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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
三
号

＝
ハ

　
　
　
　
　
　
（
1
）

論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ

一
へ
ー
ゲ
ル
『
イ
エ
ー
ナ
時
代
の
論
理
学
』
研
究
e
ー
ー

酒
　
井

修

一
逝
世
百
五
十
周
年
の
記
念
に
f

　
　
　
　
　
　
開
　
心
的
聯
関
か
ら
の
理
解

　
爾
i
一
　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
イ
エ
ー
ナ
へ
移
っ
た
の
は
、
一
八
〇
一
年
、
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。
新
し
い
世
紀
の
幕
が
い
ま
明
い
て
、
彼
は

数
へ
年
で
言
へ
ば
三
十
二
歳
に
な
っ
て
み
た
。
1

　
こ
の
前
後
の
へ
！
ゲ
ル
の
な
か
に
は
、
意
欲
の
ふ
た
つ
の
方
向
が
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
い
は
ば
純
粋
に
学
究
的
な
意

欲
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
自
身
の
私
的
個
人
的
生
に
お
け
る
・
教
養
の
久
し
き
積
み
重
ね
の
そ
の
内
か
ら
現
は
れ
て
、
哲
学
の
研
究
を
天

職
と
す
る
決
心
に
支
へ
ら
れ
つ
つ
、
い
ま
こ
そ
体
系
の
梅
里
へ
一
途
に
集
中
し
て
行
か
う
と
す
る
方
向
な
の
で
あ
る
。
1
そ
も
そ
も
テ

ユ
ー
ビ
ソ
ゲ
ン
で
、
神
学
を
終
始
積
極
的
に
研
究
し
た
の
も
、
そ
れ
が
古
典
文
学
お
よ
び
哲
学
の
研
究
に
つ
な
が
っ
て
み
た
か
ら
で
あ
り
、

さ
ら
に
正
牧
師
候
補
者
（
囚
自
。
巳
凱
9
山
楼
6
冨
9
。
σ
Q
一
。
）
の
試
験
に
合
格
し
た
の
ち
、
こ
の
資
格
に
許
さ
れ
る
職
種
の
中
か
ら
特
に
家
庭
教

師
の
道
を
選
ん
だ
の
も
、
こ
の
道
が
さ
う
い
ふ
研
究
へ
引
続
き
没
頭
す
る
に
必
要
な
閑
暇
を
保
証
し
、
ま
た
他
国
に
遊
ぶ
機
会
を
与
へ
る

か
ら
で
あ
っ
た
。
爾
後
七
星
霜
余
。
イ
エ
ー
ナ
行
き
を
決
め
た
こ
の
こ
ろ
の
へ
：
ゲ
ル
は
、
す
で
に
、
「
青
年
時
代
に
理
想
と
し
て
み
た

も
の
を
、
、
反
省
の
形
式
に
向
け
て
、
同
蒔
に
ひ
と
つ
の
体
系
に
ま
で
変
更
し
て
ゆ
く
」
段
階
に
到
達
し
て
み
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
仕
事

が
現
に
な
ほ
進
行
中
で
あ
っ
た
。
i
従
っ
て
、
か
う
い
ふ
純
粋
に
学
術
的
な
志
向
の
側
面
か
ら
す
れ
ぽ
、
イ
エ
ー
ナ
で
の
彼
の
薪
生
活

は
、
彼
自
身
の
体
系
の
構
築
の
、
よ
り
い
っ
そ
う
順
調
な
進
捗
に
、
発
展
に
、
い
な
、
完
成
に
さ
へ
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
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う
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ぐ

　
し
か
し
、
他
方
、
素
志
を
果
た
す
べ
き
好
機
に
遂
に
廻
り
合
っ
た
と
き
、
い
っ
こ
の
地
に
講
鑓
を
設
け
て
こ
れ
ま
で
の
蓄
積
を
避
け
に

す
べ
き
か
、
は
た
ま
た
更
に
そ
れ
へ
彫
琢
を
重
ね
て
ゆ
く
べ
き
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
か
れ
こ
れ
迷
ふ
や
う
な
彼
で
は
な
か
っ
た
。
イ
エ
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
　
　
　

ロ
マ
ン
テ
ィ
　
ク
　
　
　
　
　
エ
ル
ド
ラ
ロ
ド

ナ
が
、
最
新
の
学
藝
運
動
の
、
つ
ま
り
観
念
論
哲
学
お
よ
び
浪
漫
主
義
文
学
の
、
そ
の
黄
金
郷
と
し
て
、
全
ド
イ
ツ
に
馳
せ
て
み
た
名
声

は
（
実
は
す
で
に
騎
り
が
見
え
初
め
て
み
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
）
、
彼
の
眼
に
は
、
他
の
地
を
顧
る
余
地
を
な
か
ら
し
め
る
も
の
と
映

っ
た
。
勿
論
、
か
の
地
で
待
ち
受
け
て
み
る
生
活
が
、
修
道
院
に
お
け
る
学
問
僧
の
そ
れ
の
や
う
な
、
静
寂
の
中
で
の
精
進
に
と
ど
ま
り

え
ぬ
こ
と
は
十
分
豫
期
さ
れ
る
所
で
あ
っ
た
ら
う
し
、
事
実
、
彼
は
、
イ
エ
ー
ナ
に
文
運
隆
盛
の
さ
ま
を
遙
か
に
望
ん
で
、
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ソ
か
ら
直
行
す
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
て
さ
へ
る
る
。
一
出
来
れ
ば
、
バ
ン
ベ
ル
ク
か
ど
こ
か
第
三
の
町
で
、
廉
い

　
　
　
　
か
ら
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
く
た
り

食
料
品
や
体
に
良
い
ビ
ー
ル
、
そ
れ
に
知
人
の
幾
人
か
を
得
、
さ
う
い
ふ
環
境
で
英
気
を
十
分
に
養
っ
て
か
ら
、
満
を
持
し
て
イ
エ
ー
ナ

の
地
を
踊
み
た
い
一
そ
の
や
う
に
、
不
安
と
期
待
と
が
交
錯
す
る
胸
中
を
、
旧
友
に
披
適
す
る
の
も
彼
で
あ
っ
た
。
（
こ
の
言
葉
は
ひ

　
　
な
ご

と
を
和
ま
せ
る
で
あ
ら
う
、
そ
し
て
心
を
開
い
た
場
合
に
の
み
、
ユ
ー
モ
ア
は
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
）
－
に
も
拘
ら
ず
、
結
局
、
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
そ
ニ

は
イ
エ
ー
ナ
に
直
行
す
る
。
も
し
熱
気
や
喧
騒
を
、
つ
ま
り
俗
累
を
、
心
底
か
ら
厭
う
て
た
だ
純
粋
な
学
問
的
関
心
に
の
み
生
き
よ
う
と

し
て
み
た
の
で
あ
れ
ば
、
何
も
そ
の
渦
中
へ
強
ひ
て
赴
く
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
し
か
し
彼
が
選
ん
だ
の
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
、

家
庭
教
師
と
い
ふ
孤
独
な
環
境
を
去
っ
て
畏
誉
褒
既
が
渦
巻
く
現
実
の
人
間
的
生
活
へ
立
戻
り
、
自
分
の
思
想
を
知
的
世
界
で
公
開
し
て

ゆ
く
方
向
で
あ
っ
た
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
す
で
に
華
か
な
世
間
的
成
功
を
収
め
つ
つ
あ
る
旧
友
か
ら
推
挽
を
期
待
し
た
の
で
あ

る
。
．
そ
こ
に
は
、
あ
へ
て
時
代
の
子
に
な
ら
う
と
す
る
も
の
の
客
気
が
、
い
な
野
心
さ
へ
も
が
み
と
め
ら
れ
よ
う
。

　
こ
の
や
う
に
、
こ
の
時
分
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
う
ち
に
は
、
意
欲
の
ふ
た
つ
の
方
向
が
、
す
な
は
ち
、
ω
自
分
の
内
に
集
中
し
て
独
自
の
体

系
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
・
求
心
的
な
純
学
術
的
関
心
と
、
②
自
分
を
学
界
言
論
界
に
拡
大
し
よ
う
と
す
る
・
時
代
に
規
定
さ
れ
た
遠
心

的
志
向
と
が
看
取
さ
れ
、
ま
た
識
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
い
つ
れ
も
が
、
彼
自
身
の
生
に
源
泉
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
に
活
澄
で
あ

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
か

る
と
と
も
に
、
互
ひ
に
交
錯
し
て
、
あ
る
ひ
は
協
同
し
あ
る
ひ
は
競
合
し
な
が
ら
、
時
に
は
両
立
し
が
た
き
ま
で
に
充
ぶ
り
あ
っ
て
み
る

　
　
　
（
2
）

の
で
あ
る
。

　
一
－
二
　
心
的
聯
関
と
し
て
の
こ
の
両
方
向
は
、
彼
が
イ
エ
ー
ナ
に
落
着
い
て
か
ら
は
、
こ
ん
ど
は
彼
の
赴
け
の
活
動
の
中
で
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
リ
テ
ィ
じ
ク

そ
れ
に
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
文
書
と
し
て
、
客
観
的
に
一
た
と
へ
ば
、
論
　
評
と
か
著
述
と
か
講
義
と
か
、
あ
る
ひ
は
そ
れ
ら
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
草
稿
と
い
ふ
具
体
的
な
形
で
i
外
に
刻
み
出
さ
れ
て
く
る
。
と
い
ふ
の
は
、
キ
ム
メ
ル
レ
博
士
の
作
成
し
た
『
イ
エ
ー
ナ
時
代
の
文

　
（
3
）

書
年
表
』
を
一
応
前
提
し
（
1
そ
の
中
で
、
同
博
士
は
、
こ
の
時
期
の
諸
文
書
を
、
ノ
！
ル
の
方
法
を
踏
襲
し
つ
つ
時
間
の
順
序
に
配

列
し
て
み
る
一
）
、
そ
の
う
へ
で
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
た
文
書
の
内
容
を
い
ち
い
ち
吟
味
し
て
ゆ
く
と
、
そ
れ
ら
は
（
書
簡
や
抜
葦
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
サ

類
は
勿
論
別
と
し
て
で
あ
る
が
）
、
お
の
つ
と
襲
の
ふ
た
つ
の
意
欲
傾
向
に
対
応
し
て
、
体
系
的
な
い
し
体
系
の
各
論
的
企
図
に
属
す
る

も
の
と
論
評
的
活
動
に
属
す
る
も
の
と
の
、
そ
の
ど
ち
ら
か
と
し
て
規
定
出
来
、
ま
た
ど
ち
ら
か
へ
分
類
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
一
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
が
　
ひ

つ
と
も
、
最
初
の
公
刊
論
文
『
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
体
系
と
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
体
系
と
の
差
異
性
』
（
以
下
『
差
異
性
』
と
略
記
）
は
、
同
一
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

書
物
の
中
に
襲
の
両
方
向
を
織
り
こ
ん
で
み
る
点
で
は
、
い
く
ら
か
特
殊
で
あ
る
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
論
定
を
維
持
し
つ
つ
、
次
に
、
諸
文
書
の
個
別
的
内
容
か
ら
そ
の
成
立
時
期
の
方
へ
、
吟
味
の
焦
点
を
（
十
分
に

　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
ル
ク
マ
ー
ル

批
判
的
な
態
度
で
）
転
じ
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
、
「
体
系
構
築
的
」
お
よ
び
「
論
評
活
動
的
」
と
い
ふ
前
述
の
徴
　
表
は
、
単
に
、

