
ざ
ま
の
多
様
な
経
験
の
添
加
を
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
意
味
と
強
度
の
合
着
し
た
状
態
が
あ
り
、
判
然
と
は
し
な
い
が
そ
の
内
容
に
関
し
て
実
在
度
の
大
き
な
も
の
と
小
さ
い
も

の
、
意
味
の
重
大
な
も
の
と
些
少
な
も
の
と
の
対
比
の
素
材
が
含
ま
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
強
度
の
経
験
の
方
が
繰
り
返
し
お
こ
り
う
る



よ
う
に
確
保
さ
れ
、
そ
の
価
値
が
高
く
実
在
性
が
大
で
あ
る
と
の
理
由
で
、
　
一
つ
の
丈
化
の
う
ち
で
あ
る
若
干
の
要
素
だ
け
が
他
の
要
素

か
ら
選
び
出
さ
れ
て
永
続
化
せ
し
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
要
求
が
感
じ
ら
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
そ
の
こ
と
は
未
開
丈
化
が
本
当
に
純
粋

な
も
の
で
は
な
く
、
原
始
丈
化
の
純
粋
性
は
、
い
わ
ば
エ
デ
ン
の
楽
園
の
日
曜
日
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
毎
臼
そ
の
状
態
に
生

活
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
ど
ん
な
に
儀
礼
と
社
会
の
秩
序
が
自
然
秩
序
と
う
ま
く
合
致
し
て
い
て
も
、
そ
の
統
合
は
完

全
で
は
な
い
。
従
っ
て
前
老
は
暗
々
裡
に
、
後
者
に
到
達
し
よ
う
と
し
、
か
く
れ
た
完
成
し
が
た
い
経
験
を
得
る
為
に
象
徴
と
し
て
の
働

き
を
い
と
な
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
既
に
現
実
の
社
会
を
こ
え
た
超
越
的
な
精
神
的
な
実
在
の
世
界
を
予
見
し
て
い
て
、
そ
れ

に
到
達
し
よ
う
と
す
る
い
と
な
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
未
開
丈
化
が
、
　
一
層
開
化
し
た
文
化
と
、
激
烈
な
仕
方
で
あ
れ
、

お
だ
や
か
な
仕
方
で
あ
れ
接
触
す
る
と
、
未
開
文
化
の
無
邪
気
さ
は
消
減
し
て
し
ま
う
。
入
間
は
腰
帯
を
ま
と
い
、
神
は
面
縮
を
も
っ
て

そ
の
聖
顔
を
お
お
う
。
こ
う
し
て
未
開
以
後
の
未
開
人
は
、
彼
の
兄
弟
で
あ
る
丈
化
人
と
岡
様
に
、
聖
な
る
実
在
に
は
た
だ
儀
礼
と
象
微

と
の
臓
悔
の
被
覆
の
背
後
か
ら
の
み
近
づ
き
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
中
間
の
幕
の
存
在
は
、
聖
な
る
実
在
か
ら
人
閻
が
罪
あ
る
も
の
と
し

て
離
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
共
に
、
そ
し
て
そ
の
幕
が
神
を
か
く
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
聖
な
る
実
在
と
の
交
り
の
希
望
の

場
が
あ
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
何
と
な
れ
ば
象
徴
的
な
る
も
の
の
う
ち
に
は
エ
デ
ン
の
楽
園
で
の
経
験
の
直
接
性
の
思
い
出
と
、
そ

れ
に
対
す
る
撞
慢
が
ひ
そ
ん
で
い
る
し
、
ま
た
そ
れ
が
團
復
さ
れ
る
希
望
も
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
。

　
譲
一
、
旧
約
聖
書
翻
世
記
一
・
三
の
八
参
照
。
な
お
九
頁
の
閣
約
聖
書
の
讐
も
同
所
か
ら
。

二
　
楽
園
喪
失
後
の
人
問
と
象
徴
の
働
き

　
　
　
こ
れ
か
ら
宗
教
と
神
話
が
も
つ
主
要
な
意
義
を
研
究
し
よ
う
。
そ
れ
ら
の
も
の
の
宗
教
的
作
用
は
、
何
と
云
っ
て
も
ま
ず
、
窮
極
的
実

　
　
在
（
神
）
が
面
幅
に
つ
つ
ま
れ
て
最
早
や
直
接
に
体
験
せ
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
状
態
で
、
人
間
が
彼
の
存
在
の
窮
極
酌
次
元

　
　
を
な
す
も
の
と
紅
筆
う
る
限
り
、
そ
の
関
係
を
保
と
う
と
す
る
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
人
間
と
窮
極
的
実
在
と
の
界
を
作
っ

273　
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六

て
い
る
儀
礼
の
仕
切
り
の
幕
が
気
楽
さ
と
息
抜
き
と
も
な
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
慮
然
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
仕
切
り

を
よ
り
厚
い
複
雑
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
お
の
ず
か
ら
生
じ
る
。
だ
が
結
局
は
こ
の
仕
切
の
幕
そ
の
も
の
が
価
値
が
あ
る
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
と
云
う
の
は
そ
の
仕
切
り
の
幕
の
向
側
に
、
多
分
、
絶
対
的
実
在
（
神
）
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
し
、

叉
、
幕
を
通
じ
て
そ
の
影
が
チ
ラ
チ
ラ
す
る
の
が
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
私
は
こ
こ
で
は
神
話
と
儀
礼
と
を
、
ほ
ぼ
同
様
な
働
き
を
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
差
異
は
種
類
が
異
な
る
と
い
う
の
で

は
な
く
た
だ
程
度
と
か
そ
の
構
成
要
素
の
組
合
せ
の
割
合
の
網
違
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
神
話
は
象
徴
か
ら
比
す
る
と
、
　
一
段
と
大
き

な
構
造
的
形
式
を
も
っ
て
い
て
、
宗
教
的
体
系
、
い
わ
ば
宗
教
的
世
界
観
の
骨
組
み
を
な
し
て
い
る
。
象
徴
は
こ
の
う
ち
の
特
殊
な
部
分

を
な
す
型
式
で
、
し
ば
し
ば
儀
礼
と
結
合
し
て
、
神
話
の
員
的
に
対
し
て
、
そ
の
手
段
の
役
厨
を
果
す
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
と
き
に
は

ま
ず
象
徴
が
あ
っ
て
そ
れ
を
蕩
心
づ
け
る
為
に
神
話
が
嵐
来
た
り
、
ま
た
神
話
が
象
徴
的
儀
礼
の
働
き
の
一
部
分
を
つ
と
め
る
と
い
う
こ

と
も
あ
る
。
し
か
し
一
般
的
に
い
う
と
神
話
は
宗
教
的
世
界
観
で
あ
っ
て
、
人
間
が
世
界
を
、
行
為
に
よ
っ
て
そ
れ
に
接
す
る
こ
と
の
出

来
る
も
の
と
し
て
、
云
え
て
い
る
。
私
は
神
話
が
世
界
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
時
の
、
実
存
的
な
意
味
と
、
行
動
す
る
も
の
の
場
か
ら
そ

れ
を
把
え
よ
う
と
す
る
特
質
を
強
調
し
た
い
。
繰
り
返
し
て
い
う
が
、
神
話
的
意
識
で
は
、
入
間
は
欝
己
と
環
境
と
を
調
和
的
統
一
の
も

と
に
あ
る
も
の
と
し
て
居
り
、
そ
の
統
一
の
う
ち
で
廓
分
の
本
性
と
運
命
と
が
、
自
己
の
持
ち
場
を
果
す
う
ち
に
、
膚
分
に
も
判
っ
て
く

る
し
、
ま
た
そ
の
統
一
に
親
し
て
、
し
ば
し
ば
礼
拝
等
を
含
む
全
体
的
関
係
と
い
う
仕
方
に
よ
っ
て
、
働
き
か
け
て
行
く
も
の
と
思
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
統
一
、
換
言
す
れ
ば
、
実
存
的
な
規
定
を
有
す
る
宇
宙
（
そ
れ
が
神
話
的
構
造
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め

