
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
理
解
の
方
法
（
完
）

西
　
谷
　
敬

　
　
　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
「
宗
教
社
会
学
論
文
減
し
第
一
巻
の
垣
越
に
お
い
て
、
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
と
そ

　
　
れ
に
続
く
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
派
と
賛
本
主
義
の
精
神
」
の
二
論
文
は
、
宗
教
思
想
が
経
済
の
エ
…
ト
ス
を
形
成
す
る
方
向
に
働
い

　
　
た
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
世
界
宗
教
の
経
済
倫
理
」
の
諸
論
文
は
、
世
界
宗
教
と
経
済
、
更
に
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
層
の
諸
連
関
を
各
々
が
相
互
に
規
定
す
る
彌
に
従
っ
て
探
究
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
か
く
し
て
前
二
者
と
後
者
の
分
析
視
点

　
　
が
一
見
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
後
者
の
視
点
は
前
者
の
そ
れ
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く
、
後
者
は
前
者
を
禽
ん
だ
、

　
　
よ
り
広
い
視
点
に
立
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
は
そ
こ
で
、
宗
教
の
に
な
い
手
と
な
る
社
会
層
を
と
り
あ
げ
、
宗
教
と
経
済
の
は
て
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
か
ら
み
合
い
の
中
で
、
「
宗
教
の
実
践
倫
理
に
影
響
し
、
そ
の
特
性
を
測
印
し
た
社
会
層
の
生
活
態
度
に
方
向
を
与
え
た
諸
要
素
」
に
焦

　
　
点
を
あ
て
て
、
当
該
の
社
会
履
の
生
活
態
度
即
ち
組
織
化
さ
れ
た
行
為
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
か
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
。

　
　
こ
の
生
活
態
度
は
、
一
闘
に
お
い
て
そ
の
社
会
層
の
お
か
れ
て
い
た
社
会
的
、
政
治
的
、
経
済
的
、
文
化
的
状
況
に
基
づ
い
て
成
立
し
た

　
　
が
、
他
面
そ
の
社
会
層
の
受
け
容
れ
た
宗
教
思
想
に
よ
っ
て
も
彫
響
を
受
け
て
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
生
活
態
度
の
形
成
の
探
究
の

　
　
た
め
に
、
こ
れ
ら
両
繭
の
分
析
が
必
要
な
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
後
者
の
側
画
、
即
ち
宗
教
思
想
が
い
か
に
人
間
の
行
動
な
い
し
生
活

　
　
態
度
に
作
用
し
た
か
の
爾
に
焦
点
を
あ
て
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
あ
げ
た
「
宗
教
社
会
学
論
文
集
」
の
前
二
者
の
論
文
の
視
点
と
一
致

　
　
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
く
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
そ
こ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
歴
史
に
お
い
て
糊
思
想
崔
⑦
窪
』
が
い
か
な
る
仕
方
に
お

258　
　
　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
理
解
の
方
法
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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脇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
い
て
作
用
す
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」
が
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
な
る
。

　
　
　
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
の
毛
馬
達
、
た
と
え
ば
儒
者
、
仏
教
の
僧
侶
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
特
に
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
な
ど
に
お
い
て
、

　
　
「
克
己
」
の
態
度
は
宗
教
の
教
え
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
一
般
に
尊
璽
さ
れ
、
又
遵
守
さ
れ
て
い
る
の
が
常
で
あ
る
。
し
か
し
彼
等
が
同
様

　
　
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
態
度
の
「
根
拠
」
と
「
意
味
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
と
、
ヴ
ェ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
バ
ー
は
指
摘
す
る
。
た
と
え
ば
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
に
お
け
る
克
己
の
態
度
は
、
自
己
の
救
い
の
感
喜
の
た
め
に
、
被
造
物
と
し
て
の
人
閲
は
、

　
　
合
理
的
秩
序
と
方
法
に
従
っ
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
信
念
か
ら
生
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
儒
老
の
場
合
に
は
、
古
典
的
教
養

　
　
に
よ
っ
て
礼
儀
と
品
位
を
身
に
つ
け
た
人
間
が
、
一
般
大
衆
（
小
人
）
の
よ
う
に
右
往
左
往
す
る
こ
と
は
、
軽
蔑
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

　
　
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
態
度
が
結
果
す
る
。
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
に
お
い
て
、
儒
者
は
異
な
っ
た
動
…
機
か
ら
こ
の
態
度
を
と
る

　
　
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
方
法
論
的
に
は
、
本
論
文
e
で
分
析
し
た
説
明
的
理
解
の
問
題
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
こ
で
、
克
己
の

　
　
態
度
を
命
令
す
る
と
共
に
、
こ
れ
を
意
味
連
関
の
内
に
配
澱
す
る
も
の
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
倫
理
に
注
自
す
る
。

　
　
　
し
か
し
彼
は
、
類
似
し
た
倫
理
的
生
活
態
度
（
格
率
）
が
異
な
っ
た
教
義
的
基
礎
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
と
共
に
、
岡
じ
よ
う
な
教
説
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
あ
り
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
の
生
女
態
度
が
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
も
し
く
は
宗
派
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
宗

　
　
教
思
想
（
教
義
）
と
行
為
な
い
し
は
生
活
態
度
は
、
直
接
酌
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
し
、
又
そ
こ
に
一
義
的
関
係
も
見
出
さ
れ
な
い
の
で

　
　
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
生
活
態
度
の
解
明
の
た
め
に
、
倫
理
的
実
践
に
だ
け
注
録
し
て
、
「
倫
理
的
理
論
や
教
義
的
基
礎
を
全
く
無

　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
面
す
る
」
の
は
ま
ち
が
い
で
あ
る
と
彼
は
注
意
す
る
。
何
故
な
ら
生
活
態
度
に
「
倫
理
的
基
礎
や
支
柱
」
を
与
え
る
の
が
「
思
想
」
で
あ

　
　
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
宗
教
思
想
の
影
響
力
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
彼
の
考
え
て
い
る
思
想
は
、

　
　
宗
教
の
教
義
と
し
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
け
だ
し
宗
教
の
「
教
義
」
が
確
立
さ
れ
て
く
る
と
は
、
「
合

　
　
理
的
宗
教
的
思
想
体
系
」
と
「
体
系
的
宗
教
倫
理
」
が
共
に
発
展
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
体
と
し
て
の
世
界
と
生
活
態
度
が
意
味
あ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
く
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
に
お
け
る
教
義
と
そ
れ
ら
が
指
示
す
る
生
活
態
度
を
類
型
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的
に
取
り
出
す
こ
と
と
し
よ
う
。

　
宗
教
の
教
義
の
中
心
を
な
し
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
特
性
を
形
成
す
る
の
は
、
神
の
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ヴ
ェ
ー
バ
！
は
、
（
中
近
東
を
含
む
）
酒
洋
に
お
い
て
発
達
し
た
神
の
概
念
と
東
洋
（
特
に
イ
ン
ド
）
に
お
い
て
発
達
し
た
神
の
概
念
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

比
較
し
、
そ
れ
ら
が
指
示
す
る
救
済
の
道
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
西
洋
に
お
い
て
、
唯
一
の
、
現
世
超
越
的
、
全
能
な
入
格
神

の
概
念
が
発
達
し
た
。
神
は
世
界
を
創
造
し
、
そ
し
て
怒
り
あ
る
い
は
愛
を
も
っ
て
世
界
を
支
配
す
る
。
こ
う
し
て
世
界
は
神
の
働
き
に

よ
っ
て
な
り
立
つ
が
、
創
造
主
と
し
て
の
神
に
対
し
て
、
世
界
は
不
完
全
な
被
造
物
に
す
ぎ
ず
、
従
っ
て
神
と
世
界
は
全
く
異
質
的
存
在

と
し
て
、
ひ
き
は
な
さ
れ
る
。
そ
こ
で
救
済
へ
の
道
と
し
て
、
自
己
神
化
や
純
粋
に
神
秘
主
義
的
な
神
の
所
有
を
求
め
る
こ
と
は
、
冒
濤

的
な
被
造
物
神
化
と
し
て
厳
し
く
し
り
ぞ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
神
の
意
志
に
従
っ
て
積
極
的
に
活
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の

前
で
倫
理
的
に
「
義
認
」
さ
れ
る
こ
と
が
救
済
へ
の
道
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
反
し
て
東
洋
で
は
、
非
人
格
的
神
的
力
、
あ
る

い
は
秩
序
正
し
い
永
遠
的
世
界
に
内
在
す
る
存
在
と
し
て
の
神
の
概
念
が
発
達
し
た
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
汎
神
論
に
向
う
傾
向
が
常
に
見

出
さ
れ
る
。
そ
し
て
瞑
想
に
よ
る
神
秘
主
義
的
な
神
の
所
有
が
、
救
済
へ
の
道
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
神
の
概
念
に
照
ら

し
て
、
救
済
の
道
と
し
て
西
洋
に
お
い
て
支
配
的
な
禁
欲
主
義
と
東
洋
に
お
け
る
神
秘
主
義
の
二
類
型
が
と
り
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ

ら
の
宗
教
倫
理
は
、
救
済
さ
れ
る
た
め
に
何
を
な
す
べ
き
か
を
人
々
に
指
し
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
の
生
活
態
度
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。

　
西
洋
に
お
い
て
支
配
的
な
禁
欲
主
義
に
対
す
る
東
洋
の
神
秘
主
義
と
い
う
軸
心
は
大
ま
か
な
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
禁
欲
主
義
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

神
秘
主
義
の
区
別
は
流
動
的
で
あ
り
、
又
両
者
の
多
様
な
鳴
禽
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
ヅ
ェ
ー
バ
…
は
注
意
す
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
・
）

ら
ず
両
者
を
明
確
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
行
為
に
お
け
る
結
果
し
の
ち
が
い
の
た
め
で
あ
る
。
積
極
的
、
組
織
的
そ
し
て

合
理
的
行
為
を
な
す
よ
う
に
人
々
を
導
い
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
禁
欲
主
義
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
さ
て
「
宗
教
的
教
義
を
告
知
し
」
、
「
宗
教
倫
理
を
組
織
化
し
合
理
化
す
る
」
の
は
、
神
の
教
え
を
人
々
に
伝
え
る
「
預
言
者
」
で
あ
る
と

　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
パ
ー
に
お
け
る
理
解
の
方
法
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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折
欄
学
研
融
九
　
鱗
卿
五
齎
三
∴
1
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
論
ハ
｛
ハ

ヴ
ェ
…
パ
…
は
考
え
、
預
言
者
が
宗
教
の
発
展
に
お
い
て
決
定
的
意
義
を
も
つ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
預
言
者
の
な
す
預
言
の
二
類
型
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

区
別
さ
れ
る
。
一
は
、
「
使
命
落
書
」
あ
る
い
は
「
楡
理
．
箆
鷺
三
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
場
合
．
預
言
者
は
神
の
委
託
を
う
け
て
神
の
意
志
を
伝

え
る
道
具
で
あ
り
、
こ
の
委
託
に
基
づ
く
倫
理
的
義
務
と
し
て
服
従
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
預
言
者
の
教
え

は
正
当
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
倫
螺
預
言
は
神
の
名
に
お
い
て
倫
理
的
行
為
あ
る
い
は
積
極
的
禁
欲
的
生
活
を
人
々
に
要
求
す
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

る
。
こ
れ
に
対
し
て
他
は
、
「
模
範
．
預
言
」
と
呼
ば
れ
、
預
欝
者
は
模
範
的
人
聞
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
の
範
例
を
通
じ
て
救
い
の
道
を
指
し

示
す
。
そ
し
て
救
済
の
た
め
に
必
要
な
瞑
想
的
で
無
感
動
的
、
エ
ク
ス
タ
シ
ス
的
生
活
が
通
常
模
範
と
し
て
示
さ
れ
る
。
先
に
述
べ
た
と

こ
ろ
が
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
偽
者
は
、
「
規
世
超
越
的
、
入
格
神
」
と
「
深
い
親
和
挫
」
を
も
つ
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
普
通
（
例
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
播
）

な
し
と
い
う
訳
で
は
な
い
が
）
「
非
人
格
的
最
高
存
在
」
と
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
神
の
概
念
と
、
預
言
と
救
済
へ
の
道
と
の
閥

　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鐸
）

に
「
内
．
爾
的
親
和
性
」
が
副
題
さ
れ
る
。
つ
ま
り
現
世
超
越
的
人
格
神
と
倫
理
預
言
と
禁
欲
主
義
と
の
間
に
「
親
和
性
」
が
見
出
さ
れ
る

と
共
に
、
非
人
格
的
神
的
存
在
と
模
籟
預
雷
と
神
秘
主
義
と
の
閥
に
も
そ
れ
が
み
ら
れ
る
。

　
こ
こ
で
思
想
と
行
動
な
い
し
は
生
活
態
度
の
聞
連
を
説
明
す
る
た
め
に
、
彼
は
親
和
性
の
概
念
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
彼
の
学
闘

論
に
お
い
て
表
立
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
し
、
又
ど
こ
に
お
い
て
も
正
式
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、

そ
れ
は
宗
教
挽
会
学
に
お
い
て
し
ば
し
ば
登
場
す
る
重
要
な
概
念
で
あ
る
。
た
と
え
ば
中
世
の
修
道
僧
の
禁
欲
主
義
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

ズ
ム
の
世
俗
内
的
禁
欲
主
義
と
の
間
の
親
和
性
、
古
プ
獄
テ
ス
タ
ソ
チ
ズ
ム
の
精
神
と
近
代
資
本
主
義
文
化
の
内
的
親
和
性
、
あ
る
い
は

又
官
僚
制
に
基
づ
く
懸
家
と
官
僚
主
義
の
精
神
、
植
民
地
帝
圏
と
帝
囲
主
義
の
精
神
、
又
は
贅
本
主
義
的
に
組
織
さ
れ
た
経
済
体
制
と
資
本

嚢
の
精
神
の
雑
躍
更
に
黎
産
生
筏
惣
あ
る
い
縫
会
層
と
宗
教
意
識
の
親
和
雌
又
社
会
屠
と
解
離
（
籍
階
級
と

　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
、
）

小
市
艮
層
）
の
親
和
性
に
つ
い
て
彼
は
述
べ
て
い
る
。
ヴ
ェ
…
バ
ー
に
と
っ
て
、
特
に
資
本
主
義
文
化
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
の
関
連