イ
エ
ー
ナ
の
諸
文
書
を
内
容
的
に
分
類
す
る
う
へ
で
有
効
な
ば
か
り
で
な
く
、
こ
ん
ど
は
、
こ
の
時
代
の
彼
の
活
動
を
い
く
つ
か
の
時
期

に
区
分
す
る
た
め
の
、
実
に
重
要
な
尺
度
に
な
り
得
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

　
－
す
な
は
ち
、
イ
エ
ー
ナ
に
来
住
し
て
か
ら
暫
ら
く
の
あ
ひ
だ
（
だ
い
た
い
一
八
○
一
年
の
初
秋
の
こ
ろ
ま
で
は
）
、
彼
の
ふ
た
つ

の
活
動
方
向
は
両
立
し
得
て
み
た
や
う
に
思
は
れ
る
。
と
い
ふ
の
は
、
彼
は
、
た
と
へ
ば
一
方
に
お
い
て
、
『
ド
イ
ツ
国
憲
法
論
』
の
草

稿
に
推
敲
を
加
へ
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
前
記
の
『
差
異
性
』
を
執
筆
し
刊
行
し
て
み
る
し
、
あ
る
ひ
は
、
教
授
資
格
取
得
論
文
『
遊
星

の
軌
道
に
つ
い
て
（
U
①
自
げ
惹
ω
恥
き
⑦
§
償
ヨ
）
』
を
公
け
に
し
て
大
学
で
の
開
講
に
備
へ
る
一
方
、
『
エ
ル
ラ
ソ
ゲ
ン
文
学
新
聞
（
尊
『
ロ
σ
q
2
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へ
　
　
も

r
ぽ
糞
珪
・
N
¢
ぎ
昌
σ
q
）
』
へ
書
評
を
寄
せ
て
も
み
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
両
立
の
時
期
が
い
は
ば
初
期
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
し
か
し
、
こ
の
年
の
晩
秋
以
降
、
彼
は
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
共
同
編
輯
で
、
か
の
『
哲
学
評
論
（
麹
蜂
陣
ω
昏
①
ω
｝
o
霞
昌
巴
α
臼
℃
運
0
8
嘗
δ
）
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
刊
行
し
始
め
る
、
そ
し
て
こ
の
仕
事
は
、
元
来
ゆ
っ
く
り
且
つ
強
靱
に
仕
事
を
進
め
る
た
ち
の
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
、
約
一
年
半
に
も
わ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
へ
ど

つ
て
、
お
ほ
か
た
の
時
間
と
労
力
と
を
奪
ひ
と
る
結
果
に
な
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
間
と
錐
も
講
義
の
た
め
の
草
稿
は
絶
え
ず
作
成
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
と
り

み
た
に
相
違
な
い
が
、
彼
が
多
少
の
余
裕
を
以
て
ふ
た
た
び
体
系
の
各
論
又
は
総
論
の
構
築
に
向
ひ
は
じ
め
た
の
は
、
漸
く
あ
く
る
一
八

〇
二
年
も
秋
以
降
の
こ
と
で
あ
る
や
う
に
見
え
る
、
『
ド
イ
ツ
国
憲
法
論
』
の
た
め
の
抜
葦
が
あ
ら
た
め
て
作
ら
れ
始
め
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
八
〇
三
年
の
五
月
に
は
、
『
哲
学
評
論
隔
は
突
如
と
し
て
停
刊
し
、
そ
れ
は
結
局
廃
刊
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
論
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

活
動
が
中
心
の
こ
の
時
期
が
、
イ
エ
！
ナ
時
代
の
中
期
に
あ
た
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
1
爾
後
、
一
八
〇
七
年
の
早
春
、
最
終
的
に
イ
エ
ー
ナ
を
離
れ
る
頃
ま
で
、
彼
は
仕
事
の
面
で
は
、
こ
ん
ど
は
、
逆
に
体
系
の
構
築

　
　
　
（
7
）

に
没
頭
す
る
。
体
系
の
各
論
、
つ
い
で
総
論
な
い
し
原
理
論
（
論
理
学
と
形
而
上
学
）
、
さ
ら
に
序
論
（
『
精
神
の
現
象
学
』
）
の
逐
次
的
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

築
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
い
か
に
心
血
を
注
ぎ
精
根
を
傾
け
て
い
っ
た
か
、
後
期
に
お
け
る
そ
の
や
う
な
集
中
と
緊
張
の
経
過
を
、
あ
の
『
文

　
　
　
　
　
あ
り
あ
り

書
年
表
臨
は
歴
然
と
提
示
し
て
は
み
な
い
で
あ
ら
う
か
。

　
し
て
み
る
と
、
イ
エ
ー
ナ
で
の
六
年
余
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
関
心
と
活
動
と
が
内
容
的
に
移
動
し
て
ゆ
べ
に
つ
れ
て
、
お
の
つ
と
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ
の
時
期
に
分
節
す
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
吾
々
は
そ
れ
に
応
じ
て
、
こ
の
地
で
の
彼
の
論
評
活
動
は
、
そ
の
中
期
の
一
年
半
、
『
差
異

性
』
が
現
れ
た
前
後
か
ら
数
へ
て
も
せ
い
ぜ
い
二
年
、
と
い
ふ
比
較
的
短
い
期
間
に
、
集
中
的
に
出
現
し
た
の
で
あ
る
、
と
い
ふ
ふ
う
に

論
定
し
て
差
支
へ
な
い
で
あ
ら
う
。

　
一
一
三
　
そ
れ
故
、
彼
の
論
評
活
動
は
、
時
期
と
期
間
と
い
ふ
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
こ
こ
に
劃
定
さ
れ
終
へ
た
、
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

も
そ
れ
は
、
伝
記
作
成
に
お
け
る
・
単
な
る
年
代
決
定
の
如
き
無
味
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
こ
の
活
動
な
り
関
係
文
書
な
り
を
、
表

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

現
と
し
て
、
即
ち
、
彼
の
個
人
的
生
に
発
源
す
る
・
あ
る
ひ
と
つ
の
（
自
己
拡
大
的
）
心
的
聯
関
の
そ
の
表
現
と
し
て
、
理
解
し
よ
う
と

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



20

　
　
　
　
哲
学
研
究
、
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

す
る
試
み
を
通
じ
て
、
劃
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
し
か
し
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
そ
し
て
そ
の
故
に
こ
そ
、
表
現
－
理
解
の
次
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
す

に
お
い
て
で
あ
れ
、
事
実
関
係
の
単
な
る
劃
定
や
把
捉
に
と
ど
ま
っ
て
安
き
を
倫
む
や
う
な
こ
と
は
、
吾
々
に
は
断
じ
て
許
さ
れ
て
み
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
ペ
ソ

い
、
寧
ろ
更
に
進
ん
で
、
こ
の
論
評
活
動
の
意
味
と
い
ふ
も
の
を
、
　
生
の
聯
関
に
お
い
て
で
あ
れ
理
念
の
聯
関
に
お
い
て
で
あ
れ
、
問

ひ
求
め
且
つ
聞
ひ
詰
め
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
i

　
そ
れ
で
は
、
意
味
へ
の
問
ひ
が
そ
の
や
う
に
、
お
よ
そ
必
須
の
問
ひ
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
と
し
て
も
、
次
に
、
そ
こ
か
ら
ど
の
や
う

に
、
具
体
的
な
意
味
可
能
性
に
向
っ
て
問
ひ
進
む
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
事
実
聯
関
と
し
て
の
こ
の
論
評
活
動
が
意
味
づ
け
ら
れ
る
の
は
、

い
っ
た
い
何
処
か
ら
で
あ
る
か
。
一
た
と
へ
ば
、
彼
の
個
人
的
生
の
全
体
（
即
ち
生
涯
）
に
対
し
て
、
そ
の
意
味
を
問
ふ
場
合
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ァ
ナ
じ
テ
ィ
シ
ュ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ピ
ソ
　
ド

そ
れ
は
そ
の
時
は
た
し
か
に
熱
狂
的
に
遂
行
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
所
詮
は
青
年
時
代
の
一
場
の
偶
然
的
挿
話
で
し
が
な
か
っ
た
、
と
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

彼
の
多
彩
な
才
能
を
示
す
余
技
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
、
と
か
、
あ
る
ひ
は
、
彼
の
生
の
発
展
を
爾
後
本
質
的
に
規
定
し
て
い
っ
た
・
ひ
と

つ
の
基
礎
的
体
験
で
あ
る
、
と
か
、
様
≧
の
解
釈
が
成
り
立
っ
て
来
よ
う
。
む
ろ
ん
、
歴
史
的
社
会
的
生
か
ら
の
解
釈
も
、
つ
ま
り
、
彼

の
こ
の
活
動
が
現
実
に
何
を
成
就
し
た
か
を
当
時
の
精
神
的
状
況
の
中
で
判
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
亦
、
少
く
と
も
岡
等
の
権
利
を
以

て
遂
行
さ
れ
得
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
じ
ペ
ソ

　
更
に
ま
た
、
個
人
的
な
い
し
社
会
的
生
と
い
ふ
事
実
的
経
験
的
な
聯
関
か
ら
、
理
念
の
本
質
的
聯
関
に
移
っ
て
、
こ
れ
ら
論
評
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ち

の
文
書
が
含
む
そ
の
都
度
の
思
想
内
容
を
、
躯
て
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
・
後
の
体
系
と
関
係
づ
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
に
は
ど
う
い
ふ
音
学

統
が
与
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
ら
は
、
哲
学
的
内
容
か
ら
見
れ
ば
、
単
に
非
学
術
的
（
O
質
ゆ
O
円
≦
圃
ω
ω
O
冨
ω
O
ゲ
簿
h
け
躍
O
ゲ
）
な
雑
文
の
類
ひ

　
（
9
）

な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
体
系
の
中
へ
積
極
的
に
止
揚
さ
れ
て
い
っ
た
契
機
な
の
か
、
あ
る
ひ
は
、
要
す
る
に
玉
石
混
瀟
で
あ
っ
て
、
体
系

の
構
築
に
ど
こ
ま
で
寄
与
し
た
か
に
従
っ
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
取
捨
さ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
。
i
意
味
へ
の
問
ひ
は
、
こ
の
や
う
に
、

ま
っ
た
く
様
々
な
方
向
へ
問
ひ
進
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
何
よ
り
も
先
づ
要
請
さ
れ
る
の
は
、
さ
う
い
ふ
多
岐
多
様

性
の
中
へ
徒
ら
に
拡
散
し
て
自
己
を
見
失
っ
て
し
ま
は
な
い
こ
と
、
い
な
、
む
し
ろ
そ
の
逆
に
、
こ
の
問
ひ
の
内
的
緊
張
を
そ
の
根
源
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ひ
た
す
ト

に
ま
で
只
管
累
乗
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
、
そ
れ
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
結
局
．
意
味
へ
の
こ
れ
ら
の
聞
ひ
を
間
断
な
く
繰
り
出
し
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ら
同
時
に
そ
の
つ
ど
内
容
化
し
て
ゆ
く
所
の
、
問
ひ
そ
の
も
の
の
手
も
と
足
も
と
に
あ
る
或
る
全
体
的
な
も
の
の
、
そ
の
挙
示
を
要
求
す

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
方
法
論
上
の
反
省
に
、
な
い
し
は
基
礎
づ
け
に
、
立
入
っ
て
ゆ
く
だ
け
の
余
裕
は
、
い
ま