て
人
間
が
こ
の
宇
宙
に
関
係
を
持
つ
こ
と
が
繊
来
る
の
で
あ
る
が
）
は
、
実
は
人
間
が
昔
エ
デ
ン
の
楽
園
で
直
接
に
感
じ
取
っ
て
い
た
窮

極
実
存
と
同
じ
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
は
、
こ
の
実
存
に
近
づ
く
に
は
、
謹
話
の
要
素
が
媒
介
と
し
て
入
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
が
「
象
微
・
神
話
」
で
あ
る
。
即
ち
、
種
々
の
象
徴
的
形
式
を
用
い
て
、
よ
り
判
然
と
し
た
も
の
に
開
き
示
さ
れ
て
い
る

（
表
明
さ
れ
た
）
神
話
で
あ
る
。
こ
の
様
に
し
て
、
関
係
が
こ
こ
で
は
も
う
直
接
的
で
な
く
な
り
、
媒
介
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
は
い
る



　
　
が
、
以
前
の
（
窮
極
的
）
実
在
の
直
接
的
経
験
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
同
じ
様
に
、
こ
の
媒
介
さ
れ
た
問
接
的
な
実
在
と
の
接
触
が
、
こ
の

　
　
段
階
の
人
間
に
は
非
常
に
重
大
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
も
っ
と
も
っ
と
必
要
不
可
欠
な
も
の
に
な
っ
て
い

　
　
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
神
話
が
あ
る
の
で
人
間
は
生
き
、
働
き
、
存
在
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
神
話
・
象
徴
の
働

　
　
き
は
人
間
が
自
分
の
世
界
を
会
得
す
る
と
共
に
、
自
己
の
人
間
存
在
を
一
こ
の
世
界
の
中
で
の
自
分
の
人
間
と
し
て
の
存
在
を
i
全

　
　
体
的
な
仕
方
で
会
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
神
話
を
以
上
の
如
く
に
解
す
る
な
ら
ば
、
私
は
こ
こ
で
一
つ
の
丈
化
を
有
す
る
社
会
は
、
本
質
的
に
或
る
神
話
を
中
心
と
し
て
形
成
さ

　
　
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
、
詳
細
に
わ
た
っ
て
論
じ
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。
丈
化
の
統
一
の
核
心
に
一
と
い
う
の
は
民
族
や

　
　
国
家
は
地
理
的
な
ま
と
ま
り
と
か
、
経
済
的
な
便
宜
だ
け
で
そ
の
統
一
を
形
成
す
る
の
で
は
な
い
の
は
勿
論
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
た
国

　
　
語
が
同
一
で
あ
る
と
云
う
こ
と
だ
け
で
、
そ
の
統
一
を
形
成
す
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
に
は
ど
う
し
て
も
そ
の
社
会
の
有
す
る
弓
懸
が
ま

　
　
と
ま
っ
た
も
の
と
な
り
、
首
尾
一
貫
し
た
統
一
を
形
成
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
i
そ
し
て
そ
の
様
な
一
々
の
丈
化
の
進
化
統
一
の
核
心
に
、

　
　
そ
の
丈
化
の
相
貌
を
決
定
す
る
よ
う
な
巡
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
民
族
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
世
界
を
理
解
し
つ
つ
そ
の
世
界
に
（
実

　
　
践
的
に
）
関
係
す
る
と
き
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
様
な
も
の
を
丈
化
神
話
と
な
づ
け
た
い
。
そ
れ
は
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
社
会
で
も
、
極
め
て
明
晰
に
解
明
さ
れ
、
ど
こ
で
も
普
遍
的
に
き
ち
ん
と
幽
来
上
っ
た
形
を
と
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
と
も
か
く

　
　
そ
の
様
な
も
の
が
事
実
上
あ
っ
て
、
そ
れ
が
そ
の
丈
化
の
生
命
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
文
化
神
話
は
、
分
析

　
　
を
押
し
つ
め
た
最
後
の
所
で
言
え
ば
、
宗
教
的
神
話
で
あ
り
、
睨
白
に
そ
う
な
っ
て
い
よ
う
と
、
そ
う
で
な
か
ろ
う
と
、
と
も
か
く
宗
教

　
　
的
な
機
能
を
果
し
て
い
る
こ
と
は
闘
違
が
な
い
。
民
族
の
文
化
が
健
全
か
病
弱
か
と
云
う
こ
と
も
、
後
述
の
如
く
、
こ
の
中
心
的
神
話
が

　
　
発
育
力
と
活
力
を
有
す
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

　
　
　
以
上
の
こ
と
が
、
栢
異
な
る
文
化
と
丈
化
と
の
交
流
を
興
味
あ
る
も
の
と
も
す
れ
ば
又
、
困
難
に
も
す
る
要
因
に
な
っ
て
い
る
。
丈
化

　
　
の
交
流
に
際
し
て
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
言
語
の
相
違
、
慣
習
の
差
異
、
地
理
的
矩
離
等
々
の
様
な
臼
に
見
え
た
障
害
ば
か
り

293　
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で
は
な
い
。
神
話
の
相
違
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
全
然
ひ
と
漂
に
つ
か
ぬ
、
そ
う
で
は
な
く
と
も
そ
の
半
ば
は
か
く
さ
れ
た
鐘
化

　
　
の
特
質
を
形
成
し
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
ん
な
隠
語
も
、
身
ご
な
し
も
、
習
慣
も
生
活
の
様
式
も
特
別
な
含
蓄
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、

　
　
い
わ
ば
そ
の
余
韻
を
と
も
な
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
他
国
の
丈
化
は
こ
の
意
味
の
神
話
が
よ
く
判
る
と
こ
ろ
ま
で
行
か
な
い
と
、
丈
化
の

　
　
根
互
理
解
は
ど
れ
程
そ
の
丈
化
の
外
面
が
よ
く
わ
か
り
、
そ
の
国
の
書
語
に
堪
能
に
な
っ
て
も
、
必
ず
非
常
に
微
妙
な
と
こ
ろ
で
根
本
的

　
　
に
問
違
っ
た
解
釈
を
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
当
蕨
の
即
題
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
神
話
を
人
間
が
自
己
の
環
境
を
実
存
的
行
為
的
に
会
得
し
、
そ
の
中
で
生

　
　
き
て
行
く
と
き
の
根
本
的
に
宗
教
的
な
様
式
だ
と
考
え
よ
う
。
神
話
は
存
在
の
基
盤
に
立
ち
入
り
、
そ
れ
と
の
関
連
を
全
体
的
な
仕
方
で

　
　
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
そ
の
関
連
の
仕
組
み
の
中
に
は
、
そ
の
匿
的
が
果
せ
る
よ
う
に
、
象
徴
が
組
み
入
れ
ら
れ

　
　
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
こ
と
を
ま
ず
基
礎
に
置
い
て
、
つ
ぎ
に
窮
極
的
実
在
か
ら
今
や
距
て
ら
れ
て
、
も
う
心
身
に
そ
れ
を
体
験

　
　
出
来
な
く
な
っ
た
人
間
の
楽
園
喪
失
以
後
の
状
態
を
い
つ
も
念
頭
に
と
ど
め
乍
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
以
下
に
神
話
的
隠
微
的
な
る
も
の
の
諸

　
　
特
質
を
さ
ら
に
詳
し
く
し
ら
べ
て
み
よ
う
。

　
　
　
そ
れ
に
は
三
つ
の
性
質
が
あ
る
。
即
ち
　
e
非
直
接
性
　
⇔
喚
起
性
と
含
蓄
性
　
⇔
多
価
性
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
　
e
「
非
直
接
法
」
（
割
け
伽
陣
目
①
O
梓
一
〇
質
）
と
云
う
語
は
こ
こ
で
は
二
重
の
意
昧
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
が
ま
ず
十
界
（
非
直
接
）
的

　
　
で
あ
っ
て
媒
介
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
難
字
通
り
に
は
解
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
第
一
の
意
義
で
あ
る
。
第
二
に
言
象
器
鼠
。
嵩
は
、