が
宗
教
社
会
学
の
重
要
な
テ
ー
マ
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
関
連
を
彼
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
の
「
信
仰
と
職
業
倫
理
の
間
に
み
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
（
鈴
）

る
一
定
の
『
親
和
姓
』
」
と
し
て
提
示
し
た
。
こ
の
よ
う
に
親
思
性
の
概
念
の
適
胴
範
士
は
明
確
で
は
な
い
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
こ
の
概



　
　
念
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
凡
て
同
一
の
意
味
で
篤
い
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
更
に
組
織
の
形
態
や
七
会
礪
な
ど

　
　
の
親
和
性
を
論
じ
る
こ
と
は
、
彼
の
社
会
学
の
出
発
点
で
あ
る
方
法
論
的
個
人
主
義
の
枠
を
は
み
欲
す
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
親

　
　
和
挫
の
概
念
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
問
題
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
応
先
の
思
想
的
関
連
に
し
ぼ
っ
て
み
る
と
、
ヴ
ェ
…
バ
ー
は
、
先
に
見

　
　
た
よ
う
に
「
深
い
親
和
性
し
や
「
内
的
親
和
性
」
と
い
う
衰
現
を
用
い
て
い
る
。
又
々
は
親
和
的
で
あ
る
こ
と
を
、
適
合
的
と
し
ば
し
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
言
い
換
え
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
「
適
合
的
な
即
ち
内
的
根
拠
に
よ
っ
て
親
和
的
な
し
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
適
合
的
関
係
に
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拓
）

　
　
と
は
、
法
治
的
連
関
と
対
比
さ
れ
た
り
、
親
和
的
関
係
に
あ
る
と
い
っ
て
も
、
個
々
の
又
は
多
数
の
場
合
に
、
あ
る
い
は
平
均
的
に
必
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
訳
で
は
な
い
こ
と
に
彼
は
注
意
す
る
。
つ
ま
り
親
和
的
で
あ
る
こ
と
は
意
味
適
合
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
親

　
　
和
的
で
あ
る
か
ら
と
云
っ
て
、
現
実
に
そ
う
で
あ
る
即
ち
因
果
適
合
的
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
、
彼
は
主
張
す
る
。

　
　
　
超
抵
界
的
な
神
の
概
念
は
三
位
一
体
の
教
義
を
も
つ
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
も
、
む
し
ろ
後
期
ユ
ダ
ヤ
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
に
お
い
て
明
確
に

　
　
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
十
二
岩
出
に
お
い
て
西
洋
的
禁
歓
が
し
り
ぞ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
指
摘
し
た
。
続
い
て

　
　
彼
が
主
張
す
る
の
は
、
超
世
界
的
な
神
の
概
念
は
、
使
命
預
言
や
行
動
の
禁
欲
と
の
親
縁
関
係
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
だ
け
で
禁
欲
主
義

　
　
の
方
向
に
作
用
し
た
の
で
は
な
く
、
他
の
事
箔
と
結
び
つ
い
て
、
特
に
宗
教
的
約
束
や
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
救
済
へ
の
道
と
結
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

　
　
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
作
介
し
た
こ
と
で
あ
る
。
超
琶
界
的
神
の
概
念
が
一
義
的
に
禁
欲
主
義
へ
の
方
向
を
決
定
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

　
　
あ
る
と
し
て
も
、
侮
故
改
め
て
宗
教
の
も
た
ら
す
救
済
の
概
念
を
数
り
出
す
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
宗
教
倫
理
が

　
　
そ
の
宗
教
の
「
告
知
や
約
束
の
内
容
し
に
よ
っ
て
影
響
を
う
け
、
こ
れ
ら
は
又
儒
者
の
「
宗
教
的
必
要
ゆ
ω
象
誌
鼠
器
ω
」
に
適
合
さ
せ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
れ
、
解
釈
し
な
お
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
う
し
て
彼
は
、
親
和
性
の
連
関
と
並
ん
で
、
宗
教
意
識
を
支
え
る
と
共
に
動
か
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
a
）

　
　
い
る
宗
教
的
必
要
の
作
用
に
注
園
す
る
。
そ
こ
で
問
題
は
、
人
々
は
い
か
な
る
宗
教
的
必
要
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
宗
教
的

　
　
必
要
が
思
想
と
行
為
に
関
し
て
い
か
な
る
作
胴
を
及
ぼ
す
か
と
い
う
こ
之
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
次
に
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
、
多
く
の
人
々
が
、
貧
困
、
病
気
、
死
、
屈
辱
等
の
苦
難
に
あ
え
い
で
い
る
現
実
は
、
常
に
そ
し
て
い
た
る
所
で
見
出
さ
れ
る
。
宗
教
は
、

298　
　
　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
凱
…
バ
ー
に
お
け
る
理
解
の
方
法
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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折
隣
学
研
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鯖
弟
五
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九
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．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

こ
れ
を
説
明
す
る
と
共
に
、
こ
れ
に
解
決
を
与
え
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
ま
ず
苦
難

と
、
そ
れ
を
こ
う
む
っ
た
者
に
対
す
る
否
定
的
見
解
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
苦
難
を
受
け
た
の
は
、
そ
の
人
の
隠
れ
た
罪
や
神
の
憎

し
み
と
い
う
よ
う
な
そ
れ
枳
応
の
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
軽
蔑
さ
れ
、
し
り
ぞ
け
ら
れ
て
当
然
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
権
力
、
富
、
名
誉
等
を
享
受
す
る
幸
福
な
者
は
、
た
だ
幸
福
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
幸
福
に
値
す
る
者
で
あ
る
と
さ
れ
て
、
幸
福

の
正
当
化
が
は
か
ら
れ
た
。
ヴ
ェ
…
バ
ー
は
、
こ
れ
を
「
幸
福
の
神
義
論
鳳
と
呼
び
、
人
閾
の
根
強
い
独
善
的
欲
求
に
基
づ
い
て
成
立
し

　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

た
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
人
は
自
己
の
現
在
の
七
福
に
満
足
し
て
お
り
、
た
だ
そ
れ
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
だ
け
だ

か
ら
、
彼
は
救
い
を
必
要
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
苦
難
を
受
け
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
容
れ
る
こ
と
は
、
到
底
鵠
来
な
い
。
そ
こ
で
彼
等
は
、

自
分
達
の
被
っ
た
苦
難
の
意
昧
を
た
ず
ね
、
そ
し
て
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
苦
難
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
即
ち
救
済
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
、
）

と
く
に
知
識
人
は
「
内
的
蕃
境
」
か
ら
の
救
済
を
求
め
、
世
界
と
人
生
を
全
体
と
し
て
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
こ

の
よ
う
な
要
求
（
宗
教
的
必
要
）
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
主
張
し
た
よ
う
な
「
ル
サ
ン
チ
マ
ソ
」
で
は
な
く
、
苦
難
に
対
し
て
「
正
当
な
補
償

　
　
（
3
0
）

の
要
請
」
を
す
る
と
い
っ
た
合
理
的
要
求
で
あ
り
、
宗
教
は
こ
の
要
求
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
苦
難
か
ら
の
解
放
即
ち
救

い
を
与
え
る
と
い
う
宗
教
の
約
束
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
「
救
世
主
の
儒
仰
」
が
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
、
他
酒
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

は
、
神
話
と
し
て
萌
芽
的
な
合
理
的
世
界
観
を
前
提
と
し
て
い
た
。
つ
ま
り
不
正
は
罰
せ
ら
れ
、
正
し
い
者
に
は
報
い
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
こ
と
を
保
証
す
る
倫
理
的
神
の
下
に
、
世
界
に
お
け
る
出
来
辮
は
凡
て
意
味
あ
る
こ
と
と
さ
れ
、
従
っ
て
人
々
が
苦
難
を
受

け
る
理
由
（
そ
れ
は
儀
式
上
の
違
反
よ
り
も
、
む
し
ろ
倫
理
的
罪
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
）
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
救
済
を
求
め
る
者
は
又
、
鉦
義
を
行
う
神
の
下
で
苦
難
を
受
け
る
理
由
を
知
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か

く
し
て
預
言
者
は
又
、
神
の
世
界
支
配
を
説
明
し
、
正
当
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
共
に
そ
の
者
が
「
ど
こ
へ
し
救
わ
れ
る
か

が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
ど
こ
か
ら
」
そ
し
て
「
ど
こ
へ
」
救
済
さ
れ
る
か
は
、
体
系
的
一
合
理
的
「
世
界
像
」
に
鋼
っ
て
い
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（
3
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

る
と
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
考
え
て
い
る
。
か
く
し
て
彼
は
、
「
殆
ん
ど
常
に
救
済
へ
の
待
望
か
ら
苦
難
の
神
義
論
が
成
立
し
た
」
と
指
摘
し
、

宗
教
的
必
要
が
思
想
形
成
の
た
め
の
動
機
と
し
て
作
用
し
た
こ
と
を
主
張
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
宗
教
的
一
倫
理
的
考
察
の
合
理
化
の
下
で
着
尾
一
貫
し
た
神
義
論
を
展
朋
す
る
こ
と
は
、
大
変
困
難
で
あ
る
。
何
故
な

ら
世
界
を
支
配
す
る
神
は
、
倫
理
的
に
完
全
な
存
在
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
現
実
の
世
界
は
、
ま
こ
と
に
不
完
全
で
あ
り
、
幸
福
財
の
不

平
等
な
配
分
、
正
し
い
者
が
い
わ
れ
な
く
受
け
る
苦
難
、
悪
人
が
栄
華
を
ほ
こ
っ
て
い
る
な
ど
を
見
れ
ば
、
そ
れ
は
倫
理
的
に
全
く
不
念

理
で
あ
る
。
こ
う
し
て
倫
理
的
観
点
か
ら
見
て
、
神
と
世
界
の
緊
張
が
ま
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
つ
れ
て
運
命
と
功
績
の
不
一
致
の
根
拠
に

対
す
る
問
い
は
、
一
層
切
実
さ
を
ま
す
の
で
あ
る
。
こ
の
臭
い
に
対
し
て
首
尾
一
貫
し
て
合
理
的
に
答
え
る
こ
と
の
出
来
る
思
想
体
系
と

し
て
、
神
義
挙
の
三
類
型
即
ち
「
イ
ン
ド
の
業
の
教
説
」
、
「
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
二
元
論
」
、
「
隠
れ
た
神
の
予
定
説
し
を
あ
げ
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

出
来
る
の
み
で
あ
る
と
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
主
張
す
る
。
こ
れ
ら
の
三
類
型
の
内
で
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
…
教
の
善
と
悪
と
の
二
元
論
に
お
い
て
、

い
わ
れ
の
な
い
苦
難
の
問
題
は
う
ま
く
説
明
さ
れ
る
が
、
そ
の
反
面
神
の
力
に
限
界
が
も
う
け
ら
れ
、
神
の
潮
上
権
が
ゆ
る
が
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
を
認
め
ま
い
と
す
る
と
、
二
元
論
を
放
棄
し
て
、
終
末
に
お
け
る
神
の
究
極
的
支
配
を
主
張
し
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
首
尾
一
貫
し
な
い
帰
結
は
、
ゾ
即
ア
ス
タ
ー
教
の
み
な
ら
ず
、
二
元
論
的
宗
教
に
お
い
て
ひ
ろ
く
見
出
さ

れ
る
と
彼
は
指
摘
し
て
、
論
理
的
首
尾
一
貫
性
や
影
響
の
大
き
さ
と
い
う
点
で
、
業
の
教
義
と
予
定
説
を
神
義
論
の
典
型
と
し
て
問
題
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
彼
は
虫
鎖
す
る
の
で
あ
る
。
ふ
り
返
っ
て
見
る
と
、
こ
れ
ら
二
つ
の
教
説
は
そ
れ
ぞ
れ
、
先
に
あ
げ
た
神
概
念

の
二
類
型
と
深
い
関
連
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
先
に
預
言
者
が
懲
己
の
教
え
に
ど
の
よ
う
に
正
当
性
を
帰
す
る
か
が
問

題
で
あ
っ
た
が
、
正
当
性
の
根
拠
を
を
た
ず
ね
ゆ
く
と
、
神
の
世
界
支
配
の
正
当
化
に
た
ど
り
つ
き
、
そ
こ
に
は
一
定
の
世
界
像
、
即
ち

倫
理
的
宗
教
的
関
心
に
も
と
つ
く
合
理
的
世
界
像
、
が
常
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
正
当
化
の
思
想
的
連
関
に
つ
い

て
、
本
論
文
「
序
，
説
し
に
お
い
て
す
で
に
論
究
し
た
。

　
神
聖
論
に
お
い
て
神
の
全
能
と
完
全
性
を
首
尾
一
貫
し
て
擁
護
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
罪
や
悪
の
存
在
す
る
世
界
の
不
完
全
性
が
強
調
さ

　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
；
バ
ー
に
お
け
る
理
解
の
方
法
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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七
〇

れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
現
世
は
一
願
そ
の
価
値
を
喪
失
し
、
救
い
へ
の
欲
求
は
強
く
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
た
と
え
ば
予

定
説
に
お
い
て
は
、
罪
に
予
定
さ
れ
て
い
る
人
手
に
は
救
済
の
墾
み
は
一
切
な
く
、
そ
の
者
に
対
し
て
神
の
慈
悲
は
無
関
係
で
あ
る
。
こ

の
点
に
お
い
て
神
と
世
界
は
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
こ
の
教
義
は
、
「
実
際
的
神
詣
論
の
問
題
の
合
理
的
解
決
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

も
た
ら
さ
な
い
こ
と
に
な
り
、
救
い
を
求
め
る
人
闘
は
、
こ
の
よ
う
な
微
廣
し
た
無
慈
悲
な
教
え
に
永
く
窺
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で

あ
る
。
予
定
説
と
同
様
に
、
業
の
教
説
に
お
い
て
も
輔
導
に
対
す
る
「
正
当
な
補
償
」
を
現
世
に
お
い
て
得
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

従
っ
て
「
神
に
対
す
る
倫
理
的
要
求
」
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
娼
来
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
教
説
は
、
首
尾
一
貫
し

て
い
る
と
し
て
も
、
又
苦
難
の
意
味
を
（
人
間
を
疎
外
し
な
が
ら
）
説
明
し
て
い
る
と
し
て
も
人
々
の
実
践
的
関
心
に
は
答
え
て
い
な
い
、

そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
こ
れ
ら
は
大
き
な
影
響
を
人
々
に
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
教
説
を
、
救
い
を
求
め
る
人
々
は
ど
の
よ

う
に
受
け
と
め
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
結
果
、
彼
等
の
生
活
態
度
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
み
ら
れ
た
か
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
組
織
的
な
救
い
へ
の
道
を
確
立
し
た
宗
教
に
お
い
て
、
「
人
闘
の
宗
教
的
資
質
の
枳
違
」
に
人
は
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
、
ヴ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

ー
バ
…
は
指
摘
す
る
．
、
そ
れ
に
よ
っ
て
家
教
酌
資
質
を
も
つ
「
宗
教
的
達
人
」
は
、
一
般
大
衆
に
対
し
て
宗
教
的
に
特
別
な
地
位
を
占
め

る
こ
と
に
な
る
。
彼
等
は
、
も
っ
ぱ
ら
純
粋
な
信
仰
を
通
じ
て
救
い
を
求
め
る
恭
順
な
人
々
や
、
何
ら
か
の
鋼
度
化
さ
れ
た
塩
断
に
頼
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

き
っ
て
い
る
人
々
と
は
異
な
り
、
「
霞
ら
の
救
済
を
組
織
的
に
獲
得
し
よ
う
」
と
努
め
る
。
そ
し
て
彼
等
は
、
試
練
に
さ
ら
さ
れ
て
も
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
徽
）

己
が
宗
教
的
達
人
で
あ
る
こ
と
を
「
確
証
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
真
の
救
い
の
確
信
」
を
得
よ
う
と
す
る
。
こ
の
こ
と
即
ち
「
救
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

状
態
を
確
実
に
永
続
的
に
断
有
す
る
こ
と
漏
が
、
救
い
を
求
め
る
人
閥
の
実
際
的
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
つ
ま
り
主
観
的
に
は
、
最
も
重
要

な
事
柄
と
な
る
。
こ
れ
は
し
か
し
、
必
ず
し
も
宗
教
的
達
人
に
は
限
ら
な
い
の
で
、
ヴ
ェ
ー
バ
…
は
又
「
饒
衆
の
広
い
層
を
捉
え
た
宗
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

運
動
は
、
『
ど
う
ず
れ
ば
自
己
の
救
い
を
確
信
出
来
る
の
か
』
と
い
う
男
呼
か
ら
娼
発
す
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
宗
教
的
達
人
が
い
か
に
し
て
自
己
の
救
い
の
確
信
を
も
つ
か
は
、
霞
己
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
神
と
関
わ
り
あ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

こ
と
に
依
存
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
自
己
を
「
神
的
力
の
容
器
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
「
道
具
」
と
し
て
考
え
る
と
い
う
二
つ
の



　
典
型
が
と
り
出
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
秘
主
義
と
禁
欲
主
義
が
区
別
さ
れ
る
。
神
秘
主
義
に
と
っ
て
、
現
撚
的
な
事
柄
に
わ
ず
ら
わ
さ

　
れ
ず
、
瞑
想
を
通
じ
て
ひ
た
す
ら
神
的
な
る
も
の
に
お
い
て
安
ら
う
（
神
秘
的
合
一
）
と
い
う
状
態
に
お
い
て
、
救
い
の
確
信
が
得
ら
れ

　
　
る
の
に
対
し
て
、
禁
欲
主
義
者
に
と
っ
て
救
い
の
確
儒
は
常
に
、
原
則
と
規
則
に
の
っ
と
っ
て
な
さ
れ
る
合
理
的
な
、
そ
し
て
意
味
、
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

　
段
、
潤
的
に
お
い
て
明
白
な
行
為
に
お
い
て
得
ら
れ
る
と
、
ヴ
ェ
ー
バ
…
は
指
託
す
る
。

　
　
特
に
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
予
定
説
に
お
い
て
、
あ
る
者
は
神
の
永
遠
不
変
の
意
志
に
よ
っ
て
救
い
に
予
定
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
者
は

　
永
遠
の
死
滅
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
隠
れ
た
神
は
、
人
々
の
内
の
誰
を
、
又
何
故
救
い
に
予
定
し
た
か
を
、
人
間
に
明
ら
か
に
し

　
　
な
い
、
そ
の
上
救
い
を
も
た
ら
す
現
世
的
手
段
も
一
切
存
在
し
な
い
の
で
、
呪
術
も
意
味
を
も
た
な
い
こ
と
と
な
る
。
人
々
は
又
神
に
さ

　
　
え
頼
る
こ
と
は
繊
来
な
い
、
何
故
な
ら
キ
リ
ス
ト
も
た
だ
選
ば
れ
た
者
の
た
め
に
の
み
死
に
た
も
う
た
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
神
は
世

　
界
を
超
越
し
、
現
世
は
罪
に
ま
み
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
は
救
済
を
切
に
求
め
な
が
ら
、
自
分
が
救
済
に
予
定
さ
れ
て

　
　
い
る
か
ど
う
か
を
知
ら
ず
、
又
誰
に
も
何
に
も
頓
る
こ
と
が
出
来
ず
に
、
死
と
来
世
に
対
す
る
恐
怖
に
さ
い
な
ま
れ
な
が
ら
、
非
常
な
内

　
　
爾
的
孤
立
感
の
内
に
生
き
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
も
彼
等
に
と
っ
て
現
世
の
生
活
は
一
時
的
に
す
ぎ
な
い
が
、
来
世
の
定
め
は
永
遠
的
で

　
　
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
真
の
重
大
事
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の
聞
で
後
に
な
る
と
、
カ
ル
ヴ
ァ
ソ
肖
身
に
は
生
じ
な
か
っ
た

　
　
閣
題
、
即
ち
熱
分
は
果
し
て
神
に
選
ば
れ
た
麗
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
善
い
が
大
き
な
関
心
事
と
な
っ
た
。
し
か
し
予
定
説
に
よ
れ
ば
、

　
　
人
聞
は
自
分
で
救
い
を
作
り
出
す
こ
と
は
鵬
来
な
い
の
で
、
一
体
ど
う
し
た
ら
救
い
の
確
信
を
も
つ
こ
と
が
娼
来
る
の
か
と
い
う
闇
題
が

　
　
　
　
　
　
（
鉛
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

　
　
重
要
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
二
つ
の
こ
と
が
勧
告
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
つ
に
は
、
誰
も
が
自
分
を
選
ば
れ
た
も
の
と
思
い
、
凡

　
　
て
の
疑
惑
を
悪
魔
の
誘
惑
と
し
て
斥
け
る
こ
と
、
何
故
な
ら
自
己
確
信
の
な
い
こ
と
は
、
信
仰
の
不
足
、
し
た
が
っ
て
恩
竃
の
不
足
と
み

　
　
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
又
救
い
の
確
儒
を
得
る
た
め
の
最
善
の
手
段
と
し
て
、
絶
え
ま
な
い
職
業
労
働
が
説
か
れ
た
。
そ
れ
に

　
　
よ
っ
て
救
い
の
確
証
を
も
つ
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
一
般
的
に
は
善
行
は
、
救
い
の
原
隊
と
は
な
ら
な
い
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

　
　
ど
も
、
救
い
の
唯
一
の
「
認
識
根
拠
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の
不
安
を
の
ぞ
く
た
め
に
、
救
い
の
確
証
は
、
何
に
も

脇　
　
　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
理
解
の
方
法
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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七
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

ま
し
て
必
要
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
救
い
の
し
る
し
を
求
め
る
、
心
理
的
に
強
力
に
作
用
す
る
動
機
が
彼
等
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
、
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
指
摘
す
る
。

　
予
定
説
を
と
る
イ
ス
ラ
ム
教
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
予
定
説
は
、
論
理
的
に
は
宿
命
論
に
導
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
故
イ
ス

ラ
ム
教
が
宿
命
論
に
お
ち
い
っ
て
、
生
活
を
組
織
化
す
る
帰
結
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
か
と
い
う
主
た
る
理
由
に
は
、
そ
こ
で
は
現
…
世
的

運
命
だ
け
が
閥
題
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
救
い
の
「
合
理
的
確
証
」
の
思
想
が
意
昧
を
も
た
ず
、
従
っ
て
生
活
を
組
織
化
す
る
た
め
の
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

教
的
褒
賞
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
は
、
霞
己
を
神
の
道
具
と
考
え
て
、
禁
欲
的
倫

理
的
行
為
に
専
心
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
救
い
の
確
証
を
得
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
生
活
が
、
救
済
と
い
う
超
越
的
目
的
に
向
け

ら
れ
た
た
め
に
、
生
活
全
体
の
意
味
が
聞
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
生
活
態
度
そ
の
も
の
の
組
織
化
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て

個
々
の
行
為
は
、
倫
理
的
人
格
の
表
現
と
み
ら
れ
て
、
外
的
行
為
の
衡
々
の
価
値
よ
り
、
全
体
的
態
度
O
霧
餌
縫
子
ρ
。
ぽ
ε
ω
の
価
値
が
問

　
　
　
　
　
　
　
（
駁
）

題
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
態
度
の
意
味
内
容
は
、
格
率
と
し
て
定
式
化
さ
れ
う
る
。

　
カ
ル
ヴ
ィ
篇
ズ
ム
に
あ
っ
て
は
、
さ
ら
に
そ
の
影
響
の
下
で
成
立
し
、
予
定
説
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
り
特
徴
付
け
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
の

ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
も
修
道
院
に
お
け
る
現
世
拒
否
の
禁
欲
主
義
は
、
き
び
し
く
し
り
ぞ
け
ら
れ
た
の
で
、
活
動
の
場
は
日
常

生
活
に
し
か
求
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
及
び
ピ
ュ
…
リ
タ
ン
は
、
神
の
栄
光
を
ま
す
た
め
に
現
実
の
世

界
に
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
。
神
は
、
人
間
社
会
が
神
の
誠
め
に
そ
い
、
そ
の
目
的
に
合
致
す
る
よ
う
に
合
理
的
に
編
戒
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
欲
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
彼
等
は
、
現
世
全
体
の
生
活
に
役
立
つ
職
業
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
彼
等
は
、
神

の
要
求
に
従
っ
て
方
法
的
合
理
酌
唐
己
規
律
を
な
し
て
、
職
業
労
働
に
お
い
て
徹
底
的
方
法
酌
生
活
態
度
を
も
っ
て
生
き
て
ゆ
く
こ
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

な
っ
た
。
こ
こ
に
修
道
院
に
お
け
る
禁
欲
主
義
と
対
比
さ
れ
る
、
現
世
内
的
禁
欲
主
義
が
成
立
し
た
。
彼
等
に
と
っ
て
現
世
は
、
宗
教
的

に
は
不
完
全
で
罪
に
ま
み
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
心
理
的
に
は
、
神
の
意
に
か
な
う
活
動
の
場
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
に
お
け
る
禁
欲
主
義
を
分
重
し
た
際
、
彼
が
主
と
し
て
問
題
と
す
る
の
は
、
神
学
綱



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

　
　
要
に
も
ら
れ
た
公
式
に
教
授
さ
れ
る
倫
理
学
説
で
は
な
く
、
救
い
の
関
心
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、
導
き
撮
さ
れ
た
行
為
の
「
実
践
約
衝
動
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

　
　
窟
斜
影
。
冨
》
艮
器
ぴ
の
」
、
あ
る
い
は
「
心
理
的
衝
動
」
で
あ
る
、
即
ち
「
実
践
的
i
心
理
的
動
機
」
で
あ
る
．
．
彼
は
、
宗
教
に
お
い
て
理

　
　
想
と
し
て
追
求
さ
れ
た
も
の
と
、
奏
者
の
生
活
態
度
に
現
実
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
を
区
別
し
て
、
後
者
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
の
で

　
　
あ
る
が
、
彼
が
宗
教
社
会
学
に
お
い
て
、
現
実
科
学
的
分
析
を
な
そ
う
と
し
た
か
ら
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し

　
　
か
し
な
が
ら
彼
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
教
義
を
無
視
し
た
と
す
る
こ
と
は
、
今
ま
で
の
議
論
を
ふ
り
返
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
全
く
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

　
　
あ
や
ま
り
で
あ
り
、
む
し
ろ
彼
は
、
「
教
義
と
実
践
的
宗
教
的
関
心
の
結
合
」
を
分
析
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
前
者
の
思
想
内
容
の
重
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　
　
性
を
、
つ
ま
り
「
思
想
の
力
」
の
意
義
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
彼
は
、
思
想
（
教
義
）
の
行
為
に
及
ぼ
す
影
響
は
、
論
理
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

　
　
規
定
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
心
理
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
先
に
予
定
説
に
つ
い
て
ふ
れ
た
よ
う
に
、
論
理
的
連

　
　
関
と
心
理
的
そ
れ
が
対
比
せ
し
め
ら
れ
、
後
者
の
連
関
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
又
「
宗
教
の
心
理
的
そ
し
て
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

　
　
ラ
グ
マ
テ
ィ
シ
ュ
な
連
関
に
基
づ
い
た
実
践
的
衝
動
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
シ
ュ
」
を
「
合
理
的

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ユ
6
）

　
　
に
理
解
出
来
る
連
関
」
す
な
わ
ち
羅
的
に
対
す
る
不
可
避
的
手
段
と
い
う
達
関
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
理
解
し
て
い
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ

　
　
ィ
シ
ュ
に
対
比
さ
れ
る
心
理
学
的
と
は
、
こ
の
場
合
非
合
理
的
あ
る
い
は
感
情
的
連
関
に
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
連
関
を
感
情
移
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
馬
追
体
験
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
心
理
学
は
、
「
理
解
心
理
学
」
と
呼
ば
れ
て
、
ヴ
エ
…
バ
ー
の
理
解
の
方
法
の
一
翼
を
に
な
っ
て
い

　
　
る
。
こ
の
意
味
で
の
3
6
理
的
と
い
う
こ
と
は
、
先
の
論
理
的
に
村
比
さ
れ
る
心
理
的
と
は
同
一
視
さ
れ
得
な
い
。
後
者
は
、
前
信
と
プ
ラ

　
　
グ
マ
テ
ィ
シ
ュ
の
両
方
を
囲
ん
だ
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
広
義
の
「
心
理
的
」
連
関
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
が

　
　
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
「
社
会
学
の
基
礎
概
念
」
に
お
い
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
心
理
学
を
経
済
学
や
地
理
学
、
統
計
学
等
の
他
の
諸
科
学
と
並
ぶ
、
祉
会
学
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