こ
こ
に
は
な
い
け
れ
ど
も
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
ペ
ソ
　
　
　

イ
デ
ロ

　
一
一
四
　
ω
　
お
よ
そ
、
　
生
ま
た
は
理
念
に
お
け
る
・
い
か
な
る
聯
関
も
特
殊
相
も
、
こ
れ
を
、
特
殊
な
ま
ま
個
別
的
な
ま
ま
に
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
な
く
、
意
味
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
や
う
に
、
結
局
、
そ
の
解
釈
が
そ
こ
か
ら
着
手
さ
れ
そ
こ
に
帰
趨
す
る
原
点
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
そ
ま
つ
挙
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
、
『
大
論
理
学
』
お
よ
び
そ
れ
の
事

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

実
的
成
立
を
以
て
、
解
釈
の
さ
う
い
ふ
根
源
と
豊
野
す
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
理
解
の
可
能
性
を
最
も
遠
く
ま
で
開
く
地
平
で
あ
る

か
の
や
う
に
思
は
れ
る
、
し
か
も
そ
れ
は
、
彼
の
体
系
の
構
造
が
、
そ
の
す
べ
て
の
実
在
的
過
程
が
始
元
（
即
ち
『
論
理
学
』
）
に
還
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

す
る
円
環
を
な
し
て
み
る
、
と
い
ふ
理
論
的
思
弁
的
な
意
味
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
体
系
の
構
築
が
実
質
的
に
概
成
し
た
の
は
、
実
は

そ
の
基
礎
づ
け
の
部
分
た
る
『
論
理
学
』
の
（
「
有
－
本
質
－
概
念
」
と
い
ふ
）
輪
廓
が
定
ま
っ
た
段
階
で
の
こ
と
で
あ
る
（
つ
ま
り
、
姶

へ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

め
は
最
後
に
現
れ
た
の
で
あ
る
）
、
と
い
ふ
発
展
史
的
な
意
昧
あ
ひ
に
お
い
て
も
さ
う
な
の
で
あ
る
。
一
従
っ
て
、
こ
の
や
う
な
展
望

の
な
か
で
は
、
イ
エ
ー
ナ
で
の
論
・
評
活
動
も
亦
、
究
極
的
に
は
、
「
『
大
論
理
学
』
の
柱
礎
は
ど
の
や
う
に
し
て
定
ま
っ
て
き
た
か
」
と
い

ふ
包
括
的
な
問
ひ
を
遂
行
す
る
な
か
で
、
そ
の
嚇
端
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
②
　
し
か
し
、
彼
の
論
評
活
動
の
意
味
を
更
に
規
定
的
に
問
ひ
つ
め
て
ゆ
く
た
め
の
そ
の
場
所
が
、
こ
の
や
う
な
展
望
で
あ
る
と
し
て

も
、
そ
れ
で
は
、
論
究
の
次
の
手
続
き
は
い
っ
た
い
ど
う
い
ふ
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
か
。
1
わ
れ
わ
れ
は
先
ほ
ど
、
彼
の
こ
の
活
動

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

を
単
な
る
事
実
と
し
て
劃
定
し
よ
う
と
は
し
な
い
で
、
む
し
ろ
、
掴
人
的
生
と
そ
の
表
現
と
い
ふ
、
直
接
的
知
覚
可
能
性
を
超
え
た
体
験

へ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

聯
関
の
方
か
ら
、
そ
の
事
実
関
係
を
も
理
解
し
よ
う
と
試
み
た
ば
か
り
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
事
実
に
対
す
る
体
験
の
こ
の
超
越
性
と
類
比

的
に
、
い
ま
や
、
彼
の
論
評
活
動
に
お
け
る
思
想
的
哲
学
的
内
容
を
、
ま
つ
、
心
的
体
験
な
い
し
伝
記
的
聯
関
の
欄
約
か
ら
解
き
放
ち
、

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
一
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ご
嚇

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ

理
念
的
聯
関
そ
れ
自
身
と
し
て
主
題
的
に
間
ふ
べ
き
段
階
に
ま
で
到
達
し
た
や
う
に
感
ず
る
の
で
あ
る
。
と
い
ふ
の
は
、
そ
の
や
う
に
対

自
化
し
た
と
き
の
哲
学
的
内
容
は
、
当
然
、
『
大
論
理
学
』
（
な
い
し
、
先
づ
は
『
精
神
の
現
象
学
』
）
と
の
純
粋
に
概
念
的
な
聯
関
に
齎

さ
れ
、
そ
れ
を
通
じ
て
又
そ
こ
か
ら
意
味
づ
け
ら
れ
る
概
念
的
可
能
性
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
の
結
果
、
彼
の
こ
の
論
評
活
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
こ
　

が
実
は
、
イ
エ
ー
ナ
時
代
以
前
か
ら
遠
く
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
時
代
に
ま
で
お
よ
ぶ
雄
渾
雄
勤
な
思
索
運
動
の
そ
の
一
中
で
あ
る
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

即
ち
、
「
実
体
か
ら
主
体
へ
」
向
っ
て
脈
打
ち
な
が
ら
展
開
す
る
精
神
的
生
の
そ
の
表
現
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が

判
明
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
精
神
的
生
の
聯
関
が
、
単
に
心
的
な
い
し
個
人
史
的
な
体
験
聯
関
は
無
論
の
こ
と
、
社
会
的
文
化

的
生
の
聯
関
か
ら
も
独
立
し
自
律
的
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
言
ふ
ま
で
も
な
い
で
あ
ら
う
。

　
③
　
と
は
い
へ
、
ま
さ
に
そ
れ
故
に
こ
そ
、
論
評
活
動
の
思
想
内
容
を
対
自
化
す
る
、
と
い
ふ
こ
の
論
究
は
、
た
と
へ
ば
次
の
や
う
な

試
み
か
ら
は
、
即
ち
、
豫
め
固
持
さ
れ
て
み
る
・
な
に
か
「
ド
イ
ツ
観
念
論
の
系
譜
」
の
如
き
図
式
に
よ
っ
て
、
関
係
文
書
の
中
か
ら
所

謂
「
力
作
」
の
み
を
節
び
わ
け
、
そ
れ
ら
「
力
作
」
を
し
か
顧
み
な
い
た
ぐ
ひ
の
研
究
か
ら
は
、
厳
格
且
つ
入
念
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ち
　
　
　
　
　
　
　
ふ
が
い

な
い
。
況
ん
や
、
「
力
作
」
の
中
に
又
し
て
も
、
彼
の
後
の
体
系
を
傅
会
す
る
の
に
好
都
合
な
や
う
、
「
根
本
的
」
概
念
な
る
も
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の

こ
れ
と
て
も
、
そ
の
じ
つ
、
た
だ
己
が
先
入
見
・
己
が
好
み
に
適
ふ
が
故
に
、
無
批
判
に
拾
ひ
あ
げ
ら
れ
た
出
自
不
詳
の
観
念
に
過
ぎ
ぬ

　
　
　
ほ
し
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
す
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

一
を
縦
ま
ま
に
随
時
随
処
に
想
定
し
、
か
う
し
て
「
解
釈
」
の
粗
筋
を
仮
構
す
る
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
独
断
的
な
企
て
に
対
し
て
は
、

そ
れ
は
、
い
か
な
る
仮
借
を
も
な
し
え
な
い
。
（
そ
れ
ら
過
剰
な
思
弁
は
、
い
か
に
贋
≧
、
片
言
隻
句
に
固
執
し
て
の
牽
強
付
会
に
陥
っ

て
み
る
こ
と
だ
ら
う
か
。
）

　
た
し
か
に
、
論
評
活
動
の
思
想
的
内
容
を
対
自
化
す
る
た
め
に
は
、
心
的
な
い
し
個
人
史
的
な
聯
関
を
ま
つ
煙
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

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

い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
こ
の
論
究
が
、
お
よ
そ
あ
る
思
想
内
容
を
、
そ
れ
が
特
定
の
状
況
の
も
と
で
そ
の
と
き
に
生
き
た
文
脈
そ
の
ま
ま

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
さ
さ

に
髪
髭
と
さ
せ
る
努
力
で
も
あ
る
べ
き
こ
と
に
関
し
て
は
、
心
的
聯
関
か
ら
理
解
す
る
襲
の
場
合
と
聯
か
の
変
り
も
な
い
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
さ
う
い
ふ
反
省
を
経
た
と
き
、
か
の
対
自
化
は
、
ま
つ
次
の
や
う
な
朋
ひ
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ら
う
。
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1
す
な
は
ち
、
ω
関
係
文
書
の
内
容
が
い
か
に
多
様
多
岐
に
互
り
、
．
ま
た
晦
渋
を
極
め
て
み
よ
う
と
も
、
更
に
価
値
的
に
は
玉
石
混

瀟
で
あ
ら
う
と
も
、
そ
も
そ
も
彼
の
論
評
活
動
の
根
底
に
は
、
一
貫
し
た
或
る
基
本
姿
勢
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
、
こ
の
活
動
の
生
み
出
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

た
テ
キ
ス
ト
を
す
べ
て
、
そ
れ
故
力
作
を
も
雑
文
を
も
悉
く
、
あ
る
特
定
の
仕
方
で
一
様
に
性
格
づ
け
て
る
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
、

も
し
さ
う
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
基
本
姿
勢
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
一
さ
う
い
ふ
問
ひ
が
ま
つ
問
は
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ

ら
う
。

　
し
か
し
、
純
粋
な
理
念
的
聯
関
に
到
達
す
る
こ
と
が
対
自
化
の
目
標
で
あ
る
以
上
、
さ
う
い
ふ
基
本
姿
勢
を
問
ふ
と
い
っ
て
も
、
そ
れ

は
、
襲
に
い
っ
た
ん
超
出
し
た
個
人
史
的
な
い
し
心
的
体
験
的
聯
関
の
方
向
を
も
う
一
度
探
究
し
直
し
て
、
た
と
へ
ば
あ
の
自
己
拡
大
曲

志
向
に
ふ
た
た
び
帰
り
着
く
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
し
、
勿
論
さ
う
な
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
㈹
む
し
ろ
、
は
る
か
に
包
括
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

文
脈
か
ら
彼
の
論
評
活
動
を
動
機
づ
け
て
る
る
・
い
ま
ひ
と
つ
の
非
理
念
的
な
、
現
実
的
経
験
的
聯
関
、
す
な
は
ち
歴
史
的
社
会
的
生
の

聯
関
の
方
向
を
問
ふ
こ
と
に
な
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
ふ
の
は
、
彼
の
こ
の
活
動
が
、
ど
こ
ま
で
又
ど
の
や
う
に
、
そ
の
時
代
の
現
実
的

状
況
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
る
る
か
を
解
明
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
か
の
理
念
的
聯
関
は
、
い
か
に
心
的
個
人
史
的
聯
関
の
制
約
か
ら
解

き
放
た
れ
て
み
よ
う
と
も
、
な
ほ
未
だ
決
し
て
純
粋
に
自
体
的
に
現
象
す
べ
く
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
二
　
時
代
の
状
況
と
封
人
關
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ひ
だ

　
ニ
ー
繭
　
お
よ
そ
、
十
八
世
紀
の
最
後
の
年
（
つ
ま
り
一
八
○
○
年
）
を
挾
む
わ
っ
か
数
年
の
間
の
や
う
に
、
同
じ
ド
イ
ツ
の
中
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ぎ

