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一

　
　
　
プ
ロ
ク
ル
ス
に
よ
っ
て
の
み
伝
え
残
さ
れ
た
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
断
片
に
次
の
よ
う
な
語
句
が
あ
る
一
「
私
が
ど
こ
か
ら
始
め
る
べ

　
　
き
か
と
い
う
こ
と
は
私
に
と
っ
て
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
私
は
や
が
て
ま
た
そ
こ
へ
還
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
ら
」

　
　
（
囑
。
ヒ
噺
ヒ
鋤
似
装
駄
伽
q
寒
ぶ
い
篭
§
鉱
魅
建
立
為
飾
§
喰
霞
．
↓
臥
艶
N
幽
為
笥
無
沁
ミ
増
。
黛
淡
へ
陵
覇
魅
お
◎
勺
H
O
o
一
幻
ω
一
新
℃
⇔
穏
巳
．
刈
O
Q
O
v
日
①
l
H
曵
）
。
こ
の
言
葉
は
こ
れ
か

　
　
ら
こ
の
論
究
を
始
め
よ
う
と
す
る
我
々
に
と
っ
て
も
甚
だ
都
合
の
よ
い
語
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
だ
ち
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
と
っ
て
こ
れ

　
　
ほ
ど
よ
く
彼
の
思
想
の
群
発
を
の
み
で
な
く
、
彼
の
哲
学
の
全
体
を
表
示
す
る
も
の
は
な
い
こ
と
を
語
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
パ
ル

　
　
麗
日
デ
ス
に
と
っ
て
は
彼
の
出
発
点
は
や
が
て
は
彼
の
帰
り
来
る
べ
き
終
着
点
で
で
も
あ
っ
た
、
ど
こ
か
ら
始
め
て
も
よ
い
と
は
出
鱈
臼

　
　
に
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ど
こ
か
ら
初
め
て
も
つ
ま
り
は
そ
こ
へ
帰
着
す
べ
く
定
め
ら
れ
て
い
る
が
故
に
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
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ニ

ー05　
　
に
彼
は
も
の
を
全
体
と
し
て
見
よ
う
と
す
る
人
で
あ
っ
た
。
事
物
を
、
そ
の
様
々
な
容
相
に
於
い
て
で
は
な
く
、
そ
の
根
本
的
な
本
態
に

　
　
於
い
て
、
そ
の
移
り
ゆ
く
種
々
栢
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
そ
の
変
ら
ざ
る
実
体
に
於
い
て
把
握
せ
ん
と
す
る
人
で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て

　
　
世
の
様
々
な
る
容
態
は
ド
ク
サ
の
世
界
に
す
ぎ
ぬ
、
学
問
の
志
す
と
こ
ろ
の
ロ
ゴ
ス
の
世
界
で
な
い
の
み
で
な
く
、
世
の
常
の
様
態
を
語

　
　
ろ
う
と
す
る
エ
ポ
ス
の
世
界
で
さ
え
も
な
か
っ
た
。
前
事
世
紀
の
ア
ル
カ
イ
ク
時
代
に
於
い
て
彼
ほ
ど
徹
底
し
た
事
物
の
探
求
者
郊
ち
哲

　
　
学
者
の
名
に
値
す
る
人
は
稀
れ
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
し
か
し
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
そ
れ
ほ
ど
の
覚
悟
を
も
っ
て
語
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
果
し
て
何
で
あ
っ
た
か
。
人
に
よ
っ
て
は
こ

　
　
の
断
片
は
円
に
つ
い
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
円
の
ど
の
点
を
と
っ
て
も
そ
れ
は
娼
発
で
あ
る
と
同
時
に
帰
着
点
で
も
あ
る
こ
と
を
意
味

　
　
し
た
も
の
で
あ
る
と
論
う
が
、
（
勺
象
ぎ
い
勺
霞
ヨ
。
凝
滞
①
ω
一
韓
国
目
貫
嘗
σ
窺
①
顕
Φ
目
溢
①
窮
町
屋
冒
ぽ
壇
『
獅
。
冨
ω
ω
．
℃
ぽ
ざ
ざ
σ
q
b
っ
窃
ω
償
℃
喝
】
．
ω
’

　
　
q
9
）
　
プ
揖
ク
ル
ス
は
こ
の
断
片
を
デ
ィ
ル
ス
の
断
片
集
八
ノ
総
出
及
び
八
ノ
四
四
と
共
に
引
用
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
一
な
る
も
の

　
　
の
概
念
の
外
に
就
中
存
在
の
概
念
に
関
係
し
、
理
性
的
な
る
諸
二
藍
（
銭
蔵
逡
。
の
N
9
ξ
鷲
轡
）
を
意
味
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

　
　
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
た
と
え
プ
ロ
ク
ル
ス
が
意
識
的
に
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
引
用
し
た
の
で
は
な
い
と
し
て
も
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
そ
こ
か

　
　
ら
出
発
し
そ
こ
に
思
え
る
べ
き
も
の
は
門
存
在
」
で
あ
り
乃
至
は
存
在
の
概
念
で
あ
る
よ
り
外
に
は
な
い
こ
と
を
も
の
語
っ
て
い
る
。
な

　
　
ぜ
な
ら
事
物
は
何
も
の
で
も
あ
れ
、
何
ら
か
の
有
る
も
の
と
し
て
と
に
か
く
先
ず
存
在
し
そ
し
て
事
物
が
何
も
の
か
で
あ
り
如
何
に
転
変

　
　
す
る
と
し
て
も
遂
に
何
ら
か
の
存
在
と
し
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
我
々
は
「
存
在
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
い
そ

　
　
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
択
為
百
工
噺
謁
へ
N
ら
ミ
N
傷
℃
o
寓
℃
N
、
触
。
℃
唖
染
染
ハ
℃
黛
♪
歩
板
鋤
α
q
ゆ
く
淵
　
H
）
。
「
な
ぜ
な
ら
存
在
は
存
在
し
非
存
在
は
存
在
し
な

　
　
い
の
で
あ
る
か
ら
〕
。
「
こ
の
こ
と
を
よ
く
熟
考
す
る
よ
う
に
私
は
汝
に
命
ず
る
。
そ
れ
が
汝
に
警
嘉
す
る
、
研
究
の
第
一
の
道
で
あ
る
の

　
　
で
あ
る
か
ら
扁
。
人
間
は
一
一
つ
の
頭
を
も
ち
（
り
し
ミ
鳶
為
優
℃
o
馬
）
そ
れ
故
に
迷
う
。
迷
え
る
心
を
そ
の
胸
に
も
つ
が
故
に
人
間
は
聾
と
な
り
盲
目

　
　
で
あ
り
判
断
を
失
っ
た
や
か
ら
と
な
り
、
存
在
と
非
存
在
と
を
同
一
視
す
る
者
共
に
堕
す
る
、
そ
の
よ
う
な
者
共
に
と
っ
て
は
凡
て
の
も

　
　
の
は
凡
て
に
於
い
て
さ
か
し
ま
な
道
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
i
人
々
は
こ
の
よ
う
な
研
究
の
道
か
ら
心
し
て
遠
ざ
か
る
べ
き
で
あ
る
。



　
　
　
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
と
っ
て
は
そ
れ
故
に
研
究
の
道
は
た
だ
　
つ
し
か
な
い
、
女
神
に
導
か
れ
て
真
理
の
門
の
戸
口
に
達
し
た
と
き
、
そ

　
　
こ
に
は
た
だ
一
つ
の
門
が
開
か
れ
、
他
の
一
つ
は
固
く
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。
開
か
れ
た
門
は
存
在
が
存
在
す
る
と
い
う
一
筋
の
道
侭
通
じ
、

　
　
進
む
も
退
く
も
こ
の
途
よ
り
外
に
は
な
か
っ
た
。
存
在
し
な
い
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
考
え
る
こ
と
さ

　
　
え
も
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
は
考
え
ら
る
べ
き
も
の
が
先
ず
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ

　
　
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
「
考
え
る
と
い
う
こ
と
と
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
も
の
の
存
在
と
は
～
つ
の
同
一
の
事
が
ら
で
あ
る
」
（
鑓
聴
轡
動
、
鋒
糺

　
　
ヒ
濠
ぎ
鼠
養
～
。
警
雲
楚
響
q
へ
愚
譲
聖
誕
鑓
σ
q
’
＜
目
押
G
。
腿
）
と
い
う
有
名
な
断
片
が
我
々
に
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
語
句
に
つ
い

　
　
て
は
古
来
種
々
な
解
釈
が
あ
り
、
語
学
的
に
も
図
上
を
う
る
こ
と
は
頗
る
困
難
の
よ
う
で
あ
る
。
先
ず
古
く
は
シ
ム
プ
リ
キ
ウ
ス
の
注

　
　
（
ω
冒
冨
。
ご
。
。
Ψ
℃
ξ
。
・
．
。
。
メ
ド
刈
∴
。
。
）
　
が
あ
っ
て
「
考
え
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
が
目
ざ
す
と
こ
ろ
の
も
の
と
は
同
一
で
あ
る
（
o
＆
吋
曾

　
　
漂
〔
～
繋
“
ゆ
ヒ
8
鋤
警
8
ψ
吸
象
へ
亀
ξ
葛
℃
急
ぎ
の
轡
＆
8
q
っ
）
と
い
う
解
釈
に
倣
っ
て
、
デ
ィ
ル
ス
は
「
思
惟
と
そ
の
日
的
と
は
一
つ
で
あ

　
　
る
」
（
U
¢
鑛
犀
Φ
質
鶉
円
宗
匙
O
の
○
①
岱
⇔
⇔
押
①
コ
ω
N
δ
一
冨
け
⑦
ぎ
μ
U
μ
飢
。
・
“
○
δ
舅
猫
α
q
ヨ
Φ
艮
O
鮎
①
桟
く
O
需
O
ξ
簿
津
霞
じ
づ
餌
づ
μ
H
・
ω
v
H
零
）

　
　
と
訳
し
た
。
し
か
し
こ
の
下
訳
も
頗
る
難
解
で
あ
り
、
第
一
に
関
係
代
名
詞
亀
駅
§
を
＆
＆
塾
〔
葵
と
同
一
視
し
て
よ
い
か
ど
う
か

　
　
が
闘
題
で
あ
ろ
う
。
タ
ラ
ン
は
そ
れ
を
次
の
点
か
ら
批
判
し
て
い
る
　
（
8
手
簿
ヨ
℃
錠
ヨ
①
鼠
創
霧
．
ワ
H
ト
っ
。
。
）
。
。
晋
舞
楚
を
銭
＆
弩
〔
養

　
　
と
岡
一
に
読
む
こ
と
は
シ
ム
プ
リ
キ
ウ
ス
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
解
釈
で
あ
っ
て
必
ず
し
も
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
宇
戸
思
を
得
た
も
の
で
は

　
　
な
い
。
デ
ィ
ル
ス
は
存
在
を
思
惟
の
肖
的
と
訳
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
思
惟
の
厨
ざ
す
と
こ
ろ
の
も
の
と
い
う
ほ
ど
の
嵐
恩
味
で
あ
る
と
し

　
　
て
も
存
在
は
必
ず
し
も
思
惟
の
臼
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
原
閃
［
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
　
。
警
影
壁
は
ホ
メ
ロ
ス
に
於
て
も
そ
う
で
あ

　
　
つ
た
よ
う
に
（
O
『
鑓
簿
第
ぎ
ρ
○
箪
旨
き
巴
村
①
類
。
鱒
卿
δ
¢
ρ
H
H
℃
‘
b
っ
④
O
i
ト
っ
Φ
H
）
む
し
ろ
警
へ
と
同
様
に
読
む
べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
こ

　
　
の
断
片
は
慣
考
え
る
と
い
う
こ
と
と
そ
う
い
う
思
惟
が
存
在
す
る
こ
と
と
同
一
で
あ
る
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
解

　
　
釈
す
る
と
そ
れ
は
専
ら
思
惟
の
存
在
を
主
張
す
る
も
の
と
な
り
、
考
え
る
こ
と
と
考
え
る
と
い
う
事
実
と
岡
一
で
あ
る
と
い
う
自
明
の
理

　
　
を
言
表
わ
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
と
っ
て
も
余
り
に
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
解
釈
で
あ
る
と
い
わ

115
　
　
　
　
　
　
駕
三
あ
譲
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
囚

12
5
　
ね
ば
な
る
ま
い
。
。
警
巽
楚
を
警
へ
と
同
意
語
に
と
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
し
て
も
そ
れ
は
単
な
る
跨
象
で
は
な
く
そ
れ
以
上
の
何
も

　
　
の
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
タ
ラ
ン
は
こ
の
断
片
を
↓
o
静
ぎ
犀
陣
ω
①
ぬ
鼠
く
巴
Φ
簿
8
件
び
ぎ
犀
ぎ
σ
q
夢
象
夢
①
o
げ
冨
。
酔
。
臨
夢
〇
二
σ
q
ぽ

　
　
Φ
臨
ω
冨
（
o
》
鼠
ρ
℃
・
旨
ω
）
　
と
訳
し
て
い
る
が
、
そ
の
意
は
次
の
如
く
で
あ
ろ
う
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
い
う
「
思
惟
し
と
は
考
え
る
と

　
　
い
う
事
実
の
存
在
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
即
ち
思
惟
の
対
象
の
存
在
を
い
う
の
で
あ
る
。
考

　
　
え
る
と
い
う
の
は
考
え
る
と
い
う
事
実
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
考
え
る
こ
と
は
た
し
か
に
一
つ
の
存
在
で
あ
る
が
、
こ
の
点
か
ら
思
惟
と

　
　
存
在
と
の
一
致
を
云
為
す
る
の
は
余
り
に
お
と
な
げ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
σ
振
わ
ん
と
す
る
所
は
考
え
る
こ
と
と
そ
れ
に

　
　
つ
い
て
考
え
る
対
象
の
存
在
と
が
一
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
考
え
る
と
い
う
作
用
の
存
在
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
こ
そ
彼
は
軌
ミ
を
用

　
　
い
ず
し
て
亀
濠
蔦
℃
を
用
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
明
か
に
銭
＆
轡
農
黛
で
あ
っ
て
、
デ
ィ
ル
ス
の
解
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
翼
的
と

　
　
し
て
で
は
な
い
に
し
て
も
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
と
こ
ろ
も
の
、
即
ち
思
憔
の
対
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
こ
の
断

　
　
片
は
「
考
え
る
こ
と
と
そ
の
対
象
の
存
在
と
が
一
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
タ
ラ
ン
の
説
で
あ
り
、
恐
ら
寮
そ

　
　
れ
は
最
も
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
真
意
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
唯
そ
う
い
う
作
用
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
で

　
　
は
な
い
、
考
え
る
の
は
何
か
を
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
何
ご
と
か
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
何
も
の
を
も
考
え
な
い
考
え
と
い
う

　
　
の
は
自
己
矛
盾
で
あ
る
の
み
で
な
く
事
実
と
し
て
あ
り
得
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
考
え
る
作
用
に
対
「
し
て
は
何
も
の
か
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
そ
れ
は
作
用
と
は
異
っ
た
要
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
考
え
る
こ
と
に
対
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
考
え
る
と
は
そ

　
　
れ
に
つ
い
て
（
　
噂
　
　
　
q
◎
q
　
　
『
り
℃
傷
、
執
黛
）
考
え
る
の
で
あ
る
。
思
惟
の
存
在
は
こ
の
何
も
の
か
を
前
提
す
る
こ
と
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
故

　
　
に
思
惟
が
存
在
す
る
の
は
こ
の
対
象
の
存
在
す
る
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
、
…
否
一
歩
を
す
す
め
て
い
え
ば
「
考
え
る
こ
と
と
そ
れ
に

　
　
つ
い
て
考
え
る
対
象
の
存
在
す
る
こ
と
は
同
～
で
あ
る
篇
と
い
う
の
が
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
真
意
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
解
釈
は