　
　
こ
と
さ
ら
に
態
度
や
行
動
・
を
く
ら
ま
す
こ
と
と
解
せ
ら
れ
る
。

　
　
　
第
一
の
丈
字
通
り
で
な
い
、
媒
介
さ
れ
た
性
質
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
程
立
ち
入
っ
て
論
じ
る
必
要
も
な
い
。
そ
れ
は
象
徴
が
必
要
に
な

　
　
つ
た
状
態
（
崩
ち
実
在
か
ら
の
疎
隔
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
が
感
じ
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
）
を
考
え
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
自
明
の
理
だ
と
言

　
　
え
る
。
象
徴
は
人
間
か
ら
真
実
在
へ
と
架
さ
れ
た
橋
で
は
あ
る
が
、
ど
こ
ま
で
も
橋
で
あ
っ
て
人
間
は
そ
の
橋
の
こ
ち
ら
側
に
立
ち
、
真

　
　
実
在
（
神
）
は
そ
の
彼
方
の
側
に
居
ま
す
、
と
い
う
状
態
を
、
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
。
象
徴
は
爾
者
の
中
間
に
あ
っ
て
両
者
を
結
び
つ



　
　
け
る
。
し
た
が
っ
て
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
言
う
ご
と
く
、
象
徴
は
象
徴
せ
ら
れ
る
（
真
実
在
）
に
参
与
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
一

　
　
そ
れ
は
象
徴
の
向
側
の
端
が
真
実
性
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
み
と
め
る
こ
と
で
あ
る
、
i
け
れ
ど
も
象
徴
が
象
徴
で
あ
る
限
り
、
即
ち

　
　
両
者
の
中
地
物
と
し
て
の
第
三
者
に
と
ど
ま
る
隈
り
、
象
徴
に
は
本
来
真
実
在
を
爽
わ
す
に
は
不
充
分
で
あ
り
、
そ
れ
が
実
在
で
な
い
こ

　
　
と
或
は
部
分
的
に
し
か
実
在
で
な
い
こ
と
が
自
明
の
理
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。
象
微
は
そ
れ
が
参
与
す
る
実
在
そ
の
も
の
で
は
な
い
し
、

　
　
少
な
く
と
も
充
全
の
意
味
で
、
実
在
そ
の
も
の
で
な
い
筈
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
実
在
と
同
「
視
す
る
こ
と
が
、
　
「
偶
像
崇
拝
」
の
本
質

　
　
を
な
す
の
で
あ
る
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
考
え
る
。
私
は
し
か
し
後
に
宗
教
的
機
能
の
当
体
に
つ
い
て
言
え
ば
、
象
徴
は
単
に
象
徴
だ
け
に
と

　
　
ど
ま
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
、
と
言
う
点
を
論
じ
て
み
た
い
。

　
　
　
宗
教
的
象
微
が
こ
と
さ
ら
に
直
接
性
を
さ
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
私
が
象
徴
は
薩
接
経
験
の
際
の
実
在
の
強
度
を
稀
薄
に
し

　
　
て
（
わ
れ
わ
れ
に
も
近
づ
き
う
る
も
の
に
し
て
）
く
れ
る
と
言
っ
た
こ
と
を
も
う
　
度
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
有
難
い
こ
と
に
仕
切
り

　
　
の
幕
が
欝
の
前
に
あ
る
の
で
、
神
が
通
過
し
給
う
と
き
に
、
そ
の
慰
顔
を
面
と
面
と
を
合
せ
て
ぢ
か
に
打
ち
見
ま
も
る
こ
と
を
さ
け
得
て
、

　
　
通
り
過
ぎ
給
う
た
時
の
う
し
ろ
姿
だ
け
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
（
旧
約
聖
欝
の
讐
を
用
い
る
と
）
。
象
徴
と
い
う
架
橋
の
こ
ち
ら
側
の
端
に

　
　
立
っ
て
距
離
を
置
い
て
実
在
に
参
与
し
う
る
の
は
幸
い
で
あ
る
。
宗
教
に
於
い
て
無
限
に
複
雑
な
儀
礼
の
組
織
が
出
来
る
理
歯
も
、
こ
れ

　
　
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
理
解
し
う
る
も
の
と
な
る
。
そ
こ
に
は
聖
な
る
も
の
に
近
づ
き
た
い
が
、
ま
た
あ
ま
り
近
づ
き
過
ぎ
て
も
困
る
と
言

　
　
う
複
雑
な
欲
求
が
働
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
わ
け
で
通
常
一
般
の
意
味
で
「
宗
教
を
信
ず
る
人
」
に
は
、
神
秘
の
直
接
体
験
の
強
度
に
劃

　
　
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
も
敢
え
て
為
し
得
な
い
し
、
ま
た
し
た
く
も
な
い
と
い
う
心
理
で
あ
る
。

　
　
　
⇔
意
味
の
喚
起
と
含
蓄
性
　
宗
教
的
象
徴
が
心
情
に
訴
え
よ
び
さ
ま
す
働
き
を
も
ち
そ
の
意
味
が
含
霊
的
で
あ
る
と
い
う
性
質
も
、
ま

　
　
た
同
様
に
頗
る
見
易
い
理
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
そ
れ
は
当
然
予
想
さ
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。
象
徴
が
第
三
者
で
あ
っ
て
統
合
的
要
素

　
　
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
実
在
を
啓
示
す
る
と
共
に
、
又
実
在
を
隠
蔽
し
も
す
る
。
だ
か
ら
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
常
に
堂
々
通
り

　
　
で
一
義
的
で
あ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
象
徴
は
儀
礼
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
中
で
そ
の
働
き
を
、
例
え
ば
含
蓄
的
に
示
す
と
か
、
暗
示
す
る
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と
か
、
心
情
に
訴
え
て
喚
起
す
る
と
か
い
う
種
々
の
仕
方
で
行
う
の
で
あ
っ
て
、
明
示
し
た
り
、
筆
述
し
た
り
、
事
実
の
報
知
を
与
え
る

　
　
と
言
う
の
と
は
、
そ
の
働
き
方
が
異
な
っ
て
い
る
。
本
来
の
儀
礼
に
は
、
ほ
の
め
か
し
と
か
、
間
接
の
雷
及
と
か
言
っ
た
も
の
が
沢
山
に

　
　
あ
っ
て
、
宛
も
詩
の
場
合
に
似
て
い
る
。
儀
礼
は
礼
拝
を
行
う
者
に
、
一
定
の
態
度
を
と
る
こ
と
、
心
に
そ
れ
に
気
付
い
て
い
る
こ
と
、

　
　
そ
の
気
持
に
な
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
定
義
し
た
り
論
議
し
た
り
論
理
的
に
教
理
を
作
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
求
め
て

　
　
い
る
の
で
は
な
い
。
教
理
を
述
べ
た
り
、
引
き
出
し
た
り
す
る
こ
と
も
時
と
し
て
は
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
も
殆
ん
ど
の
場
合
、
常
に
儀
礼

　
　
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
儀
礼
は
神
学
で
は
な
い
。
儀
礼
の
中
で
は
同
じ
内
容
が
、
難
度
音
楽
の
主
題
の
よ
う
に
、
変
奏
さ
れ

　
　
つ
つ
繰
り
返
し
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
。
だ
が
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
報
知
の
意
味
を
な
さ
な
い
。
す
く
な
く
と
も
そ
れ
に
よ
っ
て
、
新
し
い
報

　
　
知
が
得
ら
れ
る
こ
と
は
殆
ん
ど
な
い
。
そ
れ
ら
は
た
だ
そ
の
内
容
を
強
め
、
踏
示
し
、
喚
起
し
覚
醒
す
る
等
々
の
働
き
を
す
る
の
み
で
あ

　
　
る
。
概
念
的
真
理
も
実
際
に
礼
拝
を
行
う
当
の
人
間
に
対
し
て
、
適
切
で
ぴ
っ
た
り
と
し
た
経
験
的
に
生
き
生
き
と
感
得
さ
れ
る
も
の
に