思
想
的
精
神
的
対
決
が
煮
え
還
り
煮
え
返
り
、
し
か
も
そ
れ
が
愛
し
い
数
の
雑
誌
や
新
聞
や
年
報
・
年
鑑
な
ど
の
、
そ
の
計
画
・
創
刊
・
停

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

刊
そ
し
て
廃
刊
と
な
っ
て
溢
れ
出
し
た
時
期
は
、
他
に
類
例
が
な
い
で
あ
ら
う
。
（
H
．
ブ
フ
ナ
ー
）
1
そ
れ
は
、
何
と
い
ふ
目
ま
ぐ
る

し
さ
慌
し
さ
で
あ
っ
た
ら
う
か
。
シ
ラ
ー
が
主
宰
し
て
み
た
『
タ
リ
ー
ア
』
お
よ
び
『
ノ
イ
エ
・
タ
リ
ー
ア
』
の
消
長
は
も
と
よ
り
、
『
ホ

ー
レ
ソ
』
、
（
光
彩
陸
離
、
こ
れ
ほ
ど
絢
欄
た
る
執
筆
陣
を
敷
き
え
た
文
芸
誌
は
、
お
そ
ら
く
文
学
史
上
、
空
前
絶
後
で
あ
ら
う
）
そ
の

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

『
ホ
ー
レ
ン
』
の
盈
虚
で
さ
へ
も
、
す
で
に
遠
い
過
去
の
出
来
事
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
、
と
い
ふ
の
は
、
い
ま
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
二
！
タ

ン
マ
ー
た
ち
の
『
哲
学
雑
誌
』
、
シ
ェ
レ
ー
ゲ
ル
兄
弟
ら
の
拠
点
『
文
学
公
論
』
、
そ
れ
に
加
へ
て
か
の
『
ア
テ
ノ
イ
ム
』
ま
で
も
次
々
に

廃
刊
ま
た
は
変
質
し
て
ゆ
く
一
方
で
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の
『
寄
与
』
、
さ
ら
に
は
『
エ
ル
ラ
ン
ゲ
ソ
文
学
新
聞
』
や
『
思
弁
的
自
然
学
雑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

誌
』
な
ど
が
続
々
登
場
し
、
そ
れ
ら
い
ち
い
ち
の
浮
き
沈
み
に
目
を
奪
は
れ
る
や
う
な
情
勢
に
な
っ
て
み
た
か
ら
で
あ
る
。
三
号
雑
誌
が

氾
濫
す
る
か
う
い
ふ
状
況
の
ま
っ
た
だ
中
に
、
い
は
ば
ワ
ン
・
ノ
ヴ
・
ゼ
ム
と
し
て
出
現
し
た
の
が
、
か
の
『
哲
学
評
論
』
な
の
で
あ
っ

た
。
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な
も
と

　
た
し
か
に
、
浮
沈
転
変
の
こ
の
速
さ
激
し
さ
の
、
そ
も
そ
も
の
根
源
に
あ
っ
た
の
は
、
た
だ
移
り
気
な
、
あ
る
ひ
は
真
似
好
き
な
国
民

性
、
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
は
な
く
、
純
粋
に
精
神
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
、
凄
ま
じ
い
ば
か
り
の
噴
火
で
あ
っ
た
。
す
な
は
ち
、
ふ
た
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
ユ
ト
ゥ
ル
ム
　
ウ
ソ
ト
ワ
ド
ラ
ソ
ク

の
精
神
的
潮
流
が
一
ω
疾
　
風
　
怒
　
濤
時
代
か
ら
古
典
主
義
を
経
て
、
い
ま
漸
く
浪
漫
主
義
に
極
ま
ら
う
と
す
る
文
学
運
動
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
し
め

②
批
判
哲
学
か
ら
受
け
た
深
刻
な
衝
撃
を
、
い
っ
こ
へ
向
け
て
打
通
せ
し
む
べ
き
か
、
解
釈
の
突
破
口
を
求
め
て
舞
き
あ
っ
て
る
た
・
哲

学
の
諸
動
向
と
が
一
こ
の
ふ
た
つ
の
潮
流
が
、
い
く
た
り
か
の
天
才
（
た
と
へ
ば
シ
ラ
ー
）
の
内
面
的
苦
闘
に
媒
介
さ
れ
て
、
個
≧
の

精
神
の
内
側
に
お
い
て
ば
か
り
か
、
精
神
相
互
の
間
に
お
い
て
も
積
分
さ
れ
、
い
は
ば
核
融
合
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
融
合
の
中
か

ら
噴
き
出
さ
れ
た
無
数
の
霊
感
、
感
動
、
熱
狂
と
幻
想
一
そ
れ
ら
の
渾
沌
は
、
入
り
て
酔
は
ぬ
者
と
て
な
き
、
ハ
ッ
カ
ス
の
祭
に
も
懸
へ

う
る
で
あ
ら
う
、
し
か
も
ま
た
、
大
家
と
新
人
、
燦
然
た
る
泰
斗
と
無
数
の
星
屑
と
が
才
能
の
限
り
を
尽
し
て
競
ひ
合
っ
て
み
た
限
り
で

は
、
か
の
「
精
神
的
動
物
の
国
」
に
も
較
べ
う
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
い
つ
れ
に
せ
よ
、
知
的
世
界
の
一
員
た
る
限
り
、
こ
の
興
奮
と
熱

気
の
中
に
吸
ひ
寄
せ
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
は
避
け
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
、
同
時
に
、
才
気
を
誇
る
ひ
と
び
と
の
人
間
関
係
i
意
気
投
合
と

幻
想
、
幻
滅
、
不
和
と
亀
裂
、
萩
別
・
対
決
・
敵
意
1
の
そ
の
中
に
巻
き
こ
ま
れ
て
ゆ
く
こ
と
も
亦
、
い
か
ん
と
も
し
難
い
運
命
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ご

つ
た
。
（
抑
≧
こ
の
渦
の
中
に
は
、
ヘ
ル
ダ
…
リ
ー
ソ
の
や
う
な
繊
細
柔
和
な
魂
を
さ
へ
、
深
く
、
癒
え
難
き
ま
で
に
傷
つ
け
る
酷
さ
、
、

　
　
　
　
と
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

無
慈
悲
な
棘
が
隠
さ
れ
て
も
み
た
の
で
あ
る
。
）
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ニ
ー
二
　
そ
れ
で
は
、
そ
の
や
う
に
純
粋
な
精
神
的
沸
騰
の
中
か
ら
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
、
何
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
現
在
の
ご

と
き
・
三
号
雑
誌
の
氾
濫
す
る
状
況
が
生
み
出
さ
れ
た
の
か
。
一
こ
の
問
題
を
そ
れ
自
体
と
し
て
と
り
あ
げ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、

文
学
史
の
・
更
に
は
精
神
史
の
聯
関
の
内
部
へ
、
深
く
深
く
立
ち
い
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

論
評
活
動
の
意
味
遅
解
が
現
在
の
研
究
課
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
簡
捷
を
む
ね
と
し
て
、
次
の
や
う
に
間
ひ
代
へ
て
も
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
か

即
ち
、
こ
の
渦
の
中
に
巻
き
こ
ま
れ
て
み
る
と
い
ふ
だ
け
で
な
く
、
進
ん
で
そ
こ
へ
身
を
乗
り
出
し
自
ら
当
事
者
と
も
成
っ
て
み
た
シ
ェ

リ
ン
グ
、
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
さ
う
い
ふ
現
状
を
ど
う
理
解
し
て
み
た
の
か
、
と
、
さ
う
問
ふ
こ
と
に
し
て
も
、
差
支
へ
な
い
で
あ
ら

う
、
彼
ら
の
念
頭
に
浮
ん
だ
限
り
の
情
勢
把
握
こ
そ
、
爾
後
の
彼
ら
の
活
動
を
大
き
く
規
定
し
て
い
っ
た
に
柑
違
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
ど
う
い
ふ
判
断
で
あ
っ
た
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
ナ
　
ル
　
ヒ
　
　

　
ω
　
ま
の
あ
た
り
の
こ
の
精
神
的
無
政
府
状
態
こ
そ
、
カ
ン
ト
が
口
火
を
切
り
フ
ィ
ヒ
テ
が
起
爆
さ
せ
た
哲
学
革
命
の
、
そ
の
当
然
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ
ル
ブ
ス
ト
デ
ソ
ケ
ソ

帰
結
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
自
分
で
考
へ
る
、
思
惟
に
よ
り
権
威
を
乗
り
越
え
て
独
立
す
る
、
と
い
ふ
哲
学
の
本
来
的
自
由
が
、

「
既
存
の
哲
学
に
基
い
て
哲
学
者
と
名
乗
る
が
ご
と
き
は
ま
さ
に
不
見
識
で
あ
る
、
何
か
ら
何
ま
で
自
分
で
新
た
に
仕
立
て
た
体
系
を
持

つ
の
が
当
然
の
こ
と
で
あ
る
」
と
い
ふ
意
味
に
理
解
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
特
に
フ
ィ
ヒ
テ
以
来
、
哲
学
と
い
へ
ば
、
ど
ん
な
原
理
か

ら
ど
の
や
う
に
始
ま
ら
う
と
も
、
必
然
的
に
体
系
に
ま
で
展
開
し
て
ゆ
く
も
の
だ
け
を
、
少
く
と
も
そ
の
親
元
が
体
系
全
体
の
絶
対
的
原

理
と
し
て
提
出
さ
れ
て
み
る
も
の
の
み
を
、
指
す
や
う
に
な
っ
た
、
従
っ
て
、
ど
ん
な
些
末
な
も
の
で
あ
れ
そ
れ
を
原
理
と
し
て
見
い
だ

し
う
る
ほ
ど
の
者
は
皆
、
自
分
の
手
で
自
分
を
哲
学
者
に
仕
立
て
、
し
か
も
自
分
の
哲
学
だ
け
が
た
だ
ひ
と
つ
の
正
妾
な
体
系
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
め

ま
で
確
信
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
が
、
か
う
も
叙
し
い
原
理
や
体
系
の
そ
の
族
生
な
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
ら
が
團
ぎ
あ
ふ
・

か
う
も
か
ま
び
す
し
き
怒
号
な
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
表
面
的
に
は
、
ア
カ
デ
メ
イ
ア
な
ど
で
才
気
換
発
の
生
け
る
群
像
が
の
び
の
び

と
育
ち
つ
つ
あ
っ
た
往
昔
の
さ
ま
を
想
は
せ
る
も
の
も
あ
り
は
す
る
が
、
実
在
し
て
み
る
の
は
、
有
限
な
も
の
に
、
あ
る
ひ
は
繋
が
れ
あ

る
ひ
は
そ
れ
に
次
々
と
手
を
伸
ば
し
て
は
捨
て
て
ゆ
く
や
う
、
永
劫
に
呪
咀
さ
れ
た
者
た
ち
の
狂
奔
と
苦
悩
と
に
他
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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哲
滋
†
研
嚇
究
　
　
第
五
ア
日
四
［
十
三
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

（
芝
①
捧
・
困
く
…
Q
D
．
嵩
O
～
日
b
。
鮒
戸
ψ
H
。
。
G
。
．
）
一
し
か
も
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
②
　
こ
の
無
政
府
状
態
は
、
い
ま
や
知
的
世
界
の
外
へ
も
温
出
し
て
一
般
民
衆
ま
で
も
巻
き
こ
み
始
め
て
み
る
。
と
い
ふ
の
は
、
か
う