　
　
単
な
る
補
助
学
と
考
え
、
社
会
学
を
心
理
学
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
し
た
。
こ
の
場
余
心
理
学
は
、
物
理
現
象
に
対

　
　
比
さ
れ
る
心
的
現
象
（
た
と
え
ば
疲
労
、
練
習
、
記
億
、
浄
福
等
）
を
自
然
科
学
的
方
法
で
も
っ
て
研
究
す
る
学
問
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

脳　
　
　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
…
に
お
け
る
理
解
の
方
法
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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七
四

　
（
6
4
）

い
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
自
然
科
学
的
心
理
学
は
心
的
現
象
の
頻
度
や
規
則
を
明
ら
か
に
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
現
象
は
、
そ
れ

に
よ
っ
て
意
味
の
点
か
ら
は
理
解
出
来
な
い
ま
ま
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
心
理
学
的
考
察
と
意
味
的
理
解
と
が
対
立
せ
し
め

　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
「
心
理
的
」
考
察
は
「
宗
教
社
会
学
」
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

「
宗
教
社
会
学
」
に
お
い
て
心
理
的
考
察
を
な
す
場
合
、
た
と
え
ば
「
神
学
的
一
宗
教
心
理
学
的
説
明
》
器
黛
貯
寡
σ
Q
」
と
い
っ
た
表
現
が

見
聞
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
意
味
の
心
理
学
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
現
世
拒
否
の
禁
欲
主
義
者
に
お
い
て
は
「
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

か
ら
の
逃
避
は
、
心
理
的
に
は
何
ら
逃
避
で
は
な
く
、
彼
が
常
に
新
た
に
戦
う
べ
き
誘
惑
を
常
に
新
た
に
克
服
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
彼

が
述
べ
る
時
、
「
心
理
的
」
と
は
主
観
的
意
味
に
従
っ
て
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
事
実
先
に
述
べ
た
よ
う
に
彼
は
、
実
践
的

衝
動
を
「
心
理
的
し
衝
動
と
呼
び
、
更
に
そ
れ
を
「
主
観
的
」
衝
動
、
あ
る
い
は
「
合
理
的
」
衝
動
と
さ
え
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ヴ

ェ
ー
パ
ー
が
思
想
の
行
為
へ
の
影
響
が
、
論
理
的
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
心
理
的
に
制
約
さ
れ
る
と
主
張
す
る
場
合
、
「
心
理
的
」
を
行
為

者
の
永
観
的
意
味
に
従
っ
て
と
い
う
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
る
と
患
わ
れ
る
。
こ
の
場
余
に
「
心
理
的
そ
し
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
シ
ュ
な
連

関
し
を
探
究
す
る
「
心
理
的
」
考
察
が
可
能
と
な
る
。
か
く
し
て
「
社
会
学
の
基
礎
概
念
偏
に
お
け
る
理
解
の
方
法
と
、
「
宗
教
祉
会
学
」

に
お
け
る
「
心
理
的
」
方
法
は
、
決
し
て
異
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ヴ
ェ
…
バ
ー
は
「
心
理
的
し
方
法
に
よ
っ
て
、
「
教
義
と
実
践
的
宗
教
的
関
心
の
結
合
」
を
分
析
し
よ
う
と
し
た
。
人
間
を
直
接
動
か

す
の
は
、
（
利
害
）
関
心
、
こ
の
場
合
は
非
合
理
的
宗
教
的
関
心
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
し
ば
し
ば
衝
突
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
お
さ
え
て
「
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

己
の
勅
道
に
の
せ
る
し
の
は
「
思
想
体
系
」
で
あ
る
と
彼
は
詣
摘
す
る
。
こ
う
し
て
本
来
非
合
理
的
な
関
心
が
、
思
想
の
粋
組
の
中
へ
組

み
こ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
含
理
的
意
味
を
も
つ
行
為
に
方
陶
付
け
ら
れ
る
、
つ
ま
り
行
為
へ
の
実
践
的
衝
動
に
導
か
れ
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
導
出
過
程
を
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
場
合
、
次
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

　
ω
私
は
救
い
の
確
儒
を
得
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

　
②
救
い
の
確
信
は
、
職
業
労
働
に
専
心
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
と
、
私
は
考
え
る
。



　
　
　
③
故
に
私
は
、
（
救
い
の
確
信
を
得
る
た
め
に
）
職
業
労
働
に
専
心
し
よ
う
。

　
　
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
及
び
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
は
、
先
に
見
た
如
く
、
救
い
の
確
信
を
得
る
た
め
に
救
い
の
確
証
を
求
め
て
、
職
業
労
働
に
お
け

　
　
る
倫
理
的
禁
欲
的
生
活
態
度
を
確
立
し
た
の
で
、
そ
こ
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
シ
ュ
な
つ
ま
り
鐵
的
合
理
酌
連
関
が
見
織
さ
る
の
で
あ
る
。
従

　
　
っ
て
こ
の
意
味
連
関
を
、
本
論
文
e
に
お
い
て
定
式
化
し
た
よ
う
な
「
実
践
的
推
論
偏
に
あ
ら
わ
す
こ
と
が
娼
来
る
。
し
か
し
な
が
ら
e

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
、
）

　
　
に
お
い
て
一
般
的
に
意
志
的
（
欲
求
的
）
要
因
と
認
識
的
要
因
と
呼
ば
れ
た
前
提
が
、
こ
こ
で
は
宗
教
的
関
心
（
必
要
）
と
宗
教
的
実
践
倫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

　
　
理
と
捉
え
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
倫
理
的
に
強
力
に
作
用
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
の
救
い
の
確
信
が
、
現
世
内
的
禁

　
　
欲
主
義
と
い
う
思
想
の
枠
組
の
中
で
、
人
を
職
業
労
働
に
専
心
す
る
よ
う
に
導
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
生
活
態
度
を
方
向
付
け
る
「
救
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

　
　
へ
の
関
心
に
よ
っ
て
側
約
さ
れ
た
個
人
的
実
践
的
衝
動
」
が
生
れ
て
く
る
。
か
く
し
て
救
い
が
、
よ
り
正
確
に
は
救
い
の
し
る
し
が
も
つ

　
　
ぼ
ら
職
業
生
活
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
職
業
労
働
に
専
心
す
る
大
き
な
動
機
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ

　
　
れ
ば
か
り
か
職
業
生
活
が
そ
の
成
果
に
よ
っ
て
は
か
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
継
続
的
利
益
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
そ
の
正
し
さ
が
証
明
さ
れ

　
　
る
よ
う
に
な
る
と
、
経
済
的
合
理
主
義
が
徹
底
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
更
に
禁
欲
的
に
職
業
労
働
に
従
事
し
利
益
を
あ
げ
る
と
い
う
生
活

　
　
が
倫
理
的
に
正
し
い
の
み
な
ら
ず
、
利
益
を
あ
げ
、
資
本
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
慮
己
目
的
と
な
る
と
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
に
典
型
的
に
見

　
　
出
さ
れ
る
よ
う
な
「
資
本
主
義
の
精
神
」
が
成
立
す
る
。
「
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
」
の
倫
理
と
「
手
本
主
義
の
精
神
」
の
間
に
は

　
　
「
親
和
性
」
が
み
ら
れ
る
。
後
者
に
お
い
て
宗
教
的
意
味
合
い
は
う
す
れ
て
ゆ
く
が
、
職
業
労
働
に
お
け
る
倫
理
的
禁
欲
的
生
活
態
度
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
，
）

　
　
お
い
て
濁
者
は
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
前
者
が
後
渚
を
生
み
出
し
た
と
、
ヴ
ェ
…
バ
ー
は
主
張
す
る
。
か
く
し
て
両
者

　
　
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
”
、
キ
ソ
タ
イ
ァ
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
的
職
業
労
働
（
彼
は
資
本
主
義
の
精
神
を
、
資
本
主
義
的
活
動

　
　
蓬
け
蓋
θ
…
霧
に
帰
着
せ
し
め
よ
う
と
し
た
）
の
関
連
を
「
実
践
的
推
論
し
に
よ
っ
て
把
窮
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
「
実
践
的
推
論
」
を
通
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

　
　
て
思
想
σ
隻
9
と
行
為
が
「
論
理
的
」
な
関
係
を
も
つ
こ
と
を
主
張
し
た
。
つ
ま
り
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
っ
て
「
実
践
的
推
論
」

脚　
　
　
　
　
　
岬
、
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
…
パ
ー
に
お
け
る
理
解
の
方
法
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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七
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

を
定
式
化
し
て
、
推
論
の
結
論
が
行
為
で
あ
る
と
し
た
。
こ
う
し
て
彼
は
思
想
と
行
為
が
、
偶
然
的
、
外
的
関
係
を
も
つ
の
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

内
的
、
概
念
的
8
⇔
8
℃
ε
鉱
な
閃
係
を
も
つ
と
考
え
る
の
で
、
思
想
か
ら
必
然
的
に
行
為
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

チ
ズ
ム
の
倫
理
か
ら
資
本
主
義
的
濡
動
が
論
理
的
に
遵
鴫
さ
れ
る
の
で
、
両
老
の
関
係
を
探
究
す
る
た
め
に
、
イ
ン
ド
や
中
国
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

資
本
主
義
活
動
の
欠
如
の
原
因
を
さ
が
し
求
め
る
こ
と
は
余
分
な
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
思
想
〔
剛
。
塞
ぎ
①
の
行

為
に
及
ぼ
す
「
論
理
的
」
影
響
と
「
心
理
的
」
そ
れ
と
の
区
別
が
明
確
で
は
な
い
と
し
て
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
予
定
説
が
行
為
に
及
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

し
た
影
響
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
「
心
理
的
」
な
そ
れ
と
解
す
る
の
に
対
し
て
、
彼
は
そ
れ
を
「
論
理
的
」
な
そ
れ
と
考
え
る
。
し
か
し
予
定

説
を
と
る
限
り
に
お
い
て
、
救
い
の
た
め
に
善
行
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
導
き
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
、
彼
の
主
張
は
説
得
的
で
は

な
い
。
更
に
「
実
践
的
推
論
」
又
は
「
実
践
的
三
段
論
法
」
が
理
論
的
三
段
論
法
と
全
く
懸
垂
な
論
理
的
に
妥
当
な
叢
論
か
ど
う
か
に
問

禦
あ
る
・
そ
し
て
マ
キ
ソ
タ
イ
ア
の
定
式
化
し
た
蜘
奮
・
出
雲
い
た
推
論
と
異
な
っ
て
い
る
・
適
い
養
物
は
・
誰
に
で
も
適
す

る
。
こ
こ
に
あ
る
乾
い
た
食
物
が
あ
る
。
従
っ
て
話
者
は
そ
れ
を
食
べ
る
。
こ
の
定
式
化
に
お
い
て
、
話
者
は
人
閾
で
あ
る
と
い
う
条
件

が
欠
け
て
い
る
し
、
誰
そ
の
前
提
を
入
れ
て
も
結
論
に
お
い
て
行
為
が
導
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
せ
い
ぜ
い
そ
れ
は
話
老
の
口
に
合
う

と
い
う
こ
と
し
か
云
え
な
い
の
で
あ
る
。
マ
キ
ソ
タ
イ
ア
も
前
提
を
肯
定
し
て
、
し
か
も
そ
れ
ら
に
従
っ
て
行
動
し
な
い
場
合
、
「
付
撫
的

思
想
」
に
参
照
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
。
し
か
し
本
論
文
e
に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
に
「
実
践
的
推
論
」
の
結
論
と
し

て
行
為
を
導
き
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
「
実
践
酌
推
論
」
を
通
じ
て
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
の
宗
教
倫
理
と
職

業
倫
理
の
意
味
的
連
関
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
繊
来
た
と
信
じ
て
い
る
。
そ
れ
と
共
に
両
者
は
、
マ
キ
ン
タ
イ
ア
が
主
張
す
る
よ
う
に
、

因
果
的
連
閥
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
連
関
を
い
か
に
説
明
す
る
か
が
闘
題
で
あ
る
が
、
マ
キ
ン
タ
イ
ア
の
述
べ
る
よ
う
に
宗
教

倫
理
か
ら
必
然
的
一
1
回
忌
的
に
資
本
主
義
の
精
神
が
導
か
れ
る
と
は
疑
わ
れ
な
い
し
、
又
こ
の
説
明
の
た
め
に
、
イ
ン
ド
や
中
国
と
比
較

を
な
す
こ
と
は
決
し
て
余
分
な
こ
と
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。



　
　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
「
宗
教
社
会
学
論
文
集
」
の
「
序
言
し
で
、
彼
の
宗
教
社
会
学
の
中
心
問
題
を
、
「
ど
の
よ
う
な
事
憐
の
組
み
合
せ
が
、

　
西
洋
に
お
い
て
、
し
か
も
そ
こ
に
お
い
て
だ
け
〔
近
代
資
本
主
義
の
よ
う
な
〕
普
遍
的
意
義
を
も
つ
…
…
文
化
諸
現
象
を
登
場
さ
せ
る
よ

　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

　
う
に
導
い
た
か
」
と
定
式
化
し
た
。
そ
し
て
彼
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
と
資
本
主
義
文
化
の
関
連
を
指
摘
し
て
、
こ
の
文
化
の
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

　
側
面
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
の
影
響
に
さ
か
の
ぼ
る
の
か
と
問
題
を
限
定
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
海
里
に
答
え
る
た
め
に
社
会
的
、
経

　
済
的
、
政
治
的
組
織
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
の
思
想
の
無
数
の
錯
綜
し
た
糟
互
作
用
を
た
ど
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
彼
は
問
題
を

　
更
に
限
定
し
て
、
ど
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
の
「
信
仰
と
職
業
倫
理
の
間
に
み
ら
れ
る
一
定
の
『
親
和
性
』
」
が

　
見
出
さ
れ
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
「
そ
の
よ
う
な
親
和
性
に
よ
っ
て
宗
教
運
動
が
、
物
質
文
化
の
発
展
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
仕
方
と
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

　
的
方
向
」
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
親
和
性
は
、
こ
の
場
合
意
味
適
合
性
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ

　
　
の
よ
う
な
親
和
性
が
成
立
す
る
た
め
に
、
宗
教
的
必
要
と
い
う
条
件
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
「
救
い
の
確
信
」
が
そ
の
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

