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ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
（
囲
）
ぴ
鋤
H
ヨ
⇔
搾
剛
穏
酵
剛
　
o
鋤
．
　
①
O
O
I
①
①
Q
　
㌧
r
幽
　
困
）
匿
）
の
主
著
『
知
識
論
評
釈
』
（
℃
毒
導
習
ρ
・
〈
静
黙
搾
鋤
略
号
想
く
）
は
そ
の
書
名

　
　
が
示
す
通
り
、
デ
ィ
グ
ナ
…
ガ
（
O
齢
滋
ぴ
q
①
。
農
。
■
隣
。
。
O
ふ
ら
。
◎
｝
O
’
）
の
閥
知
識
論
集
属
望
（
℃
二
段
餅
饗
。
・
簿
難
ま
＄
冨
略
号
℃
ω
）
に
対
す
る
評

　
　
釈
を
意
図
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
約
一
、
四
五
〇
詩
節
か
ら
成
り
、
全
体
は
四
章
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
本
論
稿
の
対
象

　
　
と
な
る
の
は
、
そ
の
内
心
一
章
「
自
己
の
た
め
の
推
理
」
章
（
。
・
畠
嵩
匿
毒
雪
囲
審
章
、
略
号
℃
＜
H
）
で
あ
る
。
こ
の
章
は
他
の
　
二
章
と
異

　
　
な
り
、
そ
の
詩
僧
に
鰐
し
て
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
自
ら
注
釈
（
急
難
習
繋
騨
践
ざ
ω
く
鋤
く
瞬
け
岡
略
号
噴
く
ω
＜
）
を
附
し
て
お
り
、
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
に
は
、
単
な
る
詩
節
の
字
句
の
説
明
に
と
ど
ま
ら
な
い
詳
細
な
議
諭
が
見
ら
れ
る
。
ア
ポ
ー
ハ
論
は
、
そ
の
内
、
第
四
〇
偶
よ
り
第
一
八

　
　
五
偶
に
お
い
て
〈
普
遍
実
在
説
批
判
〉
と
の
深
い
関
連
の
も
と
に
論
ぜ
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
特
に
、
ア
ポ
ー
ハ
論
の
中
心
と
な
る
概
念

　
　
論
（
搾
犀
．
　
駆
O
I
H
匂
◎
蔭
。
）
に
焦
点
を
あ
て
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
ア
ポ
ー
ハ
論
は
周
知
の
よ
う
に
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
に
よ
っ
て
創
説
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
語
の
意
味
対
象
と
対
象
表
示
機
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ボ
ミ
ハ

　
　
に
関
す
る
学
説
と
し
て
、
『
知
識
論
集
成
』
第
五
章
に
お
い
て
主
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
「
語
は
、
自
ら
の
罵
象
を
、
他
者
の
緋
除

　
　
（
効
ξ
9
。
訂
）
に
よ
っ
て
示
す
」
の
で
あ
っ
て
、
実
在
す
る
も
の
を
直
接
表
示
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
主
旨
と
す
る
。
他

　
　
方
、
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
の
ク
マ
ー
リ
ラ
。
バ
ッ
タ
（
醗
¢
目
P
鋤
困
陣
一
望
　
切
｝
回
p
◎
回
目
跨
　
O
麟
．
　
①
O
O
一
の
⑦
O
　
》
．
　
H
）
．
）
は
そ
の
著
『
シ
ュ
ロ
ー
カ
。
ヴ
ァ

　
　
ー
ル
テ
ィ
カ
』
　
（
晶
質
ヨ
鋤
紹
怨
よ
一
〇
訂
－
く
騨
銭
一
＄
賂
号
砿
く
）
の
『
ア
ポ
ー
ハ
論
』
章
に
お
い
て
「
語
は
、
実
在
す
る
普
遍
を
対
象
と
し
て

螂　
　
　
　
　
　
ダ
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ポ
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鰯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
そ
れ
を
肯
定
的
に
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
し
と
い
う
立
場
か
ら
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
ア
ポ
ー
ハ
論
を
徹
底
的
に
論
駁
し
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
批
判
に
対
し
、
応
答
、
反
駁
を
与
え
た
の
が
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
で
あ
る
。
そ
の
論
述
の
中
で
彼
は
、
概
念
知
が
、
実
在
す
る
個

　
　
物
の
直
接
知
覚
に
問
接
的
に
基
づ
き
つ
つ
、
「
他
者
の
排
除
」
と
い
う
思
惟
作
用
に
よ
っ
て
仮
構
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
「
他
者

　
　
か
ら
の
区
別
」
を
そ
の
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
、
語
の
表
示
対
象
が
そ
の
よ
う
な
概
念
知
で
あ
る
こ
と
を
明

　
　
示
す
る
。
一
方
、
彼
は
、
推
理
に
お
け
る
論
理
的
必
然
関
係
の
根
拠
と
し
て
「
同
…
性
（
裁
島
§
巻
）
」
と
「
因
果
性
（
欝
飢
慕
冨
a
）
し
の

　
　
二
種
の
必
然
性
を
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
彼
の
ア
ポ
！
ハ
論
は
特
に
前
者
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
彼
は
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
所
説
を
念

　
　
頭
に
置
い
て
、
ま
ず
、
「
属
性
－
基
体
（
儀
ぴ
鋤
「
ヨ
⑳
一
臨
ぴ
簿
「
巴
P
｛
づ
）
」
の
区
別
は
実
在
す
る
も
の
の
区
別
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
観
念
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
に
傷
わ
れ
た
対
象
の
分
析
的
思
惟
に
よ
る
豊
漁
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
詳
論
し
、
さ
ら
に
、
論
理
的
理
由
と
し
て
の
属
性
概
念
（
ω
襲
撃
器
・

　
　
穿
鷺
舞
）
と
論
理
的
帰
結
と
し
て
の
属
性
概
念
（
。
。
践
ξ
㌣
飢
寓
§
鋤
）
と
は
、
同
じ
一
つ
の
実
在
の
本
質
的
属
性
（
。
・
毒
簿
嚢
網
）
に
基
づ

　
　
く
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
は
本
質
的
に
同
一
の
も
の
で
あ
る
が
、
意
味
内
容
即
ち
「
そ
れ
が
排
除
す
る
対
象
」
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
二
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
の
属
性
概
念
で
あ
る
と
論
じ
た
。

　
　
　
蚊
に
述
べ
た
よ
う
に
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
ア
ポ
ー
ハ
論
に
対
し
て
加
え
ら
れ
た
ク
マ
ー
リ
ラ
の
論
難
を
掛
撃
す
る
こ
と
、
ダ
ル
マ
キ
ー

　
　
ル
テ
ィ
自
身
が
特
に
主
張
し
、
重
視
し
た
「
同
一
性
に
基
づ
く
推
理
」
の
妥
当
性
を
論
証
す
る
こ
と
、
こ
の
…
　
つ
の
事
柄
が
、
彼
が
『
知

　
　
識
論
評
釈
』
第
一
章
に
お
い
て
ア
ポ
…
争
論
を
詳
論
し
た
動
機
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
本
論
に
入
る
に
先
立
っ
て
、
こ
の
三
者
の
思
想
を
対
比
的
に
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
は
『
知
識
論
集
成
』
第
一
章
『
知
覚
』
章
の
網
頭
で
、
認
識
の
あ
り
方
を
直
接
知
覚
（
驚
鋤
蔓
跳
零
）
と
推
理
（
碧
¢
導
㌣

　
　
暴
）
の
二
種
に
限
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
領
域
を
個
別
相
（
ω
〈
巴
路
毬
饗
）
と
一
般
相
（
欝
欝
餅
超
巴
鋳
鷲
窓
）
と
に
峻
別
し
て
い
る
。
直

　
　
接
知
覚
と
は
、
一
切
の
思
惟
作
用
を
離
れ
た
認
識
で
あ
り
、
そ
の
対
象
で
あ
る
個
別
梢
は
、
そ
れ
故
言
葉
に
よ
っ
て
思
い
表
わ
す
こ
と
の

　
　
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
推
理
と
は
、
名
称
・
概
念
を
知
覚
さ
れ
た
対
象
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
す
べ
て
の
概
念
的
思
椎
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作
罵
に
よ
る
認
識
を
言
う
。
こ
の
よ
う
な
思
惟
作
用
全
般
の
対
象
皇
城
と
さ
れ
る
一
般
相
は
、
多
く
の
平
物
に
共
通
す
る
共
通
性
1
1
普
遍

で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
は
思
惟
作
胴
に
よ
っ
て
仮
構
さ
れ
た
概
念
に
他
な
ら
ず
、
実
在
で
は
な
い
。
こ
れ
が
彼
の
認
識
論
に
お
け
る
基

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

本
的
な
考
え
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
知
識
論
体
系
に
お
い
て
概
念
論
が
推
理
論
と
の
密
接
な
関
係
の
も
と
に
発
展
し
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
ダ
ナ
ゆ
ダ
ル
ヘ
ロ
サ
コ
ロ
ド
ヤ
　
ダ
ル
マ

彼
の
初
期
の
作
品
『
正
理
の
門
』
（
謬
説
冨
ヨ
勢
冨
）
の
中
で
す
で
に
、
論
理
的
理
由
と
し
て
の
属
性
と
論
理
的
帰
結
と
し
て
の
属
性
と
は

そ
れ
ぞ
れ
一
般
相
難
概
念
で
あ
っ
て
、
両
者
の
間
に
成
り
立
つ
関
係
も
概
念
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
推
理
は
概
念
の
世

界
に
お
い
て
の
み
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
様
な
概
念
と
し
て
の
論
理
的
理
由
に
基
づ
く
認
識
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

「
他
者
の
排
除
し
と
い
う
否
定
的
な
作
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
概
念
と
「
他
者
の
排
除
・
否
定
」
と
い
う
主
題
は
『
へ
ー
ト
ゥ
・
ム
カ
隔
の
中
で
さ
ら
に
発
展
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
作
撮
に
つ
い
て
は
、

二
・
三
の
断
片
が
我
々
に
残
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
概
念
の
根
拠
が
考
察
さ
れ
、
「
他
者
の
否
定
」
が
概
念
の
本
質

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
の
「
他
者
の
否
定
」
理
論
が
言
語
理
論
と
の
関
わ
り
の
中
で
論
ぜ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
即
ち
、
語
の
意
味
対
象
は
「
他
者
の
否
定
」
を
本
質
と
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
、
語
と
推
理
と
は
共
に
概
念
的
な
も
の
で
あ
り
、

「
他
者
の
排
除
」
を
作
用
と
し
て
持
つ
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
語
と
推
理
と
の
関
係
は
『
知
識
論
集
成
』
の
中
に
明
確
な
形
で
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
、
第
五
章
『
他
者
の
否
定
（
p
。
曙
鋤
℃
。
訂
）
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

章
、
第
一
掲
で
、
語
に
基
づ
く
認
識
（
鍛
び
伽
螢
）
と
推
理
と
が
嗣
じ
認
識
作
用
で
あ
る
こ
と
を
書
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
第
二
章
に
あ

る
論
理
的
理
由
に
つ
い
て
の
記
述
と
第
五
章
に
あ
る
語
に
つ
い
て
の
記
述
が
パ
ラ
レ
ル
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
知
ら
れ

（
9
）

る
。
従
っ
て
、
諾
と
語
の
意
味
対
象
と
の
関
係
は
、
論
理
的
理
由
と
論
理
的
帰
結
と
の
関
係
に
栢
応
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
す
べ

て
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
質
は
「
他
者
の
否
定
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
語
の
意
味
対
象
と
捨
象
表
示
機
能
に
関
す
る
彼
の
学
説
は
右
の
よ
う
な
基
本
認
識
に
基
づ
い
て
確
立
さ
れ
た
。
い
ま
、
「
牛
」
と
い
う

　
　
　
　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
ア
ポ
ー
ハ
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
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語
を
例
に
と
っ
て
説
明
す
れ
ば
、
実
在
す
る
牛
の
も
つ
無
限
の
様
相
の
す
べ
て
が
「
済
し
に
よ
っ
て
表
承
さ
れ
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
か

ら
、
こ
の
語
の
表
示
対
象
は
個
別
的
な
実
在
す
る
牛
で
は
な
く
、
思
難
作
用
に
よ
っ
て
仮
構
さ
れ
た
共
通
性
（
一
般
根
）
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
非
実
在
で
あ
る
。
そ
し
て
「
牛
」
と
い
う
語
は
、
そ
の
機
能
と
し
て
「
他
者
の
排
除
」
、
即
ち
、
知
覚
さ
れ
た
個
物
を
穿
牛
か
ら
区

励
す
る
こ
と
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
、
ク
マ
…
リ
ラ
の
思
想
で
あ
る
が
、
彼
も
ま
た
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
と
陶
じ
く
、
語
の
表
示
対
象
が
痛
物
嚇
般
に
あ
る
共
通
性
（
駐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

三
面
i
鋒
鴇
種
－
響
帥
）
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
、
彼
の
言
う
「
普
遍
」
と
は
多
数
の
個
物
に
随
伴
す
る
単
一
の
実
在
で
あ
っ

て
、
恒
常
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
瀬
物
が
知
覚
さ
れ
る
時
普
遜
も
ま
た
編
物
の
限
定
要
素
と
し
て
直
接
知
覚
さ
れ
る
と
主
張
す

る
。
彼
に
と
っ
て
、
実
在
す
る
個
物
と
は
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
が
認
め
る
よ
う
な
不
可
分
な
単
体
で
は
な
く
て
、
塞
体
と
限
定
要
素
か
ら
成

る
複
指
輪
で
あ
る
。
そ
し
て
、
例
え
ば
「
齢
し
と
い
う
語
は
、
複
含
体
と
し
て
の
牛
か
ら
普
遍
部
分
（
「
牛
性
」
…
鵬
黛
苺
）
を
煮
出
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

そ
れ
を
蓑
示
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
観
念
や
語
が
あ
る
限
り
必
ず
そ
れ
に
対
応
す
る
実
在
が
あ
る
と
考
え
る
ク
マ
ー
リ
ラ
は
、
こ
の
よ
う
な
実
在
論
の
立
場
か
ら
、
デ
ィ
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ナ
ー
ガ
の
ア
ポ
…
ハ
論
を
批
判
し
た
。
そ
の
論
述
の
中
で
彼
は
、
終
始
一
貫
し
て
、
語
の
意
味
対
象
と
し
て
の
「
他
者
の
否
定
」
を
非
存
在

と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
我
々
が
「
牛
」
と
い
う
語
を
聞
い
た
時
に
生
ず
る
観
念
は
あ
く
ま
で
肯
定
的
観
念
で
あ
る
か
ら
、
語

の
表
示
対
象
が
非
存
在
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
或
る
物
を
他
の
物
か
ら
区
別
す
る
こ
と
は
、
飾
者
が
実
在
す
る
時

に
の
み
可
能
で
あ
っ
て
、
非
実
在
に
関
し
て
は
他
の
も
の
と
の
区
鋼
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
見
解
に
基
づ
い
て
、
非
存
在
で
あ
る
「
他

者
の
否
定
」
は
相
互
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
表
示
す
る
語
と
い
う
も
の
は
す
べ
て
嗣
義
論
語
に
な
る
と
主
張
す
る
の

で
あ
る
。
更
に
ま
た
、
藷
の
表
示
対
象
が
非
存
在
で
あ
る
限
り
、
二
語
聞
の
限
定
詞
一
被
限
定
詞
関
係
も
同
一
基
体
性
も
成
り
立
た
な
い

こ
と
を
指
摘
し
て
、
デ
ィ
グ
ナ
：
ガ
の
ア
ポ
ー
ハ
論
を
論
駁
し
た
の
で
あ
る
。

　
ダ
ル
マ
キ
…
ル
テ
ィ
は
、
以
上
の
よ
う
な
ク
マ
！
リ
ラ
の
論
述
を
批
判
し
つ
つ
非
常
に
精
緻
な
ア
ポ
～
ハ
論
を
展
開
し
た
。
そ
れ
は
、



　
　
基
本
的
に
は
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
所
説
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
独
欝
の
発
展
を
も
見
せ
て
い
る
。

　
　
　
ま
ナ
彼
は
、
語
の
表
示
対
象
と
し
て
の
「
他
者
の
否
定
臨
が
単
に
否
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
語
の
意
味
対
象
と
し
て
、
あ
る
肯
定
的

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
な
形
象
を
持
つ
概
念
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
概
念
相
互
の
聞
に
は
区
別
が
成
り
立
ち
、
ま
た
こ
語
闘
の
限
定

　
　
詞
一
被
限
定
詞
関
係
や
同
一
基
体
性
も
成
り
立
つ
こ
と
を
論
証
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
彼
の
議
論
は
、
こ
の
よ
う
な
デ
ィ
グ
ナ
…
ガ

　
　
の
ア
ポ
ー
ハ
論
の
発
展
潮
解
駅
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
な
い
。
彼
は
そ
の
論
述
の
中
で
、
概
念
知
の
形
成
過
程
を
詳
論
し
、
概
念
が