も
影
し
い
体
系
が
い
よ
い
よ
目
ま
ぐ
る
し
く
隆
替
す
る
さ
ま
を
前
に
し
て
は
、
さ
す
が
民
衆
の
忍
耐
に
も
限
度
が
来
た
か
ら
で
あ
る
。
も

と
も
と
民
衆
は
、
彼
ら
の
理
性
に
対
し
て
司
祭
の
任
務
を
持
つ
哲
学
者
た
ち
の
、
そ
の
毎
度
の
口
約
束
に
、
つ
ま
り
、
今
度
こ
そ
「
誰
≧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
」
と
い
ふ
名
前
の
つ
か
な
い
・
普
遍
妥
当
的
な
哲
学
そ
の
も
の
を
実
現
し
て
見
せ
る
ぞ
、
と
い
ふ
安
請
合
ひ
に
、
そ
の
都
度
期
待
を
か

け
て
、
二
千
年
以
上
も
待
ち
続
け
て
来
た
の
だ
が
、
つ
ひ
に
彼
ら
ほ
今
後
六
千
年
待
っ
て
る
て
も
空
し
い
で
あ
ら
う
こ
と
を
悟
り
は
じ
め

た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
か
う
ま
で
長
い
あ
ひ
だ
自
分
た
ち
を
愚
弄
し
て
来
た
思
弁
哲
学
の
、
そ
の
凋
落
ぶ
り
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、
民
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

の
中
に
歓
喜
の
声
が
爆
発
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
現
代
の
懐
疑
論
者
シ
ュ
ル
ツ
ェ
を
救
世
主
の
や
う
に
迎
へ
る
の
は
、
こ
の
人
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

権
力
を
奪
ひ
合
ふ
す
べ
て
の
体
系
を
、
マ
ラ
ー
の
や
う
に
一
律
に
断
頭
台
に
か
け
た
か
ら
で
あ
る
し
、
他
方
、
ザ
ラ
ー
ト
の
や
う
に
経
験

的
基
礎
し
か
持
た
な
い
通
俗
的
道
徳
哲
学
者
、
つ
ま
り
非
哲
学
が
、
「
司
祭
」
に
代
っ
て
薬
毒
善
導
に
ま
す
ま
す
勢
ひ
ご
ん
で
み
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
サ
ソ
チ
マ
ソ

も
、
同
じ
背
景
か
ら
で
あ
る
。
一
か
う
し
て
、
怨
恨
の
た
め
に
せ
よ
、
お
節
介
の
た
め
に
せ
よ
、
哲
学
に
関
与
す
る
群
集
の
数
は
膨

れ
あ
が
る
一
方
と
な
り
、
知
的
世
界
の
内
部
ば
か
り
か
、
民
衆
の
精
神
生
活
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
ま
で
も
、
喧
騒
ま
た
喧
騒
、
耳
を
聾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
こ
う

す
る
ば
か
り
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
ま
っ
た
だ
中
に
み
て
、
喧
総
の
中
か
ら
何
か
を
聞
き
と
る
た
め
に
は
先
づ
何
を
な
す
べ
き
で
あ
ら

う
か
。
1
以
上
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
お
よ
び
ヘ
ー
ゲ
ル
に
共
通
の
情
勢
把
握
で
あ
り
状
況
判
断
で
あ
っ
た
。
（
≦
①
誌
。
H
＜
旧
ω
」
。
。
c
。
”
戸
ψ

　
　
　
（
二
）

鱒
㎝
刈
～
b
o
①
μ
）
一

　
し
か
も
、
そ
れ
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
更
に
、
次
の
や
う
な
自
注
を
加
へ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
一
特
に
興
味
を
惹

く
の
は
、
彼
ら
が
、
こ
の
や
う
な
状
況
判
断
を
形
成
し
て
ゆ
く
に
あ
た
り
、
そ
の
た
め
の
有
力
な
補
助
線
（
の
少
く
と
も
そ
の
ひ
と
つ
）

と
し
て
、
ラ
イ
ン
河
対
岸
に
お
け
る
政
治
情
勢
（
革
命
の
、
無
政
府
状
態
へ
の
激
化
）
と
此
岸
の
哲
学
革
命
の
推
移
と
の
間
に
、
類
比
関

係
を
頻
り
に
横
成
し
よ
う
と
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
彼
ら
が
い
ま
身
を
以
て
日
≧
実
感
し
て
み
る
と
こ
ろ
の
、
こ
の
三
号
雑
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誌
の
氾
濫
や
甚
だ
品
位
を
敏
い
た
口
論
筆
戦
の
た
ぐ
ひ
は
、
公
安
委
員
会
や
革
命
裁
判
所
や
断
頭
台
と
い
っ
た
屍
山
血
河
の
展
開
と
対
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い

し
た
と
き
、
き
は
め
て
理
解
し
や
す
く
な
る
体
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
、
と
。

　
し
か
し
、
さ
う
い
ふ
注
記
が
幸
ひ
承
認
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
ん
ど
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
次
の
や
う
な
補
助
線
を
引
い
て
、
次

段
へ
の
前
進
に
見
当
を
つ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
も
亦
、
彼
ら
の
意
響
に
適
つ
た
解
釈
と
し
て
、
許
さ
れ
る
で
あ
ら
う
、
す
な
は
ち
、
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

こ
に
お
い
て
は
、
と
に
か
く
権
力
の
回
収
と
集
中
と
が
始
ま
っ
て
無
政
府
状
態
が
収
拾
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
こ
ち
ら

側
で
対
応
し
て
み
た
の
は
（
そ
し
て
対
応
す
る
も
の
が
存
在
す
べ
き
で
あ
る
の
だ
が
）
い
か
な
る
動
き
で
あ
っ
た
だ
ら
う
か
一
そ
の
や

　
　
　
　
　
　
み
つ
か

う
に
わ
れ
わ
れ
自
ら
設
問
し
て
も
決
し
て
的
外
れ
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
シ
ヤ
フ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
わ

　
二
一
三
「
　
学
　
　
の
土
の
う
へ
に
播
か
れ
た
・
数
こ
そ
少
い
が
品
質
の
良
い
種
子
を
、
勢
ひ
よ
く
早
る
雑
草
に
よ
っ
て
た
ち
ま
ち

に
枯
ら
さ
れ
て
し
ま
ひ
た
く
な
い
の
で
し
た
ら
、
至
急
、
そ
し
て
当
分
の
あ
ひ
だ
、
学
を
厳
格
な
保
護
の
も
と
に
置
く
こ
と
が
絶
対
に
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
リ
テ
ィ
　
ク

要
だ
、
と
思
は
れ
ま
す
。
…
…
二
、
三
年
の
あ
ひ
だ
厳
格
な
論
　
評
を
続
け
て
、
哲
学
の
領
域
に
み
る
饒
舌
家
ど
も
を
沈
黙
さ
せ
、
〔
哲

学
の
た
め
に
〕
も
っ
と
良
い
席
を
し
つ
ら
へ
る
こ
と
は
、
十
分
可
能
な
こ
と
で
あ
り
ま
せ
う
。
」
i
シ
ラ
i
宛
て
の
こ
の
書
簡
は
、

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

一
八
○
○
年
十
二
月
二
日
の
日
付
け
に
な
っ
て
み
る
、
従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
未
だ
イ
エ
ー
ナ
に
到
着
し
て
み
な
い
時
点
で
の
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
発
信
老
（
フ
ィ
ヒ
テ
）
が
こ
こ
で
彼
な
り
の
理
解
に
お
い
て
語
ら
う
と
し
て
み
た
の
は
、
彼
と
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
間
に
企
画
さ
れ

て
み
た
新
論
評
誌
の
そ
の
趣
旨
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
う
し
て
、
い
よ
い
よ
創
刊
の
と
き
に
は
、
共
同
編
輯
者
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
（
つ
ま

　
　
　
　
　
　
　
ア
　
ナ
　
ル
　
ヒ
　
　

り
、
か
の
精
神
的
無
政
府
状
態
の
一
方
の
責
任
老
）
か
ら
新
参
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
交
代
し
て
み
た
の
で
あ
ら
う
か
。
一
そ
の
間
の
事
情
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

ブ
フ
ナ
ー
博
士
の
詳
細
且
つ
周
到
な
研
究
を
基
礎
に
し
て
調
べ
て
見
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
デ
ア
リ
ス
ト
ロ
マ
ソ
テ
ィ
　
ケ
ル

　
ω
　
こ
の
こ
ろ
、
イ
エ
ー
ナ
の
観
念
論
者
一
浪
漫
主
義
者
グ
ル
ー
プ
は
、
実
際
に
は
、
彼
ら
の
方
も
亦
、
論
評
誌
と
い
ふ
形
式
に
よ
っ

て
、
発
言
と
応
酬
と
の
箭
所
を
知
的
世
界
の
激
動
の
中
で
た
え
ず
確
保
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
相
対
的
立
場
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
た

立
っ
て
る
た
の
で
あ
る
。
こ
の
要
求
に
応
へ
る
動
き
の
ひ
と
つ
が
、
テ
ユ
！
ビ
ソ
ゲ
ン
の
書
躍
コ
ッ
タ
の
企
画
で
あ
っ
た
。
こ
の
出
版
社

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

は
す
で
に
り
七
九
八
年
、
あ
る
新
綜
合
雑
誌
1
い
っ
そ
う
レ
ベ
ラ
ー
ル
で
、
し
か
も
哲
学
・
科
学
・
藝
術
と
い
っ
た
領
域
的
区
別
に
は

囚
は
れ
な
い
と
こ
ろ
の
一
の
創
刊
を
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
提
案
し
て
み
る
。

　
こ
の
計
画
の
推
進
に
ま
つ
積
極
的
に
乗
り
出
し
た
の
が
フ
ィ
ヒ
テ
で
あ
り
、
彼
は
、
一
七
九
九
年
の
晩
秋
の
頃
、
促
進
の
た
め
わ
ざ
わ

ざ
イ
エ
ー
ナ
ま
で
シ
ェ
リ
ン
グ
を
訪
ね
て
み
る
、
か
ね
て
共
同
編
輯
老
に
豫
定
さ
れ
て
る
た
シ
ェ
リ
ン
グ
が
、
仕
事
の
都
合
で
い
っ
た
ん

は
計
画
の
延
期
を
希
望
し
た
も
の
の
、
翻
意
し
て
協
議
の
た
め
の
来
訪
を
請
う
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
1
か
う
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
う
じ
ん

の
年
の
暮
に
は
自
分
の
成
案
を
同
人
に
示
し
て
承
認
を
求
め
る
段
階
に
ま
で
漕
ぎ
つ
け
る
。
し
か
し
、
こ
の
折
角
の
草
案
も
、
さ
ら
に
そ

の
代
案
も
ま
た
、
何
処
か
ら
も
（
シ
ェ
リ
ン
グ
か
ら
さ
へ
も
）
積
極
的
応
答
が
得
ら
れ
な
い
、
彼
が
提
示
し
た
趣
意
そ
の
も
の
は
、
理
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

主
義
的
で
潔
癖
な
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
は
ら
ず
－
即
ち
、
ま
つ
哲
学
、
藝
術
、
科
学
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
明
確
な
理
念
を
ば
樹
立

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
、
つ
い
で
こ
れ
を
尺
度
と
し
て
時
代
の
思
潮
を
論
評
し
、
以
て
秩
序
と
静
誰
と
を
こ
の
知
的
無
政
府
状
態
の
中
へ
齎
ら
さ
う
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
は
ら
ず
、
で
あ
る
。