　
割
を
果
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は
「
儒
仰
と
道
徳
の
結
舎
の
鴎
式
」
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
信
仰
と
道
徳
の
間
の
意
味
連
関
が
見
出
さ
れ

　
　
る
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
…
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
宗
教
が
資
本
主
義
文
化
に
及
ぼ
し
た
「
影
響
」
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で

　
　
因
果
的
連
関
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
彼
は
、
倫
理
的
に
強
力
に
作
用
し
た
カ
テ
ゴ
リ
…
と
し
て
の
救
い
の
確
信
を
は
じ
め
と
し
て
、
宗
教
的
動
機
が
生
活
態
度
に
強
く
影
響

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

　
　
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
指
摘
し
、
そ
の
他
に
「
強
い
衝
動
」
、
「
心
理
的
力
」
、
「
内
的
推
進
力
」
、
「
心
理
的
動
因
」
、
「
心
理
的
作
用
」
と

　
　
い
っ
た
表
現
を
絹
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
の
宗
教
社
会
学
に
お
け
る
心
理
的
方
法
に
お
い
て
、
力
動
的
観
点
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
、

　
　
そ
こ
に
お
い
て
因
果
的
連
関
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
近
代
資
本
主
義
文
化
の
歴
史
的
成
立
と
い
う
闇
黒
を
、
思
想
と
行
為

　
　
の
連
関
に
限
定
し
て
、
彼
は
そ
の
困
果
連
関
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
「
縫
会
学
の
基
礎
概
念
」
に
お
い
て
は
囲
果
的
説
明

　
　
を
、
経
験
的
規
則
に
従
っ
て
あ
る
一
定
の
出
来
事
に
他
の
一
定
の
出
来
纂
が
随
伴
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
と
、
彼
は
規
定
し

　
　
　
（
8
7
）

　
　
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
因
果
関
係
を
二
つ
の
異
な
っ
た
視
点
か
ら
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
彼
が
因
果
関
係
が
二
つ
の

脚
　
　
　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
　
・
ヴ
ェ
ー
“
バ
ー
に
お
腿
リ
ツ
Q
理
解
の
噌
刀
法
　
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
㌔
レ
㌔



840

　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
三
十
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鎚
）

側
面
、
坤
ち
一
方
で
は
規
則
（
法
剛
）
に
従
う
現
象
の
継
起
、
他
方
で
は
作
用
連
関
の
側
面
を
も
つ
と
考
え
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

そ
し
て
因
果
的
説
明
に
お
い
て
一
方
の
側
漸
が
強
調
さ
れ
る
と
、
他
の
面
が
意
味
を
失
っ
て
く
る
と
い
う
関
係
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば

現
象
の
も
っ
ぱ
ら
量
的
側
面
に
注
曝
し
て
、
蓋
果
関
係
を
数
学
的
方
程
式
で
表
現
す
る
場
舎
に
は
、
作
用
と
共
に
原
因
の
概
念
も
消
え
て

し
ま
い
、
も
つ
ぼ
ら
現
象
の
継
起
の
規
則
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
質
酌
に
ユ
ニ
ー
ク
な
又
は
一
回
的
現
象
た
と
え
ば

一
回
的
進
化
に
然
し
て
、
因
果
の
規
則
は
意
旅
を
も
た
な
い
で
、
こ
こ
で
は
異
質
な
現
象
間
の
力
動
的
紐
帯
と
し
て
の
作
用
が
問
題
と
な

る
。
こ
の
よ
う
に
因
果
性
の
ど
ち
ら
の
側
醐
が
問
題
と
な
る
か
は
、
対
象
性
の
差
異
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
作
用
連
関
と
し
て
の
因

果
性
を
も
っ
ぱ
ら
周
題
と
す
る
と
思
わ
れ
る
歴
史
学
を
と
り
あ
げ
て
も
、
事
柄
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。
歴
史
学
は
、
過
去
の
さ
ま

ざ
ま
な
出
来
事
を
記
述
し
、
更
に
そ
れ
ら
の
具
体
的
因
果
連
関
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
娼
来
事
の
お
の

お
の
が
、
指
導
し
つ
く
さ
れ
な
い
無
限
の
要
素
か
ら
成
り
立
ち
、
こ
れ
ら
の
組
み
合
せ
ば
繰
り
返
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
歴
史
上
の
あ
る
拙
来
事
が
か
く
な
っ
て
他
と
は
な
ら
な
か
っ
た
鯉
由
を
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
以
前
の
状
況
の
中
に

原
困
と
な
っ
た
無
数
の
要
素
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
凡
て
を
あ
げ
る
こ
と
は
、
勿
論
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
患
来

事
の
あ
る
側
画
を
生
ぜ
し
め
る
の
に
役
立
っ
た
あ
る
重
要
な
臨
来
事
な
い
し
は
要
素
を
見
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
囚
果
的
説
明
の
た

め
に
こ
の
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
あ
る
綴
来
事
の
原
因
を
、
他
の
由
来
事
忌
は
要
素
に
帰
属
せ
し
め
る
こ
と
、
即
ち
「
因
果

　
（
8
9
）

帰
属
」
が
、
歴
史
学
に
お
け
る
困
果
探
究
の
目
標
と
な
る
。
歴
史
学
に
お
い
て
、
個
皇
儲
出
来
事
が
あ
る
一
般
的
規
期
の
例
と
し
て
、
そ
の

下
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
あ
る
具
体
的
結
果
に
対
し
て
原
閣
と
な
る
出
来
事
を
確
定
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
間
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）

規
測
的
連
関
が
み
ら
れ
る
と
い
う
「
法
胴
論
的
知
識
」
に
訴
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ヴ
ェ
…
バ
！
は
「
閃
果
帰
属
し
の
乎

続
き
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
あ
る
出
来
事
A
に
対
し
て
、
A
に
先
行
す
る
事
態
の
中
で
因
果
的
に
適
合
的
な
構
成
要
素
を
見
患

す
た
め
に
、
そ
の
事
態
の
内
か
ら
有
意
味
的
と
思
わ
れ
、
経
験
規
細
に
あ
て
は
め
ら
れ
る
に
至
る
ま
で
分
解
さ
れ
た
構
成
要
素
B
C
D
…

…
が
選
び
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
要
素
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
、
他
の
要
素
が
条
件
と
し
て
存
在
す
る
場
合
、
経
験
規
瑚
に
従
え



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）

　
ば
い
か
な
る
結
果
が
客
観
的
に
可
能
で
あ
る
と
期
待
さ
れ
る
か
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
こ
の
知
識
を
も
っ
て
、
先
の
事
態
に
変
更
を
加
え

　
　
て
、
そ
の
結
果
を
た
ず
ね
て
み
る
。
も
し
他
の
条
件
が
嗣
じ
で
B
が
な
か
っ
た
、
も
し
く
は
大
い
に
変
化
し
た
時
に
、
A
と
い
う
結
果
に

　
変
り
が
な
い
と
客
観
的
に
期
待
さ
れ
た
ら
、
B
は
A
に
対
し
て
悶
果
的
に
偶
然
的
な
関
係
し
か
も
た
な
い
。
し
か
し
C
が
な
か
っ
た
り
、

　
　
あ
る
い
は
大
い
に
変
化
し
た
場
合
に
、
A
が
生
じ
な
い
も
し
く
は
大
い
に
変
化
し
て
い
た
と
期
待
さ
れ
た
ら
、
C
は
A
に
対
し
て
因
果
的

　
　
に
適
合
的
関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
、
他
の
要
素
に
つ
い
て
も
同
様
に
検
討
を
続
け
て
、
A
に
因
果
適
合
的
諦
要
素
C
D
…
が
確
定
す
る
。

　
　
か
く
し
て
歴
史
に
お
い
て
、
あ
る
出
来
事
が
か
く
な
っ
て
他
と
は
な
ら
な
か
っ
た
理
由
が
説
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
　
　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
現
葵
を
一
般
的
法
則
か
ら
演
繹
繊
来
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
現
実
の
質
的
相
違
を
無
視
し
て
、
も
つ

　
　
ば
ら
量
を
取
扱
お
う
と
す
る
「
精
密
自
然
科
学
」
に
お
い
て
、
経
験
的
に
与
え
ら
れ
る
個
々
の
場
台
は
、
一
般
的
法
則
の
例
と
し
て
把
握

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

　
　
さ
れ
、
そ
し
て
一
般
的
法
則
は
、
囚
果
方
程
式
に
表
現
さ
れ
る
。
従
っ
て
現
実
の
量
的
側
．
醐
に
関
し
て
は
、
一
般
的
法
瑚
か
ら
現
実
を
演

　
　
繹
出
来
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
、
そ
し
て
又
凡
て
の
関
連
あ
る
条
件
が
精
密
に
測
定
さ
れ
て
与
え
ら
れ
た
な
ら
、
個
々
の
出
来
事
の
精
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
騒
）

　
　
な
予
測
が
可
能
と
な
る
、
そ
れ
に
対
し
て
議
会
科
学
は
、
「
現
実
科
学
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
現
実
を
そ
の
特
性
に
お
い
て
拙
握
す
る
と
共
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）

　
　
現
実
に
お
け
る
具
体
的
因
果
関
係
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
。
後
者
に
お
い
て
は
、
精
密
自
然
科
学
の
よ
う
に
一
般
法
則
で
も
っ
て
現
実

　
　
（
の
量
的
側
面
）
を
把
握
し
つ
く
す
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
試
み
が
く
り
返
さ
れ
た
こ
と
を
ヴ
ェ
ー
パ

　
　
一
は
指
摘
す
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
理
論
も
こ
の
よ
う
な
試
み
の
～
つ
と
解
さ
れ
る
。
更
に
彼
は
、
一
八
八
三
年
以
来
の
国
民
経
済

　
　
学
を
め
ぐ
る
方
法
論
論
争
に
お
い
て
、
歴
史
学
派
の
代
表
で
あ
る
シ
ュ
モ
ラ
ー
に
対
立
し
た
メ
ソ
ガ
…
の
「
『
拙
象
的
』
理
論
的
方
法
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
6
）

　
　
関
し
て
、
次
の
こ
と
を
指
摘
し
た
。
メ
ソ
ガ
ー
が
、
法
話
の
定
式
化
を
も
っ
て
実
在
の
歴
史
的
認
識
に
代
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
す
る

　
　
こ
と
は
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
営
利
衝
動
と
い
っ
た
心
理
学
的
根
本
動
磯
か
ら
抽
象
的
理
論
（
あ
る
い
は
一
般
的
法
則
）
に
よ
っ
て
現
実

　
　
の
経
済
現
象
が
演
繹
さ
れ
る
と
、
彼
が
考
え
た
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。
何
故
な
ら
営
利
衝
動
が
経
済
現
象
に
お
け
る
心
理
学
的
公
理
と

　
　
し
て
通
用
す
る
か
ど
う
か
は
、
疑
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。
「
社
会
関
係
に
お
け
る
人
聞
の
心
的
態
度
に
関
し
て
…
…
問
題
と
な
る
の
は
、
相

躍　
　
　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
；
パ
！
に
お
け
る
理
解
の
方
法
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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八
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

互
に
異
質
的
な
、
又
具
体
的
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
心
的
動
機
と
影
響
で
あ
る
」
と
し
て
、
ヴ
ェ
…
バ
ー
は
、
経
済
活
動
に
お
い
て
も

さ
ま
ざ
ま
な
衝
動
（
動
機
）
が
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
も
し
営
利
衝
動
が
経
済
活
動
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
心
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
8
）

学
が
経
済
学
の
基
礎
理
論
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
営
利
衝
動
と
経
済
活
動
の
関
係
に
つ
い
て

奪
え
る
こ
と
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
救
い
の
確
信
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
衝
動
と
職
業
労
働
（
経
済
活
動
）
の
國
係
に
つ
い
て

も
あ
て
は
ま
る
。
か
の
宗
教
的
衝
動
が
生
活
態
度
の
形
成
に
い
か
に
大
き
な
作
用
を
及
ぼ
し
た
に
せ
よ
、
そ
れ
は
他
の
諸
要
素
と
共
に
作

用
し
た
一
要
素
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
彼
は
、
彼
の
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
に
お
い
て
、
資

本
主
義
的
経
済
体
側
そ
し
て
資
本
主
義
の
精
神
を
宗
教
改
革
の
「
成
果
》
易
穿
ゆ
」
又
は
「
産
物
や
弓
§
品
塾
」
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ

　
　
　
（
9
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
o
o
呈
）

う
と
し
た
、
あ
る
い
は
又
資
本
霊
義
的
経
済
体
制
を
宗
教
的
動
機
か
ら
の
み
「
導
出
”
剣
舞
窪
」
し
ょ
う
と
し
た
と
い
う
想
定
を
ば
か
げ

た
も
の
と
し
て
、
き
び
し
く
し
り
ぞ
け
よ
う
と
し
た
。
更
に
又
資
本
主
義
的
経
済
体
制
と
そ
の
精
神
は
、
「
『
適
合
的
』
関
係
」
に
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
〇
王
）

螺
法
則
的
』
依
存
関
係
」
に
は
な
い
と
彼
は
主
張
し
た
。
こ
こ
で
も
前
者
は
後
老
の
景
物
で
あ
る
と
云
い
切
れ
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
宗
教
的
動
機
、
資
本
主
義
の
精
神
、
資
本
主
義
的
経
済
体
制
は
、
そ
れ
ぞ
れ
後
の
も
の
が
先
の
も
の
か
ら
の
み
導
出
さ
れ

た
の
で
は
な
い
が
、
先
の
も
の
と
後
の
も
の
と
の
間
に
因
果
関
係
が
見
識
さ
れ
る
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
因
果

関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
因
果
的
説
明
に
つ
い
て
実
証
主
義
の
立
場
を
代
表
す
る
の
は
、
ポ
ッ
パ
i
・
へ

　
　
　
　
　
　
（
翻
）

ソ
ペ
ル
説
で
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
る
と
因
果
的
説
明
に
お
い
て
は
、
初
期
条
件
と
一
般
的
法
則
か
ら
結
果
（
帰
結
）
が
ひ
き
出
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
法
則
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
因
と
結
果
の
関
係
が
確
足
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
論
理
的
推
論
に
よ
っ
て
結
果
が
導
き
出
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
又
こ
の
説
に
よ
る
と
、
説
明
は
予
測
と
全
く
同
じ
構
造
を
も
っ
て
い
る
が
、
た
だ
後
者
に
お
い
て
は
初
期
条
件
が
仮
定