　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
外
界
の
実
在
す
る
個
物
を
依
り
所
と
し
て
生
じ
て
く
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
彼
の
概
念
論
の
独
自
性
を
見
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
概
念
が
外
界
の
実
在
を
依
り
断
と
す
る
と
論
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
概
念
に
実
際
的
な
真
理
性
を
与

　
　
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
彼
の
知
識
論
体
系
の
中
で
「
効
果
的
作
用
」
（
鋤
罫
訂
ぎ
嘗
鋤
）
及
び
「
本
質
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
（
o
㊤
く
⇔
ぴ
7
瞭
く
帥
）
と
い
う
語
が
、
重
要
な
意
昧
を
も
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
見
て
と
れ
る
。
「
外
界
の
実
在
に
基
づ
く
」
と
は
、
彼

　
　
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
「
真
理
」
で
あ
る
こ
と
の
謂
な
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
、
推
理
に
お
け
る
論
理
的
必
然
関
係
を
論
ず
る
箇
所
に
お
い
て
、

　
　
論
理
的
理
由
と
し
て
の
属
性
概
念
と
論
理
的
帰
結
と
し
て
の
共
選
概
念
と
の
二
概
念
間
の
論
理
的
必
然
関
係
を
保
証
す
る
条
件
が
「
外
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
の
実
在
の
本
質
（
も
噂
く
P
σ
｝
回
鋤
く
自
δ
）
を
介
す
る
結
合
関
係
（
。
・
話
び
藏
奉
箕
p
。
甑
審
雪
ぎ
）
に
基
づ
く
こ
と
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の

　
　
よ
う
に
、
彼
は
、
概
念
論
や
推
理
論
の
根
拠
を
実
在
に
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
認
識
の
確
爽
性
は
、
外
界
に
実
在
す
る
個
物
と
の
斉
合
性

　
　
（
餌
貝
け
ゲ
似
く
一
〇
〇
麟
ヨ
〈
餓
儀
飴
）
に
よ
っ
て
結
果
的
に
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
も
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
上
述
の
よ
う
に
、
ダ
ル
マ
キ
…
ル
テ
ィ
は
、
認
識
作
用
及
び
思
樵
作
胴
を
実
在
と
の
関
連
の
中
で
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

　
　
デ
ィ
グ
ナ
…
か
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
傾
向
で
あ
る
。
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
は
、
推
理
論
に
お
い
て
も
概
念
論
に
お
い
て
も
、
そ
の
確
実
性
の

　
　
根
拠
や
、
そ
の
真
理
性
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
論
理
的
必
然
関
係
に
つ
い
て
は
、
論
理
的
理
由
が
満
た
す
べ
き
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
条
件
を
「
國
の
三
相
」
と
い
う
形
で
定
式
化
し
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
概
念
閥
の
関
係
で
あ
っ
て
、
外
界
の
実
在
と
の
関
わ
り
を
持
つ

　
　
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
概
念
論
と
し
て
の
ア
ポ
ー
口
論
を
そ
の
理
論
面
に
お
い
て
確
立
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
ま
た
、
思
惟
作

蜥　
　
　
　
　
　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
ア
ポ
ー
ハ
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

螂　
　
用
及
び
語
の
機
能
の
分
析
に
墓
つ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
概
念
そ
の
も
の
の
真
理
性
や
そ
の
根
拠
を
問
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
附
詑
）

　
ホ
文
及
び
註
に
お
い
て
使
用
し
た
略
号
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
℃
ω
　
℃
琶
ヨ
卿
9
あ
魯
ヨ
蓉
。
亀
帥
。
｛
O
碍
愚
鵯
．

　
℃
ω
＜
　
℃
毒
田
鋤
彊
㌣
。
。
麟
箪
容
＄
葦
－
嶺
帥
謀
鼠
望
㈹
慧
σ
Q
p

　
℃
〈
門
店
㊤
導
謬
？
く
鍵
無
ぎ
◎
〔
H
）
ぎ
噌
諺
語
㌶
㌍
夢
。
男
蹄
。
。
貯
Ω
旨
讐
2
鼠
野
馬
①
》
霧
0
8
野
鶏
語
長
蔓
．
国
輿
ξ
即
○
き
拝
丙
○
糞
Q
お
①
ρ

　
℃
〈
ω
〈
　
℃
B
ヨ
闘
冨
㌘
＜
碑
舞
節
餌
あ
く
⇔
〈
詳
銘
。
脇
O
ゲ
銭
ヨ
自
◎
町
訴
一
面
9
≦
騨
ご
勺
く
一
“

　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
M

　
℃
＜
ω
＜
門
　
℃
謎
ヨ
9
⇔
－
〈
鋒
a
ぎ
・
ω
く
9
く
箒
両
鶴
冨
。
胤
駁
舞
饗
ζ
σ
q
o
導
ぎ
鴇
国
血
．
ぴ
帰
臥
留
如
算
群
舞
Q
旨
9
》
避
難
ぎ
践
一
譲
し
。
’

　
　
℃
ω
㌔
ω
く
の
サ
ン
ス
ク
夢
ッ
ト
原
文
は
種
々
の
論
書
の
内
に
断
片
的
に
し
か
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
完
全
な
形
で
は
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
し
か
存
在
し
な

　
い
。
翻
訳
研
究
と
し
て
、
第
一
章
「
知
覚
」
章
に
関
し
て
は
、
鍵
’
譲
p
欝
。
員
b
磁
、
罵
唆
”
O
記
譜
㌔
べ
追
回
§
（
¢
○
ω
　
心
曵
　
　
ド
Φ
O
G
◎
　
　
　
　
　
　
　
り
）
第
二
、
三
、

　
四
、
六
の
各
章
に
お
け
る
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
論
理
学
説
に
関
し
て
は
、
北
川
秀
真
『
イ
ン
ド
古
典
論
理
学
の
研
究
一
言
那
の
体
系
』
の
二
書
が
あ
る
。

　
ま
た
、
デ
ィ
グ
ナ
…
ガ
の
ア
ポ
…
ハ
学
説
及
び
こ
れ
に
対
す
る
ク
マ
ー
リ
ラ
の
幾
等
に
つ
い
て
の
和
訳
誤
診
と
し
て
は
、
服
鶴
正
明
『
鍵
冒
鋤
募
ω
解

　
総
。
ぎ
く
雪
避
ざ
㌔
》
唱
。
ξ
＜
山
開
章
の
研
究
、
q
δ
、
的
、
』
（
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
1
4
、
1
5
）
が
あ
る
。
本
稿
に
お
け
る
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
学

　
説
の
紹
介
は
金
て
こ
れ
ら
の
著
書
を
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
ア
ポ
ー
ハ
説
に
雷
及
す
る
際
、
『
』
の
引
用
句
で
示
し
た

も
の
は
、
上
記
服
都
教
授
の
著
書
か
ら
の
直
接
の
引
用
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
中
に
引
用
し
た
℃
ω
及
び
勺
ω
＜
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
文
の
多
く

も
こ
の
著
書
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
都
度
出
所
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
ア
ポ
ー
ハ
論
に
関
し
て
は
、
℃
＜
囲
第

　
四
〇
偶
よ
り
一
八
五
掲
ま
で
の
曾
比
研
究
と
し
て
、
図
．
男
鎚
郎
乏
⇔
需
窪
き
．
．
b
ご
。
陣
眸
鋤
σ
q
Φ
§
門
》
℃
o
ぴ
銑
の
鐸
。
に
O
冨
触
日
商
一
同
甑
、
．
（
類
蓉
臓
◇
。
メ
。
。
ρ

　
心
P
臨
e
猶
ω
O
る
α
）
が
あ
る
。
こ
の
訳
業
が
成
さ
れ
た
段
階
で
は
未
だ
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
文
が
完
全
な
形
で
は
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
チ

　
ベ
ッ
ト
語
訳
か
ら
の
翻
訳
で
あ
る
が
、
そ
の
翻
訳
、
研
究
と
も
に
驚
く
程
精
確
な
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
終
始
こ
れ
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
ダ
ル
マ

　
キ
ー
ル
テ
ィ
の
認
識
論
、
論
理
学
に
関
す
る
総
合
的
な
研
究
と
し
て
、
↓
．
＜
簿
搭
罰
肉
幕
§
ミ
ミ
愚
、
O
ミ
§
駕
腎
竃
b
詠
ミ
ミ
織
か
㌣
鋭
≦
騨
窪
お
①
ゆ

　
銅
望
①
巨
灸
ぎ
①
さ
．
．
≦
三
島
。
算
。
謬
§
臨
b
ご
①
讐
謎
げ
虫
○
訂
門
高
調
欝
卿
”
．
．
受
輿
硫
×
く
．
お
謡
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
ア
ポ
ー
ハ
論
に
関
す
る

　
議
論
が
鶴
分
的
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
澗
巻
は
、
ダ
ル
マ
キ
…
ル
テ
ィ
の
他
の
著
作
に
つ
い
て
も
す
ぐ
れ
た
翻
訳
硯
究
を
発
表
し
て
お
り
、
本
稿
を



書
く
に
あ
た
っ
て
啓
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

969

（
1
）
　
H
。
ω
く
鍵
襲
碧
餌
諺
ぎ
9
図
囲
．
℃
肖
鋤
ヨ
習
餌
。
・
凱
血
謀
類
h
℃
毒
曙
9
π
零
囲
く
．
℃
碧
緯
昏
貯
郎
ヨ
貯
釦
の
四
章
か
ら
成
る
。
こ
の
内
、
本
稿
で
扱
う
第
一

　
章
は
、
評
釈
の
対
象
で
あ
る
勺
ω
第
二
章
と
形
式
的
に
は
直
接
対
応
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
他
の
三
章
と
出
格
を
異
に
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
こ
の
章
が
、
彼
独
自
の
説
で
あ
る
三
種
の
論
理
的
理
由
（
げ
。
ε
）
と
二
種
の
論
理
的
必
然
関
係
（
効
く
ぎ
跨
白
痴
）
を
主
題
と
し
て
泥
足
さ

　
れ
る
概
念
論
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
最
初
期
の
作
品
で
、
．
鵠
Φ
ε
箕
鋤
訂
B
鴬
、
、
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
考

　
え
ら
れ
て
い
る
Q
o
ひ
津
欝
≦
鋤
一
白
話
冒
O
ぼ
謁
。
陣
ゲ
Φ
昧
〇
一
α
q
o
¢
講
篇
岡
艮
。
・
紺
ゲ
郎
昌
α
Q
臨
禽
≦
⑦
弊
Φ
∪
げ
鐙
ヨ
9
賦
吋
鋤
、
。
・
》
卜
鴇
ミ
智
犠
》
畷
霧
隠
。
聞
㍑
け

　
閃
ユ
⑦
α
覧
O
ロ
≦
O
躍
①
び
ピ
の
ち
N
卿
σ
Q
一
〇
α
郵

（
2
）
服
部
前
掲
論
文
参
照
。

（
3
）
℃
＜
ω
＜
島
や
・
。
』
甲
器
“
箋
惹
。
＜
似
《
§
¢
・
匿
畠
臨
き
馨
巻
く
食
く
鋤
試
δ
び
薮
穿
愚
感
穿
①
器
隻
瞬
母
蒙
穿
①
§
轡
無
血
①
9
け
く
び
竃
9

　
三
舞
ヨ
践
ぴ
鷲
ヨ
圏
欝
愚
び
巳
山
一
蔓
艶
要
談
鉾
8
蓋
置
び
。
、
鷺
＼
＜
砕
巴
℃
p
。
ぴ
げ
。
敷
鼠
9
。
。
く
薗
8
三
三
葛
ヨ
碧
震
夢
蘭
爾
避
9
零
跨
＼
こ
の
文
の
第
一
行
属

　
は
デ
ィ
グ
ナ
…
ガ
の
属
①
8
ヨ
勢
訂
か
ら
の
引
潮
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
象
閃
惹
嬬
≦
鋤
鷹
器
が
窟
σ
q
鼠
σ
q
斜
ω
o
冒
≦
①
降
§
瓦
器
ぎ
Φ

　
閻
雛
け
譲
同
O
鷺
戸
鑓
σ
q
”
．
一
剰
N
肉
恥
○
疑
押
日
Φ
α
ρ
唱
℃
．
H
O
ω
一
困
O
曲

（
4
）
　
℃
く
押
競
■
ω
？
お
9
。
h
ω
ε
一
陣
①
一
『
の
鴬
◎
》
ミ
，
》
℃
や
研
O
c
。
ゐ
8
．
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
推
理
論
は
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
が
℃
ω
第
二
章
第

　
十
二
偶
よ
り
二
五
掲
に
お
い
て
論
じ
た
論
理
的
必
然
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
と
内
容
的
に
密
接
な
関
係
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
も
工
め
て
、

　
ダ
ル
マ
キ
…
ル
テ
ィ
の
推
理
論
に
つ
い
て
は
、
他
臼
稿
を
敬
め
て
詳
述
す
る
。

（
5
）
。
剛
「
罵
鋒
9
”
鼻
ミ
■
る
℃
b
魁
』
α
。
峯
刈
？
c
。
Φ
．

（
6
）
　
鳳
e
頃
琶
二
棄
鉛
＝
雛
①
ほ
O
＞
隻
㌧
4
℃
℃
．
G
o
も
Q
…
同
O
①
■

（
7
）
　
沼
蚤
冒
讐
帽
写
辞
葬
．
H
メ
H
G
。
「
（
↓
毯
鼻
ワ
総
）
北
川
　
萌
掲
書
一
一
〇
1
一
二
五
頁
参
照
。

（
8
）
　
℃
ψ
＜
℃
搾
ご
瓢
帥
℃
窪
田
鋤
藁
鋤
鐸
け
鋤
霞
韓
鍛
ぴ
山
①
諺
p
昌
¢
鷺
闘
昌
置
け
象
び
鋤
寓
欝
ミ
咋
囲
欝
騨
⊆
。
角
く
鋤
無
く
鋤
け
。
o
く
鍵
θ
M
茜
韓
螢
箆
矯
口
唱
◎
ン
Φ
跨
9
げ
げ
円
舞
O
＼
＼

　
服
鶴
　
前
掲
論
文
（
上
）
二
七
頁
参
照
。

（
9
）
　
勺
ρ
譲
傾
搾
一
G
◇
”
ぴ
鋤
ゲ
憂
く
①
．
℃
曳
鋤
詳
げ
餌
α
9
門
諺
窪
田
鋤
唇
鋤
僧
諏
静
σ
Q
縛
ω
旨
く
繋
ぴ
鋤
σ
q
陰
門
汀
＼
冤
Φ
自
切
瓢
鋸
ぴ
簿
恥
傷
げ
p
蔀
　
窮
ω
k
鋤
謬
k
⇔
〈
鷺
餌
く
鋤
o
o
げ
。
α
Φ
⇒
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α
q
鶉
ヨ
蝕
＄
厳
＼
＼

ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
ア
ポ
ー
ハ
論

九
三



970

　
　
　
暫
学
研
究
　
第
五
百
四
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四

　
　
　
℃
ρ
く
蟻
犀
．
お
“
σ
象
含
菰
塁
p
げ
凱
穿
①
冒
ω
饗
三
段
高
爽
。
・
。
憎
く
馨
菰
σ
Q
9
滑
籏
＼
。
・
く
霧
9
膏
げ
馨
耐
乏
蒙
議
箋
①
窟
く
饗
養
8
冨
山
明
答
蕃
冨
曙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
霧
鍵
＼
＼

　
。
轡
閃
毒
爆
≦
鋤
慧
嵩
巽
“
o
》
職
計
ワ
δ
b
。
．
服
都
　
前
掲
論
文
（
上
）
二
七
、
二
八
頁
参
照
。
（
二
偶
の
内
で
前
者
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
還
元
文
。
）

（
1
0
）
　
ク
マ
ー
リ
ラ
は
、
〈
形
糊
i
餅
ζ
甑
〉
、
〈
種
－
鞍
甑
〉
、
〈
普
遍
1
。
。
鋤
ヨ
ぎ
旨
V
を
隅
義
語
と
し
て
言
い
る
。
ク
マ
ー
リ
ラ
を
始
め
と
す
る
ミ
…

　
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
及
び
他
の
イ
ン
ざ
実
在
論
学
派
の
普
遍
論
に
つ
い
て
は
、
竹
中
智
泰
氏
の
『
イ
ン
ド
実
在
論
学
派
の
韓
藍
論
』
（
東
方
学
第
闘
八

　
輯
）
を
始
め
と
す
る
一
連
の
論
文
参
照
。

（
1
1
）
　
購
鰍
部
　
凸
罰
掲
払
磯
文
（
上
）
二
ふ
ハ
、
　
二
七
頁
参
昭
描
。

（
1
2
）
　
〈
鴛
簿
路
ユ
滋
〉
及
び
〈
。
。
慈
ぴ
下
薬
〉
と
い
う
語
が
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
知
識
論
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
語
で
あ
り
、
し
か
も
爾
者
が

　
と
も
に
、
存
在
論
的
翻
面
に
お
け
る
意
味
と
認
識
論
的
側
瀟
に
お
け
る
意
味
の
二
璽
性
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
次
の
論
文
に
詳
し
い
。