　
　
著
し
く
現
象
学
的
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
非
難
さ
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
断
片
の
之
に
続
く
次
の
言
葉
が
以
上
の
理

　
　
解
を
支
え
て
く
耽
る
の
で
あ
る
。
窪
く
「
な
ぜ
な
ら
そ
れ
に
於
い
て
書
表
さ
る
べ
き
存
在
な
し
に
は
汝
は
思
惟
と
い
う
も
の
を
見
出
し
得



　
　
ぬ
で
あ
ろ
う
か
ら
偏
（
。
ミ
書
替
e
慧
＆
§
の
v
伽
℃
艶
勇
奮
§
烹
§
伽
q
§
’
応
ざ
貧
へ
の
銭
§
セ
Q
嘘
鑓
鱗
爵
ω
α
）
。
但
し
こ
こ
に
於

　
　
い
て
も
趨
息
黛
門
§
烹
ヒ
電
貯
臥
℃
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
デ
ィ
ル
ス
は
向
暑
贈
§
を
轡
◎
黛
激
§
と
同
一
の
意
味
に
と
っ
て
、
存
在

　
　
は
言
葉
の
中
に
言
表
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
リ
ア
ル
と
な
る
と
解
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
当
を
得
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

　
　
う
。
む
し
ろ
存
在
は
考
え
る
こ
と
の
対
象
と
し
て
あ
り
、
考
え
る
と
い
う
の
は
何
も
の
か
を
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
有
る
と
い
う
の
は
考

　
　
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
以
上
の
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
こ
の
断
片
は
単
に
漠
然
と
し
て
存

　
　
在
と
思
惟
と
の
岡
一
性
を
主
張
し
た
も
の
で
は
な
く
、
考
え
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
も
の
の
存
在
す
る
こ
と
と
が
隅

　
　
一
で
あ
る
こ
と
を
、
延
い
て
は
存
在
す
る
こ
と
と
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
と
解
釈
し
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
の
が
存
在
す
る
と
は
そ
の
も
の
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
蒔
に
そ
の
よ
う
に
考

　
　
え
る
こ
と
は
も
の
が
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
存
在
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
存

　
　
在
し
得
な
い
ど
と
も
に
、
考
え
る
こ
と
は
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
も
の
の
存
在
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
か
く
し
て
存
在
す
る
こ
と
と

　
　
考
え
る
こ
と
が
一
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
存
在
と
は
た
だ
現
に
そ
こ
に
そ
う
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
が
そ
の
も
の
と
し
て
自
己
圃
一
性
を
た
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
　
涛
⑦
巴
騨
鋒

　
　
と
は
H
山
①
導
課
9
、
叶
で
あ
る
に
外
な
ら
な
か
っ
た
、
自
己
負
心
性
と
は
自
己
が
有
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
よ
り
は
有
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
よ
う

　
　
に
で
は
な
く
ま
さ
に
こ
の
よ
う
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
国
×
翼
①
コ
8
は
。
辱
臨
ω
富
器
で
あ
り
、
ど
こ
か
ら
か
由
っ
て
来
る
べ
き

　
　
も
の
で
あ
り
、
何
も
の
か
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
べ
く
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
に
も
拘
ら
ず
も
の
は
も
の
と
し
て
あ
る
こ
と
に
よ
っ

　
　
て
そ
れ
自
ら
に
有
る
も
の
と
な
る
。
パ
ル
メ
ユ
デ
ス
の
存
在
は
凡
ゆ
る
存
在
の
仕
方
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も

　
　
拘
ら
ず
事
物
は
自
己
醐
閲
一
性
を
も
つ
こ
と
な
し
に
は
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
事
物
に
つ
い
て
自
己
同
一
性
を
確
立
す
る
も

　
　
の
は
思
惟
で
あ
る
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
考
え
る
と
は
た
だ
作
用
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
何
も
の
か
を
考
え
る
作
用
で
あ
り
何
も
の
か
に

　
　
つ
い
て
何
ご
と
か
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
事
物
は
考
え
ら
れ
た
事
物
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
同
一
性
を
確
保
し
そ
し
て
存
在
す
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二

　
以
上
の
如
く
パ
ル
冥
府
デ
ス
に
於
い
て
は
「
も
の
」
は
ま
ず
漁
る
も
の
と
し
て
規
定
せ
ら
れ
、
彫
る
も
の
は
必
ず
有
る
も
の
と
し
て
捉

え
ら
れ
た
。
有
る
こ
と
な
き
も
の
は
何
も
の
で
も
な
く
、
従
っ
て
何
も
の
と
も
考
え
ら
れ
得
な
い
。
探
求
の
道
は
も
の
を
有
る
も
の
と
し

て
把
握
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
故
に
存
在
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
出
発
で
あ
り
、
そ
し
て
凡
て
の
も
の
は
存
在
で
あ
る
べ
き

が
故
に
我
々
の
帰
着
す
る
と
こ
ろ
も
ま
た
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
存
在
は
真
理
の
探
求
に
嶺
っ
て
出
発
で
あ
る
と
と
も
に
帰

着
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
の
を
「
全
体
」
と
し
て
、
又
は
コ
な
る
も
の
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
り
、

プ
ラ
ト
ン
の
パ
ル
南
無
デ
ス
観
も
そ
こ
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
（
〔
）
ゲ
㊦
同
ゆ
一
ω
q
9
）
、
し
か
し
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
立
場
は
決
し
て
コ
な
る
も

の
」
に
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
先
ず
「
存
在
」
に
置
か
れ
て
い
た
。
＆
警
よ
り
も
↓
ミ
§
を
重
視
す
る
こ
と
は
プ
ラ
ト
ン
を
へ
て
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
歪
る
新
プ
ラ
ト
ン
派
の
解
釈
に
外
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
テ
・
万
フ
ラ
ス
ト
ス
の
解
釈
…
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
存
在
は
物

質
的
で
あ
る
と
い
う
の
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
解
釈
を
う
け
つ
い
だ
も
の
で
あ
っ
て
必
ず
し
も
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
つ
い
て
の
正
当
な
る
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

解
と
は
い
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
と
っ
て
は
も
の
は
必
ず
し
も
「
物
」
で
は
な
い
、
そ
れ
は
物
で
あ
る
よ
り
も
、
或
は
物
で

あ
る
前
に
既
に
「
有
る
も
の
扁
で
あ
り
、
撃
ち
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
の
を
物
質
的
に
見
る
こ
と
は
む
し
ろ
メ
リ
ッ
ス
ス

（
ζ
①
｝
一
ω
ω
＝
ω
）
に
帰
せ
ら
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
物
と
老
と
を
通
じ
て
あ
ら
わ
れ
る
あ
ら
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
も
の
の
有
る
こ
と
が
、
即
ち
も
の
の
も
の
た
る
所
以
を
な
す
こ
と
が
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　
紀
元
前
五
世
紀
の
頃
に
於
い
て
こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
立
場
に
立
っ
た
と
い
う
の
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
ミ
レ
ト
ス
を
中
心
と
す

る
多
く
の
自
然
哲
学
者
の
間
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
主
張
の
な
さ
れ
た
こ
と
は
さ
ら
に
瞠
醸
に
値
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
或
は
水
を
以
て

（
6
｝
蜀
一
①
。
陰
）
或
は
空
気
を
（
》
奉
抵
ヨ
2
話
。
。
）
、
又
は
火
を
以
て
、
（
麟
二
毛
江
①
坤
8
ω
）
宇
宙
の
本
体
と
し
た
人
々
の
間
に
あ
っ
て
水
と
い
え
．



　
　
ど
も
一
つ
の
も
の
で
あ
り
火
と
い
っ
て
も
或
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
凡
て
は
有
る
も
の
で
あ
り
、
即
ち
存
在
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
霊
晒
し

　
　
た
の
は
何
と
い
う
徹
底
さ
で
あ
ろ
う
。
水
と
い
っ
て
も
そ
の
他
に
火
が
あ
り
、
そ
れ
故
に
火
や
水
や
空
気
や
土
を
合
せ
て
宇
宙
の
元
素
と