　
　
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
以
上
の
こ
と
は
、
象
徴
や
神
話
を
正
し
く
評
価
す
る
こ
と
が
ど
ん
な
に
重
大
で
あ
る
か
を
示
す
も
の
と
書
え
よ
う
。
象
徴
や
神
話
は
科

　
　
学
の
新
し
い
発
見
に
つ
い
て
新
聞
が
報
知
す
る
時
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
？
　
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
象
徴

　
　
や
神
話
は
、
い
か
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
？
　
し
か
し
こ
の
問
題
よ
り
も
ま
ず
象
徴
と
神
話
の
第
三
の
特
質
で
あ
る
多
価
値
性

　
　
に
つ
い
て
論
ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
鶴
多
価
性
に
つ
い
て
　
象
徴
や
神
話
が
多
価
的
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
広
い
範
囲
の
、
ま
た
異
な
っ
た
性
質
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
（
と

　
　
言
う
よ
り
も
添
唆
す
る
）
こ
と
が
繊
来
、
傭
広
い
情
緒
的
反
応
を
呼
び
さ
ま
す
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
反
応
は
時
に
は
次
か

　
　
ら
次
へ
と
起
る
こ
と
も
あ
る
し
、
ま
た
同
時
に
い
ろ
ん
な
反
応
が
一
緒
に
お
こ
る
こ
と
も
あ
る
。
後
者
の
場
合
そ
の
う
ち
の
一
つ
の
意
味

　
　
が
き
わ
だ
っ
た
情
緒
の
発
露
を
伴
っ
て
、
他
の
も
の
よ
り
軍
配
的
な
地
位
に
立
っ
て
表
現
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
他
の
も
の
は

　
　
即
ち
こ
れ
と
全
く
相
反
す
る
意
味
合
い
を
も
つ
も
の
、
論
理
的
に
さ
き
の
も
の
と
矛
盾
す
る
も
の
、
情
緒
的
に
そ
れ
と
異
な
る
も
の
な
ど



　
　
は
一
－
殆
ん
ど
影
を
ひ
そ
め
て
了
う
。
し
か
し
そ
こ
に
は
そ
れ
ら
の
問
に
、
弁
証
法
的
関
係
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ
は
時
に
は
極
め
て

　
　
明
瞭
な
形
で
示
さ
れ
て
贋
り
、
他
の
場
合
に
は
そ
れ
程
で
は
な
い
が
。
即
ち
、
強
調
さ
れ
て
い
な
い
意
味
と
そ
の
場
に
ぴ
っ
た
り
し
な
い

　
　
情
緒
の
諸
反
応
は
表
面
に
顕
わ
れ
て
は
い
な
い
が
、
意
味
に
つ
い
て
の
明
白
な
意
識
と
そ
の
感
情
の
水
準
か
ら
ほ
ん
の
僅
か
下
の
と
こ
ろ

　
　
で
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
ら
と
対
抗
し
て
今
優
位
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
当
の
意
味
や
、
そ
の
感
情
に
、
微
妙
な
影
響
を
与
え

　
　
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
反
応
の
仕
方
は
複
雑
な
も
の
で
あ
り
、
意
識
さ
れ
た
も
の
も
意
識
下
の
も
の
も
同
時
に
働
き
を
及
ぼ
し
て

　
　
い
る
と
言
え
よ
う
。
同
一
の
象
微
の
う
ち
で
、
或
は
一
つ
の
複
合
象
徴
の
申
で
、
こ
の
多
様
な
も
の
相
反
す
る
も
の
が
、
　
一
つ
に
結
合
し

　
　
て
い
る
状
態
、
所
謂
「
梢
反
の
一
致
」
が
、
象
徴
が
象
徴
と
し
て
成
功
し
て
い
る
か
否
か
の
判
定
の
規
準
に
な
る
の
で
あ
る
。
象
徴
は
人

　
　
に
よ
っ
て
種
々
こ
と
な
る
意
味
を
も
ち
、
時
日
が
た
て
ば
ま
た
事
態
や
情
況
が
こ
と
な
る
と
、
同
一
の
人
に
も
こ
と
な
っ
た
も
の
と
な
る

　
　
一
そ
れ
は
時
代
に
よ
り
文
化
に
よ
り
、
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
解
せ
ら
れ
る
。
だ
が
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ど
ん
な
に
変
化
し
て
行
っ
て

　
　
も
、
そ
れ
は
同
じ
象
徴
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
複
合
象
微
と
か
、
若
く
は
主
導
象
微
と
か
を
生
ぜ
し
め
る
所
以
で
あ
る
。

　
　
　
謡
え
ば
そ
の
｝
例
と
し
て
印
度
教
の
神
話
で
、
壮
大
な
構
築
を
有
す
る
も
の
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
宇
宙
の
生
起
と
崩
壊
と

　
　
を
絶
え
ず
循
環
す
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
原
因
を
下
人
が
、
ま
た
時
に
は
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
が
（
他
の
宗
派
で
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
神
の

　
　
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
）
、
眠
る
か
、
醒
め
る
か
、
あ
る
い
は
息
を
吸
い
こ
む
か
、
意
を
は
き
出
す
か
に
よ
る
と
す
る
。
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神

　
　
が
眠
り
に
入
り
、
恩
を
吸
い
こ
む
と
、
臼
に
見
え
手
に
触
れ
ら
れ
る
こ
の
世
界
が
、
そ
の
顕
現
し
た
現
象
と
し
て
の
形
態
か
ら
姿
を
没
し

　
　
て
了
う
。
そ
れ
か
ら
長
い
劫
が
す
ぎ
て
再
び
彼
が
醒
め
て
息
を
吐
き
出
す
と
、
新
し
い
世
界
が
漸
を
追
っ
て
順
々
に
展
期
し
て
行
く
と
い

　
　
う
の
で
あ
る
。
そ
の
基
礎
に
あ
る
想
像
は
本
当
に
単
純
素
朴
な
も
の
で
、
子
供
で
も
理
解
の
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
さ
に
そ
れ
が

　
　
こ
の
様
に
単
純
な
も
の
で
あ
る
為
に
、
ま
た
そ
の
詳
細
の
物
語
が
偉
大
な
曖
昧
さ
を
蔵
す
る
が
故
に
、
そ
う
し
て
更
に
そ
の
物
語
の
展
開

　
　
す
る
無
限
の
空
聞
と
時
間
の
広
大
無
辺
の
感
じ
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
、
こ
の
神
話
は
何
と
も
深
遠
で
豊
か
な
暗
示
を
も
っ
た
も
の
と
な

　
　
る
の
で
あ
る
。
丁
度
一
曲
の
玄
妙
な
音
楽
に
も
似
て
、
す
べ
て
の
人
が
自
分
の
欲
す
る
理
解
を
こ
れ
に
加
え
る
こ
と
が
出
来
、
各
自
の
内
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奥
の
感
情
の
あ
り
方
で
様
々
の
仕
方
で
こ
れ
を
解
す
る
の
で
あ
る
が
、
而
も
同
一
の
音
楽
が
そ
ん
な
風
に
種
々
に
人
に
よ
っ
て
味
い
方
が

　
　
こ
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
印
度
の
宇
宙
雲
謡
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
そ
れ
で
、
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
タ
・
タ
ゴ
ー
ル
や
ス
リ

　
　
一
・
オ
ー
群
ビ
ン
ド
の
如
き
現
代
の
知
的
練
達
の
士
が
、
こ
の
神
話
を
自
分
達
の
世
界
観
を
誓
学
的
に
表
現
す
る
の
に
適
切
な
も
の
だ
と

　
　
考
え
て
い
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
私
は
こ
の
様
な
偉
大
な
神
話
や
象
徴
が
つ
ね
に
曖
昧
で
あ
っ
て
而
も
且
つ
具
体
性
を
も
つ
と
い
う
二
重
性
の
あ
る
こ
と
を
特
に
強
調
し