　
竃
噸
Z
9
α
Q
象
○
難
押
〉
講
ゲ
鋳
甑
団
騨
》
へ
◎
ミ
、
卜
尋
ミ
、
望
恥
ミ
鳶
職
醤
G
◎
掃
一
G
。
卜
Q
”
同
⑩
①
N
①
鈴
胸
．
ω
8
卿
巳
＾
φ
一
ぎ
①
資
。
》
ら
鈍
さ
ら
に
、
同
じ
観
点
か
ら
、

　
〈
び
び
③
匹
9
〉
「
異
他
性
偏
と
い
う
語
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
本
論
警
護
三
節
で
明
ら
か
に
す
る
。

（
1
3
）
　
℃
く
G
o
＜
”
P
曽
お
ゆ
ω
奉
σ
固
く
⇔
℃
B
銘
び
碧
警
①
露
器
畠
営
婆
。
、
碁
蕃
臼
欝
く
葦
σ
驚
＄
冨
鉱
．
飴
℃
＜
ω
く
4
ワ
○
。
．
這
国
選
養
鑓
σ
巴
山
一
冨
・

　
ω
毒
げ
菰
奉
ω
巻
箋
貯
蓼
菰
く
飴
三
饗
ヨ
夢
冨
く
鋤
け
．

（
1
4
）
　
「
閃
の
三
個
物
説
に
つ
い
て
は
、
北
川
　
荊
真
書
第
一
都
議
五
節
及
び
第
二
部
第
一
章
第
二
節
参
照
。
ま
た
「
因
の
三
柑
」
説
の
デ
ィ
グ
ナ
：

　
ガ
以
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
梶
由
雄
一
『
イ
ン
ド
論
理
学
の
基
本
鮒
性
格
（
完
）
』
（
誓
学
研
究
第
二
六
九
号
）
第
五
節
に
詳
し
い
。

2

　
デ
ィ
グ
ナ
…
か
と
ダ
ル
マ
キ
…
ル
テ
ィ
が
そ
の
知
識
論
に
お
い
て
性
格
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
を
先
に
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
は
『
知
識

論
集
成
』
と
兜
知
識
論
評
釈
』
第
一
章
に
お
け
る
両
者
の
存
在
論
に
関
す
る
立
場
の
相
違
に
基
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
デ
ィ
グ
ナ
…
ガ
は
．
そ
の
存
在
論
に
お
い
て
外
界
の
実
在
性
を
認
め
な
い
立
場
に
立
ち
、
知
識
の
確
実
性
は
知
識
の
自
己
認
識
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
知
識
は
そ
れ
自
体
で
完
結
性
を
持
つ
も
の
と
考
え
て
い
る
。
他
方
、
ダ
ル
マ
キ
…
ル
テ
ィ
は
『
知
識
諭
評
釈
臨



第
一
章
の
中
で
は
、
外
界
の
実
在
性
を
認
め
る
立
場
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
実
践
的
立
場
に
立
っ
て
い
る
か
ら
、
概
念
の
真
理
性
や
確
実

性
を
そ
れ
が
外
界
の
実
在
に
基
づ
い
て
い
る
か
否
か
に
、
或
は
、
外
界
の
実
在
と
の
斉
合
性
を
持
つ
か
ど
う
か
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
ダ
ル
マ
キ
…
ル
テ
ィ
の
独
自
性
と
い
う
の
は
、
彼
の
依
っ
て
立
つ
存
古
論
か
ら
く
る
必
然
姓
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

彼
の
思
想
的
性
格
は
「
概
念
知
の
形
成
」
に
つ
い
て
の
詳
論
に
最
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
、
そ
の
概
要
を
知
る
た
め
に
、
彼
自
身

に
よ
る
要
約
を
以
下
に
訳
出
し
て
お
く
。
そ
れ
は
、
第
七
六
偶
よ
り
第
九
一
偶
に
あ
た
る
。

97ユ

　
実
在
纐
物
の
本
質
（
ω
奉
げ
籔
毒
）
を
密
接
知
覚
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
概
念
的
知
識
は
生
じ
て
く
る
。
そ
の
知
識
は
〔
実
際
に
は
）
対
象
を

持
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
実
在
静
物
を
対
象
と
す
る
如
く
で
あ
り
、
瞬
様
の
結
果
を
も
た
ら
さ
な
い
諸
劇
物
か
ら
の
区
刷
に
根
拠
を

概
く
も
の
で
あ
る
。
（
匿
刈
①
）
そ
の
よ
う
な
知
識
の
晦
に
、
あ
る
〔
概
念
の
〕
形
象
が
顕
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
〔
知
覚
表
象
と
概
念
知
を
一
つ
と

す
る
こ
と
か
ら
〕
あ
た
か
も
外
界
の
実
在
鰯
物
の
痛
く
で
あ
り
、
〔
同
類
の
諸
個
物
に
共
通
し
て
顕
わ
れ
て
く
る
〕
同
じ
一
つ
の
形
象
の
癩
く
で
あ

り
、
そ
れ
以
外
の
〔
異
類
の
〕
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
た
も
の
の
如
く
で
は
あ
る
が
、
〔
突
際
は
〕
非
実
在
に
催
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
考
察
の
原
限

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
な
る
こ
と
は
な
い
か
ら
。
（
鍔
ミ
）

　
そ
れ
ら
傭
識
の
内
に
顕
わ
れ
た
諸
対
象
は
、
異
類
の
も
の
か
ら
の
区
別
と
い
う
形
象
を
持
つ
も
の
で
あ
り
（
例
え
ば
、
非
蓮
華
か
ら
の
区
別
と
い

う
形
象
を
持
つ
「
蓮
」
と
い
う
語
の
対
象
の
如
く
）
、
そ
の
よ
う
な
〔
区
鴉
鍵
（
蓮
性
－
円
窓
㌶
話
）
〕
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
同
一
の
も
の
の
如

く
に
〔
そ
れ
ぞ
れ
が
〕
顕
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
な
ら
ぬ
そ
れ
ら
は
同
時
に
、
刷
の
も
の
（
倒
え
ば
、
蓬
性
を
持
つ
点
で
綱
類
と
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
青
で
は
な
い
よ
う
な
も
の
）
か
ら
も
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
洗
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
〔
そ
れ
故
、
こ
の
二
つ

の
区
別
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
理
郷
さ
れ
た
一
つ
の
対
象
、
即
ち
「
青
蓮
」
が
観
念
の
内
に
顕
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
〕
（
ぽ
網
○
。
）
。
そ
し
て
、
共
通

性
（
普
遜
）
や
閥
一
基
体
性
を
対
象
領
域
と
す
る
知
識
（
概
念
）
と
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
〔
知
識
の
内
に
顕
わ
れ
て
き
た
諸
対
象
〕
を
表
現

し
よ
う
と
す
る
、
〔
共
通
性
や
闘
一
基
体
挫
と
い
っ
た
実
在
で
は
な
い
〕
誤
っ
た
対
象
を
持
つ
表
現
活
動
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
ぎ
δ
）

　
そ
し
て
、
そ
れ
ら
〔
知
識
と
こ
と
ば
に
よ
る
表
規
活
動
は
〕
す
べ
て
、
実
在
諸
個
物
の
絹
互
区
別
に
藤
つ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
（
梱
互
区
別

に
基
づ
く
故
に
）
、
〔
そ
れ
ら
の
活
動
が
〕
「
他
者
の
齋
定
」
を
対
象
と
す
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
〔
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
他
者
の
排
除
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

を
対
象
と
し
て
い
る
か
ら
で
も
な
け
れ
ば
、
実
在
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
か
ら
で
も
な
い
。
〕
そ
し
て
〔
そ
れ
ら
章
動
が
〕
そ
れ
に
対
応
す

が
／
ル
マ
キ
ー
ル
聯
ア
イ
の
ア
ポ
ー
ハ
払
醐

九
五
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六

る
実
在
急
物
と
〔
間
心
的
に
〕
結
審
関
係
を
持
つ
場
合
、
〔
そ
の
よ
う
な
活
動
は
〕
そ
の
突
在
難
物
を
獲
得
す
る
た
め
の
融
点
な
の
で
あ
る
Q
T
度
、

先
述
さ
れ
た
推
理
に
基
づ
く
概
念
知
の
場
合
に
〔
一
切
綴
物
を
非
慎
久
的
で
あ
る
と
知
る
〕
如
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
鯛
の
〔
実
在
野
物
と
闘
接
酌

に
も
結
倉
関
係
を
持
た
な
い
〕
場
合
は
、
た
と
え
、
〔
聖
者
と
も
概
念
酌
知
識
で
あ
る
か
ら
〕
迷
飛
知
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
く
と
も
、
〔
実
在

薫
物
を
獲
得
す
る
た
め
の
基
点
と
は
〕
な
ら
な
い
。
鋸
え
ば
〔
宝
石
の
輝
き
で
は
な
く
〕
灯
火
の
輝
き
を
〔
誤
っ
て
〕
宝
石
と
認
識
す
る
場
合
の
よ

う
に
。
（
葬
阜
G
。
ρ
c
。
一
）

　
そ
こ
で
、
個
々
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
（
つ
ぼ
に
お
け
る
「
水
を
運
ぶ
こ
と
」
な
ど
の
結
果
の
如
き
）
一
つ
の
岡
じ
結
渠
を
持
つ
諸
個
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
、
そ
の
よ
う
な
結
果
を
持
た
い
も
の
か
ら
の
区
溺
と
い
う
こ
と
を
依
り
所
と
す
る
語
と
概
念
知
に
よ
っ
て
、
同
一
の
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
、
取

り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
（
搾
。
。
め
）

　
同
様
に
、
（
例
え
ば
つ
ぼ
の
よ
う
に
）
、
単
一
の
個
物
で
あ
っ
て
も
、
（
「
眼
に
よ
る
知
識
扁
と
か
「
水
を
運
ぶ
」
と
か
い
っ
た
）
い
く
つ
か
の
結
果

を
も
た
ら
す
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
〔
い
く
つ
か
の
結
果
を
も
た
ら
す
〕
も
の
と
し
て
明
示
す
る
時
に
は
、
そ
の
よ
う
な
結
果
を
持
た
な
い
諸
燧
物

　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

か
ら
の
区
別
に
よ
っ
て
〔
そ
れ
が
〕
（
「
眼
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
」
と
か
「
他
元
索
か
ら
成
る
」
と
か
い
っ
た
）
種
々
の
性
質
を
持
つ
も
、
の
と
し

て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
Q
（
鮮
。
。
c
Q
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
語
の
対
象
〔
で
あ
る
普
遍
〕
や
岡
一
基
体
性
は
、
実
際
に
は
存
在
し
て
い
な
い
の
に
、
〔
概
念
知
に
し
た
が
っ
て
〕
観
念
通
り
に
語
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
の
だ
か
ら
、
実
姦
個
物
に
こ
れ
ら
が
存
在
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
（
搾
。
。
駆
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
世
間
で
は
、
外
界
の
真
実
在
そ
の
も
の
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
〔
観
念
の
内
に
顕
わ
れ
た
対
象
を
そ
の
よ
う
に
理
鯉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
こ

れ
は
、
声
音
（
鐙
げ
薮
）
に
あ
る
所
作
性
（
ζ
齢
餌
ぎ
署
ゆ
）
と
い
う
属
性
で
あ
る
」
と
い
っ
た
基
体
と
属
性
の
〕
区
別
や
、
〔
「
こ
れ
は
作
ら
れ
た
も
の

（
答
霞
ぎ
）
で
あ
る
」
と
い
っ
た
基
体
と
属
性
の
〕
隅
一
姓
〔
を
示
す
〕
と
い
っ
た
様
な
、
基
体
と
属
性
の
弁
捌
確
定
が
理
解
さ
れ
る
（
ド
。
。
q
）
。

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
賢
者
は
、
そ
れ
（
塞
体
と
属
性
の
弁
別
）
に
暴
つ
い
て
、
〔
非
憧
久
性
（
鋤
巴
前
軍
奉
）
や
瞬
間
的
存
在
性
（
認
呂
節
魯
く
ゆ
）

と
い
っ
た
〕
実
在
個
物
の
本
質
を
窮
め
る
た
め
に
、
推
理
さ
る
べ
き
対
象
〔
と
し
て
の
属
性
〕
と
推
理
の
根
拠
〔
と
し
て
の
属
性
〕
と
い
う
二
者
の

確
定
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
（
岬
（
■
c
◎
①
）

　
す
べ
て
の
実
在
個
物
は
そ
れ
自
身
で
〔
他
の
諸
個
物
と
〕
混
り
合
う
こ
と
も
な
げ
れ
ば
、
〔
一
つ
の
実
在
偲
物
が
、
種
々
の
属
性
に
〕
分
搦
さ
れ

る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
故
、
そ
れ
ら
〔
外
界
の
個
物
〕
に
、
〔
他
の
諸
鱗
物
と
〕
瞬
じ
様
箱
が
あ
る
と
理
郷
し
た
り
、
〔
一
つ
の
個
物
の
内
に
〕
種
々

の
様
相
が
あ
る
と
理
解
す
る
の
は
、
概
念
知
の
錨
誤
な
の
で
あ
る
。
（
ぎ
G
。
刈
）
そ
れ
故
、
〔
諸
蔓
物
に
あ
る
〕
共
通
性
と
か
特
殊
性
と
か
い
っ
た
〔
多



　
　
　
　
様
挫
を
言
う
〕
弁
別
は
、
概
念
的
な
〔
知
識
の
内
に
震
わ
れ
た
〕
対
象
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
「
他
者
か
ら
の
区
溺
」
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
に
よ
っ
て
、
他
な
ら
ぬ
岡
じ
一
つ
の
実
在
臓
物
の
も
つ
種
々
の
属
性
で
あ
る
と
〔
概
念
的
に
〕
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
搾
G
。
c
。
）

　
　
　
　
　
　
〔
認
識
の
対
象
（
σ
q
帥
遠
巻
）
と
認
識
の
手
段
（
α
q
鋤
ヨ
鋒
鋤
）
の
関
係
は
、
単
に
概
念
的
に
構
想
さ
れ
た
属
性
の
区
裁
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
実
在

　
　
　
　
儀
物
そ
の
も
の
の
薩
援
知
覚
に
よ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
〕
「
こ
れ
が
推
理
さ
る
べ
き
対
象
で
あ
る
」
「
こ
れ
が
推
理
の
根
拠
で
あ

　
　
　
　
る
」
と
概
念
的
に
梅
淫
す
る
蒔
に
は
、
実
在
個
物
に
対
す
る
直
接
知
覚
は
既
に
滅
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
そ
れ
故
、
そ
の
場
禽
、
普
遍
（
共
通
性
）

　
　
　
　
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
特
殊
（
綴
物
）
が
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
実
在
個
物
そ
の
も
の
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
（
蝉
ち
、
外
界
の
諸
個
物

　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
　
は
「
他
者
か
ら
の
区
別
」
を
特
微
と
す
る
共
通
性
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
）
（
搾
。
。
り
）
〔
な
ぜ
な
ら
、
他
の
諸
細
物

　
　
　
　
と
〕
同
一
の
様
糊
を
も
つ
と
か
、
〔
種
々
の
属
性
と
い
う
〕
翫
弄
別
々
の
様
絹
を
も
つ
と
か
〔
基
体
一
属
性
の
区
別
を
も
つ
と
か
〕
と
い
っ
た
様
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

　
　
　
　
は
、
い
か
な
る
実
在
個
物
も
知
覚
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
単
一
の
実
在
個
物
に
、
実
在
と
し
て
の
（
「
所
作
性
」
「
非

　
　
　
　
慨
久
性
」
等
と
い
っ
た
）
種
々
の
属
性
な
ど
あ
り
得
な
い
の
だ
か
ら
。
（
竃
O
）

　
　
　
　
　
あ
る
飼
物
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
器
物
か
ら
異
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
◎
〔
そ
れ
故
〕
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
そ
れ
を

　
　
　
　
知
ら
し
め
る
こ
と
ば
も
、
概
念
も
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
と
ば
や
概
念
は
一
般
的
に
し
か
働
か
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
（
鍔
鎗
）

　
　
　
個
々
の
個
物
は
、
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
も
の
か
ら
全
く
異
な
る
本
質
を
持
っ
て
存
在
す
る
も
の
（
①
証
艮
碧
犠
く
讐
§
9
p
。
）
で
あ
る
。

　
　
我
々
が
そ
れ
ら
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
と
き
、
ど
れ
一
つ
と
し
て
嗣
じ
で
は
な
い
。
で
は
、
何
故
我
々
は
特
定
の
諸
個
物
を
一
つ
の
共
通

　
　
す
る
根
の
も
と
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
実
在
論
の
立
場
で
は
、
諸
個
物
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
我
々
に
共
通
性
の
観
念
を
も
た
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
す
く
普
遍
。
・
㎝
ヨ
踏
罵
〉
が
内
在
し
て
い
る
と
説
闘
さ
れ
る
。
し
か
し
、
個
物
の
み
を
実
在
と
認
め
る
立
場
に
立
つ
デ
ィ
グ
ナ
…
か
や
ダ
ル