　
い
っ
た
い
ど
う
し
て
、
何
が
原
因
と
な
っ
て
、
彼
の
こ
の
訴
へ
は
、
い
は
ば
同
源
の
友
だ
ち
を
さ
へ
動
か
し
得
な
か
っ
た
の
か
。
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
ナ
　
ル
　
ビ
　
　

フ
ィ
ヒ
テ
の
構
想
で
は
、
新
論
評
誌
の
編
輯
同
人
た
ち
は
一
種
の
独
裁
的
君
主
亭
亭
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
み
た
、
つ
ま

り
、
副
編
輯
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
領
域
に
お
い
て
、
編
輯
主
幹
は
雑
誌
全
体
に
つ
い
て
、
投
稿
寄
稿
の
す
べ
て
に
対
し
、
採
否
は
も
と

よ
り
削
除
や
変
更
の
権
限
ま
で
も
無
制
限
に
与
へ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
み
た
、
従
っ
て
編
輯
主
幹
は
、
副
編
輯
者
の
決
定
に
対
し
て
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
か

へ
生
殺
与
奪
の
力
を
行
使
で
き
る
の
で
あ
る
、
し
か
も
、
こ
の
独
裁
的
編
輯
主
幹
の
地
位
に
フ
ィ
ヒ
テ
が
自
ら
を
擬
し
て
み
る
こ
と
は
明

瞭
で
あ
っ
た
。
グ
ル
ー
プ
に
共
通
の
共
和
主
義
的
感
情
が
、
こ
の
や
う
な
専
制
的
君
主
体
糊
に
も
、
い
さ
さ
か
無
邪
気
に
す
ぎ
る
自
薦
に

も
、
鋭
敏
に
反
早
し
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
の
で
あ
る
。
一
た
し
か
に
、
ラ
イ
ン
河
の
此
岸
で
も
、
革
命
の
終
り
が
、

そ
し
て
絶
対
的
な
も
の
へ
の
胎
動
が
、
こ
の
や
う
に
既
に
始
ま
っ
て
は
み
た
、
し
か
し
、
こ
の
知
的
無
政
府
状
態
が
新
し
い
体
系
の
中
へ

、
切
ら
が

争
ひ
が
た
く
収
拾
さ
れ
て
ゆ
く
ま
で
に
は
、
な
ほ
暫
く
の
あ
ひ
だ
、
相
対
の
中
で
の
労
苦
が
忍
ば
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
、
つ
ま
り
、
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ひ

三
号
雑
誌
の
洪
水
は
い
ま
少
し
退
く
こ
と
は
な
い
で
あ
ら
う
。
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
②
　
一
八
○
○
年
五
月
、
『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
』
を
つ
い
先
日
完
成
し
た
ば
か
り
の
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
か
の
う
イ
ソ
ホ
ル
ト
が
ヤ

コ
ー
ビ
、
バ
ル
デ
ィ
リ
と
結
ん
で
、
バ
ル
デ
ィ
リ
説
の
広
場
と
し
て
雑
誌
を
ひ
と
つ
企
画
し
て
み
る
む
ね
を
耳
に
し
た
。
そ
れ
が
自
分
た

ち
の
思
弁
的
観
念
論
へ
の
新
し
い
攻
撃
に
な
る
こ
と
を
危
惧
し
て
、
彼
は
フ
ィ
ヒ
テ
に
、
「
非
哲
学
（
¢
嵩
臣
。
。
・
。
℃
冨
。
）
の
あ
の
新
し
い
形

　
　
　
　
カ
ソ
ブ
フ
ロ
ソ
ト

式
と
戦
ふ
最
前
線
し
を
急
遽
結
成
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
し
か
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
態
度
は
む
し
ろ
消
極
的
で
あ
っ
た
i
彼
は
既
に
他

の
可
能
性
を
摸
索
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
ん
ど
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
フ
ィ
ヒ
テ
を
追
ひ
か
け
る
番
で
あ
る
。
か
う
し
て
双
方
の
思

惑
が
な
か
な
か
噛
み
合
は
な
い
で
み
る
あ
ひ
だ
に
、
か
へ
っ
て
訣
別
の
日
が
来
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
③
　
シ
ェ
リ
γ
グ
も
フ
ィ
ヒ
テ
も
、
ど
ち
ら
も
、
相
手
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
、
自
分
の
論
評
誌
を
創
刊
す
る
う
へ
で
ど
ん
な
に
重
要

な
こ
と
か
、
そ
れ
は
知
り
ぬ
い
て
み
た
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
さ
う
い
ふ
戦
略
的
見
地
を
、
原
理
的
に
論
明
す
べ
き
問
ひ
が
顕
勢

化
し
て
来
た
管
簾
に
も
、
相
変
ら
ず
優
先
さ
せ
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
、
こ
れ
亦
両
者
と
も
、
到
底
な
し
え
な
い
所
で
あ
っ
た
。
（
そ

の
意
味
で
、
彼
ら
の
心
情
は
い
つ
れ
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
）
i
い
く
た
の
紆
鯨
曲
折
を
経
て
、
漸
く
両
者
共
編
の
新
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
た

評
誌
が
コ
ッ
タ
社
か
ら
刊
行
さ
れ
る
機
運
に
な
っ
て
来
た
［
八
○
○
年
十
一
月
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
礼
状
を
認
め
て
、
彼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

加
入
に
謝
意
を
表
は
し
た
、
し
か
も
そ
の
同
じ
書
簡
の
中
で
、
彼
は
知
識
学
に
或
る
根
本
的
な
疑
問
を
呈
す
る
の
で
あ
る
、
非
我
に
矛
盾

的
に
対
立
し
つ
つ
し
か
も
こ
れ
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
超
越
論
的
自
我
、
さ
う
い
っ
た
概
念
は
、
真
に
絶
対
的
な
絶
対
者
に
は
ふ
さ
は
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

く
な
い
の
で
は
な
い
か
、
観
念
論
よ
り
は
寧
ろ
反
省
哲
学
に
帰
属
す
べ
き
概
念
な
の
で
は
な
い
か
、
と
。
一
当
初
、
こ
の
論
議
を
調

停
す
る
こ
と
は
、
な
ほ
可
能
で
あ
る
か
の
や
う
に
見
え
て
み
た
。
た
と
へ
ば
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
そ
の
少
し
あ
と
で
、
更
に
ゲ
ー
テ
や
シ
ラ

ー
ま
で
も
参
画
さ
せ
よ
う
と
試
み
て
み
る
ほ
ど
で
あ
る
。
（
二
七
頁
の
書
簡
を
参
照
）
し
か
し
、
　
…
八
〇
一
年
五
月
、
つ
ひ
に
フ
ィ
ヒ
テ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め
ら
ひ

シ
ェ
リ
ン
グ
に
宛
て
て
協
力
関
係
を
批
判
的
に
清
幸
す
る
旨
の
手
紙
を
書
く
、
そ
し
て
長
い
躇
躇
の
の
ち
、
こ
れ
を
発
送
し
た
の
が
八

月
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
う
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
こ
こ
で
学
説
上
か
ら
も
先
輩
の
フ
ィ
ヒ
テ
よ
り
独
立
し
て
一
家
を
立
て
る
に
い

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
九
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

た
る
の
で
あ
る
。

　
ω
　
さ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
へ
の
・
彼
の
問
題
提
起
か
ら
こ
こ
に
い
た
る
ま
で
の
期
間
を
、
こ
ん
ど
は
ヘ
ー
ゲ
ル
を
中
心
に
し
て
見
直
し
て

み
よ
う
。
一
一
八
○
○
年
嵩
｛
月
と
い
へ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
に
み
て
、
遠
く
イ
一
一
ナ
に
思
ひ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
た

馳
せ
な
が
ら
旧
友
シ
ェ
リ
ン
グ
に
あ
の
や
う
に
打
ち
と
け
た
手
紙
を
認
め
て
み
る
時
点
で
あ
る
、
し
か
も
、
イ
エ
ー
ナ
に
来
住
し
た
彼
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
が
　
ひ

フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
哲
学
上
の
差
異
性
を
公
法
的
に
指
摘
し
た
所
謂
『
差
異
性
』
論
文
に
は
、
　
一
八
○
一
年
七
月
付
け
の
序
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

が
添
へ
ら
れ
て
る
る
。
し
て
み
る
と
、
こ
の
約
九
ヶ
月
間
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
は
、
ひ
と
り
の
偉
大
な
友
が
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
く
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
も
に
、
入
れ
代
り
に
、
同
郷
同
窓
そ
し
て
同
書
で
さ
へ
あ
る
旧
友
が
あ
ら
た
め
て
盟
友
に
な
っ
て
く
る
時
期
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
、
　
「
非
哲
学
」
と
の
対
決
を
主
眼
と
し
た
新
論
評
誌
を
、
フ
ィ
ヒ
テ
を
敏
い
た
ま
ま
で
も
刊
行
す
る
こ
と
を
決
心

し
た
と
き
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
名
が
共
同
編
輯
者
と
し
て
彼
の
念
頭
に
浮
ん
だ
の
は
、
ご
く
自
然
な
成
行
き
な
の
で
あ
っ
た
。
1
『
差
異
性
』

の
趣
旨
は
、
従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
の
独
創
性
の
こ
よ
な
き
理
解
者
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
平
素
の
往
来
な

ど
を
通
じ
て
、
こ
の
著
作
が
公
刊
さ
れ
る
前
か
ら
既
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
熟
知
す
る
所
で
あ
っ
た
ら
う
し
、
批
評
家
と
し
て
の
彼
の
力
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

も
、
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
が
斡
旋
し
た
・
ブ
ー
テ
ル
ヴ
ェ
ー
ク
の
著
書
へ
の
書
評
に
よ
っ
て
、
検
証
ず
み
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ざ

　
い
つ
ぼ
う
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
方
で
も
、
共
同
編
輯
へ
の
誘
な
ひ
に
即
応
す
る
だ
け
の
心
の
用
意
は
整
っ
て
み
た
、
い
な
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

彼
の
う
ち
に
も
と
も
と
存
在
し
て
み
た
・
言
論
活
動
へ
の
あ
の
遠
心
的
な
意
欲
、
時
代
の
子
に
な
ら
う
と
い
ふ
自
己
拡
張
的
志
向
は
、
こ

の
好
機
を
決
し
て
逸
せ
し
め
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
彼
は
、
教
授
資
格
取
得
試
験
（
国
餌
竃
ぎ
ぎ
H
ρ
）
に
お
け
る
公
開
討
論
（
望
。
・
o
守

け
註
呂
）
の
そ
の
前
日
に
、
前
日
で
あ
る
に
も
か
か
は
ら
ず
、
仕
上
げ
た
ば
か
り
の
前
記
の
書
評
を
発
送
す
る
ほ
ど
に
、
論
評
活
動
に
重
き

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

を
お
い
て
み
た
の
で
あ
る
。
i
か
く
し
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
お
よ
び
ヘ
ー
ゲ
ル
の
共
同
編
輯
の
も
と
に
、
『
哲
学
評
論
』
の
創
刊
号
が
書

店
の
店
頭
に
現
は
れ
た
の
は
、
一
八
〇
二
年
の
正
月
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
は
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
数
を
も
う
ひ
と
つ
ふ
や
す
こ
と
に
よ