　
　
た
い
。
そ
れ
が
具
体
性
を
も
つ
の
で
、
神
話
や
象
徴
に
は
、
乎
で
触
れ
う
る
様
な
生
々
し
さ
と
現
実
性
が
あ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
ま

　
　
た
そ
の
離
々
性
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
多
様
に
感
じ
取
ら
れ
、
様
々
に
解
釈
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
そ
の
様
な
象
徴
だ
け
が
広
い
範
鵬
の
根

　
　
異
な
る
況
位
の
う
ち
で
、
ま
た
種
々
の
丈
化
の
水
準
に
応
じ
て
、
情
緒
豊
か
に
展
開
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
中
々
の
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
を
産
ん
だ
一
定
の
丈
化
よ
り
は
、
遙
か
に
長
い
生
命
力
を
有
し
、
国
の
興
亡
や

　
　
丈
化
の
転
変
を
超
え
て
，
一
つ
の
地
域
に
生
き
つ
づ
け
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
自
然
的
世
界
や
こ
れ
と
か
か
わ
る
人
魂
の
生
に
つ
い
て
の
象

　
　
徴
に
は
人
間
の
本
然
の
性
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
現
実
の
歴
史
的
丈
化
的
な
結
び
つ
き
を
超
え
て
、
多
く
の
丈
化
や
宗
教
に
用
い
ら
れ

　
　
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
光
や
閣
の
讐
、
上
下
の
垂
葭
の
関
係
、
水
の
浄
化
す
る
働
き
、
そ
の
絶
え
ず
動
い
て
い
て
盤
ま
ぬ
が
、

　
　
そ
れ
で
い
て
同
じ
一
つ
の
流
れ
で
あ
る
こ
と
、
水
の
静
か
な
清
澄
さ
、
食
物
と
共
に
生
の
さ
さ
え
で
あ
る
こ
と
（
生
命
の
水
、
生
命
の
パ

　
　
ン
）
酒
そ
の
他
の
飲
料
の
酩
濁
さ
せ
る
働
き
、
春
夏
秋
冬
の
自
然
の
循
環
、
人
間
の
誕
生
、
性
的
身
熱
、
死
i
ほ
ん
の
一
部
の
例
を
こ

　
　
こ
で
あ
げ
た
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
皆
、
精
神
的
生
の
象
微
と
し
て
た
え
ず
用
い
ら
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

　
　
象
徴
は
、
最
も
発
達
し
た
高
等
文
明
で
も
、
全
く
の
未
開
厳
明
で
も
、
同
じ
様
に
訴
え
る
カ
を
も
ち
、
そ
の
中
に
は
、
繰
返
し
て
言
う
と
、

　
　
最
も
簡
明
な
具
象
性
と
、
そ
の
表
現
す
る
も
の
の
神
秘
的
な
深
み
と
多
様
性
と
が
、
巧
み
に
結
び
合
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
そ
の
象
徴
を

　
　
い
つ
ま
で
も
人
類
に
意
味
深
い
も
の
と
す
る
所
以
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
こ
の
後
に
、
キ
ン
グ
教
授
は
大
乗
仏
教
の
空
の
概
念
に
そ
の
象
徴
と
し
て
の
意
味
構
造
の
分
析
を
ほ
ど
こ
し
て
い
ら
れ
る
。
こ
の
部
分
は
つ
ぎ
の
三



の
問
題
と
も
密
接
に
関
聯
を
も
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
　
象
徴
以
後
と
し
て
の
楽
園
へ
の
還
帰

　
　
　
こ
こ
で
は
私
は
、
見
込
み
や
そ
の
可
能
性
が
あ
る
閥
題
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
再
び
象
微
以
前
の
ゆ
た
か
な
エ
デ
ン
の
楽
園
一
幅
接

　
　
的
な
仕
方
で
真
実
在
の
全
体
経
験
を
持
つ
状
能
竿
一
に
、
も
う
「
度
帰
り
得
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
否
か
、
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
序
な

　
　
が
ら
雷
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
エ
デ
ン
の
楽
園
に
還
帰
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
子
供
の
時
代
や
未
開
丈
化
の
単
純
素
朴

　
　
な
状
態
に
復
帰
す
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
精
神
的
に
成
熟
し
た
者
が
鋼
達
す
る
、
多
分
に
反
省
を
含
ん
だ
知
性
以
後
の
楽
園
で

　
　
あ
る
。
す
べ
て
の
神
秘
家
の
証
言
で
は
、
こ
の
第
二
の
楽
園
は
さ
き
の
そ
れ
よ
り
も
一
層
み
の
り
豊
か
な
充
実
し
た
、
恐
ら
く
は
一
層
完

　
　
壁
な
楽
園
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
こ
の
楽
園
で
は
、
深
い
思
想
と
反
省
と
で
、
生
の
全
体
が
充
実
し
た
姿
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、

　
　
と
せ
ら
れ
る
。

　
　
　
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
楽
園
へ
の
還
帰
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
そ
こ
で
は
象
徴
が
そ
の
分
裂
を
医
そ
う
と
欲
し
な

　
　
が
ら
、
し
か
も
他
面
つ
ね
に
そ
れ
を
保
ち
つ
づ
け
て
い
た
、
人
間
と
窮
極
的
実
在
と
の
区
洌
は
、
も
は
や
全
く
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う

　
　
か
？
　
そ
れ
が
象
徴
が
象
徴
以
上
の
、
若
し
く
は
以
外
の
も
の
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
象
徴
で
な
く
な
っ
た
よ
う
な
或
る
体
験
の
型
一

　
　
一
と
い
う
よ
り
も
人
閥
存
在
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
象
徴
は
そ
の
場
合
な
く
さ
れ
て
し
ま
つ

　
　
た
の
で
は
な
い
。
高
次
の
宗
教
体
験
に
よ
っ
て
翠
微
は
超
越
的
破
壊
を
う
け
る
と
す
る
謬
る
種
の
宗
教
の
言
表
が
あ
る
に
は
あ
る
が
、
そ

　
　
の
よ
う
な
考
え
は
、
私
は
誤
っ
た
考
え
方
で
あ
る
と
思
う
。
象
徴
を
超
越
す
る
こ
と
は
象
徴
を
一
層
豊
か
な
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

　
　
単
に
そ
れ
を
否
定
し
排
棄
す
る
こ
と
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
象
徴
を
超
え
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
象
徴
本
来
の
意
図
や
構
成
因
子
を
充
足

　
　
す
る
こ
と
で
あ
り
、
窮
極
的
実
在
と
の
全
体
的
な
一
体
性
に
劉
達
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
象
徴
を
爾
い
る
主
体
と
真
実
在

　
　
と
の
全
体
的
な
生
の
合
一
が
あ
っ
て
、
も
は
や
実
在
の
影
と
の
関
係
で
は
な
い
。
こ
の
窮
極
的
な
状
態
が
言
語
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
な
い
こ

鵬　
　
　
　
　
　
宗
教
的
象
徴
の
本
質
と
作
用
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鐙3
　
と
を
、
最
も
熱
烈
に
語
る
人
達
が
、
却
っ
て
実
は
言
表
し
難
い
も
の
を
言
表
す
る
象
徴
の
言
葉
の
驚
く
べ
き
達
人
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、

　
　
的
は
ず
れ
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
第
二
の
楽
園
は
、
真
実
在
に
単
に
参
与
す
る
の
で
は
な
く
、
全
体
的
に
そ
れ
と
合
一
す

　
　
る
体
験
乃
至
生
の
立
場
で
あ
る
。
象
徴
以
後
の
象
徴
の
使
用
に
よ
っ
て
、
象
徴
が
羅
ざ
し
て
い
た
当
の
真
実
在
を
再
び
直
接
的
経
験
と
し

　
　
て
把
え
う
る
況
位
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
つ
い
最
近
あ
る
人
が
私
に
象
徴
の
立
場
と
忌
門
以
後
の
立
場
と
の
差
異
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
話
を
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と

　
　
　
故
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
数
年
前
、
日
本
を
訪
ね
た
時
、
彼
は
著
名
な
竜
安
寺
の
石
庭
に
案
内
さ
れ
た
。
し
ば
ら
く
こ
の
庭
を
み
て