さ
れ
て
い
る
。
更
に
こ
の
よ
う
な
説
明
の
雛
難
7
8
は
凡
て
の
科
学
に
あ
て
は
ま
る
の
で
、
こ
の
点
に
関
し
て
薗
然
科
学
と
社
会
科
学
（
歴
史

学
）
に
は
何
の
相
違
も
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ヘ
ン
ペ
ル
は
、
説
明
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
法
則
が
凡
て
普
遍
的
法
則
な



　
　
の
で
は
な
く
、
そ
の
他
に
確
率
的
諸
法
則
も
あ
り
、
社
会
科
学
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
が
む
し
ろ
通
例
で
あ
る
こ
と
に
注
図
し
て
、
前
池
に

　
　
基
づ
く
「
演
繹
的
一
法
則
論
的
説
明
」
と
後
者
に
基
づ
く
「
蓋
然
的
説
明
し
を
区
心
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
、
も
っ
ぱ
ら
前
者
に
着
闘

　
　
し
た
ポ
ッ
パ
ー
説
を
拡
大
し
た
も
の
で
あ
り
、
説
明
の
購
造
に
つ
い
て
両
者
の
考
え
の
相
違
は
な
い
。
ポ
ッ
パ
i
・
ヘ
ン
ペ
ル
説
に
対
し

　
　
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
先
に
見
た
よ
う
に
精
密
自
然
科
学
の
場
合
に
は
、
こ
れ
を
受
け
容
、
れ
る
が
、
挽
会
科
学
に
お
い
て
は
抽
象
的
理
論
経

　
　
済
学
に
お
け
る
よ
う
に
、
営
利
衝
動
と
一
般
的
法
則
か
ら
結
露
と
し
て
の
経
済
現
象
を
演
繹
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
す
る
の
で
、
そ
れ

　
　
を
し
り
ぞ
け
る
こ
と
に
な
る
。
更
に
具
体
的
歴
史
的
出
来
事
に
つ
い
て
「
厳
密
な
『
必
然
性
』
」
に
到
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
（
囎
）

　
　
彼
は
認
め
て
い
る
。
彼
は
か
く
し
て
、
自
然
科
学
と
夜
会
科
学
（
歴
史
）
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
縫
会
科
学
（
歴
史
学
）
に

　
　
特
有
な
囚
果
的
説
明
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
ポ
ッ
パ
ー
・
ヘ
ソ
ペ
ル
説
に
反
対
し
て
、
ド
レ
イ
は
強
調
し
て
い
る
。
　
一
般
に
ド
レ
イ
の

　
　
「
理
由
に
よ
る
説
明
」
も
し
く
は
合
理
的
説
明
は
、
定
式
化
さ
れ
た
法
則
に
訴
え
な
く
と
も
、
何
故
あ
る
歴
史
的
行
為
が
な
さ
れ
た
か
の

　
　
理
由
を
理
解
す
る
こ
と
が
即
ち
説
明
で
あ
る
と
、
解
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
ポ
ッ
パ
ー
・
ヘ
ン
ペ
ル
説
と
ド
レ
イ
説
の
対
立
は
、
法
則
に

　
　
訴
え
る
、
論
理
的
形
式
の
整
っ
た
説
明
の
方
式
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
に
よ
ら
な
く
と
も
常
識
（
洞
察
）
に
よ
っ
て
亙
る
と
い
う
プ
ラ
グ

　
　
マ
チ
ッ
ク
な
説
明
の
方
式
か
と
い
う
対
立
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
事
実
ヘ
ソ
ペ
ル
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
、
ド
レ
イ
の
合
理
的
説
明
を
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

　
　
般
的
経
験
法
則
に
よ
っ
て
補
う
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
両
奢
の
対
立
は
本
来
的
に
、
ド
レ
イ
が
ポ
ッ
パ
ー
・
ヘ
ン
ペ
ル
説
に

　
　
対
し
て
論
理
的
に
異
な
っ
た
説
明
方
式
を
提
出
し
た
こ
と
に
基
づ
く
と
、
彼
は
等
張
し
、
又
フ
ォ
ン
・
ウ
リ
ク
ト
も
こ
の
こ
と
を
承
認
す

　
　
る
。
ド
レ
イ
は
因
果
関
係
の
説
明
に
は
、
何
故
あ
る
こ
と
が
必
然
的
に
生
起
し
た
の
か
と
、
い
か
に
し
て
あ
る
こ
と
が
生
起
す
る
こ
と
が

　
　
可
能
と
な
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
二
種
類
の
方
武
が
あ
る
と
す
る
。
前
者
は
「
・
巻
冨
き
甑
§
鼠
ひ
。
≦
7
》
・
器
8
し
・
。
。
覧
蔦
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝿
）

　
　
呼
ば
れ
、
又
後
者
は
「
。
塞
ぎ
註
霧
○
＝
ぎ
踏
。
≦
℃
。
隆
配
凡
」
と
呼
ば
れ
る
。
前
者
が
因
果
関
係
に
お
け
る
充
分
条
件
を
問
題
と
す
る

　
　
の
に
対
し
て
、
後
者
は
必
要
条
件
を
閥
題
と
す
る
。
つ
ま
り
前
者
は
、
何
が
そ
の
結
果
を
生
じ
せ
し
め
た
か
と
い
う
形
で
原
因
を
究
明
す

　
　
る
の
に
、
後
者
は
、
飼
が
な
け
れ
ば
そ
の
結
果
が
生
じ
な
か
っ
た
か
を
闇
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
前
者
の
説
明
方
式
は
、
予
測
に
役
立
つ

438　
　
　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
：
に
お
け
る
理
解
の
方
法
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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八
二

448　
　
の
に
対
し
て
、
後
者
の
そ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
但
し
何
が
生
起
し
な
い
か
に
つ
い
て
予
測
が
．
偉
勲
で
あ
る
）
。
後
者
は
む
し

　
　
ろ
、
結
果
か
ら
原
因
へ
の
「
遡
及
δ
霞
。
虫
。
鳳
。
露
」
に
役
立
つ
の
で
あ
る
。
歴
史
（
自
然
現
象
の
そ
れ
も
含
め
て
）
に
お
い
て
、
も
つ
ぱ

　
　
ら
遡
及
的
探
究
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
結
果
を
用
い
て
予
灘
を
な
す
こ
と
は
、
量
的
関
係
に
つ
い
て
は
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し

　
　
く
り
返
す
こ
と
の
な
い
歴
史
に
つ
い
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
遡
及
は
、
予
測
と
は
異
な
っ
た
独
立
し
た
意
義
を
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
か
く
し
て
「
何
故
必
然
的
に
」
と
「
い
か
に
し
て
．
司
能
か
」
と
云
う
二
つ
の
説
明
方
式
が
、
フ
ォ
ン
・
ウ
リ
ク
ト
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

　
　
論
理
的
に
独
立
し
て
い
る
こ
と
、
更
に
こ
れ
ら
の
区
別
を
な
し
た
ド
レ
イ
の
主
張
は
、
ヘ
ソ
ペ
ル
の
説
明
理
論
の
批
判
で
は
な
く
、
む
し

　
　
ろ
こ
れ
を
補
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
も
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
両
方
の
説
明
方
式
に
お
い
て
、
実
証
主
義
の

　
　
立
場
に
立
つ
ポ
ッ
パ
ー
・
ヘ
ン
ペ
ル
説
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
一
般
的
法
則
に
基
づ
い
て
説
明
を
な
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

　
　
が
、
ド
レ
イ
と
フ
ォ
ン
・
ウ
リ
ク
ト
は
、
常
に
そ
う
で
あ
る
と
は
眼
ら
な
い
と
し
て
、
説
明
の
形
式
を
拡
大
し
て
い
こ
う
と
す
る
。
そ
れ

　
　
は
、
ド
レ
イ
と
フ
ォ
ン
・
ウ
リ
ク
ト
が
歴
史
学
は
統
一
さ
れ
た
科
学
の
枠
の
中
へ
組
み
入
れ
ら
れ
な
い
独
自
性
を
も
つ
こ
と
を
強
調
し
よ

　
　
う
と
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
フ
ォ
ン
・
ウ
リ
ク
ト
は
人
間
の
行
為
の
特
性
を
そ
の
拠
所
と
し
て
あ
げ
、
ド
レ
イ
は
歴
史
学
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
塀
）

　
　
科
学
よ
り
む
し
ろ
「
人
文
学
穿
ヨ
磐
蕊
霧
」
に
画
す
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
歴
史
学
に
お
け
る
悶
果
酌
説
明
が
科
学
的
即
ち
客
観
的

　
　
説
明
で
あ
る
た
め
に
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
も
認
め
た
よ
う
に
経
験
的
法
則
に
訴
え
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、

　
　
こ
れ
を
必
ず
し
も
必
要
と
は
し
な
い
と
い
う
彼
等
の
主
張
に
賛
成
す
る
こ
と
は
掲
来
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
ヴ
ェ
…
バ
ー
は
、
歴
史
的
因
果
解
明
が
、
結
果
か
ら
原
因
に
遡
及
す
る
こ
と
で
あ
る
と
認
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
彼
は
又
そ
れ
の
解
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
が
、
結
果
に
作
用
を
及
ぼ
し
た
即
ち
鰹
巣
的
に
本
質
的
な
要
素
を
探
究
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
魅
，
必
要
不
可
欠
な
．
構
成
要
素
と
し
て
の
…
…

　
　
（
0
9
三
）

　
　
原
因
」
を
見
愛
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
で
歴
史
的
因
果
解
明
に
お
い
て
は
結
果
に
先
行
す
る
無
限
の
要
素
の
中
で
、
そ

　
　
の
要
素
が
あ
れ
ば
、
必
ず
そ
の
結
果
が
生
じ
る
と
云
う
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
、
む
し
ろ
そ
の
要
素
（
漂
闘
）
が
な
け
れ
ば
、
与
え
ら
れ
た

　
　
結
果
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
必
要
条
件
と
し
て
の
原
因
が
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
具
体
的
原
因
の
探
究
即
ち
因



　
　
果
帰
属
に
お
い
て
、
彼
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
与
え
ら
れ
た
条
件
を
変
化
さ
せ
て
、
経
験
的
規
則
に
従
っ
て
そ
の
帰
結
を
た
ど
り
、
そ

　
　
れ
で
も
っ
て
原
因
を
確
定
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
具
体
的
因
果
帰
属
の
手
続
き
の
例
と
し
て
、
彼
が
あ
げ
て
い
る
の
は
、
マ
ラ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瀞
）

　
　
ン
の
戦
い
が
そ
の
後
の
涯
洋
の
文
化
の
発
展
に
対
し
て
も
つ
因
渠
的
意
義
の
確
定
の
問
題
で
あ
る
。
も
し
ギ
夢
シ
ア
が
マ
ラ
ト
ソ
の
戦
い

　
　
で
ペ
ル
シ
ア
に
敗
れ
た
な
ら
、
そ
の
後
の
ギ
リ
シ
ア
文
化
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
仮
定
の
問
題
で

　
　
あ
る
。
し
か
し
彼
は
、
ペ
ル
シ
ア
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
た
、
草
露
の
文
化
を
も
つ
社
会
た
と
え
ば
ユ
ダ
ヤ
人
の
国
家
を
と
り
あ
げ
検
討
す

　
　
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ラ
ト
ン
の
戦
い
に
敗
れ
て
い
た
場
合
、
ギ
リ
シ
ア
の
文
化
の
発
展
に
重
大
な
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
が
み
ら
れ
る
こ
と

　
　
が
客
観
的
に
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
こ
う
し
て
マ
ラ
ト
ソ
の
戦
い
の
勝
利
が
文
化
の
発
展
に
寄
与
し
た
と
云
え
る
と
、
彼
は
主
張
す
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
因
果
帰
属
の
手
続
ぎ
は
、
単
な
る
思
考
実
験
と
云
う
よ
り
、
む
し
ろ
比
較
史
的
な
い
し
鳳
比
較
社
会
学
的
考
察
と

　
　
云
っ
た
方
が
よ
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
又
宗
教
的
経
済
倫
理
が
、
近
代
的
資
本
主
義
体
棚
の
形
成
に
寄
与
し
た
か
ど
う
か
の
問
題
の
解

　
　
明
に
あ
た
っ
て
も
見
出
さ
れ
る
。
ヴ
ェ
…
バ
ー
は
、
「
古
代
の
爾
洋
と
中
近
東
、
イ
ン
ド
、
イ
ス
ラ
ム
と
同
様
、
中
国
に
お
い
て
、
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
圭
三
）

　
　
資
本
主
義
の
成
立
に
と
っ
て
外
的
に
有
利
な
事
態
が
み
ら
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
資
本
主
義
が
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
し
理
由
を
問
い
、
そ

　
　
れ
に
は
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
（
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
）
の
職
業
倫
理
に
み
ら
れ
る
「
実
践
的
態
痩
し
が
、
勿
論
こ
れ
の
成
立
発
展
に
は
政
治
的
経

　
　
済
約
文
化
的
要
函
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
社
会
に
お
い
て
欠
け
て
い
た
こ
と
が
、
因
果
的
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
を
指
摘

　
　
（
9
岬
工
三
）

　
　
し
た
。
つ
ま
り
こ
の
態
度
の
即
ち
資
本
主
義
の
精
神
の
欠
如
が
、
資
本
主
義
の
成
立
に
対
す
る
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
と
共
に
、
資
本
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
1
）

　
　
義
の
形
成
を
阻
害
し
た
の
で
あ
る
。
障
害
の
中
で
も
重
要
な
の
は
、
宗
教
意
識
に
基
づ
く
伝
統
で
あ
る
。
た
だ
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
チ

　
　
ズ
ム
だ
け
が
、
呪
術
（
と
そ
れ
に
伴
う
伝
統
の
不
可
侵
性
）
と
瞑
想
な
ど
の
現
世
外
的
救
済
追
求
に
と
ど
め
を
さ
し
、
そ
れ
だ
け
が
現

　
　
世
内
的
職
業
に
は
げ
む
こ
と
に
よ
り
、
し
か
も
方
法
酌
に
合
理
化
さ
れ
た
職
業
遂
行
に
お
い
て
、
救
済
を
求
め
る
宗
教
約
動
機
を
生
み
繊