　
　
す
る
こ
と
は
　
（
閃
露
鷺
山
。
巳
霧
）
常
識
あ
る
人
の
折
衷
に
す
ぎ
な
か
ろ
う
。
こ
れ
ら
が
何
故
に
四
に
限
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
の
理
由
を
見

　
　
出
し
得
ぬ
か
ら
し
て
無
限
に
多
く
の
ア
ト
ム
を
設
定
す
る
こ
と
も
（
H
）
①
憾
P
O
O
同
同
け
O
ω
）
要
す
る
に
此
の
種
の
思
想
の
延
長
で
あ
る
に
し
か
す

　
　
ぎ
な
い
。
哲
学
の
立
場
は
こ
れ
ら
の
素
朴
を
打
破
し
常
識
を
越
え
る
と
こ
ろ
に
初
め
て
見
出
さ
れ
得
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
於
い
て
哲
学

　
　
者
の
名
に
値
す
る
最
初
の
人
は
エ
レ
ア
の
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
で
あ
り
、
又
は
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
爾
来
た
え
ず
哲
学
の
中
心
問
題
と
な
つ

　
　
た
「
存
在
」
の
学
は
彼
に
よ
っ
て
初
め
て
発
見
せ
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
我
々
は
そ
れ
に
つ
づ
い
て
直
ち
に
問
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
て
然
ら
ば
存
在
と
は
何
で
あ
る
か
、
存
在
と
は
有
る
こ
と
で

　
　
あ
る
が
、
あ
る
も
の
の
有
る
こ
と
と
は
果
し
て
何
で
あ
る
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
は
パ
ル
メ
一
｛
デ
ス
か
ら
は
何
ら
の
答
え
も
き
く
こ
と

　
　
が
で
き
な
い
。
存
在
は
彼
に
よ
っ
て
発
見
せ
ら
れ
た
が
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
は
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
よ
っ
て
あ
か
ら
さ
ま
に
は
語
ら
れ
な
か

　
　
つ
た
。
し
か
し
我
々
は
当
然
彼
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
一
つ
の
答
え
を
先
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
門
存
在
と
は
存
在

　
　
で
あ
る
」
と
い
う
答
え
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
我
々
の
臆
測
で
は
な
く
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
立
場
か
ら
は
当
然
に
答
え
ら
れ
る
べ
き
も
の

　
　
で
あ
り
、
最
も
徹
底
的
な
彼
の
立
場
か
ら
は
こ
れ
よ
り
外
に
答
え
よ
う
も
な
い
筈
で
あ
る
。
も
の
を
他
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ

　
　
自
ら
と
し
て
、
そ
れ
自
ら
に
よ
っ
て
答
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
よ
う
に
箸
え
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
存
在
と
は
何
で
あ
る
か
、
存
在
と
は
存
在
で
あ
る
。
世
に
こ
れ
ほ
ど
明
蜥
に
し
て
当
然
な
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
余
り
に
朔

　
　
晰
で
あ
る
が
故
に
殆
ど
自
明
的
で
あ
り
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
奮
え
ら
れ
て
も
殆
ど
何
ご
と
も
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
と

　
　
等
し
い
、
そ
れ
は
単
な
る
語
の
反
復
に
す
ぎ
ぬ
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
答
え
の
堂
々
さ
に
比
例
し
て
何
と
い
う
空
し
さ
で
あ
ろ
う
、

　
　
撮
の
潮
笑
を
う
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
然
し
こ
の
答
は
単
な
る
言
語
の
反
復
で
は
な
く
況
ん
や
無
意
味
な
空
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ

　
　
れ
は
ま
さ
に
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
立
場
に
ふ
さ
わ
し
く
、
そ
れ
故
に
彼
の
思
想
を
正
し
く
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
最
初
に
引
用
さ
れ
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た
彼
の
語
句
…
即
ち
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
と
こ
ろ
に
常
に
還
っ
て
く
る
と
い
う
彼
の
耳
鳴
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
存

　
　
在
の
概
念
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
畠
発
で
あ
る
と
と
も
に
帰
着
で
も
あ
る
。
存
在
と
は
何
で
あ
る
か
は
要
す
る
に
存
在
に
よ
っ
て
、
そ
の
中

　
　
に
そ
れ
自
ら
に
於
い
て
答
え
ら
れ
る
よ
り
外
に
は
な
い
。
存
在
は
存
在
で
あ
る
、
一
か
く
考
え
か
く
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
存
在
は

　
　
そ
れ
自
ら
と
し
て
定
義
せ
ら
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
の
み
で
は
な
い
、
こ
の
命
題
は
論
理
の
最
初
に
し
て
第
一
な
る
原
理
で
で
も
あ
っ
た
。
　
「
存
在
は
存
在
で
あ
る
㎏
と
い
う
の
は
A

　
　
は
A
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
即
ち
國
一
の
原
理
（
貯
芝
○
臨
H
儀
Φ
艮
陣
《
）
を
　
肥
馬
表
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
同
一
の
原
理

　
　
は
人
間
の
販
推
の
第
一
に
し
て
最
初
な
る
方
則
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
故
に
論
理
の
第
一
原
則
を
な
す
。
思
惟
の
法
則
が
即
ち
論
理
で
あ

　
　
る
と
す
れ
ば
論
理
的
な
る
も
の
を
発
見
し
た
最
初
の
入
は
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
第
一
の
発
見
は

　
　
門
存
在
」
で
あ
る
が
存
在
と
は
単
な
る
概
念
で
は
な
く
、
も
の
が
有
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
有
る
と
は
そ
こ
に
現
に
有
る
こ
と
で
あ
る

　
　
が
、
或
る
も
の
の
有
る
こ
と
は
単
に
物
の
現
存
を
認
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
も
の
の
、
そ
の
よ
う
に
有
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
で

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
存
在
は
単
に
も
の
の
属
性
で
は
な
く
も
の
の
解
明
で
あ
る
。
も
の
は
或
る
も
の
と
し
て
有
り
、
何
も
の
か
と
し
て
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
明
せ
ら
れ
、
有
る
こ
と
が
或
る
も
の
を
開
示
す
る
の
で
あ
る
。
こ
と
と
は
事
柄
で
あ
り
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
物
は
有
る
も
の
と
な
り
乃
釜

　
　
は
或
る
も
の
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
実
体
で
な
く
コ
ブ
ラ
で
あ
り
有
る
こ
と
に
よ
っ
て
或
る
も
の
は
一
つ
の
も
の
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
り
得
る
の
で
あ
る
。
も
の
に
こ
と
を
加
え
た
む
の
が
即
ち
事
物
で
あ
っ
た
。
事
物
は
単
な
る
○
ぎ
σ
q
で
は
な
く
ω
鶯
。
げ
①
で
あ
り
日
簿
ω
卑

　
　
。
げ
Φ
で
あ
り
ω
⇔
o
｝
署
①
二
巴
け
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
が
存
在
と
し
て
取
扱
う
の
は
専
ら
に
し
て
こ
の
事
物
で
あ
る
。
人
々
が
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
き
た
る
も
の
と
し
て
交
渉
す
る
の
は
ひ
た
す
ら
に
こ
の
意
味
の
「
事
物
」
即
ち
も
の
に
し
て
こ
と
で
あ
り
、
事
に
し
て
物
で
あ
る
と
こ
ろ

　
　
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
が
事
物
を
知
る
の
は
外
界
に
存
在
す
る
物
を
と
り
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
事
物
に
つ
い
て
そ
れ
が

　
　
何
で
あ
る
か
を
知
る
の
で
あ
る
。
事
物
は
そ
れ
自
ら
一
つ
の
も
の
で
あ
る
が
事
物
に
つ
い
て
そ
の
何
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
即
ち
そ
れ

　
　
を
認
識
す
る
所
以
で
あ
る
。
細
る
も
の
が
有
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
即
ち
そ
れ
を
知
る
所
以
で
あ
っ
た
。
存
在
が