　
　
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
と
っ
て
、
こ
の
主
張
は
受
け
入
れ
が
た
い
。
あ
る
一
つ
の
本
質
（
o
◎
く
四
ぴ
甥
餅
く
騨
）
を
持
っ
て
実
在
す
る
掴
物
が
、
別
の
本

　
　
質
を
持
つ
〈
普
遍
〉
と
混
合
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
個
物
と
〈
普
遡
〉
と
は
云
々
の
実
在
で
あ
っ

　
　
て
混
合
は
し
な
い
が
、
爾
者
は
結
合
し
て
存
在
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
〈
普
遍
〉
の
認
識
に
よ
っ
て
諸
欄
物
の
共
通
性
が
認
識
さ
れ
る
と

　
　
い
う
実
在
論
か
ら
の
説
明
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
ま
た
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
〈
普
遍
〉
は
、
「
犬
の
首
に
か
か
る
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
違
）

　
　
輪
」
（
げ
匿
g
冨
ヴ
醤
⑦
σ
q
毎
甚
）
の
よ
う
な
も
の
で
、
同
じ
首
輪
を
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
犬
と
あ
の
犬
が
洞
じ
犬
で
あ
る
と
は
何

粥　
　
　
　
　
　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
ア
ポ
ー
ハ
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
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（
5
）

人
も
認
識
し
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

　
ま
た
、
実
在
論
に
よ
れ
ば
、
諸
鰯
物
に
あ
る
共
通
性
1
〈
普
遍
〉
そ
の
も
の
も
個
物
と
同
じ
く
直
接
知
覚
さ
れ
る
と
主
張
さ
れ
る
が
、

直
接
知
覚
の
対
象
を
綴
金
相
（
累
p
岡
鋳
超
霧
“
価
物
）
、
思
惟
作
用
の
対
象
を
一
般
栢
（
。
。
㎝
鑓
万
巻
巨
世
盛
餐
“
普
遍
）
と
峻
別
す
る
基
本
テ

ー
ゼ
の
上
に
そ
の
知
識
論
を
構
築
し
た
デ
ィ
グ
ナ
：
か
や
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
主
張
は
決
し
て
酋
忙
し
う
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
で
は
な
い
。
共
通
性
が
直
接
知
覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
個
鯛
的
な
も
の
で
あ
っ
て
共
通
性
な
ど
で
は
な
く
な
る
の
で

あ
る
。

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
や
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
と
っ
て
、
直
接
知
覚
と
は
、
一
切
の
概
念
的
調
断
作
用
を
離
れ
た
認

識
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
実
在
す
る
個
物
に
の
み
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
の
認
識
構
造
は
、
い
わ
ゆ
る
「
自
己
認
識
」
の

理
論
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
我
々
に
知
覚
知
が
生
ず
る
時
、
そ
れ
は
外
界
の
実
在
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
表
象

と
し
て
知
識
の
中
に
顕
現
し
て
い
る
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
台
の
認
識
結
果
と
は
、
知
覚
知
自
身
が
、
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
形
象
を
知
識
の
対
象
と
し
て
肯
定
的
、
直
接
的
に
認
識
す
る
こ
と
…
自
己
認
識
1
に
他
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
純
粋
な
直
観
に
等
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
他
方
、
恐
惟
作
用
に
よ
る
認
識
は
、
知
覚
表
象
を
本
来
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
が
、
知
覚
表
象
を
一
つ
の
共
通
性

の
も
と
に
と
ら
え
る
と
い
う
誤
っ
た
概
念
作
用
を
認
識
手
段
と
し
て
も
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
概

念
作
用
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
他
者
の
排
除
」
に
よ
っ
て
し
か
成
り
立
ち
え
な
い
か
ら
、
そ
の
場
合
の
認
識
は
ホ
来
的
に
否
定
的
な

も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
知
覚
表
象
を
対
象
と
し
な
が
ら
も
、
仮
象
で
あ
る
共
通
性
の
形
象
と
そ
の
憾
的
な
知
覚
表
象
を

混
載
し
一
つ
の
も
の
と
し
て
、
そ
の
混
含
さ
れ
た
形
象
を
結
果
的
に
は
認
識
の
対
象
と
し
て
、
人
は
、
判
断
や
言
語
表
現
や
推
理
を
行
う

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
認
識
は
、
「
A
な
ら
ざ
る
も
の
を
A
だ
と
認
識
す
る
こ
と
し
で
あ
る
か
ら
本
来
的
に
は
錯
誤
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
よ
う
な
認
識
作
用
に
よ
っ
て
結
果
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
共
通
性
の
知
（
一
般
相
）
が



　
実
在
で
あ
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
で
は
一
体
、
デ
ィ
グ
ナ
！
か
や
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
と
っ
て
、
共
通
性
…
〈
普
遍
〉
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
あ
る
獄
丁

　
物
群
の
持
つ
共
通
性
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
実
在
す
る
も
の
で
な
く
、
思
惟
作
用
に
よ
っ
て
諸
飼
物
に
附
託
さ
れ
た
も

　
　
の
に
他
な
ら
な
い
◎
そ
の
共
通
性
は
、
あ
る
諸
個
物
群
窺
ご
9
”
…
…
為
蝕
を
他
の
諸
個
物
群
｛
一
（
簿
ご
g
い
…
…
”
跳
）
M
か
ら
区
別
す
る
普

　
　
遍
的
な
御
包
挫
（
鋤
げ
び
陣
謎
欝
○
　
ぴ
ぴ
①
儒
9
ゆ
7
）
〈
A
＞
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
他
者
か
ら
の
区
劉
」
（
碧
冨
雪
遊
）

　
　
こ
そ
が
共
通
性
の
本
質
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
共
通
性
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
協
約
さ
れ
た
語
は
「
他
言
の
緋
除
」
を
そ
の
機

　
　
能
と
し
て
も
つ
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
・
頸
下
の
垂
肉
、
角
な
ど
を
持
っ
て
倒
の
葡
を
歩
い
て
い
る
個
々
の
物
は
、
確
か
に
、
そ
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
特
徴
を
持
た
な
い
も
の
か
ら
の
異
な
り
を
共
通
し
て
持
つ
も
の
と
し
て
我
々
に
認
識
さ
れ
る
。
我
々
は
、
そ
の
よ
う
な
異
な
り
を
そ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
諸
個
物
の
共
通
性
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
異
な
り
を
表
示
す
る
た
め
に
「
牛
」
と
い
う
語
を
、
そ
の
異
他
性
と
し
て
の
共
通
性
の
指
標
と

　
　
し
て
使
用
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
、
及
び
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
主
．
張
で
あ
る
。

　
　
　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
ア
ポ
ー
ハ
論
は
、
以
上
の
よ
う
な
考
え
を
基
本
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

　
　
　
そ
れ
で
は
、
共
御
詠
そ
の
も
の
は
い
か
に
し
て
我
々
の
観
念
の
中
に
概
念
知
と
し
て
形
成
さ
れ
、
そ
の
概
念
知
は
い
か
な
る
形
状
・
性

　
　
質
を
持
つ
の
か
。
こ
の
聞
に
対
し
詳
細
な
答
を
与
え
た
の
が
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
な
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
存
在
論
的
側
面
一
実
在
レ
ヴ
ェ

　
　
ル
で
の
「
他
薯
か
ら
の
区
捌
」
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
飼
物
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
以
外
の
も
の
と
全
く
異
な
る
本
質
を
持
っ
て
実
在
し
て
い
る
。
「
実
在
す
る
」
と
は
、

　
　
ダ
ル
マ
キ
…
ル
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
因
果
効
力
（
翼
匿
犀
ξ
曙
。
ぴ
q
饗
鼠
）
i
そ
の
も
の
が
原
因
と
な
っ
て
あ
る
効
果
を
達
成
す
る
能
力
i

　
　
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
効
果
的
作
用
（
鷺
訂
ξ
ぞ
倒
）
は
実
窃
の
も
つ
本
質
に
基
づ
い
て
は
じ
め
て
達
成
さ
れ
る
も
の
な

　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
の
で
あ
る
。
総
体
的
に
言
え
ば
、
実
在
す
る
個
物
の
持
つ
困
果
効
力
と
は
、
外
界
の
椿
象
と
し
て
の
個
物
が
、
そ
れ
自
身
の
形
象
、
即
ち

　
　
知
覚
表
象
を
知
識
の
内
に
生
ぜ
し
め
る
効
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
謡
物
の
も
つ
因
果
効
力
は
そ
れ
に
止
ま
る
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
そ

759
　
　
　
　
　
　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
ア
ポ
ー
ハ
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
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一
〇
〇

の
知
覚
表
象
（
欝
、
）
を
別
の
知
覚
表
象
（
緕
・
糟
、
）
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
我
々
に
判
断
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
特
定
の
思
惟
作
用
（
A
）
を
生
じ

　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

さ
せ
る
二
面
的
な
原
因
と
し
て
の
効
力
を
も
実
在
す
る
個
物
は
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
鯛
物
群
は
、
同
一
の
思
惟

作
罵
（
A
）
と
い
う
同
じ
結
果
を
持
つ
と
い
う
点
で
、
他
の
個
物
群
か
ら
異
な
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
一
の
結
果

を
持
つ
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
あ
る
燗
物
騒
の
隅
徳
性
の
根
拠
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
個
物
は
相
互
に
異
な
っ
て
は
い
る
が
、
あ
る

一
群
の
個
物
は
、
同
類
の
も
の
と
し
て
、
異
類
の
譜
個
物
か
ら
区
別
さ
れ
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
他
者
か
ら
の
区

別
」
を
、
実
在
レ
ヴ
ェ
ル
で
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
直
接
知
覚
に
基
づ
い
て
一
つ
の
概
念
知
が
形
成
さ
れ
る
過
程
に
お
け
る
「
他
者
か
ら
の
区
別
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
我
々
が
思
惟
作
用
に
よ
っ
て
あ
る
概
念
知
を
作
り
出
す
こ
と
と
、
そ
の
概
念
に
よ
っ
て
あ
る
対
象
を
共
通
性
の
も
と
に
認
識
す

る
こ
と
と
は
、
表
裏
一
体
の
事
柄
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
一
方
の
側
面
で
あ
る
概
念
知
の
形
成
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
我
々
の
概
念
的
思
惟
作
用
は
、
外
界
の
実
在
に
直
接
塞
つ
い
て
起
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
す
べ
て
、
直
接
知
覚
に
よ
っ
て
我
々
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

観
念
の
内
に
顕
わ
れ
た
知
覚
表
象
に
直
接
的
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
一
切
の
認
識
作
用
は
そ
の
知
覚
表
象
を
霞
己
の
対
象
と
す
る
も
の

な
の
で
あ
る
。
第
一
次
認
識
で
あ
る
直
接
知
覚
の
場
合
は
、
知
覚
表
象
そ
の
も
の
が
認
識
の
対
象
で
あ
り
、
か
つ
結
果
即
ち
知
覚
知
で
あ

る
。
そ
の
時
、
知
覚
表
象
に
対
し
て
は
何
ら
概
念
的
思
惟
作
用
は
働
い
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
知
覚
魚
群
そ
の
も
の
は
、
外
界
に
実

在
す
る
個
物
と
二
様
、
そ
れ
ぞ
れ
が
全
く
異
な
っ
た
形
象
を
持
っ
て
観
念
の
内
に
憶
わ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
逆
に
、
そ
れ
ら
が
互
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
異
な
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
我
々
は
、
そ
の
知
覚
表
象
を
対
象
と
し
て
、
こ
れ
（
ミ
）
と
あ
れ
（
蔑
）
が
根
似
し
て
い
る
と
判
断
す
る

　
　
（
1
0
）

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
場
合
の
相
似
性
の
根
拠
は
何
か
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
知
覚
表
象
が
同
一
の
思
惟
作
用
を
直
接
的
に
生
み
出
す
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
知
覚
表
象
群
｛
2
、
u
欝
、
矯
…
…
層
欝
、
｝
は
、
そ
れ
ら
が
同
じ
も
の
で
あ
る
と
い
う
判
断
（
A
）
を
、
我
々

の
知
識
の
内
に
生
ず
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
は
、
同
じ
判
断
（
A
）
を
生
じ
な
い
他
の
知
覚
表
象
群
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ



　
　
る
。
そ
れ
故
、
知
覚
表
象
に
関
し
て
も
そ
の
梢
似
性
（
同
類
性
）
の
根
拠
は
「
同
一
の
結
果
を
持
つ
こ
と
」
な
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
「
同
一
の
結
果
を
持
つ
こ
と
し
と
は
「
そ
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
な
い
も
の
の
排
除
し
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
が

　
　
知
覚
表
象
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
「
他
者
か
ら
の
区
劉
」
で
あ
る
。

　
　
　
こ
こ
に
見
て
き
た
様
に
、
外
界
の
実
在
一
知
覚
表
象
一
同
一
の
概
念
作
用
は
一
つ
の
因
果
関
係
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の

　
　
こ
と
を
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
知
覚
知
（
知
覚
表
象
）
は
区
溺
さ
れ
な
い
同
一
の
も
の
と
し
て
〔
知
識
の
内
に
顯
わ
れ
て
く
る
。
〕
な
ぜ
な
ら
、
同
一
の
判
断
の
原
照
で
あ
る
の

　
　
　
　
だ
か
ら
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
岡
一
の
知
覚
知
の
原
因
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
諸
個
物
も
ま
た
同
一
の
も
の
と
し
て
〔
知
識
の
内
に
顕
わ
れ
て
く

　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
　
　
る
。
〕
（
℃
＜
H
．
　
搾
。
　
H
O
⑩
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
し
た
が
っ
て
、
あ
る
知
覚
表
象
群
｛
2
、
b
悼
、
”
…
…
噂
爵
、
｝
を
一
つ
の
共
通
す
る
柑
〈
A
＞
の
も
と
に
認
識
す
る
同
一
の
観
念
の
間
接
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
な
原
因
は
、
そ
れ
ら
知
覚
表
象
群
の
趨
接
的
な
原
因
で
あ
る
個
物
群
薗
も
『
：
…
》
9
。
し
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

　
　
そ
れ
ら
諸
個
物
に
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
「
そ
の
よ
う
な
〔
同
一
の
判
断
な
ど
の
〕
結
果
を
も
た
ら
さ
な
い
本
質
を
持
つ
も
の
か
ら
の
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
別
」
（
p
。
審
蒔
鋤
嵩
。
。
奉
び
ゲ
餌
く
p
。
く
ぞ
ゆ
囮
窮
）
と
い
う
共
通
性
と
し
て
の
異
他
性
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
論
述
に
従
い
、
実
在
と
概
念
的
思
惟
作
周
の
関
係
を
存
在
論
的
側
面
か
ら
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
次

　
　
に
こ
れ
を
、
我
々
の
思
惟
作
用
の
側
薦
、
す
な
わ
ち
心
理
的
、
認
識
論
的
側
面
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
こ
で
は
「
概
念
し
が
問
題
に

　
　
な
る
。

　
　
　
概
念
は
、
あ
る
一
群
の
知
覚
表
象
に
共
通
す
る
相
を
抽
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
が
、
そ
の
共
通
す
る
糊
の
抽
象
と
い
う
こ
と

　
　
を
、
「
類
を
異
に
す
る
他
の
も
の
の
排
除
」
（
§
饗
－
毒
倒
く
讐
島
）
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
し
た
の
が
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
で
あ
る
。
彼
に
よ

　
　
れ
ば
、
知
覚
表
象
は
「
他
者
の
排
除
」
を
通
じ
て
類
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
思
惟
作
用
と
は
、
名
称
（
1
1
概
念
）
や
類
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
等
を
〔
知
覚
表
象
に
〕
結
合
す
る
こ
と
で
あ
る
し
と
言
わ
れ
る
。

779　
　
　
　
　
　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
ア
ポ
：
ハ
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
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一
〇
ニ

　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
第
六
八
偶
か
ら
七
〇
掲
で
、
概
念
知
の
形
成
を
論
じ
て
い
る
。
概
念
知
は
、
異
類
か
ら
区
別
さ
れ
た
諸
謡
物

に
依
存
し
て
生
じ
て
く
る
概
念
的
思
惟
作
用
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
概
念
知
は
、
あ
る
一
つ
の
形
象
を
も
っ
て
奪
わ
れ
て
く
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

の
で
あ
り
、
こ
の
形
象
は
同
類
の
諸
個
物
の
本
性
（
鷺
⇔
蔦
け
圃
）
に
基
づ
い
て
生
じ
て
く
る
が
、
そ
の
発
生
の
直
接
的
・
本
来
的
な
原
因
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
の
時
々
の
直
接
知
覚
に
よ
っ
て
覚
醒
し
て
く
る
潜
在
印
象
（
〈
麟
ω
帥
切
崩
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
概
念
知
の
形
象
と
は
無
限
の
過
去
か
ら

く
り
返
さ
れ
て
き
た
直
接
経
験
に
よ
っ
て
あ
る
明
瞭
な
形
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
潜
在
印
象
が
、
そ
の
時
の
直
接
知
覚
を
契
機
と
し
て
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
焉
）

醒
し
た
結
果
顕
わ
れ
る
形
象
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
概
念
知
の
発
生
の
闘
接
，
的
漂
困
と
し
て
は
実
在
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
＞