つ
て
、
こ
の
三
号
雑
誌
の
氾
濫
を
終
ら
せ
よ
う
と
自
負
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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二
一
四
　
ω
　
こ
の
や
う
に
や
そ
の
成
立
経
過
を
ご
く
大
ま
か
に
辿
っ
て
見
た
だ
け
で
も
、
わ
れ
わ
れ
は
直
証
的
に
理
解
し
う
る
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
ポ
レ
じ
　
ミ
フ
シ
ュ

ら
う
一
『
哲
学
評
論
臨
が
、
そ
の
根
本
の
姿
勢
に
お
い
て
、
ま
つ
論
争
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
を
。
そ
れ
は
、
当
初
の
構

想
と
比
べ
る
な
ら
ば
、
た
し
か
に
、
実
現
す
る
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
、
両
輪
の
一
方
が
学
界
の
重
鎮
か
ら
無
名
の
新
任
講
師
に
交
替
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
ィ
ッ
セ
ソ
シ
ヤ
フ
ト

ま
た
そ
の
前
提
を
な
す
　
学
　
　
の
概
念
が
決
定
的
に
分
岐
す
る
、
と
い
ふ
や
う
な
変
貌
を
遂
げ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
本
来
の
意
図
に
お

い
て
は
、
即
ち
、
非
哲
学
に
対
し
て
み
つ
か
ら
宣
戦
し
最
前
線
に
立
っ
て
戦
ふ
と
こ
ろ
の
、
戦
ひ
の
た
め
の
文
書
で
あ
る
点
で
は
、
終

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
ル
ナ
じ
ル

始
一
貫
し
て
み
た
。
そ
れ
は
、
自
己
を
主
張
し
ぬ
く
た
め
の
論
評
誌
で
あ
っ
て
、
お
よ
そ
、
新
人
の
登
竜
門
で
あ
ら
う
と
し
た
り
、
対
立

者
双
方
に
公
正
に
発
言
さ
せ
る
非
党
派
性
を
志
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
論
争
的
戦
闘
的
と
い
ふ
点

で
は
、
イ
エ
ー
ナ
中
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
活
動
は
（
『
差
異
性
』
や
『
エ
ル
ラ
ン
ゲ
ソ
文
学
新
聞
』
で
の
書
評
を
も
含
め
て
）
、
彼
の
三
朝
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
は
ま
に
　
　
　
　
ラ
デ
ィ
カ
ル

で
あ
り
先
任
者
で
あ
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
そ
れ
を
数
段
上
回
っ
て
、
徹
底
的
で
あ
り
、
ま
た
執
拗
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
「
断
定
す
る
人
聞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

（
¢
ぎ
ぴ
q
鐙
ぎ
8
σ
q
。
駐
。
冨
層
鼠
・
田
警
）
」
の
熱
意
に
は
、
た
し
か
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
期
待
し
て
み
た
よ
り
以
上
の
も
の
が
あ
り
、
そ
の
舌

鋒
は
論
敵
に
対
し
酷
薄
を
き
は
め
、
間
≧
人
身
攻
撃
（
費
α
q
ロ
ヨ
窪
露
B
践
ぴ
。
日
ぼ
⑦
ヨ
）
に
さ
へ
お
よ
ん
で
み
る
。
そ
も
そ
も
い
ち
ば
ん
始
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
り
そ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

の
論
評
の
際
に
、
彼
は
、
仮
初
に
も
上
る
学
説
に
つ
い
て
論
ず
る
場
合
に
は
頭
位
と
和
気
と
を
以
て
（
℃
起
8
，
W
　
毎
嵩
防
馬
額
嵩
駄
袋
蕊
恥
　
画
嵩
　
ミ
帖
鳥
§
謡
）

行
ふ
の
が
適
切
で
あ
ら
う
、
と
い
ふ
ブ
ー
テ
ル
ヴ
ェ
ー
ク
の
提
案
を
、
こ
の
や
う
な
著
書
を
批
評
す
る
者
は
す
べ
て
喧
嘩
腰
に
な
ら
ざ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

を
え
な
い
の
だ
、
と
邪
樫
に
払
ひ
の
け
て
る
る
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。
（
≦
⑦
壇
婦
①
　
H
／
N
・
　
ω
“
　
り
㎝
　
　
　
　
　
　
　
　
噂
）

　
②
　
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
ほ
ど
戦
闘
的
で
は
な
か
っ
た
、
む
し
ろ
、
論
評
と
い
ふ
も
の
に
自
分
な
り
に
節
度
を
設
け
て
み
た
や

う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
へ
！
ゲ
ル
の
鋭
鋒
が
、
非
哲
学
に
だ
け
で
な
く
、
次
第
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
な
ど
自
分
の
友
人
に
ま
で
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

ん
で
ゆ
く
の
を
見
て
、
彼
が
い
さ
さ
か
当
惑
し
て
み
た
の
は
、
そ
の
実
例
で
あ
る
と
言
へ
よ
う
。
1
し
か
も
、
『
哲
学
評
論
』
に
対
す

る
彼
の
熱
意
そ
の
も
の
が
、
実
は
さ
ほ
ど
長
続
き
し
て
み
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
新
論
評
論
に
対
す
る
彼
の
貢
献
の
実
態
を
客
観
的
に
吟

味
し
て
み
る
と
、
歴
然
と
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
を
こ
こ
で
、
も
う
一
度
ブ
フ
ナ
ー
博
士
の
考
証
に
一
特
に
、
各
掲
載
論
文

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
つ

の
執
筆
者
は
誰
か
（
》
9
0
議
。
訂
津
）
、
ま
た
各
号
の
発
行
時
期
は
何
時
で
あ
っ
た
か
（
U
巴
禽
毒
σ
q
）
、
と
い
ふ
ふ
た
つ
の
問
題
に
つ
い
て
の
、

そ
の
慎
重
な
論
定
に
一
依
拠
し
な
が
ら
、
論
明
し
て
み
よ
う
。

　
第
二
巻
の
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
で
は
、
両
編
輯
老
は
、
執
筆
の
労
を
だ
い
た
い
平
等
に
分
ち
あ
っ
て
み
る
。
し
か
る
に
、
次
の
第
｛

巻
第
三
号
を
ば
殆
ど
自
分
ひ
と
り
で
手
が
け
た
に
も
拘
ら
ず
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
爾
後
一
転
し
て
、
第
二
巻
の
合
計
三
冊
（
約
三
四
〇
頁
）

に
賢
し
て
は
、
『
ダ
ン
テ
論
』
そ
の
他
わ
っ
か
二
八
頁
を
そ
の
第
三
号
に
寄
せ
た
に
す
ぎ
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
第
一
巻
第
三
号
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
信
と
知
』
の
み
を
載
せ
た
第
二
巻
第
一
号
よ
り
も
遅
れ
て
、
第
二
巻
の
第
二
号
と
同
時
に
、
一
八
〇
二
年
の
暮
に
頒
布
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
し

れ
た
の
で
あ
る
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
そ
の
印
刷
は
こ
の
年
の
秋
に
は
既
に
終
っ
て
み
た
模
様
で
あ
る
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

さ
う
な
る
と
、
『
哲
学
評
論
』
に
対
す
る
彼
の
実
質
的
貢
献
は
、
せ
い
ぜ
い
遅
く
ま
で
見
積
っ
て
も
、
剛
八
〇
二
年
の
秋
の
半
ば
に
は
（
第

一
巻
第
三
号
へ
の
執
筆
を
以
て
）
終
参
し
た
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
1
創
刊
以
後
お
そ
ら
く
ま
だ
十
ケ
月
に
も
な
ら
な
い
の
に
、
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ウ
ト
じ
ル
シ
ヤ
フ
ト

か
も
筆
頭
編
輯
者
の
寄
稿
が
、
で
あ
る
！
　
そ
し
て
結
局
、
彼
の
通
算
執
筆
量
は
、
か
の
執
筆
者
問
題
を
彼
に
最
大
限
に
有
利
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

る
や
う
解
釈
し
て
も
、
な
ほ
全
体
の
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
か
達
し
な
い
の
で
あ
る
。
彼
の
こ
の
や
う
な
梢
対
的
消
極
性
は
、
い
っ
た
い

何
に
基
因
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。

　
㈲
　
た
し
か
に
、
創
刊
号
の
時
点
で
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
こ
の
論
評
誌
に
積
極
的
で
あ
っ
た
、
そ
れ
に
疑
ひ
を
差
挿
む
余
地
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
っ
か
け

や
う
に
思
は
れ
る
。
i
前
述
の
や
う
に
、
そ
も
そ
も
新
論
評
判
の
創
刊
へ
彼
を
駆
り
立
て
た
直
接
の
切
掛
は
、
ラ
イ
ソ
ホ
ル
ト
が
新
雑

誌
の
刊
行
を
企
て
て
み
る
と
い
ふ
情
報
で
あ
っ
た
。
事
実
、
そ
れ
は
『
寄
与
』
と
名
付
け
ら
れ
て
、
一
八
〇
一
年
の
正
月
以
降
、
逐
次
、

世
に
出
は
じ
め
る
。
従
っ
て
、
『
哲
学
評
論
』
が
難
産
の
末
や
つ
と
誕
生
す
る
ま
で
の
、
そ
れ
か
ら
の
約
一
年
間
は
、
　
シ
ェ
リ
ン
グ
に
は

さ
ぞ
か
し
長
く
感
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
そ
の
せ
い
も
あ
っ
て
か
、
こ
の
創
刊
号
に
早
速
、
い
か
に
も
待
ち
か
ね
て
み
た
か
の
や
う

に
、
彼
は
、
対
話
篇
『
同
一
性
の
絶
対
的
体
系
と
、
最
近
の
（
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
的
）
二
元
論
に
対
す
る
そ
れ
の
関
係
と
に
つ
い
て
』
、
そ

し
て
そ
の
補
説
『
ツ
ェ
ッ
テ
ル
か
ら
ス
ク
ヴ
ェ
ン
ツ
へ
の
手
紙
』
を
掲
載
し
て
み
る
、
即
ち
、
第
一
巻
第
一
号
の
そ
の
壁
頭
で
、
彼
は
一
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気
呵
成
に
年
来
の
論
敵
と
対
決
し
た
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
、
そ
れ
は
、
『
哲
学
評
論
』
へ
の
彼
の
寄
稿
の
う
ち
で
も
最
も
長
篇
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

そ
れ
も
図
抜
け
て
長
い
論
文
の
公
開
で
あ
っ
た
。
1
し
か
し
、
こ
の
や
う
な
積
極
性
が
実
際
に
は
長
続
き
し
て
み
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
こ
に
は
相
当
の
事
情
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
1

　
　
　
　
　
か
ど
で

　
そ
れ
は
、
首
途
に
あ
た
っ
て
先
づ
力
作
を
発
表
し
た
た
め
に
、
か
へ
っ
て
、
目
的
の
大
半
を
既
に
達
成
し
て
し
ま
っ
た
か
の
や
う
な
安

堵
を
彼
自
身
が
覚
え
た
か
ら
な
の
だ
ら
う
か
。
つ
ま
り
、
懸
案
の
一
応
の
解
決
が
、
緊
張
の
爾
後
の
持
続
を
不
可
能
に
し
た
、
と
い
ふ
こ

と
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
あ
る
ひ
は
、
『
寄
与
』
の
実
態
は
、
彼
が
も
は
や
そ
れ
以
上
応
酬
し
反
撃
す
る
必
要
の
な
い
程
度
の
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
（
2
5
）