　
　
　
後
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
博
士
は
、
　
「
た
し
か
に
こ
れ
ら
の
石
は
全
宇
宙
を
象
徴
す
る
も
の
だ
」
と
番
つ
た
。
け
れ
ど
も
そ
こ
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

　
　
　
の
立
場
、
烏
鷺
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
そ
れ
と
禅
と
の
差
異
が
あ
っ
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
立
場
で
は
、
若
し
誰
か
が
石
庭
を
観
賞
す
る
暗

　
　
　
に
、
　
（
そ
の
人
に
と
っ
て
）
そ
れ
は
宇
宙
の
象
徴
に
な
る
。
一
そ
こ
に
一
歩
真
実
在
か
ら
後
退
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
一
だ
が

　
　
　
禅
で
は
観
照
（
冥
想
）
と
は
実
在
の
こ
と
で
あ
る
」
と
、
私
に
そ
の
話
を
つ
た
え
た
人
は
語
っ
た
。

　
　
　
そ
の
と
き
は
私
に
は
よ
い
答
え
が
出
来
な
か
っ
た
。
私
は
わ
れ
わ
れ
の
関
心
の
問
題
に
対
し
て
、
こ
の
最
後
の
短
文
の
形
で
な
さ
れ
た

　
　
説
明
は
、
な
か
な
か
適
切
な
も
の
と
思
う
。
け
れ
ど
も
今
考
え
る
と
、
私
は
さ
き
の
区
別
が
果
し
て
適
当
か
ど
う
か
に
、
疑
問
を
詰
み
た

　
　
く
な
る
。
そ
れ
は
象
徴
に
つ
い
て
語
る
の
は
、
必
ず
し
も
冥
想
や
礼
拝
を
終
え
て
了
っ
て
、
分
析
的
に
物
を
見
る
態
度
に
な
っ
た
場
合
か

　
　
ら
だ
け
と
は
限
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
つ
・
　
と
い
う
点
で
あ
る
。
礼
拝
で
も
深
い
冥
想
で
も
象
微
を
手
段
と
し
、
ま
た
は
用
具
あ
る
目
的

　
　
と
し
て
行
じ
は
す
る
が
、
而
も
そ
の
際
、
あ
と
か
ら
見
れ
ば
象
徴
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
、
め
ざ
さ
れ
て
い
る
真
実
在
そ
の
も
の
と
一
つ
に

　
　
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
の
で
な
い
か
？
　
こ
う
い
う
表
現
が
多
少
あ
ま
り
に
も
存
在
論
的
と
見
え
る
な
ら
、
礼
拝
や
冥
想
が
本
当
に
成

　
　
立
す
る
と
き
に
は
、
象
徴
は
真
実
在
が
現
前
す
る
為
の
有
効
な
様
式
と
な
っ
て
い
る
の
で
な
い
か
？
　
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
　
　
註
　
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
「
宗
教
と
文
化
」
岩
波
書
店
一
＝
九
頁
を
参
照

　
　
　
そ
う
だ
と
す
る
と
問
題
は
禅
の
覚
悟
と
い
っ
た
も
の
も
翠
微
の
能
力
や
そ
の
適
合
性
の
感
得
と
い
っ
た
も
の
と
、
た
い
し
て
違
い
は
し



　
　
な
い
の
で
あ
っ
て
、
換
「
蕎
す
れ
ば
象
徴
を
用
い
て
す
る
宗
教
的
礼
拝
と
こ
と
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
っ
て
、
問
題
は
い
か
に
し
て
常
…

　
　
に
象
徴
と
い
う
手
段
で
実
在
を
感
得
す
る
こ
と
が
娼
来
る
か
、
ま
た
ど
の
程
度
ま
で
深
く
そ
れ
と
一
体
と
な
り
う
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

　
　
も
し
あ
る
一
つ
の
象
徴
が
、
そ
れ
を
礼
拝
す
る
も
の
に
、
も
し
く
は
そ
れ
を
冥
想
す
る
も
の
に
、
真
実
在
の
体
認
を
得
し
め
る
と
す
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
そ
の
時
、
そ
れ
は
単
な
る
象
徴
を
超
え
て
真
実
在
そ
の
も
の
と
な
る
。
そ
の
時
に
は
「
第
二
の
エ
デ
ン
の
楽
園
」
が
成
立
す
る
。
も
し
一

　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
切
の
象
徴
が
も
は
や
単
な
る
象
徴
で
は
な
く
な
り
、
そ
こ
に
常
に
変
る
こ
と
の
な
い
、
且
つ
…
切
に
行
き
わ
た
っ
た
窮
極
実
在
の
体
認
が

　
　
生
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
生
は
変
え
ら
れ
（
回
心
せ
し
め
ら
れ
）
、
一
切
の
彼
の
な
す
と
こ
ろ
が
そ
の
窮
極
実
在
と
一
つ
に
な
る
と
す
れ

　
　
ば
、
そ
の
ひ
と
は
第
二
の
エ
デ
ン
の
楽
園
に
住
す
る
も
の
と
言
わ
れ
、
ま
た
「
第
二
の
エ
デ
ン
人
」
　
「
新
し
き
ア
ダ
ム
」
と
言
わ
れ
る
こ

　
　
と
も
出
来
る
。
彼
の
根
源
を
な
す
も
の
か
ら
疏
外
に
陥
っ
て
い
た
状
態
は
な
く
な
り
、
絶
対
と
現
象
と
の
分
離
も
も
は
や
存
在
し
な
い
。

　
　
即
ち
彼
の
内
面
に
あ
っ
た
自
己
と
絶
対
と
の
分
裂
の
対
立
や
薦
藤
の
関
係
は
、
既
に
克
服
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
全
体
的
統
合
に
到
達
し
た
生
活
、
有
神
論
の
表
現
を
用
い
る
と
、
つ
ね
に
神
が
虜
己
の
う
ち
に
い
ま
す
状
態
は
、
一
切
の

　
　
高
等
宗
教
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
新
約
聖
書
は
い
つ
も
祈
り
の
中
に
あ
る
生
活
で
は
、
ど
の
よ
う
な
行
為
も
、
皆
神
の
栄
光
の

　
　
た
め
に
な
さ
れ
る
と
説
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
一
切
の
行
為
が
、
神
が
直
接
に
そ
の
う
ち
に
現
在
し
給
う
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
意
味
を
荷
う

　
　
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
宇
宙
の
全
体
も
嵩
じ
く
こ
の
秘
蹟
に
参
ず
る
も
の
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
偉
大
な
神
秘
主

　
　
義
者
の
伝
記
を
見
る
と
、
こ
の
よ
う
な
神
の
現
在
の
感
得
、
あ
る
い
は
窮
極
的
実
在
と
の
　
体
感
が
彼
等
の
円
熟
・
完
成
の
時
期
に
は
ど

　
　
の
よ
う
に
銘
記
せ
ら
れ
て
い
る
か
が
よ
く
わ
か
る
。
郡
ち
以
前
は
神
の
実
在
は
提
惚
の
裡
に
と
き
ど
き
問
洋
弓
に
体
験
せ
ら
れ
る
に
す
ぎ

　
　
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
男
惚
の
瞬
間
が
、
神
か
ら
隔
て
ら
れ
た
β
常
的
生
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
磨
鮮
か
に
印

　
　
象
深
く
体
験
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
が
、
晩
年
の
円
蓋
期
に
な
る
と
、
一
層
静
穏
な
し
か
も
一
層
堅
実
な
汎
通
的
な
神
の
霞
覚
が
生
じ
て

　
　
く
る
の
で
あ
っ
て
、
神
は
常
住
に
わ
が
中
に
現
在
し
給
い
、
神
の
聖
な
る
実
在
と
（
彼
の
β
常
性
と
）
の
恒
常
的
統
一
が
、
差
別
と
隔
離

　
　
の
只
中
で
さ
え
も
、
ゆ
る
ぎ
な
く
成
立
し
て
い
る
と
自
証
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