る
個
物
の
本
玉
を
、
直
接
的
原
意
と
し
て
は
無
限
の
過
去
か
ら
の
潜
在
印
象
（
偶
づ
鰍
鳥
叩
く
餅
ω
ゆ
謬
倒
）
を
認
め
る
。
こ
れ
は
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

見
ら
れ
な
か
っ
た
主
張
で
あ
り
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
、
概
念
知
、
ひ
い
て
は
概
念
そ
の
も
の
を
あ
る
形
象
を
持
つ
観
念
像
と
し
て
積

極
的
に
脊
定
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
潜
在
印
象
の
本
性
に
よ
っ
て
生
じ
た
形
象
を
持
つ
概
念
知
は
、
そ
れ
艇
身

の
形
象
を
知
覚
表
象
に
附
託
し
て
、
そ
れ
ら
知
覚
表
象
膚
体
の
も
つ
相
互
に
異
な
る
本
来
の
形
象
を
覆
い
隠
し
、
知
覚
表
象
と
概
念
知
自

身
の
形
象
を
一
つ
に
混
合
し
て
一
つ
の
認
識
の
対
象
と
し
て
我
々
の
観
念
の
内
に
示
す
。
そ
れ
故
に
、
我
々
は
あ
る
諸
心
病
を
共
通
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

相
の
も
と
に
認
識
す
る
の
で
あ
る
。

　
一
般
に
人
々
が
、
「
共
通
性
」
〈
普
遍
〉
と
呼
ぶ
も
の
は
こ
の
概
念
知
の
形
象
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
「
共
通
性
」
は
外
界
の
実
在

で
は
な
く
、
知
識
の
内
に
顕
わ
れ
て
い
る
諸
対
象
の
も
つ
共
通
性
に
他
な
ら
な
い
、
そ
れ
が
外
界
の
実
在
の
如
く
に
認
識
さ
れ
る
の
は
思

准
作
用
と
い
う
本
来
的
に
は
錯
誤
し
て
い
る
も
の
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
「
知
識
作
驚
の
結
果
は
同
時
に
知
識
手
段
で
あ
り
、
結
果
で
あ
る
知
識
と
は
知
識
自
体
が
対
象
の
桐
を
も
っ
て
顕
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
」

こ
れ
は
認
識
構
造
に
つ
い
て
、
デ
ィ
グ
ナ
…
ガ
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
一
貫
す
る
主
張
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
に
見
た
概
念
的
二
心

惟
作
網
の
認
識
構
造
も
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
次
的
な
認
識
対
象
は
知
覚
表
象
で
あ
る
が
、
我
々
は
そ
れ
ら
を
思
惟
作
用
に
よ
っ
て
結
梁
的
に
概
念
知
の
形
象
に
お
い
て
認
識
す



　
　
（
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
　
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
笏
舎
の
知
識
手
段
は
概
念
知
自
体
に
他
な
ら
な
い
。
知
識
手
段
と
し
て
の
概
念
知
の
形
象
、
そ
れ
を
我
々
は
〈
概
念
〉

　
　
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
〈
概
念
〉
の
本
質
こ
そ
実
に
「
他
者
か
ら
の
区
別
」
「
他
者
の
排
除
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
概
念
知
は
異
類
か
ら
区
鋼
さ
れ
た
諸
個
物
の
知
覚
表
象
（
知
覚
知
）
に
依
存
し
て
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
〈
概
念
〉
は
、
「
他
者
の
排

　
　
除
」
と
い
う
思
惟
作
用
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
共
通
性
と
し
て
の
形
象
を
と
っ
て
観
念
の
内
に
顕
わ
れ
て
く
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し

　
　
た
が
っ
て
〈
概
念
〉
が
「
他
者
か
ら
の
区
溺
」
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
知
識
手
段
と
な
っ
て
「
他
者
の
排
除
」
と

　
　
い
う
作
用
を
認
識
過
程
で
な
す
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
〈
概
念
〉
の
本
質
と
し
て
の
「
他
者
の
否
定
」
（
§
愚
℃
。
冨
）
が
肯

　
　
定
的
な
観
念
像
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
作
用
に
お
い
て
「
他
者
の
排
除
」
と
い
う
否
定
的
機
能
を
も
同
時
に
も
っ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

　
　
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
先
に
見
た
「
知
識
の
鮒
象
」
睦
「
知
識
手
段
」
嚢
「
知
識
の
結
果
」
と
い
う
認
識
構
造
に
照
ら
し
舎
わ
せ

　
　
て
「
他
者
の
否
定
」
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
「
他
者
の
否
定
」
を
本
質
と
す
る
〈
概
念
〉
を
知
識
手
段
と
す
る
概
念
知
が
紺
象
と
す
る

　
　
の
は
、
当
然
「
他
者
の
否
定
」
「
他
者
か
ら
の
区
別
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
イ
は
、
こ
れ
を
「
相
互
区
別
し

　
　
と
い
う
語
を
使
っ
て
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
〔
あ
る
概
念
知
を
、
語
〈
A
＞
と
結
び
つ
け
て
表
現
す
る
場
合
〕
そ
の
よ
う
に
耳
語
協
約
が
な
さ
れ
る
の
は
、
あ
る
「
相
互
区
励
」
（
即
ち
、
〈
A
＞

　
　
　
　
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
非
く
A
V
な
る
も
の
か
ら
の
区
画
）
を
知
ら
せ
る
た
め
で
あ
る
。
〔
そ
の
際
の
協
約
の
内
容
で
あ
る
〕
「
相
互
区
別
」
と
は
、
「
そ

　
　
　
　
の
よ
う
な
同
じ
結
果
を
も
た
な
い
も
の
｛
一
（
恥
ご
仁
。
い
。
》
…
…
”
9
ゆ
鐸
）
｝
か
ら
の
区
…
別
に
よ
っ
て
、
同
じ
一
つ
の
結
果
を
持
つ
諸
個
物
｛
Q
じ
侮
㌍
…
…
為
鐸
甲

　
　
　
　
を
知
っ
た
後
、
そ
れ
（
岡
じ
結
果
を
も
た
な
い
諸
個
物
）
を
回
避
・
除
外
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
行
為
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
を
意
味

　
　
　
　
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
掘
互
区
別
」
は
、
か
の
同
一
本
性
と
い
う
顕
わ
れ
を
も
つ
〔
本
来
的
に
は
〕
錯
誤
し
て
い
る
概
念
知
の
原
隣
な
の
で

　
　
　
　
あ
る
。
そ
し
て
、
他
な
ら
ぬ
そ
の
よ
う
な
〔
実
在
纒
物
間
の
〕
「
耀
互
区
別
」
を
〔
概
念
的
に
〕
認
識
す
る
概
念
知
は
、
嶽
己
の
〔
原
爾
で
あ
る
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
　
　
潜
在
印
象
の
本
性
に
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
〔
岡
一
の
形
象
を
も
っ
て
〕
顕
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
（
℃
く
ω
く
”
や
心
◎
ミ
山
H
）

　
　
　
こ
こ
に
お
い
て
ダ
ル
マ
キ
…
ル
テ
ィ
は
、
概
念
的
認
識
の
結
果
及
び
対
象
と
し
て
概
念
知
が
「
他
考
か
ら
の
区
別
」
を
本
質
と
し
て
お

　
　
り
、
知
識
手
段
と
し
て
の
く
概
念
〉
が
そ
の
内
容
と
し
て
「
他
者
か
ら
の
区
鯛
」
、
そ
の
作
用
と
し
て
「
他
者
の
排
除
」
を
も
っ
こ
と
、

脚　
　
　
　
　
　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
ア
ポ
ー
ハ
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
西

㈱　
　
し
た
が
っ
て
、
思
惟
作
用
（
蕾
冒
鼠
』
蒙
陰
陽
8
〈
評
簿
ぞ
鋤
）
が
「
他
者
の
否
定
」
を
対
象
領
域
と
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で

　
　
あ
る
。

　
　
　
以
上
概
念
知
が
如
何
に
し
て
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
如
何
な
る
形
状
・
本
質
を
も
つ
か
に
つ
い
て
の
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
見
解
を
考
察

　
　
し
て
き
た
が
、
さ
ら
に
我
々
は
彼
の
こ
の
論
述
か
ら
、
概
念
知
が
語
及
び
語
と
概
念
に
基
づ
く
書
藷
的
、
身
体
的
鈴
懸
活
動
（
く
恩
奏
冨
霞
）

　
　
と
藏
接
関
連
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
し
た
が
っ
て
次
に
、
語
と
「
他
者
の
否
定
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
彼
の
議
論
を
考
察
す
る

　
　
こ
と
と
す
る
。

（
1
）
　
服
部
『
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
知
識
論
（
完
）
』
（
哲
学
研
究
第
囚
六
三
号
）
第
四
節
参
照
。

（
2
）
　
ダ
ル
マ
キ
：
ル
テ
ィ
は
℃
ダ
第
三
章
五
三
偶
に
お
い
て
、
絶
対
的
な
意
味
で
は
、
「
実
在
薩
知
覚
蓑
象
（
個
別
相
）
の
み
が
認
識
の
対
象
で

　
あ
る
」
こ
と
を
述
べ
た
後
、
そ
の
理
由
を
挙
げ
て
、
「
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
（
知
覚
表
象
）
に
基
づ
い
て
〔
は
じ
め
て
〕
望
ま
し
い
摂
的
が
達
成
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
れ
る
の
だ
か
ら
、
〔
人
は
知
覚
表
象
に
つ
い
て
〕
有
無
の
考
察
を
な
す
か
ら
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
効
果
的
作
用
を
達
成
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

　
能
力
の
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
実
在
だ
け
が
考
察
の
原
因
と
成
り
う
る
の
で
あ
る
。
。
や
℃
く
矧
綴
囲
．
岡
ρ
O
。
。
滋
養
・
饗
醤
守
①
蕾
ぢ
。
・
奉
或
㊧
呂
侮
鑓
＼

　
℃
＜
㍉
目
轡
酬
（
冒
設
ぎ
…
＄
。
。
き
餅
畠
p
。
甑
訂
ぎ
ぞ
餅
ω
凱
穿
魯
ω
ρ
。
紆
ω
簿
叡
く
ざ
紳
程
舞
＼
℃
く
ω
＜
β
℃
G
お
ρ
μ
鱒
舞
昏
重
量
冨
ω
餌
ヨ
麟
答
匿
ヨ
。
奉
憲
箒

　
拶
鋒
σ
q
⇔
ひ

（
3
）
鑑
℃
＜
ω
＜
β
℃
藁
8
“
器
財
く
帰
塁
p
。
〈
犠
く
竃
く
奮
警
護
似
ゴ
蕊
露
身
避
弩
緯
鋤
捲
⇔
〈
旨
奉
ゲ
ぎ
。
・
苓

（
4
）
　
〈
ぴ
ゲ
蜂
欝
訂
朝
笹
隣
。
α
q
餌
欝
〉
　
「
動
物
の
飾
り
着
輸
」
に
つ
い
て
は
、
竹
中
前
掲
論
文
誼
五
四
参
照
。

（
5
）
　
勺
く
ω
メ
署
．
卜
）
心
．
膿
－
縞
無
伊

（
6
）
　
難
論
p
。
窪
。
碁
愚
・
鼠
♪
讐
■
卜
。
。
。
1
。
。
ρ
卸
℃
ヲ
ミ
∴
O
ρ
及
び
娃
紹
隆
『
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
お
け
る
「
自
己
認
識
」
の
理
論
臨
（
爾
都
仏

　
教
第
二
一
二
号
）
ニ
ニ
頁
一
二
八
頁
参
照
。

（
7
）
　
℃
＜
ω
＜
β
o
』
導
悼
鱒
象
助
ω
ヨ
唇
ω
け
践
α
q
謎
試
鷺
⇔
く
葺
誘
く
緯
げ
町
似
郎
韓
奉
幹

（
8
）
勺
く
押
ピ
霊
①
客
“
ω
鋤
唱
ぎ
B
螺
藍
3
げ
蔑
く
。
巻
①
く
鐸
げ
獣
身
鍵
超
暴
ヴ
＼
℃
＜
ω
＜
ら
．
c
。
Φ
．
葭
”
鼻
。
、
鷺
酔
謬
鋤
警
p
。
寄
戸
戸
馨
・

　
ω
鵠
ぴ
ン
響
箕
贔
伽
Φ
＜
p
。
搾
錠
。
け
轡
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（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

O
h
℃
＜
囲
　
圓
（
．
臼
G
Q
・

　
　
　
噂

℃
＜
お
押
●
δ
刈
a
“
唱
鑓
甑
ぴ
冨
の
。
島
露
愚
翰
ぴ
ゲ
ぎ
琴
燗
。
・
9
巳
9
餌
憲
酔
巴
σ
q
悉
菰
ミ

℃
＜
H
L
ハ
◎
δ
G
。
び
。
”
酪
漿
論
戦
無
鋤
右
・
践
菰
巻
箏
℃
＜
り
鮮
躍
O
費
。
。
鋤
（
①
訂
薮
蔓
漏
出
）
o
理
鋤
貯
薄
切
磐
述
霧
舞

響
く
押
犀
■
H
8
”
¢
ざ
冥
無
巻
話
ヨ
僧
雲
譲
饗
竃
酔
舞
く
践
繰
旨
飴
げ
ぽ
繰
a
＼
¢
ざ
穿
静
①
貯
び
強
く
①
畏
く
賓
p
・
簿
ぎ
鋤
語
鋤
薯
¢
。
び
『
ぎ
暮
薮
＼
＼

o
浄
℃
＜
ω
〈
鳩
賢
㌣
㎝
O
．
囲
G
。
一
雪
’
械
．

o
瞥
畷
障
8
瓢
餌
。
＞
鼠
計
ワ
ト
⊃
9
知
℃
や
。
◎
㌣
c
◎
◎

舞
穿
く
ω
メ
℃
。
合
・
お
山
Q
。
”
《
湯
婆
ε
㎞
繍
郎
p
9
旨
く
器
ε
。
。
奉
ぴ
冨
奏
σ
Q
触
餌
窯
愚
謬
償
び
び
黒
。
鐡
窯
裁
膏
贔
胆
寒
餅
ヨ
鋤
会
津
罵
訟
賦
冨
ぎ
ヨ
霞
㌣

　
礪
α
饗
吟
ρ
、
＄
山
鼠
零
携
ヨ
昌
坤
＄
穿
訂
川
口
鋤
諺
ぞ
ρ
冨
伽
碧
魯
ヨ
〈
鋒
犀
鋤
贔
ω
磐
習
鑓
ぴ
冨
く
巷
鑓
灯
衿
。
門
践
ξ
磐
霧
搾
障
9
・
象
び
麟
く
錺
画
面
醤
欝
⇔
σ
賦
・

　
鋤
欝
憲
蔓
昌
銭
鋤
嵩
冨
唱
謎
。
・
9
2
日
露
尉
鍵
滋
円
安
＆
口
器
用
話
」
豪
き
葦
ぴ
竃
留
窟
屑
鶴
鶯
職
箆
罠
ω
⇔
鑓
鋤
愚
薮
謎
夢
け
p
・
酔
謎
…
…
博

（
1
6
）
　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
無
限
の
過
玄
か
ら
の
潜
在
印
象
に
よ
っ
て
生
じ
て
く
る
心
像
・
懇
惟
形
象
に
三
種
類
の
あ
る
こ
と
を
認
め
て
次
の
よ

　
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
語
の
表
示
対
象
（
概
念
）
は
無
限
の
過
宏
か
ら
の
潜
在
印
象
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
思
惟
の
内
容
で
あ
る
。
そ
れ
は
属
性

　
と
し
て
三
種
に
区
別
さ
れ
、
（
外
界
の
）
実
在
に
基
づ
く
も
の
、
穿
実
在
に
基
づ
く
も
の
、
そ
の
両
轟
に
基
づ
く
も
の
が
あ
る
ご
（
℃
く
H
藁
（
．
卜
ρ
O
伊

　
鋤
鼠
藤
愚
ω
磐
。
両
津
叩
く
欝
鋤
管
葛
雪
ぎ
糞
急
け
答
＼
誇
ま
財
簿
器
鐸
ぞ
義
ぎ
畠
ぴ
議
題
。
ぴ
冨
鼠
ぴ
良
く
。
夢
p
。
鴇
爾
畠
効
望
。
戸
男
メ
四
囲
｛
「
ぎ
鰹
呂
”

　
総
ヨ
鍵
巻
膏
紳
ユ
く
冠
訂
琶
欝
。
。
曽
ぴ
菰
愚
ぴ
試
く
。
夢
遷
濠
鏡
《
鋒
＼
）
そ
し
て
、
こ
れ
ら
潜
在
印
象
に
基
づ
い
て
作
り
禺
さ
れ
た
思
椎
作
稽
の
結
果

　
で
あ
る
知
識
は
す
べ
て
迷
蹴
知
（
〈
豊
ミ
樹
蔭
ぴ
窪
9
鑑
）
で
あ
る
と
雷
わ
れ
て
い
る
。
倶
し
、
迷
裁
知
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
が
な
く
と
も
、
そ
の