　
　
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
故
に
事
物
が
我
々
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
即
ち
論
理
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
の
で
あ

　
　
る
。
そ
れ
は
単
に
語
の
反
復
で
は
な
く
、
況
ん
や
無
意
味
な
繰
言
で
は
な
い
、
そ
れ
は
ま
さ
に
認
識
の
第
一
歩
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
思
惟
の

　
　
第
一
原
則
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
彪
露
な
論
理
学
の
歴
史
を
書
い
た
。
フ
ラ
ン
ト
ル
も
論
理
学
の
最
初
の
建
設
者
と
し
て
パ
ル
メ
ニ
デ
ス

　
　
及
び
エ
レ
ア
の
学
徒
を
掲
げ
て
い
る
（
℃
鑓
凸
角
甲
○
①
ω
。
謀
。
ぼ
Φ
伽
。
旧
い
。
α
Q
一
搾
じ
d
g
H
．
）
。
ま
こ
と
に
論
理
学
の
名
に
値
す
る
も
の
は
エ

　
　
レ
ア
学
派
に
よ
っ
て
拓
か
れ
た
と
い
っ
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
派
の
発
展
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
明
か
に

　
　
せ
ら
れ
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
直
接
の
弟
子
は
ヅ
ェ
ー
ノ
ン
（
N
①
雛
○
昌
）
で
あ
っ
た
。
彼
は
誰
弁
論
の
創
始
者
で
あ
り
運
動
を
徹
底
的
に
否
定
し
た
人

　
　
で
あ
る
が
そ
の
論
拠
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
、
運
動
と
は
も
の
が
蒙
る
所
に
有
っ
て
同
時
に
無
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
運
動
は

　
　
存
在
と
非
存
在
と
の
二
つ
に
よ
っ
て
成
立
す
る
、
そ
し
て
こ
れ
は
明
か
に
矛
盾
で
あ
る
。
エ
レ
ア
派
の
主
張
に
よ
れ
ば
存
在
は
存
在
し
、

　
　
存
在
し
な
い
も
の
は
存
在
し
な
い
（
同
一
の
原
理
）
。
し
か
る
に
運
動
は
存
在
す
る
と
共
に
（
同
時
に
）
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら

　
　
明
か
に
矛
脆
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
を
犯
す
こ
と
な
し
に
は
運
動
は
あ
り
得
ぬ
、
運
動
は
こ
の
矛
盾
を
含
む
が
故
に
論
理
的
に
は

　
　
成
立
し
な
い
、
そ
れ
故
に
運
動
は
な
い
。
1
こ
の
論
理
は
運
動
を
論
理
的
に
証
明
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
如
何
に
立
派
に

　
　
証
明
せ
ら
れ
て
も
依
然
と
し
て
水
は
流
れ
風
は
吹
く
。
こ
の
証
明
は
そ
れ
故
に
誰
弁
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
が
ヅ
ェ
ー
ノ
ン
に
於
い
て
見

　
　
出
し
そ
し
て
尊
重
す
る
の
は
こ
の
設
弁
で
は
な
く
、
矛
盾
の
原
則
で
あ
る
。
論
理
の
第
二
の
法
則
即
ち
矛
盾
律
は
ヅ
ェ
ー
ノ
ン
に
よ
っ
て

　
　
発
見
せ
ら
れ
た
、
そ
し
て
彼
が
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
直
接
の
弟
子
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
矛
盾
の
原
理
は
同
一
律
か
ら
直
ち
に
発
展
し
た
も
の

　
　
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
の
思
推
の
歴
史
に
於
い
て
一
つ
の
大
な
る
収
穫
で
あ
り
、
ヅ
ェ
…
ノ
ン
を
誰
弁
論
者
と
し
て

　
　
で
は
な
く
、
論
理
の
第
二
の
原
則
の
発
見
者
と
し
て
思
い
起
す
べ
き
こ
と
を
我
々
に
追
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歴
史
的
な
る
事
情
を

　
　
精
査
す
る
こ
と
な
し
に
も
、
こ
の
こ
と
だ
け
は
こ
こ
に
明
記
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
論
理
の
第
一
原
則
で
あ
る
同
～
律
は
パ
ル
事
解
デ

　
　
ス
に
よ
っ
て
、
第
二
の
矛
盾
律
は
ヅ
ェ
ー
ノ
ン
に
よ
っ
て
発
見
せ
ら
れ
た
こ
と
は
エ
レ
ア
学
派
が
論
理
学
に
対
し
て
如
何
に
大
な
る
答
与

π5
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5
　
を
な
し
た
か
を
十
分
に
語
る
も
の
で
あ
っ
て
、
恐
ら
く
そ
れ
は
存
在
の
概
念
の
発
見
と
並
ん
で
、
否
そ
れ
に
も
ま
し
て
大
な
る
勢
績
で
あ

　
　
る
と
い
っ
て
差
支
え
な
い
。
と
こ
ろ
で
論
理
の
第
三
法
則
、
即
ち
排
中
律
（
團
螢
♂
く
　
O
｛
　
閃
×
〇
一
⊆
餌
①
傷
　
鼠
一
下
匹
一
〇
）
は
何
の
時
代
に
揚
れ
に
よ
っ

　
　
て
発
見
せ
ら
れ
た
か
。
し
か
し
こ
の
第
三
法
則
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
中
に
屡
々
引
用
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
既
に
こ
の
時
代
に
は
よ
く
知

　
　
ら
れ
た
法
瑚
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
実
を
言
え
ば
こ
の
法
…
則
は
第
一
、
第
二
の
法
則
か
ら
自
ら
発
展
し
た
も
の
で
あ
り
、
特
別
に
薪

　
　
し
い
発
見
を
呼
称
す
る
ま
で
も
な
く
、
少
し
く
考
慮
を
め
ぐ
ら
せ
ば
容
易
に
繭
二
墨
字
か
ら
導
幽
し
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

　
　
そ
れ
故
に
之
を
単
な
る
派
生
的
な
も
の
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
そ
う
い
う
な
ら
ば
矛
盾
律
も
同
一
律
か
ら
派
生
さ
れ
た
も
の
で

　
　
あ
っ
て
事
情
は
同
様
な
の
で
あ
る
。
論
理
の
三
法
期
は
実
は
一
つ
の
原
理
で
あ
っ
て
互
に
関
連
し
、
一
か
ら
他
を
導
出
す
る
こ
と
は
論
理

　
　
の
当
然
で
あ
り
、
さ
し
て
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
か
ら
ヅ
ェ
…
ノ
ン
が
出
た
と
い
う
こ
と
も
歴
史
の
事
実
で
あ
る
の
み

　
　
で
な
く
論
理
の
必
然
で
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
彼
は
エ
レ
ア
学
派
の
忠
実
な
信
奉
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
霞
ら
矛
盾
律
を
表
面
に
押

　
し
出
し
た
と
も
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
第
三
の
排
中
律
は
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
に
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ

　
　
の
故
に
こ
れ
を
一
つ
の
原
理
と
し
て
打
立
て
る
こ
と
を
拒
む
理
由
と
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
　
論
理
の
根
本
的
な
原
則
は
同
一
律
と
矛
盾
律
と
排
中
律
と
の
三
者
に
よ
っ
て
一
応
は
完
成
し
た
、
そ
れ
は
恰
も
運
動
の
法
劉
と
し
て
三

　
　
つ
の
原
理
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
よ
っ
て
創
…
着
せ
ら
れ
た
こ
と
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
古
典
物
理
学
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
運
動
の
三
法
瑚

　
　
に
よ
っ
て
支
配
せ
ら
れ
た
よ
う
に
、
形
式
論
理
学
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
三
法
則
に
よ
っ
て
大
凡
大
成
せ
ら
れ
た
。
現
代
の
物
理
学
が
ニ

　
　
ュ
ー
ト
ン
の
法
則
に
よ
っ
て
十
分
に
成
立
し
得
な
い
よ
う
に
現
代
の
哲
学
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
式
論
理
学
の
み
で
は
満
足
さ
れ
得
な