　
　
（
鋸
）

　
　
し
た
。
組
織
的
方
法
的
生
活
態
度
を
な
す
こ
と
に
お
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
平
均
的
カ
ト
サ
ッ
ク
教
徒
よ
り
一
歩
先
ん
じ
て
い
る
。
そ
れ

　
　
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て
、
教
会
に
お
け
る
網
丹
薬
霰
や
仲
介
者
が
欠
け
て
お
り
、
救
い
の
た
め
に
懲
ら
責
任
を
と
る
必
要
が
あ
っ
た
か

蹄　
　
　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
理
解
の
方
法
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
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八
四

468　
　
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て
、
伝
統
主
義
が
破
壊
さ
れ
ず
、
生
活
の
方
法
化
が
進
展
し
な
か
っ
た
の
は
、
禁
欲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
櫛
）

　
　
主
義
に
向
う
個
々
の
動
機
は
見
出
さ
れ
て
も
、
禁
欲
主
義
的
根
本
動
機
を
宗
教
的
に
結
合
す
る
き
ず
な
が
欠
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
、

　
　
ヴ
ェ
…
バ
ー
は
指
摘
し
て
、
救
済
の
確
証
の
概
念
の
重
要
さ
を
確
認
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
彼
は
資
本
主
義
体
制
の
形
成

　
　
の
た
め
に
、
宗
教
的
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
職
業
倫
理
が
必
要
条
件
で
あ
る
こ
と
を
解
明
し
た
。

　
　
　
こ
の
議
論
に
お
い
て
、
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
の
倫
理
…
資
本
主
義
の
精
神
…
資
本
主
義
的
経
済
体
儲
の
困
果
連
関
が
問
題
と

　
　
な
っ
て
い
る
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
「
資
本
主
義
の
精
神
」
を
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
職
業
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
［
玉
）

　
　
げ
臼
敷
ω
ヨ
似
声
α
q
組
織
的
、
合
理
的
に
正
当
な
利
潤
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
心
的
態
度
O
。
ω
ぼ
p
葺
α
q
」
と
規
定
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
、

　
　
経
済
生
活
に
お
け
る
禁
欲
的
態
度
で
あ
る
が
、
彼
は
禁
欲
的
生
活
態
度
へ
向
う
「
衝
動
」
が
そ
れ
自
体
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
動
機
に
よ
っ

　
　
て
生
み
出
さ
れ
得
た
こ
と
、
そ
し
て
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
予
定
説
も
、
そ
れ
ら
の
可
能
性
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
認
め
る
が
、
た
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
！
1
）

　
　
こ
れ
が
「
非
常
に
首
尾
一
貫
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
き
わ
め
て
顕
著
な
心
理
的
作
用
を
及
ぼ
し
た
」
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
つ
ま
り
予
定
説
は
経
済
に
お
け
る
禁
欲
的
生
活
態
度
へ
の
強
力
な
動
機
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。
動
機
探
究
に
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
あ
る

　
　
　
　
　
（
8
董
王
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
薄
）

　
　
と
し
て
も
、
歴
史
的
研
究
に
お
け
る
そ
の
中
心
的
意
義
は
、
因
果
帰
属
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
禁
欲

　
　
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
の
倫
理
は
、
資
本
主
義
の
精
神
の
形
成
の
必
要
条
件
を
な
し
て
い
る
、
又
こ
れ
に
よ
っ
て
前
者
は
資
本
主
義
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㈱
）

　
　
成
の
た
め
の
必
要
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
更
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
「
近
代
の
資
本
主
義
精
神
の
組
成
的
ざ
霧
簿
気
ぞ
要
素
の
一
つ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瓢
）

　
　
…
…
キ
リ
ス
ト
教
的
禁
欲
の
精
神
か
ら
生
れ
た
し
と
述
べ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
も
前
者
と
後
者
の
意
味
的
達
関
と
共
に
、
因
果
的
連

　
　
関
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
「
宗
教
社
会
学
」
に
お
い
て
、
思
想
と
行
為
の
力
動
的
連
関
を
、
実
践
的
衝
動
の
概
念
を
用
い
て
、
明
ら
か
に
し
ょ

う
と
し
た
、
少
な
く
と
も
そ
れ
は
宗
教
社
会
学
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
こ
の
衝
動
の
概
念
に
お
い
て
、
意
味
適
合
性
と
因
果
的
連



　
　
関
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
現
実
の
解
明
に
役
立
て
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
「
宗
教
社
会
学
」
に
お
け
る
心
理
的
考
察
の
方
法
論
的
意
義
は
、

　
　
こ
こ
に
存
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
「
社
会
学
の
基
礎
概
念
」
に
お
け
る
理
解
の
方
法
と
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
で
あ

　
　
ろ
う
か
。
理
解
の
方
法
に
お
い
て
、
行
為
の
主
観
的
意
味
理
解
に
重
点
が
お
か
れ
、
そ
し
て
又
意
味
適
合
性
と
因
果
適
合
性
が
二
つ
の
異

　
　
な
っ
た
観
点
と
し
て
峻
別
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
い
か
に
意
味
的
に
明
証
的
な
解
明
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て

　
　
そ
れ
が
因
果
的
に
正
し
い
説
明
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
彼
は
主
張
し
た
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
因
果
適
合
性
と
意
味
適
合
性
を
全
く
無

　
　
関
係
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
・
た
と
え
ば
禺
蓮
的
連
関
は
・
因
果
連
関
の
藤
と
し
て
の
役
割
を
繁
梅
つ
ま
り
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
ψ
玉
）

　
　
「
明
証
的
因
果
的
仮
説
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
彼
は
、
理
解
急
心
学
の
定
義
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
行
為

　
　
の
意
味
理
解
を
通
じ
て
、
そ
の
経
過
を
因
果
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
適
合
性
と
因
果
的
連
関
の
結
び
つ

　
　
き
を
、
「
格
率
し
の
概
念
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
「
格
率
」
は
、
行
為
の
意
味
に
関
す
る
表
象
く
。
翼
亀
§
σ
Q
で
あ
る
と
共
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
燦
）

　
　
行
為
の
動
因
と
し
て
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
法
な
ど
の
規
範
は
観
念
的
に
は
規
範
と
し
て
通
用

　
　
し
て
い
て
も
、
そ
れ
が
同
疇
に
経
験
的
に
個
人
の
行
為
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
こ
れ
を
方
向
付
け
る
と
は
限
ら
な
い
と
す
る
。
そ
の
た
め
に

　
　
法
は
、
規
範
に
つ
い
て
の
表
象
と
し
て
の
格
率
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
面
癖
の
行
為
に
作
用
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。
無
理

　
　
論
経
済
学
の
法
則
も
、
掴
入
の
行
為
に
実
際
に
作
用
す
る
た
め
に
「
格
率
」
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
前
者
が
「
規
範

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
獅
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
1
）

　
　
1
格
率
Z
o
§
・
譲
霞
ぎ
。
」
と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
「
合
臼
的
的
格
率
N
≦
o
舞
ヨ
似
譲
α
q
冨
詳
ヨ
三
脚
ヨ
Φ
し
と
云
わ
れ
て
い
る
、

　
　
従
っ
て
思
想
は
、
格
率
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
の
意
味
の
基
礎
付
け
を
な
す
だ
け
で
な
く
、
行
為
に
作
用
を
及

　
　
ぼ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
格
率
の
概
念
を
、
「
宗
教
社
会
学
」
に
お
け
る
衝
動
の
概
念
に
比
べ
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
、
蒲
老

　
　
に
お
い
て
は
行
為
の
意
味
内
容
に
秘
露
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
に
お
い
て
は
力
動
的
因
果
関
係
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

　
　
「
宗
教
社
会
学
」
な
か
ん
ず
く
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
資
本
主
義
の
精
神

　
　
と
い
っ
た
「
歴
史
的
耀
体
」
と
そ
の
「
具
体
的
発
生
的
連
関
」
を
問
題
と
し
た
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
先
に
も
見
た
よ
う
に
、

478　
　
　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
理
解
…
の
方
法
（
兜
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五



　
　
　
　
　
哲
学
撚
耕
惚
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五
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二
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－
九
嵐
乃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
晶
ハ

488　
　
「
強
い
衝
動
嬬
「
よ
り
強
力
な
動
機
」
と
い
っ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
社
会
学
の
基
礎
概
念
」
に
お
い
て
は
、
格

　
　
率
と
し
て
の
一
般
酌
類
型
を
提
示
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
の
で
、
格
率
が
個
々
の
場
合
に
ど
の
程
度
意
識
さ
れ
、
そ
し
て
ど
の
よ
う

　
　
に
又
ど
の
程
度
に
行
為
を
因
果
的
に
規
定
す
る
か
は
、
場
合
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
一
般
的
に
定
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
辮
）

　
　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
認
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
は
異
な
る
が
、
思
想
と
行
為
の
連
関
を
説
明
す
る
役
割
に
お
い
て
、
「
格

　
　
率
し
の
概
念
と
「
衝
動
」
の
概
念
は
等
し
い
と
云
え
る
。

　
　
　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
思
想
が
行
為
に
お
い
て
事
誤
す
る
の
は
、
「
人
間
が
…
『
理
挫
的
』
で
あ
る
」
、
即
ち
経
験
的
に
は
格
率
を
「
把
握
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

　
　
そ
れ
に
服
す
る
こ
と
の
出
来
る
存
在
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
と
主
張
す
る
。
彼
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
入
閥
を
直

　
　
接
的
に
動
が
す
の
は
、
非
合
理
的
な
（
利
害
）
関
心
で
あ
り
、
又
情
熱
を
も
っ
て
な
し
得
る
事
柄
だ
け
が
人
間
と
し
て
価
値
あ
る
事
柄
な

　
　
　
　
（
1
）

　
　
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
早
蒔
に
人
間
は
、
自
己
の
行
為
の
意
味
を
認
識
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
行
為
を
規
制
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で

　
　
あ
り
、
こ
の
意
味
で
彼
は
、
理
性
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
単
な
る
分
別
、
知
恵
で
は
な
く
情
熱
の
裏
付
け
を
も
っ
た
思
考
作
用
と
し
て
の
理
性

　
　
が
問
題
で
あ
る
。
理
性
的
で
あ
る
こ
と
は
、
行
為
を
規
制
す
る
点
に
み
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
思
想
を
形
成
す
る
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て

　
　
い
る
。
宗
教
社
会
学
に
お
い
て
正
当
化
の
要
求
に
従
っ
て
、
倫
理
的
宗
教
的
に
合
理
化
さ
れ
た
世
界
際
が
提
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
忍

　
　
想
（
弁
神
論
）
を
受
け
容
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
定
の
（
倫
理
的
）
生
活
態
度
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ

　
　
…
は
、
「
知
的
－
理
論
的
な
、
あ
る
い
は
実
践
的
一
倫
理
的
立
場
の
、
論
理
的
又
は
隠
的
論
的
『
首
尾
一
貫
性
』
と
い
う
意
味
で
の
合
理

　
　
　
　
（
瑚
）

　
　
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
理
論
的
合
理
化
と
実
践
的
合
理
化
に
つ
い
て
、
両
考
が
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
究
燧
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
撒
）

　
　
切
り
離
す
こ
と
の
出
来
な
い
関
連
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
彼
は
、
学
問
が
こ
れ
ら
両
者
の
合
理
化
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
撹
）

　
　
そ
こ
に
実
践
的
そ
し
て
個
人
的
生
活
に
対
す
る
学
寮
の
も
つ
意
味
が
存
す
る
の
で
あ
る
と
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
学
周
に
お
け
る
合
理
化

　
　
と
異
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
宗
教
的
関
心
（
必
要
）
に
基
づ
い
て
指
し
進
め
ら
れ
た
宗
教
に
お
け
る
理
論
的
合
理
化
と
実
践
的
合
理
化

　
　
の
密
接
な
関
連
を
、
特
に
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
た
ど
っ
て
来
た
。
こ
の
よ
う
な
関
連
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
も
し
く
は
関
連
を
作
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り
幽
し
た
こ
と
は
、
や
は
り
根
本
的
に
は
人
聞
が
「
理
性
的
」
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
思

想
を
形
成
す
る
と
共
に
、
思
想
に
従
っ
て
行
為
を
方
向
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
…
に
お
け
る
理
解
の
方
法
は
、
人
間
の
こ
の

あ
り
方
を
前
提
に
し
て
い
る
と
と
も
に
、
す
ぐ
れ
て
こ
の
人
毎
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
慰
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
（
完
）

　
（
1
）
　
（
○
知
も
。
囲
Y
G
Q
ぬ
ト
σ
●
な
お
門
経
済
と
祉
会
」
に
含
ま
れ
て
い
る
宗
教
赴
会
学
も
、
こ
の
点
で
は
門
慢
界
宗
教
の
経
済
倫
理
感
と
臨
じ
立
場
に
立
つ

　
　
　
て
い
る
。

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
0
，
）
（
名
¢
O
）
G
D
「
ω
ω
♪

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
O
菊
ω
｛
y
ω
．
b
こ
ω
ρ
o
h
辱
ミ
；
ω
．
N
①
メ

（
○
カ
ω
H
）
い
ω
・
◎
。
卜
Q
響
。
「
．
（
○
≦
い
ソ
ω
．
嵩
ド

（
〈
唄
¢
∩
Ψ
y
　
し
Q
甲
ω
刈
ト
ひ
”
（
∩
｝
開
ω
囲
）
噸
ω
脅
α
込
3
メ
窃
ω
ピ

（
○
知
ω
囲
ソ
ω
．
o
◎
㎝
h

尊
㌧
鉢
　
ω
◎
c
◎
③
．

　
　
〕

～
ミ
“
堕
ω
．
8
．
o
瞥
凡
黛
猟
“
ψ
固
に
〉
曾
ω
●
卜
σ
α
c
。
h
・

（
芝
鄭
○
）
や
ω
’
舘
ρ

賊
黛
“
Ψ
ω
’
も
。
も
。
A
h
（
O
幻
段
）
ω
。
饒
ω

（
≦
瓢
○
）
い
ω
．
5
。
忠

　
　
　
　
　
　
　
（
O
殉
ω
一
）
．
ω
陰
沁
①
メ

執
㍗
㌧
鉢
　
ω
■
卜
⊃
①
c
Q
．

　
　
》

（
○
カ
ω
H
ソ
Q
り
●
ト
っ
α
メ

（
芝
¢
O
y
ω
ゆ
ミ
ω
幽

ミ
ら
●
ら
F
（
O
囲
ω
H
y
G
っ
噸
卜
p
鵯
瞥

（
O
麺
ω
H
）
り
ψ
b
δ
鵯
ひ

等
馬
鉢
　
ψ
α
ω
Q
o
．

　
　
冒

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
…
バ
ー
に
お
け
る
理
解
の
芳
法
（
完
）