　
蕪
種
の
内
の
、
外
界
の
実
在
に
基
づ
い
て
生
じ
て
く
る
も
の
は
結
果
的
に
外
界
の
実
在
個
物
に
対
し
て
斉
合
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
す
な
わ

　
ち
、
そ
の
知
識
に
基
づ
い
て
結
果
的
に
望
ま
し
い
目
曲
を
人
は
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
知
識
は
確
実
性
を
も
つ
も
の
で
あ

　
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
論
稿
申
で
「
概
念
知
の
形
象
」
と
し
て
説
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
在
に
間
接
的
に

　
基
づ
い
て
生
じ
て
く
る
概
念
知
の
形
象
羅
〈
概
念
〉
の
み
が
真
理
性
を
も
ち
う
る
の
で
あ
る
。
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
こ
の
受
取
を
「
宝
石
の
輝
き
」

　
の
比
喩
を
使
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
「
宝
石
の
輝
き
」
と
は
知
識
の
内
に
顕
わ
れ
た
形
象
一
知
製
表
象
一
で
あ
る
。
そ
れ
を
我
々
は
、
あ
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
も
「
宝
石
」
と
い
う
実
在
そ
の
も
の
の
如
く
に
理
解
す
る
（
概
念
知
の
形
象
）
か
ら
、
そ
れ
は
迷
乱
知
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
結
果
的
に
走
り

　
害
っ
て
手
に
し
た
時
、
そ
れ
は
「
宝
石
」
に
違
い
な
い
か
ら
、
塞
在
…
個
物
と
の
斉
合
性
を
も
つ
迷
誰
知
鐸
確
実
性
を
も
っ
た
概
念
知
な
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
実
在
に
基
づ
か
な
い
崩
落
作
用
の
結
果
と
し
て
の
知
識
を
、
彼
は
「
灯
火
の
輝
き
」
の
比
喩
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
「
灯
火
の
輝
き
」
と
い
う

ダ
ル
マ
キ
…
ル
テ
ィ
の
ア
ポ
ー
ハ
論

一
〇
五
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知
覚
表
象
を
我
々
が
思
惟
に
よ
っ
て
「
宝
葛
」
だ
と
判
断
し
た
磯
は
、
そ
れ
は
本
来
的
に
も
実
際
的
な
結
果
に
お
い
て
も
錯
誤
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
事
が
趨
る
か
と
雷
え
ば
、
我
々
が
、
対
象
（
知
覚
表
象
）
を
知
覚
さ
れ
た
ま
ま
に
そ
の
特
徴
を
決
定
す
る
こ
と
を
放
棄
し
て
、
飼

　
か
あ
る
溺
の
く
普
遍
V
な
ど
と
い
っ
た
も
の
を
妄
想
し
て
、
そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
知
覚
表
象
に
対
し
て
全
く
捌
の
特
徴
を
附
託
す

　
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
錯
誤
が
起
る
の
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
（
o
瞥
℃
＜
m
W
♂
「
》
℃
■
蒔
O
Q
e
b
O
l
圃
“
）
　
同
様
の
議
論
は
、
℃
＜
馳
員
押
算
●
c
別
サ
m
⑳

　
に
も
あ
る
。

（
1
7
）
　
臓
部
『
鎧
謬
餓
沼
。
・
縁
ざ
惹
く
鍵
霧
一
証
”
》
噂
。
｝
類
く
鯛
詠
章
の
研
究
（
下
）
』
十
九
、
二
〇
翼
参
照
。

（
8
ユ
）
　
概
念
知
は
、
〈
怨
β
講
郎
〉
「
自
己
の
相
に
よ
っ
て
他
の
椿
を
覆
い
隠
す
も
の
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
（
雪
男
く
ω
＜
悌
や
ω
c
。
■
邸
b
⊃
為
ω
輔
ω
餅
8
饗
蝉

　
鈴
偲
調
ニ
ダ
ω
9
。
召
く
ユ
巻
8
、
嵩
恩
。
。
〈
舞
9
①
需
窟
冨
a
審
ヨ
窯
曽
）

（
1
9
）
　
鼻
国
象
8
昏
愚
●
職
妹
こ
℃
陰
卜
⇔
c
。
飴
懇
．
ミ
∴
0
9

（
2
0
）
ダ
ル
マ
キ
…
ル
テ
ィ
は
、
剛
く
M
疑
轡
に
お
い
て
、
絶
対
的
な
意
味
に
お
い
て
は
知
覚
表
象
が
唯
一
の
認
識
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
言
明
し
て

　
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
「
そ
れ
（
知
覚
表
象
）
を
そ
れ
自
身
の
相
に
よ
っ
て
認
識
す
る
〔
碁
会
〕
と
、
他
の
相
（
概
念
）
に
よ
っ
て
認
識
す
る
場

　
合
と
が
あ
る
か
ら
、
二
種
の
認
識
の
対
象
が
認
め
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
鉢
℃
く
い
H
蝉
拶
α
ω
昏
田
醸
Q
超
宴
・
窪
彊
ω
く
⇔
黒
塗
鋤
髭
β
℃
＜
”

　
常
盤
搾
鰹
。
昏
紳
霧
団
帥
。
。
＜
帥
電
食
p
⊃
門
麟
冨
ぴ
『
愚
輯
σ
q
p
。
酔
藁
薦
σ
《
効
賢
く
動
《
餌
β
ヨ
£
。
欝
諺
．
戸
崎
宏
正
『
法
称
に
お
け
る
『
量
の
2
種
性
』
の
論
証
』
（
干

　
潟
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
）
一
醐
五
－
一
こ
○
頁
参
照
。

（
2
1
）
　
℃
く
ω
＜
》
や
さ
．
南
山
『
饗
芝
鈴
窟
専
属
饗
轟
塁
訂
膏
。
。
訟
。
ぢ
謬
け
魯
町
ぐ
訟
。
け
①
鼠
壁
§
p
。
ω
践
ず
嘱
望
げ
漂
く
習
簿
無
。
。
践
ξ
o
ぴ
ザ
《
o
窪
＆
①
零

　
隷
理
三
篶
8
姦
物
騨
。
賞
℃
回
Q
く
⇔
嵩
露
。
餓
。
。
o
冒
ヨ
ぎ
霧
け
鶏
呂
冨
畠
ω
雷
皆
既
掛
け
鍔
際
滑
碧
B
郎
ぴ
菰
ω
貯
○
諺
田
舞
騰
く
一
ざ
ぢ
器
憂
欝
寅
簿
＼
諭
旨
の
奉

　
σ
Q
笹
鄭
碧
①
零
く
節
銭
℃
菩
ω
奉
く
鋤
器
滋
箕
p
答
＄
巴
。
奏
唇
℃
霊
酔
箭
叡
瓢
＼

3

　
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
は
『
知
識
論
集
成
隔
第
五
『
ア
ポ
ー
ハ
』
章
に
お
い
て
、
語
の
表
示
対
象
が
個
物
、
種
、
個
物
と
種
と
の
関
係
、
種
の

基
体
（
智
銘
§
酔
）
の
い
ず
れ
で
も
あ
り
え
な
い
こ
と
を
示
し
、
語
は
実
在
を
直
接
表
示
す
る
の
で
は
な
く
た
だ
「
他
者
の
排
除
し
を
そ
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

機
能
と
す
る
の
み
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
後
、
彼
の
創
署
し
た
雷
語
理
論
と
し
て
の
ア
ポ
…
ハ
論
を
展
饗
す
る
が
、
そ
の
主
旨
は
冒
頭
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

一
驚
が
示
す
よ
う
に
、
『
語
は
自
ら
の
表
示
対
象
を
他
者
の
排
除
に
よ
っ
て
言
い
表
わ
す
駈
で
あ
る
。
そ
し
て
「
露
ら
の
表
示
対
象
」
が
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
・
じ

で
あ
る
か
を
説
明
し
て
、
『
語
は
他
者
の
否
定
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
も
の
を
表
示
す
る
』
と
い
い
或
は
ま
た
、
「
語
の
表
示
対
象
は
他
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
排
除
に
よ
っ
て
偲
物
の
一
部
分
と
し
て
理
解
さ
れ
る
」
と
も
書
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
語
の
対
象
表
示
機
能
に
つ
い
て
は
、
『
表
示
対
象

は
多
様
で
あ
る
が
、
語
に
よ
っ
て
〔
多
様
性
を
持
つ
紺
象
が
〕
全
獣
的
に
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
（
語
）
は
、
〔
対
象
と
の
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

慮
ら
の
結
合
関
係
に
応
じ
て
、
〔
他
者
の
〕
排
除
と
い
う
効
幣
を
な
す
の
で
あ
る
』
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
語
と
表
示
対
象
と
の
相

伴
関
係
に
つ
い
て
、
『
〔
あ
る
語
の
機
能
は
〕
他
の
語
の
表
示
対
象
に
お
い
て
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
そ
し
て
自
ら
の
表
示
対
象
〔
で
あ
る

ア
ポ
一
日
に
概
猛
さ
れ
る
も
の
〕
の
一
部
に
お
い
て
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
〔
ア
ポ
ー
ハ
論
に
よ
れ
ば
〕
語
は
〔
表
示
対
象
と
〕
結
合
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

易
く
、
ま
た
〔
他
の
語
の
表
示
対
象
へ
の
〕
逸
脱
が
な
い
』
と
雷
明
し
て
、
謡
と
表
示
対
象
と
の
間
に
、
随
伴
（
馨
慈
冠
）
排
除
（
〈
遷
㌘

凶
お
審
）
の
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
を
明
饗
し
て
い
る
。
偉
し
、
そ
の
受
註
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
排
除
の
関
係
を
重
視
し
て
い

る
。

　
対
象
表
示
に
際
し
て
、
語
に
は
随
伴
と
排
除
と
い
う
二
つ
の
機
能
が
あ
る
。
〔
随
伴
と
は
、
あ
る
語
に
よ
っ
て
蓑
示
さ
る
べ
き
〕
同
類
諸
個
物
へ

の
作
用
で
あ
り
、
〔
撰
除
と
は
、
そ
れ
以
外
の
〕
異
類
諸
行
物
へ
の
不
適
絹
で
あ
る
。
そ
の
内
〔
随
伴
に
つ
い
て
は
〕
同
類
諸
個
物
の
す
べ
て
に
対

し
て
〔
語
の
表
示
〕
機
能
が
及
ぶ
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
、
〔
そ
の
語
が
適
用
さ
る
べ
き
〕
個
物
が
無
数
に
あ
る
か
ら
、
〔
す
べ
て
の
〕
対
象
を
表

示
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
異
類
諸
個
物
に
対
す
る
〔
排
除
の
〕
揚
合
は
、
た
と
え
そ
れ
ら
が
無
限
で
あ
っ
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

〔
そ
こ
に
そ
の
語
の
機
能
が
〕
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
に
よ
っ
て
、
〔
語
の
〕
不
適
用
〔
即
ち
婦
警
〕
が
需
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
く
葺
陣

ρ。

R
℃
し
。
”
＜
噂
劉
O
Q
心
）

　
　
　
デ
ィ
グ
ナ
…
ガ
は
、
推
理
に
お
い
て
否
定
的
随
伴
関
係
（
〈
恩
瓢
お
ξ
）

　
　
示
対
象
と
の
開
係
に
お
い
て
も
排
除
の
面
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。

839　
　
　
　
　
　
ダ
ル
マ
キ
…
ル
テ
ィ
の
ア
ポ
ー
ハ
論

に
基
づ
く
否
定
的
認
識
を
重
視
し
た
と
同
じ
よ
う
に
、
語
と
蓑

一
〇
七
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一
〇
八

　
彼
は
ま
た
、
二
語
間
の
同
一
基
体
性
（
ω
横
路
欝
践
竃
馨
所
記
）
及
び
限
定
詞
－
被
限
定
詞
の
関
係
（
く
籏
①
恕
懸
く
濃
霧
巻
び
訂
毒
）
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
　
　
　
　
㌧

　
『
〔
「
青
篇
「
蓮
」
等
の
語
は
〕
否
定
さ
れ
る
も
の
の
糖
違
に
よ
っ
て
、
表
示
対
象
を
異
に
し
て
い
る
が
、
〔
そ
れ
ぞ
れ
思
惟
に
よ
っ
て
仮

構
さ
れ
た
普
遍
を
〕
自
ら
の
表
示
対
象
〔
と
し
て
い
て
、
そ
の
普
遍
〕
に
所
属
す
る
特
殊
（
掴
物
）
の
理
解
に
か
け
て
は
斎
鎌
で
あ
る
。

〔
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
語
は
〕
同
剛
の
も
の
〔
す
な
わ
ち
、
昨
青
で
も
な
く
、
昨
蓮
華
で
も
な
い
も
の
〕
に
対
し
て
、
溺
々
に
分
た
れ
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

効
力
を
も
つ
か
ら
、
限
定
詞
・
被
限
定
詞
の
関
係
に
あ
る
』
と
。
意
味
対
象
は
異
な
っ
て
い
て
も
指
示
対
象
（
碧
。
潜
く
跨
）
は
同
一
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
当
然
同
一
墓
体
性
（
ω
節
計
謀
践
叢
6
墨
超
帥
）
。
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
断
説
を
継
承
し
つ
つ
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
語
の
意
味
対
象
及
び
表
示
機
能
に
つ
い
て
の
理
論

を
よ
り
精
緻
な
学
説
へ
と
発
展
さ
せ
た
。
そ
こ
で
我
々
は
、
右
の
デ
ィ
グ
ナ
：
ガ
の
所
説
と
の
関
連
に
留
意
し
て
、
ダ
ル
マ
キ
；
ル
テ
ィ

の
ア
ポ
！
ハ
論
の
欝
語
理
論
的
側
面
を
次
に
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
す
で
に
本
論
1
で
述
べ
た
よ
う
に
、
デ
ィ
グ
ナ
：
ガ
の
知
識
論
の
特
色
を
理
論
的
、
体
系
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル

テ
ィ
の
そ
れ
は
よ
り
実
践
的
、
実
際
的
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
た
理
論
に
根
拠
を
付
与
し
た
点
に
そ

の
特
色
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
事
は
語
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
も
見
て
と
れ
る
。
彼
は
語
の
表
示
機
能
の
考
察
を
ま
ず
こ
と
ば
の

実
際
的
な
使
用
の
場
か
ら
始
め
る
。
そ
こ
で
は
、
言
語
協
約
（
。
。
騨
ぢ
言
色
と
言
語
表
現
活
動
（
＜
罵
爵
冨
冨
）
の
二
つ
の
薯
柄
が
問
題
に

な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
　
も
ろ
も
ろ
の
語
は
需
謡
協
約
の
対
象
を
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
雷
語
協
約
は
要
語
表
現
活
動
の
た
め
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
　
（
℃
〈
押
ド

　
　
8
9
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
そ
れ
で
は
語
の
協
約
の
対
象
は
何
か
。
ま
ず
、
差
物
で
は
な
い
。
「
個
物
は
無
数
に
あ
る
か
ら
し
と
い
う
の
が
デ
ィ
グ
ナ
！
ガ
の
あ
げ

た
理
由
で
あ
る
。
こ
の
理
由
が
、
個
物
の
空
聞
的
一
銭
性
に
基
づ
く
も
の
と
す
れ
ば
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
あ
げ
る
理
由
は
個
物
の
時



間
的
個
別
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
〔
あ
る
語
を
使
っ
て
〕
点
語
表
現
さ
れ
る
時
に
〔
か
つ
て
そ
の
語
が
言
語
協
約
さ
れ
た
蒔
に
存
在
し
た
と
岡
じ
〕
個
物
が
存
在
し
続
け
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
と
は
な
い
。
そ
れ
故
、
言
語
協
約
が
鰯
物
に
対
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
（
】
℃
＜
H
　
π
。
　
O
胎
。
ユ
　
　
　
》
）

　
さ
ら
に
、
値
久
普
遍
の
種
、
個
物
と
種
と
の
関
係
、
種
の
基
体
が
協
約
の
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
す
べ
て
不
適
当
と
さ
れ
る
。

デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
は
そ
の
理
由
を
文
章
の
理
論
的
購
造
の
面
か
ら
論
じ
た
が
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
語
の
使
用
の
実
際
的
な
面
か
ら
論
じ

て
い
る
。

　
　
　
〔
語
が
個
物
を
表
示
す
る
こ
と
は
な
く
と
も
〕
そ
れ
で
も
人
は
〔
雷
異
同
現
の
際
発
語
さ
れ
た
語
に
基
づ
い
て
〕
効
果
的
作
用
を
な
す
能
力
の
あ

　
　
る
も
の
を
知
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
効
果
を
達
成
す
る
た
め
に
行
動
を
開
始
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
能
軍
港
（
1
1
諸
語
）
は
諸
対
象
に
対
し
て

　
　
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
◎
そ
の
場
合
、
種
は
効
果
的
書
誌
を
為
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
〔
し
た
が
っ
て
、
語
の
蓑
示
対
象
羅
協
約
の
対
象
で
は
な