　
　
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
古
典
物
理
学
な
し
に
は
現
代
物
理
学
が
生
れ
出
で
得
な
か
っ
た
よ
う
に
、
現
代
の
哲

　
学
も
形
式
論
理
学
を
見
失
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
現
代
の
哲
学
は
余
り
に
多
く
こ
の
こ
と
を
忘
れ
去
ら
ん
と
し
て
い
る
。

三



　
　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
は
殆
ど
完
成
し
た
組
織
を
も
っ
て
紀
元
前
の
遠
き
昔
か
ら
長
き
中
世
期
を
経
て
現
代
に
劉
る
ま
で
ヨ
ー
ロ

　
　
ッ
パ
の
思
想
界
を
支
配
し
て
来
た
。
否
そ
れ
は
蕾
に
欧
州
の
学
界
を
の
み
で
な
く
、
趣
く
も
人
皇
が
人
間
で
あ
る
限
り
、
東
西
や
年
代
の

　
　
区
別
に
拘
ら
ず
人
間
の
思
想
を
等
し
く
そ
し
て
遍
く
支
配
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
一
つ
の
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、

　
　
さ
ら
に
新
し
い
驚
き
を
加
え
る
こ
と
は
、
長
き
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
の
歴
史
を
通
じ
て
、
そ
れ
が
一
つ
の
独
自
の
誓
学
で
あ
り
、
思
想
の

　
　
歴
史
を
毒
す
べ
き
新
し
き
哲
学
の
立
場
を
創
始
し
た
人
又
は
時
代
は
大
凡
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
の
法
則
を
打
破
し
、
変
革
し
た
も
の

　
　
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
思
想
の
歴
史
に
対
す
る
私
の
見
方
で
あ
り
、
一
般
の
承
認
を
得
が
た
い
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
ぬ

　
　
が
、
少
く
と
も
学
問
の
方
法
と
し
て
の
論
理
に
関
係
し
て
は
そ
の
よ
う
な
見
方
が
許
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
期
待
せ
し
め
る
理
由
が

　
　
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
先
ず
第
一
法
鰯
か
ら
始
め
よ
う
。
同
一
律
は
A
は
A
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
う
で
あ
る
か
ら
し
て
A
の
存
在
が
確
保

　
　
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
A
の
何
た
る
か
を
開
進
し
得
る
も
の
で
は
な
い
、
高
々
そ
れ
の
有
す
る
こ
と
を
確
立
は
し
て
も
そ
の
何

　
　
で
あ
る
か
を
開
添
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
存
在
の
存
在
性
を
示
し
は
し
て
も
そ
の
具
体
性
を
開
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
論
理

　
　
的
に
言
っ
て
A
が
A
で
あ
る
こ
と
ほ
ど
明
蜥
で
あ
っ
て
誤
り
な
き
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
A
は
そ
れ
自
ら
で
あ
っ
て
他
の
も
の
で
は
な

　
　
く
、
そ
の
も
の
と
し
て
あ
っ
て
無
き
も
の
で
な
い
か
ら
し
て
そ
の
自
己
同
一
性
ほ
ど
自
明
的
な
も
の
は
な
い
。
存
在
と
は
何
で
あ
る
か
、

　
　
存
在
は
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ほ
ど
明
晰
な
も
の
は
な
い
。
し
か
し
賜
晦
に
し
て
判
明
な
る
も
の
は
必
ず
し
も
真
理
で
は
な
い
。
少
く

　
　
と
も
自
腸
的
な
も
の
は
必
ず
し
も
確
実
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
確
か
さ
は
論
理
的
に
で
は
あ
っ
て
も
真
実
に
で
は
な
い
。
間
違

　
　
な
い
と
い
う
こ
と
は
直
ち
に
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
A
が
A
で
あ
る
こ
と
は
単
に
語
の
繰
返
し
で
は
な
い
に

　
　
し
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
A
の
概
念
の
分
析
に
し
か
す
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
分
析
判
断
は
概
念
を
明
蜥
に
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
知

　
　
識
を
充
実
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
判
断
は
単
な
る
分
析
判
断
で
は
な
く
し
て
綜
合
判
断
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
i
か
く
言
え
ば

　
　
人
々
は
直
ち
に
カ
ン
ト
を
思
い
起
す
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
認
識
論
は
ま
さ
に
か
く
の
如
く
主
張
し
恰
も
そ
の
よ
う
な
哲
学
と
し
て
あ
っ
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た
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
学
説
が
認
識
論
で
あ
っ
て
単
な
る
論
理
学
で
な
い
こ
と
も
こ
の
所
に
理
由
を
も
っ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

　
　
論
理
学
は
長
き
中
世
期
を
へ
て
カ
ン
ト
に
到
る
ま
で
一
歩
も
進
歩
し
な
か
っ
た
一
た
と
え
一
歩
も
退
歩
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
…
…
そ

　
　
れ
が
カ
ン
ト
の
自
負
で
あ
っ
た
、
し
か
も
我
々
が
こ
の
自
負
を
率
直
に
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
は
以
上
の
理
由
か
ら
し
て
で
あ
っ
た
。
カ

　
　
ン
ト
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
形
式
論
理
学
を
批
判
し
て
ー
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
は
こ
こ
に
始
ま
る
1
一
つ
の
評
し
い
論
理
学
を

　
　
う
ち
立
て
た
、
そ
れ
が
先
験
的
論
理
学
（
6
銀
器
N
窪
瓢
①
簿
巴
①
ピ
。
σ
q
一
瞠
）
で
あ
る
こ
と
は
余
り
に
も
有
名
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
新
し
き

　
　
論
理
学
が
何
で
あ
り
、
何
を
論
理
学
の
歴
史
の
中
に
も
た
ら
し
た
か
は
周
密
に
研
究
せ
ら
る
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
先
験
的
論

　
　
理
学
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
的
立
場
の
一
つ
の
変
革
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
変
革
の
骨
子
は
第
一
法
則
の
批
判

　
　
に
出
発
す
る
こ
と
だ
け
は
た
し
か
に
明
書
し
得
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
変
革
で
は
な
く
況
ん
や
単
な
る
打
破
で
は
な
く
、

　
　
語
の
正
し
い
意
味
に
於
い
て
「
批
判
」
で
あ
っ
た
。
A
は
A
で
あ
る
と
い
う
同
一
律
は
正
し
く
確
か
で
さ
え
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
然
で
あ
っ

　
　
て
も
十
分
で
は
な
い
。
大
凡
も
の
の
成
立
は
必
要
に
し
て
且
つ
十
分
半
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
認
識
の
成
立
は
A
が
A
で
あ
る
と
い
う
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
A
が
B
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
澱
め
て
可
能
と
な
る
。
前
者
は
分
析
で
あ
る
が
後
者
は
綜
合
判
断
で
あ

　
　
る
。
認
識
は
先
験
的
に
し
て
綜
合
的
な
る
判
断
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
に
綜
合
的
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
先
験
的
と
い
う
点
に
カ
ン

　
　
ト
の
認
識
論
の
一
つ
の
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
が
、
　
6
錘
議
器
機
鳥
㊦
巨
蹴
と
い
う
の
は
依
然
と
し
て
形
容
詞
で
あ
っ
て
、
主
要
な
こ
と
は

　
　
「
綜
合
」
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
ω
葦
昏
⑦
鉱
ω
。
げ
と
は
判
断
の
一
つ
の
性
質
で
は
な
く
、
そ
の
本
質
と
見
る
べ
き
で
あ

　
　
ろ
う
。
判
断
は
そ
も
そ
も
綜
合
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
単
な
る
分
析
判
断
は
判
断
の
判
断
た
る
所
以
の
も
の
を
欠
い
て
い
る
。
判
断
は

　
　
綜
合
的
に
し
て
且
つ
ア
プ
リ
オ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
カ
ン
ト
の
「
純
理
批
判
」
は
こ
の
よ
う
な
判
断
が
如
何
に
し
て
成
立
し
、

　
　
何
故
に
可
能
で
あ
る
か
を
論
究
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
詳
論
は
後
に
譲
っ
て
先
ず
以
上
の
開
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
止
め
よ
う
。