八
七
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（
1
7
）
　
ご
9
へ
、
馬
．

（
1
8
）
　
（
O
肉
ω
困
y
ω
●
ω
⑩
》
惚
δ
鱒
〉
”
（
℃
閃
酬
H
）
M
ω
e
G
O
窃
轡

（
1
9
）
　
（
○
男
ω
肖
y
ω
。
8
．
臥
ψ
≦
鶴
ρ
即
卜
3
㊤
ω
・

（
2
0
）
　
（
℃
鍔
目
）
●
ω
』
Q
。
ω
誉
。
瞥
軌
ミ
猟
“
ω
．
も
。
ど
8
讐
嵩
到
卜
3
c
。
少

（
2
1
）
　
ミ
ミ
ニ
ω
’
ω
込
」
も
∂
“

（
2
2
）
　
（
Ω
労
ω
H
ソ
ω
ゆ
ト
0
0
の
噛

（
2
2
．
）
（
♂
〈
煽
O
）
ω
．
謡
曽

（
2
3
）
　
（
○
％
ω
H
y
ψ
o
◎
ら
。
燭

（
2
4
）
　
（
℃
瞬
＝
）
ω
。
ぴ
O
o
◎
餅

（
2
5
）
　
（
O
労
ω
剛
ン
ω
・
お
，

（
2
6
）
　
（
℃
さ
尊
囲
H
Y
ψ
卜
3
c
Q
餅

（
2
7
）
　
（
○
匁
ω
囲
ソ
Q
Q
・
O
G
ゆ
。
。
卜

（
2
8
）
　
叫
黛
鉢
“
ω
’
卜
⊃
戯
P

（
2
8
。
）
　
宗
教
釣
必
要
が
ヴ
ェ
ー
バ
…
の
宗
教
社
会
学
に
お
い
て
強
調
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
を
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
そ
れ
に

　
　
よ
っ
て
宗
教
の
畠
律
性
が
確
保
さ
れ
、
宗
教
は
単
に
社
会
的
、
経
済
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
労
・
ガ
。
ぴ
。
『
錺
。
詳

　
　
『
、
竃
恥
象
8
N
o
腹
ヘ
ミ
腎
～
ミ
，
臆
，
無
ミ
凶
§
ミ
。
沁
偽
黛
讐
§
（
一
㊤
刈
O
）
ψ
μ
爲
．

（
2
9
）
　
（
O
沁
O
Q
囲
y
ψ
鍵
ρ
（
ぐ
く
¢
○
）
．
も
。
．
㎝
お
，

（
2
9
，
）
（
ピ
く
¢
Q
）
ω
・
◎
◎
ミ
弊

（
3
0
）
　
（
○
カ
ω
H
）
”
ω
・
ま
N
9
．
凡
黛
猟
り
ω
’
粘
っ
繭
G
。
噂
（
≦
信
O
y
ω
・
G
。
麟
●

（
3
1
）
　
（
○
鶉
Q
o
囲
）
”
ω
。
濾
餅

（
3
2
）
導
、
“
℃
も
Q
邑
卜
⊃
総
・

（
3
3
）
　
凡
黛
へ
爵
ω
．
邸
農
¶
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誓
学
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究
　
第
五
百
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十
九
号
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・
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㎝
》
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ば
れ
て
い
る
。

九
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．
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ソ
ω
．
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Q
①
幽
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7
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ミ
3
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一
》
■
彼
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又
こ
の
箇
所
で
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ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
鵠
ー
ム
ズ
が
認
め
た
以
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に
、
思
想
内
容
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
す
る
．
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≦
い
）
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刈
ひ
お
㎝
艶
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．
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ω
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○
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∂
①
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⊃
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．
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①
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．
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．
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○
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囲
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。
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（
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○
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甲
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◎
①
9
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6
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ω
G
◎
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堕
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ω
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．
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．
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カ
ω
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G
Q
’
一
＝
〉
”
邸
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●
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翻
6
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折
口
学
研
究
第
五
ザ
臼
ゴ
一
十
↓
ハ
号
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9
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ψ

（
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O
Y
も
G
．
ω
ω
Φ
」

（
7
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）
　
（
○
ヵ
ω
一
）
、
ω
．
q
。
。
〉
’
ま
た
「
心
理
的
衝
動
偏
が
信
楽
と
実
践
に
よ
っ
て
生
れ
る
と
共
に
、
「
生
活
態
度
を
方
向
付
け
、
偲
人
を
そ
の
中
に
引
き

　
　
留
め
た
」
こ
と
を
ヴ
ェ
ー
バ
…
は
述
べ
て
い
る
。
尊
ミ
■
ω
．
c
。
ρ

（
7
0
，
）
（
≦
＝
O
）
も
Q
¶
慧
ρ
ω
黛
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
即
ち
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
と
ピ
訊
…
サ
タ
ユ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
木
主
義
の
精
神
が
あ
た
か

　
　
も
同
義
的
で
あ
る
と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
の
問
題
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
（
菊
◎
ぴ
Φ
簿
。
。
9
！
§
、
舞
二
〇
。
」
認
h
）
し

　
　
か
し
両
者
が
同
一
的
で
あ
る
な
ら
、
闇
題
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ヴ
萬
ー
バ
ー
は
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
に
お
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い
て
前
者
か
ら
後
者
へ
の
漸
次
的
移
行
の
過
程
を
た
ど
っ
た
。
歴
史
的
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
　
し
か
し
こ
の
方
法
論
的
研
究
に
お
い
て
は
岡
岩
の
意
味
的
そ
し
て
閣
墾
的
連
関
を
た
ど
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
以
蔚
に
述
べ
た

　
　
よ
う
に
、
理
解
の
方
法
の
中
心
的
闘
題
で
あ
る
。
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．
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．
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①
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．
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①
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．
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．
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リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
も
そ
の
定
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。
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リ
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螢
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．
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。
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ア
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搾
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誕
①
歌
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ξ
顕
σ
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冒
さ
§
ミ
肉
置
、
§
ミ
§
§
聖
き
鶴
沼
ψ
嶺
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塗
．
．
0
5
国
×
鷲
鋤
ぎ
ぎ
σ
q
類
。
毛
嚢
。
ω
ω
…
び
ぞ
、
、
↓
ξ
§
ミ
蔑
（
δ
①
。
。
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ψ

　
　
ら
。
8
算
く
。
謬
ミ
甑
σ
q
ぼ
響
箏
ミ
’
ω
．
切
。
。
夢
お
㎝
ハ
又
フ
ォ
ン
・
ウ
リ
ク
ト
は
、
困
果
関
係
を
重
罪
一
手
段
の
関
係
に
お
き
か
え
て
、
「
産
出
的
手

　
　
段
笥
。
山
器
煙
く
⑦
ヨ
Φ
9
。
器
」
と
「
必
要
手
段
郎
⑦
8
ω
。
。
潤
蔓
謹
＄
霧
」
の
区
別
を
な
し
て
い
る
、
『
賢
嵩
ミ
㌧
禽
ミ
Q
o
o
筏
ミ
亀
（
H
蜜
も
。
）
も
り
・
一
魯
瞥

（騨

艫
ﾆ
1
）
　
＜
§
≦
比
α
q
二
野
聴
黛
§
§
讐
§
§
叙
q
ミ
ミ
，
論
§
ヘ
ミ
お
し
◎
．
卜
。
㎝
ひ
細
田
，
ヘ
ン
ペ
ル
は
、
ド
レ
イ
の
喜
憂
し
た
「
い
か
に
し
て
可
能
か
」
の

　
　
説
閣
方
式
の
独
立
し
た
意
義
を
否
定
し
て
、
「
何
故
必
然
的
に
」
の
説
明
に
そ
れ
を
帰
着
出
来
る
と
考
え
て
い
る
が
、
（
累
⑦
筥
や
⑦
押
ゐ
動
黛
ら
嵩
　
ミ

　
　
浄
臥
§
職
誉
穿
黛
ミ
ミ
職
§
G
り
・
島
。
。
栴
）
、
凡
て
の
出
来
事
の
原
品
を
充
分
条
件
と
し
て
の
原
因
に
帰
着
せ
し
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に

　
　
思
わ
れ
る
。
な
お
ポ
ッ
バ
：
は
、
原
因
と
は
一
連
の
充
分
条
件
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
必
要
条
件
は
原
困
と
呼
ば
な
い
が
、
寄
与
す
る
原
賄

　
　
O
§
鼠
ぎ
瓢
薦
畠
器
3
」
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
意
義
を
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め
て
い
る
。
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沁
勺
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①
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尋
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．
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蒔
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Die　／’Methede　des　Ver＄tehens’bei　’Max　Weber

　　　　　　　　　　　　　　von　Kei　Nishitani

　　Beim　GegeRsatz　voR　Peskivismus　und　ldealismus　in　der　wissenschafts－

theoretisehen　Debatte　tiber　die　Geisteswissenschaften　handelt　es　sich　um　das

Problem　der　Bedeutung　des　Verstekens．　Max　Weber　erkennt　einerseits　den

positivistischen　Anspruch　an，　daB　die　Hypothesen，　die　das　Verstehen　uns

tiberreicht，　immer　empirisch　be畷hrt　weτden　m蔭ssen．　Andererseits　st量m蹴

er　der　Behauptung　des　ldealismus　zu，　daB　die　Methode　des　Verstehens　dle

ftir　die　Geisteswissenschaften　charakteristischen　Erkenntnisse　der　mensch－

lichen　Handlungen　und　ihrer　Motive　liefert．　Denn　die　Handlung　entsteht

durch　Sinngebung　des　Handelnden．　Und　dieser　orientiert　s1ch　bei　seiner

HandluB．．g　an　dern　＄inn　und　Sinnzttsammenhang．　Darum　wilii　und　kann

nach　Weber　die　Methode　des　Verstehens　als　Sinndeutung　der　Handlung

den　Kausalzusammenhang　der　Handlung　erfassen．

　　Der　Slnn　der　Handlung　ist　in　der　Maxlme　formuliert．　Und　dle　Maxime

wlrd　durch　die　allgerneinen　ldeenin　einen　weiteren　Sinnzusammenhang　ge－

stelltt，　D．ie　ldee　beeinfluBt　die　Handlung　auf　zwei　Wegen：　die　ldee　ftihrt

vermittels　des　lnteresses　in　die　Handlung，　und　sie　rechtfertigt　die　Hand－

lung．　Die　Motivierung　einer　Handlung　und　inre　Rechtfertigung　（Legitim－

ation）　durch　die　ldee　mtissen　zwar　unterschieden　werden，　sind　jedoch　beide

gew6hlnich　miteinander　verbunden．　Von　diesem　Standpunkt　aus　prtifen

wir　die　Methode　des　Verstehens　bei　solchen　ldealisten　wie　Croce，

Collingwood　und　Winch．

　　Die　iN（［ethode　des　Verstehens　in　den　methodologischen　Abhandiungen

Webers，　einsch｝ieBlich　der　．Soziologischen　Grundbegriffe”　in　Wirtschaft

uBd　Gesellschaft，　untersuchen　wir　darauf　hin，　wie　Handlungen，　besonders

rationale，　erfaBt　werden．　Wir　ze｝gen　auf，　daB　diese　Art　des　Erfassens　ein

praktischer　Sehlnes　ist　und　da13　zudem　die　Unterscheidung　des　aktuellen　und

des　erklarenden　Verstehens　bei　Weber　nur　eine　relative　Bedeutung　hat．
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　　In　seiner　Religionssoziologie　nimmt　Weber　das　Problem　der　Ah－

wendttng　cler　Methode　des　Verstehens　au’f　die　geschichtliche　Welt　auf．

Die　Hauptfrage　darin　ist　．die　Art　zu　veranschaulichen，　in　der

die　ldeen　in　der　Geschichte　wirksam　werden”，　namiich　die　dynami－

sche　Beziehung　zwischen　den　religi6sen　ldeen　und　deri’　Handlungen

（Lebensfuhrungen）　zu　erklaren．　Die　ldeen　wirken　einerseits　a｝s　Rechtfe’　’rti－

gungen　der　menschlichen　Handlungen　（und　Leiden）　und　der　Gottesord；’

nung，　was　eigenthich　das　Problem　der　Theodizee　ist．’Und　die　ldeexx　fUhr6h／

andererseits　vermitte｝s　des　．lnteresses”　an　der　Er16sung，　vor　allem・der’

certitudo　saltttis．　in・die　bestimmten　Lebensftthrungen．　lm　historisch－soziolo－

gischen　Zusammenhang　der　Prtidest1natlons｝ehre，　der　Ethik　des　asketlschen’

Protestantismus，　des　．Geistes　des　Kapitalismus，”　finden　wir　nicht　nur’

eine・Verflechtung　von　Reehtfertigung　und　Motivierung，　sondern　auch　eihe

Kausalbeziehung．

　　Nach　Weber　k6nnen　menschliche　Hand｝ungen　durch　die　Methode’　dbs・

Versteheng．　vor　a｝lem　darum　zntreffend　erklHrt　werden，　weil　wir　Menschen

．vernUnftige，　d．　h．　der　Erfassung　und　Befo1gung　von　Maximen　fahige・

Wesen”　sind．

Space　and　Geomaetry

　　bs，　Yuzo　Tamura

　　The　concept　of　space　is　not　simple，　but　complex．　lt　ls　composed　of，

three　e｝ement－concepts：　extension，　qualitative　relation，　and　quantitative

re｝ation．　The　aim　of　this　article　is　to　investigate　some　phiEosophical・

issues　about　space　and　geometry　from　this　point　of　view．

　　Iam　concdrned　with　three　k圭nds　of　space　and　geometry二abstract　space

and　abstract・　geometry，　intuitlvely・　apprehensible　space　（for．　shor．t　intuitive

space）　and　intuitive　geometry，　and　emplrical　space　and　empirical・．geomei・

try。　Both　of　the　second　and　third　geo脇etry　are皿ode｝s　．of　the丘rst．　The

three　element－concepts’of　the　firs：’　geometry，・　of　course，，have　not　any

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3