　
　
（
1
3
）

　
　
い
。
〕
（
℃
く
押
葵
．
り
ω
℃
O
爵
ぴ
）

効
果
的
作
用
を
為
し
う
る
能
力
を
持
つ
も
の
は
瞬
間
的
存
在
者
で
あ
る
個
物
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
、
語
の
表
示
対
象
は
個
物
そ
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
で
は
あ
り
え
な
い
。
さ
ら
に
、
慎
久
普
遍
の
〈
種
〉
に
は
効
果
的
作
用
能
力
は
あ
る
は
ず
が
な
い
か
ら
語
の
使
用
対
象
と
は
な
り
え
な

い
。
し
か
も
我
々
が
こ
と
ば
を
使
う
の
は
何
か
あ
る
望
ま
し
い
結
果
を
得
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
語
は
何
に
対
し
て
協
約
さ
れ
る
の

か
。　

　
　
〔
望
ま
れ
た
屋
的
の
達
成
と
い
う
〕
そ
れ
を
な
す
も
の
に
は
、
そ
れ
を
な
さ
な
い
も
の
か
ら
の
罫
書
と
い
う
こ
と
が
共
通
し
て
あ
る
。
そ
れ
赦
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
〔
そ
の
よ
う
な
他
者
か
ら
の
区
別
と
い
う
共
通
性
に
対
し
て
〕
一
体
ど
う
し
て
〔
出
語
協
約
が
〕
な
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
（
剛
く
押
ド
霧

　
　
菩
）

　
　
　
言
語
協
約
の
対
象
、
ひ
い
て
は
語
の
表
示
対
象
は
「
他
嚢
か
ら
の
区
別
」
と
い
う
あ
る
諸
個
物
群
の
も
つ
共
通
性
で
あ
る
こ
と
が
、

　
　
こ
に
言
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
語
の
使
用
は
「
他
者
の
排
除
し
を
鼠
的
と
す
る
こ
と
も
述
べ
ら
れ
る
。

鰯　
　
　
　
　
　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
脚
ア
イ
の
ア
ポ
ー
ハ
訟
醐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
（
）
由
ん

こ



986

　
　
哲
学
研
究
　
第
五
齎
鰻
十
号

　
〔
望
ま
れ
た
〕
も
の
以
外
の
も
の
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

て
あ
る
こ
と
ば
が
話
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
℃
く
目
’
　
搾
．
　
ゆ
①
簿
げ
。
）

ロ聞
き
手
は
〕
行
動
を
開
始
す
る

で
あ

ろ

う

と

ロ話
し

手
は
〕
考
え

て

は
じ

め

。

　
語
が
縄
類
の
個
物
に
共
通
し
て
あ
る
「
他
者
か
ら
の
区
別
」
を
表
示
対
象
と
し
、
「
他
者
の
排
除
」
を
鐵
的
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
語
が
〈
概
念
〉
を
意
味
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
既
に
本
稿
2
で
明
ら
か
に

し
た
よ
う
に
、
〈
概
念
〉
の
本
質
が
「
他
老
か
ら
の
区
別
し
「
他
渚
の
排
除
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
容
易
に
理
鰐
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ダ
ル

マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
こ
の
こ
と
を
く
げ
匿
号
V
（
異
他
性
）
と
い
う
語
を
使
っ
て
示
し
て
い
る
。

　
　
　
（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
〈
び
ケ
＆
鋤
〉
と
は
同
類
の
個
物
に
共
通
し
て
あ
る
「
他
者
か
ら
の
区
別
」
と
し
て
の
本
質
（
。
。
茜
ぴ
冨
毒
）
を
言
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

同
一
の
形
象
を
と
っ
て
観
念
の
内
に
顕
わ
れ
る
表
象
で
あ
る
か
ら
、
〈
概
念
〉
と
等
係
な
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
彼
は
次
の
よ
う
に
論
じ

て
い
る
。　

実
に
語
〈
A
＞
は
、
そ
の
よ
う
な
異
他
性
（
ぴ
匿
審
）
（
即
ち
非
〈
A
＞
な
る
も
の
か
ら
の
区
別
と
い
う
〈
A
＞
な
る
も
の
に
共
通
す
る
本
性
）

を
言
明
し
つ
つ
、
そ
れ
以
外
の
も
の
（
1
1
葬
〈
A
＞
な
る
も
の
）
の
撲
除
を
倉
意
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
作
動
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
　
一
方

の
あ
る
も
の
穿
”
8
…
…
灘
巴
に
あ
る
異
他
性
の
説
示
は
そ
れ
以
外
の
も
の
｛
1
（
p
臨
『
…
…
》
戸
）
甲
の
排
除
を
直
接
帥
に
葡
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ら
。
〔
そ
し
て
〕
他
な
ら
ぬ
そ
の
よ
う
な
異
飽
性
は
、
そ
れ
以
外
の
も
の
の
排
除
に
よ
っ
て
〔
実
在
綱
物
の
〕
部
分
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
〔
そ
れ
故
、

師
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
に
よ
っ
て
〕
「
そ
れ
（
他
者
の
撲
除
）
に
よ
っ
て
三
選
さ
れ
た
も
の
が
〔
個
物
の
一
部
分
と
し
て
〕
理
解
さ
れ
る
」
と
言
わ
れ
た

の
は
、
〔
個
物
の
部
分
と
し
て
の
異
類
挫
と
い
う
〕
こ
の
理
解
が
、
そ
れ
（
他
者
の
排
除
）
を
必
然
的
な
穂
薄
（
毛
践
賦
限
定
要
素
）
と
し
て
〔
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
葺
）

り
立
っ
て
〕
い
る
か
ら
で
あ
る
。
（
℃
＜
も
鋤
く
”
や
O
ω
．
ド
ー
窃
）

　
先
に
見
た
よ
う
に
、
デ
ィ
グ
ナ
…
ガ
は
語
と
表
示
対
象
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
語
の
表
示
対
象
は
他
者
の
排
除
に
よ
っ
て
燧
物
の
一

部
分
と
し
て
理
解
さ
れ
る
」
と
言
い
、
ま
た
『
語
は
多
重
の
否
定
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
も
の
を
表
示
す
る
』
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

対
し
、
ク
マ
ー
リ
ラ
は
、
こ
の
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
、
所
説
に
お
け
る
「
他
心
の
否
定
扁
と
「
語
の
表
示
対
象
」
と
の
関
係
を
異
な
る
鰹
物
間



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

の
実
際
的
な
限
定
者
i
被
限
定
者
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
た
上
で
、
こ
れ
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
「
他

者
の
否
定
」
と
「
語
の
表
示
対
象
」
が
、
ク
マ
…
リ
ラ
の
言
う
よ
う
な
鯛
燗
の
実
在
で
は
な
い
こ
と
を
こ
こ
で
言
明
し
、
さ
ら
に
侮
物
そ

の
も
の
が
語
の
表
示
鮒
象
と
な
る
の
で
も
な
い
こ
と
を
明
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
語
そ
れ
自
体
の
意
味
対
象
は
〈
ぴ
竃
詠
〉
と
い
う
も
の
な
の
だ
か
ら
。
」
（
ω
愚
詳
ぎ
。
。
器
吐
下
銭
9
僧
登
口
℃
＜
G
D
＜
u
㍗
①
G
。
・
ぱ
）
こ
れ
は
、

ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
霞
己
の
言
語
理
論
を
最
も
簡
潔
に
表
出
し
た
言
葉
で
あ
る
。

　
彼
は
さ
ら
に
、
〈
概
念
〉
を
意
昧
対
象
と
す
る
語
が
我
々
の
観
念
の
内
に
概
念
知
を
生
ぜ
し
め
、
我
々
が
そ
の
概
念
知
に
従
っ
て
行
動

し
た
場
合
に
は
誤
り
な
く
望
ま
し
い
外
界
の
舛
象
を
獲
得
す
る
に
至
る
根
拠
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
あ
る
特
定
の
効
果
を
な
さ
な
い
も
の
（
す
な
わ
ち
、
非
外
界
曲
な
知
識
自
体
の
形
象
に
す
ぎ
な
い
も
の
）
を
、
そ
の
よ
う
な
効
果
を
な
す
〔
能
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
あ
る
実
在
飲
物
と
〕
嗣
じ
形
に
お
い
て
顕
貌
さ
せ
る
（
す
な
わ
ち
、
我
々
に
よ
っ
て
効
果
愚
作
駕
能
力
の
あ
る
外
界
の
個
物
と
し
て
理
解
さ
れ
る
）

と
こ
ろ
の
知
識
（
概
念
知
）
を
、
語
は
生
ず
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
知
識
は
諸
偶
物
間
の
相
互
飯
野
と
い
う
こ
と
だ
け
を
〔
間
劇
的
な
〕
原
嗣
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
〔
実
際
の
〕
対
象
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
う
で
あ
っ
て
も
〔
語
は
〕
そ
の
よ
う
な
効
果
を
な
さ
な
い
も
の
の
排
除

の
原
鶴
で
あ
り
、
〔
闇
接
的
に
〕
個
々
の
管
物
の
根
笹
区
鋼
に
依
存
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
〔
語
は
〕
外
界
の
対
象
に
対
し
て
鴬
合
挫
を
も
つ

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
〔
語
は
〕
「
他
春
の
否
定
」
を
対
象
領
域
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
〔
語
は
〕
そ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

な
〔
態
者
の
排
除
の
〕
無
体
で
あ
る
露
弐
在
個
物
〕
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。
（
勺
く
押
算
■
爆
ど
鋳
込
。
矯
嵩
ら
。
即
ぴ
）

　
　
　
実
際
に
こ
と
ぽ
が
話
さ
れ
る
時
、
そ
れ
を
闘
い
た
考
の
観
念
の
内
に
は
そ
の
語
に
基
づ
い
て
概
念
知
が
生
ず
る
。
そ
の
概
念
知
は
本
来

　
　
的
に
は
実
在
を
対
象
と
し
な
い
誤
っ
た
知
識
（
繁
藤
愚
妻
象
課
）
で
あ
る
が
、
実
在
相
互
の
区
別
を
間
接
的
な
根
拠
と
す
る
語
に
よ
っ

　
　
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
は
そ
の
概
念
知
に
従
っ
て
語
が
指
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
鰐
象
へ
と
誤
り
な
く
行
為
す
る
の
で
あ

　
　
り
、
し
か
も
語
は
「
宇
戸
の
排
除
」
の
原
壌
と
な
っ
て
、
決
し
て
人
を
誤
っ
た
対
象
へ
と
向
わ
せ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

　
　
る
。
そ
こ
に
は
語
の
機
能
と
し
て
不
可
欠
な
随
伴
（
鋤
ゆ
く
P
冤
鋤
）
と
排
除
（
く
罵
貯
⑦
ざ
）
が
誤
り
な
く
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

蜥　
　
　
　
　
　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
ア
ポ
！
ハ
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
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一
一
二

　
最
後
に
、
二
語
間
の
罰
一
藻
体
性
（
鐡
ヨ
蟹
践
げ
涛
特
写
饗
）
の
成
立
が
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
よ
っ
て
い
か
に
説
朋
さ
れ
る
か
を
冤
て
お

き
た
い
。
既
に
、
デ
ィ
グ
ナ
…
ガ
の
所
説
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
劉
ヨ
貯
践
㌶
濁
H
租
冨
と
は
、
意
味
対
象
を
異
に
す
る
別
々
の
瀬
が
同

一
の
指
示
対
象
に
誉
及
す
る
場
合
に
、
そ
の
爾
語
の
間
に
成
り
立
つ
関
係
を
さ
す
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
そ
の
関
係
を
成
り
立
た
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
た
め
の
存
在
論
的
な
根
拠
と
し
て
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
存
在
が
異
な
る
意
味
対
象
の
基
体
と
し
て
認
め
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
一
般

に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
。
・
㎝
ヨ
9
説
鎌
訂
華
甲
巻
は
「
同
一
基
体
性
」
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ダ
ル
マ
キ
…
ル
テ
ィ

は
こ
の
基
体
を
概
念
知
の
表
象
（
乱
琶
冨
9
段
謀
箕
蝕
げ
冨
。
・
騨
）
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
青
一
蓮
」
（
巴
帯
蓬
髪
訂
）
と
我
々
が
別

建
の
二
語
を
使
っ
て
あ
る
対
象
を
蓑
現
す
る
際
に
も
、
観
念
の
内
に
顕
わ
れ
て
い
る
対
象
の
形
象
は
唯
蝋
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
観
念

像
を
基
体
と
し
て
二
語
の
意
味
対
象
の
間
の
溜
一
基
体
性
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
青
蓮
し
と
い
う
語
が
使
わ

れ
る
時
、
我
々
の
観
念
の
内
に
は
「
非
青
か
ら
の
区
別
馬
と
「
非
蓮
華
か
ら
の
区
励
k
と
を
孟
夏
に
兼
ね
持
つ
同
蝉
の
形
象
〈
青
蓮
〉
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

顕
現
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
そ
れ
を
語
の
機
能
の
面
か
ら
説
明
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
〔
「
青
」
と
い
う
語
は
〕
一
つ
の
掛
除
（
す
な
わ
ち
「
非
器
な
る
も
の
か
ら
の
区
別
偏
と
い
う
異
他
性
）
を
示
し
つ
つ
、
そ
れ
と
は
鋼
の
排
除

（
す
な
わ
ち
「
非
蓮
な
る
も
の
か
ら
の
区
胴
」
と
い
う
異
他
性
）
を
し
り
ぞ
け
る
こ
と
な
く
機
能
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
（
「
非
蓮
な
る
も
の
か
ら

の
区
携
」
）
は
そ
れ
（
「
青
」
と
い
う
語
）
に
よ
っ
て
包
含
（
含
意
）
さ
れ
て
、
〔
そ
の
語
が
使
わ
れ
る
隣
に
観
念
の
内
に
そ
れ
ら
は
〕
岡
一
の
〔
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

象
を
も
つ
〕
も
の
と
し
て
顕
隣
し
て
く
る
か
ら
、
そ
の
賭
、
そ
の
観
念
像
に
随
順
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
一
基
体
性
が
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。

（
℃
＜
押
算
9
お
同
圃
G
。
鐸
び
）

先
に
あ
げ
た
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
所
説
を
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
彼
転
身
の
概
念
論
に
基
づ
い
て
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
二
語
の
意
味
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

容
と
し
て
の
く
概
念
〉
ー
ー
異
他
性
は
異
な
っ
て
い
て
も
そ
の
山
添
対
象
は
同
一
の
観
念
像
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
請
の
対
象
と
し
て

肯
定
的
な
形
象
を
持
つ
観
念
像
を
認
め
た
彼
の
ア
ポ
…
ハ
論
の
特
微
が
最
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
ア
ポ
ー
ハ
論
の
言
語
理
論
の
側
、
面
を
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
稿
2
で
見
た
彼
の
概
念
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論
を
基
礎
に
し
て
デ
ィ
、
グ
ナ
ー
ガ
の
主
張
を
解
明
、
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
了
）

（
1
）
　
服
部
　
前
掲
論
文
（
上
）
三
二
、
三
三
頁
、
及
び
（
下
）
二
四
、
二
五
頁
、
二
七
頁
参
照
。

（
2
）
℃
ρ
＜
馳
ド
μ
鼠
“
撃
鍵
窪
薗
欝
鋤
蔓
9
。
冨
鵠
げ
冨
鴛
¢
服
部
熟
睡
論
文
（
上
）
二
七
頁
参
照
。

（
3
）
〈
槻
三
器
℃
ρ
メ
ぎ
ω
鶏
“
二
号
、
臨
鋤
馨
§
艮
く
触
融
く
婆
噸
膏
Φ
話
ぴ
臨
く
書
急
斜
下
部
前
掲
論
文
（
下
）
一
五
頁
参
照
。

　
O
粘
・
℃
＜
Q
9
く
℃
唱
℃
・
①
ト
Ω
●
鱒
織
一
Φ
ω
●
μ
．

（
4
）
譲
②
霞
ヨ
¢
聾
鞠
℃
く
ω
＜
”
唱
●
＄
鴇
浄
m
閤
導
雲
霧
摸
鶉
潮
雲
謡
講
ξ
隷
農
冨
く
競
鑑
田
富
訂
駆
。
凱
げ
菰
σ
q
。
σ
q
時
日
巻
け
。
．

（
5
）
剛
ρ
＜
レ
．
結
”
冨
暫
象
蘭
℃
鴇
貧
。
ぴ
数
量
建
蛍
葛
9
鐙
ぴ
餅
件
弱
く
黛
試
σ
q
工
銭
＼
。
・
奉
。
。
鐸
蔀
ぴ
叢
雲
㎝
謬
葛
写
・
短
く
覧
奉
。
。
ザ
亀
翼
ぎ
冨
蔓

　
自
。
ω
碧
＼
＼
服
部
『
ア
ポ
…
ハ
論
と
経
鐙
部
の
学
説
』
（
三
蔵
、
｝
四
〇
）
五
頁
参
照
。

（
6
）
℃
ρ
＜
レ
．
。
。
野
幌
。
脅
馨
附
鋤
蔓
ρ
・
鐙
銭
翠
冨
。
。
品
答
冨
ω
《
鋤
慰
。
．
覧
畠
誌
導
理
＼
駆
髪
魯
器
暮
げ
き
象
器
鼠
§
騰
彊
言
鼠
。
・
酔
伸
く
巻
ぴ
瓢
。
甲