373　
　
　
　
　
　
宗
教
的
象
徴
の
本
質
と
作
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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六

　
多
分
、
禅
経
験
は
宗
教
史
上
こ
の
哲
学
の
最
も
完
壁
な
表
現
で
あ
っ
て
、
多
即
一
、
　
（
神
の
）
不
在
即
現
在
、
超
越
的
内
在
、
内
在
的

超
越
を
標
榜
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
経
験
の
ど
の
一
つ
も
真
如
の
顕
現
で
あ
り
、
窮
極
門
真
実
在
は
ど
の
特
殊
な
る
も
の
に
も

全
体
性
に
於
て
現
じ
て
い
る
し
、
人
間
の
（
精
神
的
・
憐
緒
的
・
身
体
的
）
全
体
が
ま
た
彼
の
ど
ん
な
些
細
な
行
為
に
も
、
全
機
と
し
て

現
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
全
体
と
し
て
の
主
体
性
と
客
体
性
と
が
一
つ
に
融
合
し
て
い
る
。
さ
て
そ
の
よ
う
な
行
為
と
い
う
も

の
は
象
徴
を
全
く
否
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
と
も
む
し
ろ
そ
の
反
対
に
、
そ
れ
こ
そ
象
徴
の
充
実
し
た
、
全
体
と
し
て
の
・
有
り

方
で
は
あ
る
ま
い
か
？
　
私
は
後
者
で
あ
る
と
レ
た
い
。
第
二
の
エ
デ
ン
の
楽
園
・
超
象
徴
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
　
　
若
し
超
象
徴

と
い
う
の
が
象
徴
の
呂
的
を
全
う
し
て
そ
れ
を
経
験
す
る
も
の
が
窮
極
的
真
実
在
と
全
体
的
に
一
体
と
な
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
。

　
し
た
が
っ
て
私
は
豊
麗
を
用
い
る
立
場
と
用
い
ぬ
立
場
と
に
根
本
的
差
足
は
な
い
も
の
だ
と
思
う
。
一
－
後
者
を
さ
ら
に
、
無
・
象
徴

と
い
う
こ
と
を
も
否
定
し
た
立
場
で
あ
る
と
か
、
そ
の
黒
い
ろ
い
ろ
に
表
現
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
が
。
私
は
禅
経
験
と
他
の
深

い
宗
教
的
生
と
の
闇
に
違
い
は
な
い
と
思
う
。
だ
か
ら
こ
の
際
唯
一
の
本
当
の
問
題
点
は
、
　
一
切
の
宗
教
が
目
標
と
し
て
い
る
到
達
点
ー

ー
一
々
の
行
為
に
於
て
つ
ね
に
窮
極
的
真
実
在
の
内
在
を
感
得
す
る
立
場
、
　
一
切
の
生
涯
を
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
た
ら
し
め
る
よ
う
な
生
活
が

…
特
殊
な
宗
教
的
訓
練
で
い
か
に
首
尾
よ
く
そ
の
黒
蟻
に
到
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
論
ず
る
こ

と
は
、
こ
こ
で
は
割
愛
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
最
後
に
一
つ
の
問
題
が
な
お
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
象
徴
の
価
値
評
価
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
私
は
こ
の
問

題
を
不
問
に
附
し
て
来
た
。
だ
が
こ
れ
は
最
も
基
礎
的
な
問
い
で
あ
る
。
勿
論
割
り
切
っ
た
答
え
が
薩
ち
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
簡
単
な

問
い
で
は
な
い
。
例
え
ば
新
聞
の
記
事
や
科
学
的
実
験
の
結
果
が
ど
う
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
に
、
簡
単
に
そ
れ
の
真
偽
が
問
え

る
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
は
な
い
。
宗
教
的
象
…
徴
に
つ
い
て
そ
の
真
偽
を
問
う
こ
と
は
、
ピ
カ
ソ
の
絵
や
ベ
ー
ト
ヴ
ェ
ン
の
音
楽
等
々
に

つ
い
て
真
偽
を
問
う
こ
と
の
無
意
味
な
の
と
同
様
で
あ
る
。
1
一
け
れ
ど
も
す
ぐ
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
で
も
真
偽
と
言
う
こ
と
が

全
く
無
音
脚
義
な
わ
け
で
は
な
い
。



　
　
　
同
じ
よ
う
に
宗
教
的
象
徴
に
善
悪
の
道
徳
的
評
価
を
舶
え
る
こ
と
で
充
分
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
も
道
徳

　
　
的
問
題
が
全
く
的
は
ず
れ
と
言
い
切
れ
な
い
側
面
も
あ
る
。
一
般
に
宗
教
の
外
か
ら
な
さ
れ
る
評
価
、
即
ち
象
徴
を
用
い
た
こ
と
の
な
い

　
　
人
々
は
、
あ
る
象
徴
の
利
用
価
値
を
そ
の
及
ぼ
す
社
会
的
な
、
乃
無
道
徳
的
な
影
響
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
の

　
　
が
つ
ね
で
あ
る
。
し
か
し
象
徴
を
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
判
然
と
善
悪
の
別
を
つ
け
る
こ
と
は
映
画
や
墨
字
の
検
閲
と
同
じ
く
、
し
ば
し
ば

　
　
正
鴇
を
逸
す
る
こ
と
と
も
な
る
こ
と
に
違
い
な
い
。

　
　
　
唯
一
の
薩
接
に
適
用
さ
れ
得
る
評
価
の
方
法
は
、
実
は
私
が
こ
の
節
の
は
じ
め
の
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
と
断
わ
る
こ
と
な
し
に
、
や
っ
て

　
　
来
た
も
の
し
か
な
い
。
即
ち
象
徴
は
そ
れ
が
実
際
に
窮
極
的
真
実
在
を
証
し
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
用
い
る
人
に
と
っ
て
真
な
る
、

　
　
善
な
る
象
微
で
あ
る
、
と
い
う
全
く
実
用
的
な
評
価
の
規
準
を
用
い
る
仕
方
で
あ
る
。
実
際
、
象
徴
が
よ
り
完
全
に
働
け
ば
働
く
ほ
ど
、

　
　
そ
れ
は
そ
れ
だ
け
真
で
も
あ
り
善
で
も
あ
る
理
で
あ
っ
て
、
「
切
の
行
為
が
秘
蹟
の
意
味
を
も
つ
よ
う
な
充
実
し
た
象
徴
的
生
を
招
来
せ

　
　
し
め
う
る
象
徴
は
、
至
上
の
象
徴
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
そ
の
効
果
が
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
判
定
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
直

　
　
接
に
象
微
を
評
価
す
る
ど
の
よ
う
な
標
準
も
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
そ
の
象
徴
に
よ
っ
て
真
実
在
と
ふ
れ
得
た
人
に
は
、
そ
の
象
徴
が
真

　
　
で
あ
り
善
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
言
合
規
準
は
全
く
佃
人
的
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
し
か
し
そ
の
効
果
で
真
偽
誰
量
販
を
判
定
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
実
は
一
見
そ
う
見
え
る
程
に
簡
単
に
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
あ
る
。
と
い
う
の
は
実
用
的
立
場
に
立
っ
て
考
え
て
も
、
象
徴
が
象
徴
自
身
と
し
て
、
有
効
に
働
く
（
と
い
う
よ
り
象
徴
が
自
己
を
超
出

　
　
し
て
、
第
二
の
エ
デ
ン
の
楽
園
に
至
る
超
象
微
に
な
る
と
い
っ
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
）
の
は
、
そ
れ
の
真
と
か
善
と
か
が
積
極
的
に
判

　
　
っ
て
い
る
時
の
み
可
能
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
こ
と
は
そ
れ
で
は
「
ど
う
し
て
象
徴
が
消
滅
す
る
の
か
“
、
換
書
す
れ
ば
「
何
故
に
宗
教
は

　
　
亡
び
た
り
変
化
し
た
り
す
る
か
」
を
問
う
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
象
徴
が
滅
亡
す
る
の
は
、
そ
の
象
微
が
後
の
時
代
に
は
も
は
や
そ
の