　
　
　
論
理
の
第
二
法
則
を
逆
転
し
た
も
の
は
弁
証
法
的
論
理
（
同
）
｛
巴
①
聞
討
G
｝
δ
い
○
び
q
岸
）
で
あ
り
、
そ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
大
成
せ
ら
れ

　
　
た
こ
と
は
余
り
に
も
有
名
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
こ
に
「
逆
転
」
と
い
う
語
を
用
い
た
。
そ
れ
は
単
な
る
変
革
で
は
な
く
、
況
ん
や
「
批
判
」



　
　
で
は
な
く
、
ま
さ
に
逆
転
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
弁
証
法
的
論
理
と
は
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
の
性
格
、
構
造
、
就
中
そ
の
論
理
性
等
々
に
つ
い
て
は
ま
さ
に
我
々
の
研
究
す
べ
き
重
要
な

　
　
る
課
題
で
あ
る
が
、
先
ず
こ
の
序
論
の
予
想
と
し
て
次
の
如
く
規
定
し
て
か
か
ろ
う
。
そ
れ
は
形
式
論
理
の
第
二
法
曽
即
ち
矛
盾
律
を
逆

　
　
還
し
た
論
理
的
立
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
矛
盾
律
は
矛
盾
を
排
除
す
る
法
則
で
あ
り
、
矛
盾
の
あ
る
と
こ
ろ
に
真
理
は
成
立
し

　
　
な
い
、
そ
れ
が
真
で
あ
る
た
め
に
は
何
ら
の
矛
盾
を
許
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
形
式
論
理
に
お
け
る
矛
盾
律
は
正
し
く
無
矛
窟
の

　
　
原
理
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
弁
証
法
的
論
理
は
逆
に
矛
盾
を
許
容
す
る
の
み
で
な
く
、
却
っ
て
矛
盾
性
を
論
理
的
な
性
格
と
し
て
い
る
の

　
　
で
あ
る
。
存
在
と
非
存
在
と
は
矛
盾
す
る
が
故
に
こ
の
二
か
ら
な
る
「
運
動
」
は
エ
レ
ア
派
に
よ
っ
て
厳
し
く
排
斥
せ
ら
れ
た
。
し
か
る

　
　
に
こ
の
矛
盾
な
し
に
は
存
在
は
あ
り
得
ぬ
。
矛
盾
を
ふ
く
む
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
は
存
在
す
る
。
静
的
な
存
在
で
な
く
し
て
動
的
な
、
発

　
　
展
す
る
と
こ
ろ
の
存
在
と
な
る
。
そ
れ
が
運
動
で
あ
っ
た
。
存
在
を
静
的
な
存
在
と
し
て
見
る
か
運
動
と
し
て
と
ら
え
る
か
に
よ
っ
て
そ

　
　
れ
ら
を
支
持
す
る
論
理
が
根
本
的
に
異
ら
ざ
る
を
得
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
弁
証
法
が
運
動
の
論
理
で
あ
り
、
無
矛
盾
性
が
で
は
な

　
　
く
、
有
矛
盾
性
が
論
理
性
を
な
す
こ
と
は
む
し
ろ
初
歩
の
理
解
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
故
に
古
く
は
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
（
頃
①
窮
鉦
Φ
∵

　
　
8
の
）
が
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
対
抗
し
、
近
代
に
於
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は
カ
ン
ト
の
先
験
的
論
理
学
に
反
抗
す
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解

　
　
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
を
浅
薄
な
表
式
に
於
い
て
と
ら
え
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
序
論
の
問
題
性
を
開
示
す
る
も
の
と
し
て
少
く
と
も
大

　
　
な
る
誤
謬
に
陥
っ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
ヨ
ー
p
ヅ
パ
の
論
理
学
は
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
大
成
せ
ら
れ
、
そ
し
て
現
代
に
到
る
ま
で
そ
れ
以
外
に
ま
た
は
そ
れ
以
上
に

　
　
新
し
い
立
場
が
創
設
せ
ら
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
、
カ
ン
ト
の
先
験
的
論
理
を
第
一
の
論
理
学
と
言
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
へ
…
ゲ

　
　
ル
の
弁
証
法
論
理
は
第
二
の
論
理
学
と
名
づ
け
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
論
理
学
は
こ
の
二
者
に
よ
っ
て
果
成
せ
ら
れ
た

　
　
と
す
れ
ば
そ
の
外
に
、
又
は
そ
れ
以
上
に
新
し
き
立
場
は
今
の
所
見
出
す
に
由
な
い
よ
う
で
あ
る
。
少
く
と
も
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
は
至

　
　
難
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
断
言
す
る
こ
と
は
蕾
に
我
々
の
躍
意
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
の
立
場
が
同
一
律
の
批
判
で
あ
り
、

謝　
　
　
　
　
第
三
の
論
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
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5
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
は
矛
盾
律
の
逆
転
で
あ
る
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
せ
ら
れ
得
る
。
そ
れ
は
形
式
論
理
の
第
一
と
第
二
の
法
則
の
変

　
　
革
で
あ
り
、
単
に
偶
然
的
な
変
革
で
は
な
く
、
論
理
の
発
展
と
し
て
ま
さ
に
又
は
必
ず
然
る
べ
き
発
展
で
あ
っ
た
か
ら
し
て
で
あ
る
。
カ
ン

　
　
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
出
生
は
歴
史
的
事
実
と
し
て
は
偶
然
で
あ
る
か
し
れ
な
い
が
、
彼
等
の
作
り
あ
げ
た
哲
学
の
体
系
は
決
し
て
偶
然
的

　
　
な
学
説
で
は
な
か
っ
た
、
そ
れ
ら
が
醸
し
く
も
学
的
体
系
で
あ
る
か
ら
に
は
人
間
の
思
想
の
発
展
と
し
て
歴
史
上
に
確
乎
た
る
位
置
と
意

　
　
義
と
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
は
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
う
二
人
の
人
間
を
創
っ
た
が
、
彼
等
の
思
想
的
業
績
は
夫

　
　
重
な
る
画
人
に
特
有
な
る
所
産
で
あ
る
と
霧
隠
に
、
鳴
く
人
間
の
思
想
体
系
の
内
な
る
発
展
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
な
そ
れ
ら
は
次

　
　
次
な
る
発
展
（
図
巨
鼠
。
賦
§
σ
q
）
で
あ
る
よ
り
も
入
間
の
思
想
一
般
の
展
開
（
国
導
｛
巴
欝
嵩
α
q
）
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ

　
　
な
い
。
思
想
の
歴
史
の
発
展
は
た
だ
様
々
な
る
思
想
が
次
々
に
継
起
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
前
に
あ
っ
た
思
想
は
次
に
来
る
べ
き

　
　
思
想
の
前
駆
で
あ
り
、
次
に
生
れ
る
思
想
家
は
先
人
の
批
判
者
で
あ
る
と
共
に
そ
の
正
し
き
後
継
者
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
伝
承
者

　
　
は
常
に
批
判
に
先
き
立
た
れ
、
後
継
者
の
致
す
べ
き
は
却
っ
て
先
人
を
超
克
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら

　
　
ず
こ
れ
ら
を
貫
い
て
～
脈
の
通
ず
る
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
事
実
と
し
て
の
歴
史
に
と
っ
て
は
そ
の
よ
う
な
隠
さ
れ
た
存
在
（
屋
ω

　
　
餌
冨
。
o
昌
毎
）
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
愚
か
し
い
が
単
な
る
歴
史
で
は
な
く
歴
史
学
に
は
、
i
政
治
や
事
実
の
歴
史
に
で
は
な
く
思
想
の
歴
史

　
　
に
於
い
て
は
、
種
々
な
る
発
展
よ
り
も
一
つ
の
も
の
の
展
開
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
不
都
合
で
は
な
い
、
…
…
否
む
し
ろ
そ
う
で
あ
る
こ
と