　
困
謬
倒
＼
＼
服
部
『
竃
一
ヨ
似
導
路
踏
◎
舘
く
鋤
再
諏
犀
ρ
》
℃
o
訂
く
毘
餌
童
・
の
研
究
（
下
）
』
一
二
買
参
照
。

（
7
）
　
。
h
切
欝
償
甫
⇔
囲
ぎ
禽
“
魯
・
ミ
．
”
㍗
H
O
μ
．
そ
こ
に
示
さ
れ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
還
元
文
に
こ
の
拙
訳
は
基
づ
い
て
い
る
。

（
8
）
℃
ρ
＜
レ
．
誕
鱒
碧
。
ξ
p
び
ゲ
巴
践
夢
猷
轟
穏
鋳
移
。
。
〈
静
振
冨
匪
。
審
α
q
無
象
」
匙
替
＼
舞
9
簿
器
凱
巴
里
翫
蔓
無
く
践
証
伽
Φ
熱
気
く
蕾
聲
戸
々
＼
＼

　
服
部
　
前
掲
論
文
（
下
）
五
頁
参
照
。

（
9
）
　
〈
。
。
湿
土
欝
践
窯
ぎ
茜
彊
冨
〉
と
は
、
語
の
機
能
の
面
か
ら
欝
え
ば
、
鴉
々
の
語
が
同
扁
の
も
の
に
欝
及
す
る
と
い
う
謬
実
を
指
す
も
の
で
あ
る
が

　
　
（
o
剛
．
謝
凱
陣
惹
既
℃
9
‘
H
押
一
騎
お
）
、
さ
ら
に
存
在
レ
ヴ
ェ
ル
の
聞
題
と
し
て
、
外
語
の
意
味
対
象
が
隅
一
の
指
示
鰐
象
を
基
体
と
し
て
存
在
し

　
　
て
い
る
場
合
に
成
立
す
る
関
係
を
も
示
す
。
こ
こ
に
粛
う
「
意
昧
（
対
象
）
」
と
は
く
ω
獣
∬
給
路
器
〉
に
当
た
り
、
「
詣
示
（
対
象
）
」
は
く
ヒ
ご
O
号
臼

　
欝
鵠
σ
q
噂
冨
h
巽
§
8
＞
に
該
当
す
る
が
、
筆
勢
は
こ
こ
で
、
ρ
男
茎
登
q
。
に
よ
る
両
語
の
使
い
分
け
を
必
ず
し
も
意
図
し
て
は
い
な
い
Q

（
0
1
）
　
噌
く
固
勘
ド
ゆ
ひ
◎
麟
び
”
ゆ
餌
び
α
側
ザ
5
。
薗
醤
搾
O
轡
一
貯
潤
頓
鳩
同
側
〆
β
遍
く
矯
費
く
P
騨
卿
壇
餌
団
誤
9
ω
欝
⑳
導
噌
轡
僻
棚
＼

（
1
1
）
　
服
部
　
前
掲
論
文
（
上
）
三
三
頁
参
照
。

．
（
1
2
）
℃
≦
レ
Φ
込
。
＆
・
乱
餅
・
琶
・
醤
触
書
霧
帥
岡
器
算
・
馨
8
郎
£
・
ぎ
欝
＼
＼
。
や
薯
ω
＜
β
℃
．
疑
」
・
・
訂
愚
豆
芝
露
噸
鈴
・
。
・
巻

　
　
障
噸
効
嶋
一
犀
鎮
く
鋤
3
渥
9
1
㌶
嵩
紳
舞
9
H
O
酔
の
鋤
鍬
く
帥
触
q
鳴
Φ
如
御
p
9
膨
信
α
q
帥
導
O
切
9
1
湾
轡

　
　
　
　
ダ
ル
マ
キ
！
ル
ー
ア
イ
の
ア
ポ
…
ハ
論
㎜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
欝
｝
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＝
㎎

（
1
3
）
℃
く
押
算
●
Φ
G
。
》
逡
m
ぴ
”
p
。
讐
驚
p
く
銭
。
＄
讐
騒
ロ
〈
管
習
9
梓
冨
ぎ
蓄
謝
招
騒
ミ
§
。
。
蹉
ゲ
き
曙
。
蔓
。
・
講
『
・
鷲
ω
§
璽
£
団
き
紳
。
♂
寓
象
倒
・

　
緊
髄
搾
酬
炉
　
＼
＼
　
轡
笛
轡
導
鋤
ご
効
塊
け
び
a
δ
犀
搬
一
k
岡
驚
O
釦
緒
餅
　
」
鋤
け
陣
ケ
リ

（
1
4
）
勺
≦
隔
罫
8
9
び
”
§
額
ユ
鼠
ヨ
霧
霧
冨
ユ
導
巴
器
倒
ヨ
岩
津
汀
喜
ξ
紳
魯
＼

（
5
1
）
　
　
男
ノ
N
図
噂
饗
“
¢
①
効
ぴ
O
”
　
紳
飴
伍
Q
昌
団
O
O
餌
目
一
7
鋤
賜
O
づ
伽
　
℃
同
鋤
く
⇔
目
酔
O
け
¢
汁
囲
　
O
鈴
　
山
雪
〈
9
β
柳
’
7
＼
　
償
O
楼
餌
紳
O
℃

（
1
6
）
　
〈
ぴ
げ
。
ユ
麟
〉
は
く
げ
窯
α
．
．
8
潔
く
凱
飢
．
か
ら
の
派
生
名
詞
で
原
義
的
に
は
「
分
割
・
匿
別
」
を
意
味
し
、
更
に
「
別
異
」
を
意
味
す
る
。
ダ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
マ
キ
…
ル
テ
ィ
は
こ
の
語
を
〈
概
念
〉
と
等
価
な
も
の
と
し
て
使
う
が
、
他
方
、
そ
れ
が
「
実
在
の
一
翻
と
し
て
理
解
さ
れ
る
」
と
い
う
論
述
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
例
え
ば
声
音
（
鐙
げ
伍
¢
Ω
）
と
い
う
実
在
に
あ
る
「
恒
久
的
な
る
も
の
（
駄
登
口
）
か
ら
の
異
な
り
」
と
し
て
の
「
非
恒
久
性

　
　
（
¢
・
駄
藁
鵯
奉
と
と
い
う
本
質
（
ω
壽
ぴ
冨
話
）
も
意
味
す
る
。
（
O
や
℃
く
H
》
葵
’
恥
O
ム
ト
。
）

（
1
7
）
℃
＜
ω
く
ら
●
①
。
。
’
撃
？
ω
効
窯
8
膏
登
臨
豊
翼
冨
饗
鼓
舞
冨
昌
霧
雪
巻
く
§
達
磨
§
㎝
琶
℃
露
。
毒
く
舞
器
＼
Φ
冨
σ
・
器
ぴ
げ
鼠
曽

　
8
畠
匿
路
ω
け
巴
・
。
罎
塁
冨
く
鰍
ξ
群
言
冨
鼠
郎
§
冒
開
⇔
芝
馨
＼
留
の
毒
夢
・
畠
。
。
3
穿
《
郎
≦
ξ
倒
α
q
鎮
。
げ
薮
σ
q
器
冨
縣
ひ
q
器
。
・
R
践
唇
挫
鐸
葺
石
畿
－

　
＜
同
協
圃
覗
碑
O
　
σ
Q
鋤
け
節
　
帥
僅
罵
　
蝦
O
《
Q
紳
①
＼

（
1
8
）
　
服
部
　
前
掲
論
文
（
下
）
　
一
五
、
一
六
頁
及
び
三
〇
一
三
二
頁
参
照
。

（
1
9
）
℃
＜
酬
葬
」
詳
は
b
。
㍉
お
9
”
鋤
犀
蘭
q
艮
a
§
惹
巨
鯨
巻
履
㎝
急
く
9
。
げ
聖
旨
巨
＼
睾
ぞ
餌
涌
く
婁
碁
器
冨
σ
q
げ
冨
く
餌
畠
窪
餌
ぴ
蟄
臼
p
・
器
終
年

　　

y
ヨ
＼
＼
智
器
望
§
蔓
岡
宮
£
。
3
δ
冨
ユ
”
鼠
雲
門
粛
魯
試
毒
仲
魯
＼
毒
。
。
ε
嘗
巴
謙
謎
鴇
。
。
似
門
警
の
g
丘
ω
9
。
8
贔
＆
瓢
田
鶴
。
け
鋤
＼
＼
§
。
”
遷
碧
。
匿
・

　　

q
奮
愚
§
ざ
㌶
似
践
3
ぴ
冨
く
器
ミ
。
門
．
℃
＜
ω
＜
る
曾
α
・
。
．
①
∴
H

（
2
G
）
　
　
O
｛
・
℃
～
N
ω
～
」
　
り
・
劇
昏
。
。
悼
画
鍛
●

（
2
1
）
℃
＜
H
》
葬
●
お
ど
四
駅
げ
白
く
戸
。
蝕
・
島
婁
。
。
飼
8
巻
諮
Φ
訂
ヨ
碧
翼
帥
搾
箸
誘
く
銭
器
＼
蝦
背
塁
節
お
8
慕
。
。
⇔
〈
愚
℃
g
Φ
冨
宕
⑦
器
。
9
。

　
ぴ
ψ
9
一
も
。
餌
帥
O
＼
＼
　
ω
似
ヨ
鋤
欝
傭
伽
ゲ
圃
皆
p
⊃
触
鋤
彊
楓
◎
蔀
　
◎
o
随
餌
け
　
け
麟
伽
9
1
　
び
餌
島
ゆ
ゲ
賓
鎚
瓢
¢
H
O
臨
ゲ
m
固
鎚
ヴ
＼

（
2
2
）
　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
自
身
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
語
は
多
種
多
様
な
結
果
（
す
な
わ
ち
、
自
己
の
対
象
の
直
接
表
示
を
通
じ
て
な
す

　
排
除
の
数
だ
け
の
結
果
）
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
基
体
と
し
て
は
唯
一
の
も
の
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
」
（
勺
く
鮒
　
ぎ
　
誌
O
。
q
…
σ
ぎ
く
窪

　　

@
鼠
尋
懸
⇔
瑳
饒
き
蔑
げ
鋤
δ
窪
器
ε

（
歯
黒
）
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
（
鐙
ぴ
恥
㌣
）
ミ
、
導
畠
と
言
う
場
合
、
そ
れ
は
、
、
o
菖
⑦
露
、
、
と
．
、
ヨ
9
三
づ
σ
q
、
、
の
両
義
を
持
つ
Q
そ
こ
で
本
文
中
「
表

　
　
示
対
象
」
と
訳
し
た
の
は
そ
の
い
ず
れ
を
も
含
意
し
、
そ
れ
以
外
は
「
揃
示
対
象
」
「
意
味
対
象
」
と
訳
し
分
け
た
。



　
（
追
記
）
本
稿
脱
稿
後
、
五
重
宏
正
博
土
著
『
仏
教
認
識
論
の
研
究
、
上
巻
』
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
書
は
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
『
知
識
論
評
釈
』

第
三
章
『
知
覚
』
章
に
つ
い
て
の
詳
継
な
翻
訳
研
究
で
あ
り
、
現
存
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
チ
ベ
ッ
ト
爾
瀧
釈
文
献
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
参
照
検

訂
し
て
、
ダ
ル
マ
キ
：
ル
テ
ィ
の
認
識
論
体
系
を
解
明
し
よ
う
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
博
士
が
従
来
各
種
の
論
文
集
に
発
表
さ
れ
て
き
た
も
の
を
再
編

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
第
二
愛
野
鱒
に
お
い
て
需
及
し
た
箇
所
は
、
こ
の
欝
で
は
、
一
二
三
一
一
二
八
頁
に
あ
た
る
。

　
本
論
で
述
べ
た
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
「
概
念
論
」
は
、
彼
の
知
識
論
体
系
の
基
幹
を
な
す
と
は
い
え
、
そ
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
こ

の
「
概
念
論
」
の
上
に
構
築
さ
れ
た
彼
の
論
理
学
、
特
に
論
理
的
必
然
関
係
の
闘
題
に
つ
て
い
は
、
他
豫
稿
を
改
め
て
詳
論
し
た
い
。
ま
た
、
ダ
ル
マ
キ

ー
ル
テ
ィ
以
後
の
ア
ポ
ー
ハ
論
の
展
開
を
は
じ
め
と
し
て
、
本
論
に
お
い
て
論
じ
残
し
た
種
々
の
点
ほ
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
、
他
愛
発
表
す
る
機

会
を
持
ち
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
軽
躁
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
〔
イ
ン
ド
哲
学
史
〕
博
土
課
程
在
学
）

次号論文子告

視
覚
の
生
態
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
柿
繭
袖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

－
心
理
学
的
知
覚
論
へ
の
一
試
考
i

「
犠
…
造
的
発
展
に
お
け
る
哲
学
扁
と
し
て

　
　
の
体
系
…
…
・
…
…
…
・
：
：
…
…
…
…
…
船
…
由
儒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

I
i
西
園
哲
学
と
ヘ
ー
ゲ
ル
暫
学
と
の

一
対
立
点
一

《
芸
術
の
終
焉
》
と
《
芸
術
の
可
能
性
》
…
岩
誠
見
一

1
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
解
釈
に
つ
い
て
一

1

991

次鼠号前

現
実
活
動
態
（
上
）
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
藤
澤

　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
キ
ー
ネ
ー
シ
ス

　
（
あ
る
い
は
運
動
の
論
理
）
と
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア

　
（
あ
る
い
は
活
動
の
論
理
）
－
一

令
夫

探
究
と
ロ
ゴ
ス
（
完
）
　
…
…
：
…
…
…
…
◆
・
水
垣
　
　
渉

マ
ッ
ク
ス
　
・
ヴ
ェ
ー
“
ハ
…
に
お
砕
り
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
西
谷

　
　
理
解
の
方
法
（
完
）

敬

空
間
と
幾
何
学
（
完
）
・
…
：
…
：
：
：
：
：
・
：
：
田
村
　
祐
三

ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
ア
ポ
ー
ハ
論

一
一
五
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　　La　sp6culation　cencernant　le　sens　du　mot，　ou　1’objet　signifi6　par　le

mot，　a　pris　naissance　tbt　dans　1’lnde　anclenne．　A　la　6ifference　des　6coles

brahmaniques，　qui　estiment　que　le　mot　d6signe　directement　une　entit6

r6elle，　s・k　r“磁verse1くく（s認ηZdinbソa）soit　la“f・・me　sp6c田口que”（ηα々渉の，

les　docteurs　bouddhistes　soutiennent　que　le　mot　n’a　d’autre　£onction　qu’

anyaPoha，　c’est－a・dire，　sa　fo照ion　est　uniquement　de　di長ξrenc圭er　un

objet　de　tout　autre　objet．

　　C’est　Dignaga　（ca．　480－500　ap．　」．　一C．）　qui　a　eiabor6　le　premier　ladite

凝◎rie　d’・m　ydP・加，　Or，　Dharmaki痴（ca．600－660・ap・J．一C．），　d圭sciple

de　Dignaga，　dans　ie　premier　chapitre　intitu16　’Sva－rthdinumdina’，　de　son

premier　ouvrage，　le　Pramdinavdirttifea，　ainsi　que　dans　son　auto－comme－

ntaire，　a　d6veioppe　en　d6tail　la　theorie　d’　Apoha　pour　d6iendre　cel！e　de

I］）ignEga　contre　la　critique　de　Kumarila　（ca．　600－660　ap．　J．　一C．），　philo－

sophe　realiste　de　ia　Mimamsa．

　　Dhaermal〈irti　donne　des　expl三cations　d6taillees　a　pr。P。s　du脚cessus

de　la　eonstruc£ion　de　la　connaissance　conceptuelle．　ll　distingue　trois

phases　dans　ces　processus：　celie　d’etres　exterieurs　（A），　ce11e　de　ieurs

images　vari6es　de　pexception　（B），　et　celle　d’une　image　commune　conce－

ptuelle　（C）．　Entre　ces　trois　pkases　s’6tablissent　des　relations　de　cause　2

effet：　ii　resulte　B　de　A，　et　C　de　B．　Notre　op6ration　conceptuelle　su1t

ce　proeessus　en　sens　inverse．　En　superposant　1’image　commuRe　sur　des

images　de　perception　et　ensuite　sur　des　etres　ext6rieurs，　nous　arrivons

a　comprendre　ies　objets　individuels　sous　un　aspect　commun．　be＄　etres

reels　homologues，　par　ailleurs，　ont　la　capacite　de　se　diff6reneier　ettx－

memes　de　toutes　les　autres　choses　heterogenes，　puisqu’ils　ont　la　mSme

eMcacite　causale　（arthakriya），　c’est一“a－dire，　la　capacit6　pour　produire

玉nd圭recte燃en重une　m6me　image　conceptuelie．　L’礎y砂。加　co且stitue，　par

cons6quent，　1’image　conceptuelle　produite　par　des　etres　r6eis，　et　ie　mot

designe　cette　image　conceptueiie，　．
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