　
　
世
界
に
適
切
な
も
の
で
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
旧
約
聖
書
の
、
神
が
「
七
日
に
し
て
世
界
を
翻
字
し
給
う
た
」
と
か
、
は
じ
め

　
　
に
「
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
を
創
り
給
う
た
」
と
か
「
神
が
そ
の
園
を
歩
み
給
う
た
」
と
か
い
う
創
世
記
の
物
語
は
、
今
β
の
科
学
的
世
界
観
を

船　
　
　
　
　
　
宗
教
的
象
徴
の
本
質
と
作
用
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3
　
有
す
る
人
間
に
は
、
も
は
や
実
際
上
か
か
わ
り
を
も
っ
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
科
学
時
代
の
人
間
は
科
学
の
齎
し
た
真
理
…
生

　
　
物
の
進
化
、
幾
十
億
光
年
の
距
離
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
幾
十
億
年
の
地
球
の
発
展
、
宇
宙
旅
行
等
々
の
問
題
に
関
心
を
有
し
て
い
る
。

　
　
だ
か
ら
こ
こ
に
は
問
接
的
に
せ
よ
、
象
徴
の
真
理
の
問
題
が
伏
在
し
て
い
る
。
創
世
記
の
物
語
は
、
そ
れ
が
史
実
を
伝
え
る
も
の
だ
と
す

　
　
る
と
、
準
ず
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
る
し
、
詩
的
表
現
で
あ
る
と
し
て
も
全
く
科
学
以
前
の
丈
化
構
造
の
動
向
の
う
ち
で
意
味
を
も
つ

　
　
も
の
で
あ
っ
て
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
は
適
切
な
か
か
わ
り
を
持
ち
得
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
旧
約
聖
書
の
象
徴
の
う
ち
に
は
、

　
　
今
同
わ
れ
わ
れ
に
、
道
徳
的
に
つ
い
て
行
け
な
い
も
の
も
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
野
蛮
で
む
ら
気
な
一
あ
る
人
が
儀
礼
を
行
わ
な
か
っ
た

　
　
り
、
他
の
宗
教
を
う
け
容
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
氏
族
や
民
族
の
全
体
を
罰
し
た
り
滅
亡
せ
し
め
た
り
す
る
i
神
を
み
と
め
る
こ
と
が

　
　
出
来
よ
う
か
？
　
人
身
御
供
を
要
求
す
る
南
米
の
イ
ン
カ
斑
族
の
神
の
如
き
も
の
を
、
ま
た
売
春
を
聖
な
る
儀
式
と
し
て
調
度
化
し
て
い

　
　
る
豊
作
の
た
め
の
農
耕
儀
礼
（
宗
教
）
を
是
認
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
か
？

　
　
　
と
も
か
く
わ
れ
わ
れ
の
用
い
る
象
徴
が
、
統
合
的
な
仕
方
で
表
現
さ
れ
、
ま
た
現
代
の
世
界
を
結
合
し
て
い
な
け
れ
ば
、
象
徴
は
有
用

　
　
で
な
く
な
り
、
象
徴
と
し
て
も
、
ぴ
っ
た
り
し
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
意
味
で
は
結
局
象
徴
と
難
も
、
論
理
的
、
道
徳
的
判

　
　
断
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
鵬
来
な
い
の
で
あ
る
1
勿
論
そ
の
判
断
は
そ
の
丈
化
全
体
と
の
関
係
の
中
で
き
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
単
独
に

　
　
直
接
的
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
に
し
て
も
。
と
い
う
の
は
た
と
え
間
接
的
に
せ
よ
偽
り
で
あ
り
、
悪
で
あ
る
と
断
定
せ
ら
れ
る
と
、
象

　
　
徴
は
わ
れ
わ
れ
が
用
い
て
い
て
も
、
そ
の
手
の
中
で
な
え
て
行
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
意
味
で
現
代
の
危
機
は
象
徴
の
危
機
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
伝
統
的
な
象
徴
の
体
系
は
、
現
代
人
の
心
を
延
え
る
こ
と
が
出

　
　
来
な
い
場
舎
が
多
い
。
そ
の
理
由
は
、
そ
れ
が
彼
等
の
心
に
も
は
や
切
実
に
訴
え
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
の
に
、
他
方
そ
れ
に
変
る
べ
き

　
　
新
し
い
象
徴
も
未
だ
生
じ
て
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
日
本
の
宗
教
社
会
学
者
の
う
ち
に
は
、
象
徴
は
実
際
上
ど
う
し
て
も
必
要
な
の
だ
か

　
　
ら
、
そ
れ
ら
が
知
的
根
拠
か
ら
は
適
切
な
も
の
で
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
猶
集
団
と
し
て
の
社
会
は
そ
れ
を
信
じ
る
こ
と
を
止
め
な
い
、

　
　
と
し
て
私
の
所
謂
象
徴
の
危
機
と
い
う
考
に
反
対
す
る
人
も
あ
る
。
し
か
し
私
と
し
て
は
わ
れ
わ
れ
は
今
や
実
際
象
徴
の
危
機
の
た
だ
中



に
い
る
も
の
だ
と
主
張
し
た
い
。
現
代
人
に
と
っ
て
過
去
の
象
徴
は
既
に
ぴ
っ
た
り
と
し
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
新
し
い
象
微

は
ま
だ
生
れ
て
こ
な
い
。
こ
ん
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
象
微
も
ひ
と
び
と
を
総
体
的
汎
通
塗
に
真
実
在
と
結
び
つ
け
る
の
で
は
な
い

の
に
、
あ
る
者
は
そ
れ
だ
け
の
価
値
の
な
い
不
適
切
な
（
宗
教
）
経
験
や
丈
化
の
項
謡
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
て
そ
れ
を
擬
似
宗
教
の
象

徴
に
し
た
て
る
こ
と
に
熱
中
し
、
他
の
者
は
ど
の
宗
教
を
も
信
じ
得
な
い
と
標
榜
す
る
。
実
際
現
代
の
世
界
で
は
こ
の
敦
れ
か
に
な
っ
て

了
う
人
が
非
常
に
多
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
こ
の
論
文
は
キ
ン
グ
教
授
の
昭
和
四
十
一
年
度
の
演
習
の
は
じ
め
に
講
義
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
を
、
岡
教
授
の
意
向
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
大
意
を
と

　
っ
て
自
由
な
形
で
邦
訳
に
移
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
原
稿
は
照
辺
元
先
生
の
追
悼
号
に
間
に
合
せ
る
た
め
に
、
丁
度
二
年
前
の
今
贋
当
時
危
篤

　
の
状
態
に
あ
っ
た
亡
父
の
看
護
の
傍
ら
に
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
そ
の
号
に
は
、
当
然
田
辺
元
先
生
の
宗
教
哲
学
に
関
す
る
一
文
を
草
す
べ
き
で

　
あ
っ
た
が
、
難
解
な
先
生
の
宗
教
誓
学
に
と
り
く
む
に
は
、
そ
の
時
は
あ
ま
り
に
困
難
な
事
情
に
あ
っ
た
。
そ
の
後
こ
の
稿
は
机
申
に
蔵
せ
ら
れ
た
ま

　
ま
に
今
臼
に
及
ん
だ
。
苦
し
い
日
々
の
思
い
出
も
い
ま
は
う
す
ら
い
で
、
な
つ
か
し
い
も
の
に
変
り
つ
つ
あ
る
。
私
と
し
て
は
、
も
う
す
こ
し
文
章
に

　
も
手
を
入
れ
た
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
は
ば
か
る
よ
う
な
気
持
に
押
さ
れ
て
二
年
前
の
ま
ま
の
も
の
を
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
。
　
（
昭
和
四
十
三
年

　
五
月
廿
入
臼
記
る
す
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
山
省
　
ヴ
ァ
ン
ダ
ビ
ル
ド
大
学
袖
　
学
部
、
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訳
者
　
京
都
大
学
文
学
都
〔
宗
教
学
〕
教
授
）
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