　
　
が
正
し
く
、
必
然
で
あ
る
と
さ
え
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
東
洋
に
は
東
洋
の
思
想
が
あ
り
、
西
洋
に
は
勿
論
ギ
リ
シ
ア
か
ら
現
代
の
ア
メ

　
　
リ
カ
に
至
る
ま
で
の
多
く
の
思
想
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
体
系
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
国
土
と
世
代
と
に
於
い
て

　
多
様
に
一
実
に
複
雑
な
る
多
様
樵
に
於
い
て
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
を
有
す
る
の
み
で
な
く
諸
類
型
は
ま
た

　
　
～
つ
の
体
系
を
な
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
思
想
の
歴
史
と
い
っ
た
も
の
が
成
立
し
得
な
い
筈
で
あ
ろ
う
か
ら
。

　
人
聞
の
思
想
は
無
限
に
異
り
な
が
ら
等
し
く
人
闘
で
あ
る
か
ら
に
は
尚
何
ら
か
の
一
致
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け

　
　
れ
ば
人
々
が
互
に
異
る
と
い
う
こ
と
さ
え
も
理
解
し
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。
観
念
論
と
唯
物
論
と
は
そ
れ
な
ら
思
想
の
類
型
で
あ



　
　
る
。
こ
れ
ら
は
互
に
異
る
の
み
で
な
く
互
に
網
容
れ
ぬ
ま
で
に
反
対
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
汎
く
人
間
の
思
想
と
し
て
は

　
　
互
に
見
知
ら
ぬ
他
者
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
互
に
他
者
で
あ
る
こ
と
さ
え
尚
一
つ
の
も
の
の
体
系
の
中
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
く

　
　
と
も
こ
れ
ら
は
一
か
ら
他
な
る
も
の
へ
の
変
革
ま
た
は
発
展
で
あ
る
よ
り
も
一
な
る
も
の
の
種
々
な
る
展
開
で
あ
る
と
い
わ
る
べ
き
で
あ

　
　
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
論
理
の
三
法
則
は
こ
の
よ
う
な
　
な
る
も
の
の
展
桐
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
於
い
て
異
り
な
が
ら
尚
　
つ
の
原
説
の
展
開
に

　
　
外
な
ら
ぬ
が
、
人
間
の
思
想
の
発
展
は
意
外
に
も
こ
れ
ら
の
批
判
乃
至
は
反
逆
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
。
同
一
律
の
批
判
か
ら
出
発
し
た

　
　
も
の
は
カ
ン
ト
の
認
識
論
で
あ
る
が
、
矛
盾
律
の
逆
転
を
原
理
と
す
る
も
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
記
法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
第
三
の
排
中
律

　
　
を
逆
転
し
た
も
の
は
果
し
て
何
で
あ
る
か
、
寡
聞
に
し
て
そ
の
よ
う
な
哲
学
を
私
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
い
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
そ
の
よ
う
な
逆
転
を
敢
え
て
試
み
た
人
は
未
だ
か
つ
て
西
洋
哲
学
の
歴
史
の
中
に
発
見
し
得
ぬ
の
で
あ
る
。
齎
欧
の
哲
学
の
主
流
は
プ
ラ

　
　
ト
ン
か
ら
カ
ン
ト
に
剃
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
い
て
完
成
し
た
、
1
そ
う
見
る
の
が
私
の
兇
方
で
あ
る
よ
り
も
ヘ
ー
ゲ
ル
自
ら
に
そ
う
考

　
　
え
、
の
み
な
ら
ず
高
ら
か
に
自
負
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
に
何
の
哲
学
も
起
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
な
く
、

　
　
哲
学
の
新
し
い
立
場
は
矛
盾
律
の
逆
転
に
よ
っ
て
一
応
は
そ
の
任
務
が
終
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
な
か
っ
た
か
。
山
豆
に
は
か
ら
ん
や

　
　
そ
こ
に
は
未
だ
一
つ
の
残
さ
れ
た
立
場
が
あ
る
。
見
忘
れ
ら
れ
見
失
わ
れ
た
一
つ
の
哲
学
が
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
第
三
の
排
中

　
　
律
の
逆
転
に
よ
っ
て
ま
さ
に
起
る
べ
き
一
つ
の
新
し
い
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
故
に
ま
さ
に
第
三
の
論
理
と
よ
ば
る
べ
き
も
の
で
あ

　
　
つ
た
。
論
理
の
第
三
の
法
則
、
即
ち
豊
中
律
の
逆
転
を
土
台
と
す
る
が
故
に
そ
れ
は
ま
た
第
三
の
哲
学
と
も
名
づ
け
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
し
か
し
我
々
は
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
立
場
を
西
欧
の
い
っ
こ
又
は
何
の
時
代
に
於
て
も
見
事
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
却
っ
て
東
洋
の
、
殊

　
　
に
イ
ン
ト
の
大
乗
仏
教
に
於
い
て
、
就
中
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
教
学
に
つ
い
て
見
出
し
得
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
か
く
い
う
こ

　
　
と
が
何
を
意
味
す
る
か
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
主
張
が
果
し
て
許
さ
れ
得
る
か
ど
う
か
は
今
後
の
問
題
で
あ
る
が
、
た
だ
一
つ
今
に
し
て
確

　
　
呈
し
得
る
こ
と
は
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
思
想
の
原
則
た
る
論
理
学
の
体
系
が
完
成
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
西
洋
と
東
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洋
と
の
文
化
の
交
流
、
否
こ
の
面
取
が
夫
々
に
異
り
な
が
ら
し
か
も
一
つ
の
世
界
文
化
の
中
に
正
し
く
位
置
づ
け
ら
れ
、
相
依
っ
て
一
つ

　
　
の
統
一
的
文
化
を
構
成
し
得
る
こ
と
を
予
期
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
は
極
め
て
困
難
な
恐
ら
く
は
不
可
能
な
仕
事
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
尚
も
こ
の
影
面
を
す
て
き
れ
な
い
の
は
一
方
に
現
実
の

　
　
歴
史
的
事
情
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
原
理
的
に
も
人
間
の
思
想
の
体
系
、
即
ち
論
理
の
組
織
を
追
求
し
て
止
み
得
な
い
、
我
々

　
　
の
士
心
念
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
、
竜
谷
大
学
文
学
部
〔
哲
学
〕
教
授
）



TIE［E　OUTLINES　OF　T｝i｛E　MAIIN

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The　otttline　of　such　an　ai’ticle　as　aPPea」’s　in　7・nore　than　one　nufnber　of一　this

72」川州伽’is’o加9瓦・8・l　toget1～81’Zt，ith　the　last　instal〃lent（ゾ’tゐe　article．

The　tkird　logic

by　Tokurya　Yamauchi

　　Paymenides　w　as　the　first　philosopher　who　found　the　concept　of　Being

and　the　±’irst　law　of　loglc，　namely　the　law　of　ldentity．　The　Second　law　of

logic，　the　law　of　Contradiction，　is　to　be　attributed　to　his　disciple　Zeno．　We

do　not　1〈now　the　origin　of　the　third　law，　namely　the　law　of　the　Excluded

Middle　but　these　three　｝aws　were　said　to　be　only　ramifications　of　one　fund－

amental　principle　of　human　thinking　and　were　systematized　by　Aristotle．

　　According　to　my　opinion，　in　spite　of　the　splendid　development　of　Euro－

pean　philosophy，　new　standpoints　of　thought　have　always　originated　through

the　destruction　or　renovation　of　one　of　these　three　laws．

　　Kant　has　criticized　the　law　of　ldentity　and　established　his　transcenden－

tal　logic．　Dialectic　method　of　Hegel　w　as　just　the　reverse　way　of　the　think－

ing　of　the　law　of　Contradiction．

　　But　as　far　as　1　know　there　is　no　philosopher　inthe　long　history　of　Euro－

pean　thought　who　has　cenverted　the　law　of　Excluded　Middle．

　　To　iny　astonishment　this　great　enterprize　was　accomplished　by　the　lndian

philosopher　Nagarjuna．　ls　it　really　so　and　how　is　it　performed？　That　is　the

central　theme　of　this　essay．
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