つ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
『
思
弁
的
自
然
学
雑
誌
』
が
こ
の
同
じ
一
八
〇
二
年
に
廃
刊
と
な
っ
た
経
過
に
気
を
奪
ら
れ
、
余
事
が
お
の
つ

と
消
極
的
に
流
れ
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
だ
が
、
『
哲
学
評
論
』
へ
の
彼
の
熱
意
が
薄
れ
て
い
っ
た
根
底
に
は
、
さ
う
い
ふ

心
理
的
可
能
性
や
対
社
会
的
諸
関
係
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
も
っ
と
本
質
的
で
内
面
的
な
、
い
な
、
寧
ろ
精
神
的
な
事
態
を
こ
そ
、
ま
つ
、

読
み
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
が
や

　
㈲
　
実
は
、
世
紀
が
あ
ら
た
ま
る
前
後
か
ら
の
こ
の
両
三
年
こ
そ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
学
才
が
、
燥
ぎ
出
で
つ
つ
そ
の
生
産
性
の
絶
頂

に
ま
で
登
り
つ
め
た
時
期
な
の
で
あ
る
。
『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
』
（
一
八
○
○
年
）
以
後
も
、
『
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
』
　
（
一
八
〇

一
年
）
、
『
ブ
ル
ー
ノ
』
（
一
八
〇
二
年
は
じ
め
）
、
そ
れ
に
『
思
弁
的
自
然
学
雑
誌
』
へ
の
論
文
数
篇
（
一
八
0
0
～
一
八
〇
一
年
）
が
遂
年
公

刊
さ
れ
て
、
知
的
世
界
の
話
題
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
一
八
○
二
年
の
夏
学
期
、
講
義
『
大
学
に
お
け
る
学
術
研
究
の
方
法
に
つ
い
て
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

は
野
し
い
聴
講
者
を
あ
つ
め
、
そ
の
反
響
に
気
を
よ
く
し
た
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
公
刊
の
た
め
の
仕
事
に
着
手
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

彼
は
、
積
極
的
表
出
を
次
々
に
迫
っ
て
く
る
哲
学
的
諸
理
念
を
、
自
分
の
中
へ
片
端
か
ら
迎
へ
い
れ
て
は
、
こ
れ
を
逐
唱
構
築
し
て
送
り

出
し
て
ゆ
く
創
造
的
産
出
の
ま
っ
た
だ
な
か
に
る
た
の
で
あ
っ
た
。
i

　
し
か
し
、
そ
の
や
う
に
い
は
ば
神
裸
に
捉
へ
ら
れ
て
る
る
も
の
に
と
っ
て
、
非
哲
学
と
の
戦
ひ
で
鏑
を
削
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
ど
こ
ま

で
又
い
つ
ま
で
意
義
を
持
ち
つ
づ
け
る
で
あ
ら
う
か
。
む
し
ろ
、
さ
う
い
ふ
超
越
的
な
活
動
を
言
下
に
体
験
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
い
よ
い

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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哲
学
研
究
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

よ
非
哲
学
の
ご
と
き
に
い
つ
ま
で
も
か
か
づ
ら
は
っ
て
お
れ
な
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
1
事
実
そ
の
方
向
に
、
創
刊
号
以
後

の
彼
が
傾
斜
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
の
ち
に
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
で
刊
行
さ
れ
た
『
科
学
的
医
学
年
報
』
（
一
八
〇
六
年
置
の
序
言
か
ら
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

十
二
分
に
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
其
所
で
彼
は
、
回
顧
し
展
望
し
且
つ
断
案
し
て
み
る
一
応
哲
学
な
い
し
反
省
の
文
化

が
一
国
の
精
神
的
中
継
に
ま
で
侵
入
す
る
や
う
な
事
態
は
、
痛
烈
な
反
撃
を
そ
れ
ら
に
加
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
防
ぎ
と
め
ら
れ
た
、
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
ナ
　
ル
　
ビ
　
　

つ
て
、
単
に
戦
ふ
（
論
評
す
る
）
だ
け
の
時
期
は
こ
こ
に
終
了
す
る
。
今
は
も
う
、
い
つ
ま
で
も
、
二
っ
て
の
無
政
府
状
態
の
そ
の
遺
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ど
も
と
争
っ
て
み
る
と
き
で
は
な
い
、
真
の
哲
学
の
地
歩
を
固
め
、
さ
ら
に
、
体
系
的
構
築
と
い
ふ
・
哲
学
の
本
来
的
課
題
に
向
っ
て
集

　
　
　
　
と
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

為
す
べ
き
秋
で
あ
る
、
と
い
ふ
ふ
う
に
。
一
従
っ
て
、
こ
の
や
う
な
状
況
判
断
の
も
と
に
、
彼
が
論
評
活
動
を
あ
へ
て
関
心
の
中
心
か

ら
周
辺
へ
後
退
さ
せ
て
い
っ
た
の
は
、
実
は
、
彼
の
精
神
的
生
産
が
い
よ
い
よ
最
高
潮
に
達
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
の
裏
返
し
の
表
現
に
他

な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
『
哲
学
評
論
』
を
刊
行
し
た
頃
の
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
「
（
非
哲
学
を
）
論
評
す
る
」
と
い
っ
て
も
、
本
質
的
に

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

は
や
は
り
、
そ
れ
を
既
に
、
自
分
の
体
系
の
積
極
的
構
築
と
い
ふ
・
い
っ
そ
う
大
き
な
文
脈
の
な
か
で
、
こ
れ
と
の
聯
関
に
お
い
て
、
理

解
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

　
㈲
　
そ
れ
故
、
彼
の
論
評
活
動
は
、
外
の
非
哲
学
か
ら
唐
突
に
挑
戦
さ
れ
て
、
彼
の
内
に
は
か
ら
ず
も
生
じ
て
き
た
可
能
性
で
は
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ほ

が
、
寧
ろ
、
体
系
へ
の
道
を
凹
く
す
る
た
め
の
論
評
で
あ
り
、
い
は
ば
顕
正
の
た
め
の
破
邪
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
決
し
て
、
そ
れ
だ
け
で

ひ
と
り
歩
き
を
し
て
単
に
論
評
の
た
め
の
論
評
と
な
る
や
う
な
形
式
的
可
能
性
で
は
な
く
、
自
分
が
帰
趨
す
る
先
を
心
得
て
み
る
活
動
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
レ
ド
ミ
フ
ン
ユ

あ
る
。
そ
の
口
調
が
い
か
に
論
争
的
で
あ
ら
う
と
も
、
そ
れ
は
、
否
定
に
否
定
を
継
い
で
何
か
を
定
立
し
ょ
う
と
す
る
誰
弁
と
も
、
ま
た
、

　
　
　
　
ひ
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
は

ひ
た
す
ら
他
人
の
挙
げ
足
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
を
エ
ト
ヴ
ァ
ス
と
去
る
似
而
非
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
も
、
何
の
関
係
も
な
い
。
一
だ

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

が
、
さ
う
い
っ
た
だ
け
で
は
未
だ
、
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
は
、
や
う
や
く
即
自
的
に
明
か
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
シ
ェ
リ

ン
グ
の
場
合
、
更
に
ど
の
や
う
に
対
自
化
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
ろ

　
⑥
前
述
の
や
う
に
、
彼
の
体
系
は
、
こ
の
時
期
に
は
も
は
や
、
単
な
る
形
式
的
可
能
性
の
段
階
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
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エ
ソ
ト
ヴ
ル
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
も

そ
れ
は
、
既
に
構
図
の
域
を
脱
し
て
、
い
ま
や
、
ま
の
あ
た
り
で
営
々
と
築
造
さ
れ
つ
つ
あ
る
・
現
実
的
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
文
脈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
ア
ザ
イ
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

の
展
開
に
は
、
彼
自
身
の
手
で
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
作
品
を
通
し
て
定
在
が
与
へ
ら
れ
、
形
象
が
具
は
り
つ
つ
あ
っ
た
。
思
想
的
塞
質

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

が
い
は
ば
現
に
現
実
の
中
で
対
自
化
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
こ
れ
に
対
し
、
論
評
の
ほ
う
は
、
『
哲
学
評
論
』
の
成
立
が
実
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
て
み
る
と
ほ
り
、
元
来
は
、
構
築
の
運
動
が
始
ま
っ
て
の
ち
、
外
か
ら
の
攻
撃
を
機
縁
と
し
て
、
こ
の
運
動
の
内
に
偶
発
し
た
受
身
の

可
能
性
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
自
分
だ
け
で
は
、
理
念
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
い
か
な
る
内
容
を
も
産
出
し
え
な
い
。
従
っ
て
、
体

系
の
対
自
化
（
即
ち
一
切
の
内
容
の
理
念
化
）
が
進
捗
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
論
評
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
論
評
と
し
て
の
対
自
性
（
つ
ま

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

り
構
築
に
対
し
て
の
自
立
性
）
を
失
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
も
し
仮
に
、
論
評
が
単
に
論
評
そ
の
も
の
と
し
て
、
そ
れ
故
、

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

体
系
と
は
別
個
の
可
能
性
と
し
て
、
構
築
聯
関
の
外
に
そ
れ
だ
け
で
（
た
と
へ
ば
論
評
専
門
誌
の
や
う
な
形
で
）
対
自
化
さ
れ
た
と
す
る

な
ら
ば
、
た
し
か
に
暫
く
は
、
論
評
の
た
め
の
論
評
が
成
立
し
て
み
る
か
の
や
う
に
見
え
る
で
あ
ら
う
が
、
さ
う
い
ふ
論
評
活
動
は
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
つ
が
ヘ

へ
っ
て
、
理
念
の
発
展
の
如
何
に
よ
っ
て
恣
い
ま
ま
に
い
つ
で
も
そ
の
存
立
を
覆
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
・
全
く
形
式
的
で
空
疎
な
可
能

性
に
転
落
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ら
う
、
こ
れ
に
内
容
を
供
給
す
る
道
が
す
べ
て
断
た
れ
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。
と
ど
の
つ
ま
り
、

シ
ェ
リ
ン
グ
で
は
、
論
評
の
活
動
は
、
対
自
化
し
つ
つ
あ
る
体
系
の
な
か
で
、
逆
に
非
対
自
的
に
な
っ
て
ゆ
く
い
つ
ぼ
う
の
可
能
性
で
あ

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

り
、
積
極
的
に
保
存
さ
れ
る
必
然
性
を
持
っ
て
る
な
い
。
と
い
ふ
の
は
、
論
評
を
論
評
と
し
て
は
尽
減
し
体
系
を
閉
ぢ
る
（
完
結
す
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ド

こ
と
こ
そ
、
論
評
の
極
致
と
も
考
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
、
蓋
し
、
外
に
は
蝋
切
取
合
は
な
い
や
う
な
、
つ
ま
り
問
説
法
の
可
能
性
を

構
造
的
に
含
ま
な
い
や
う
な
純
粋
自
己
同
一
性
の
体
系
を
提
示
す
る
こ
と
こ
そ
、
た
し
か
に
、
非
哲
学
を
論
評
す
る
完
平
な
方
法
に
な
り

え
よ
う
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ソ
ス
テ
ラ
チ
オ
ぱ
ソ

　
ニ
ー
五
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
こ
の
や
う
な
具
体
的
配
置
に
な
っ
て
み
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ

は
、
筆
頭
編
輯
者
を
遙
か
に
凌
ぐ
激
越
さ
で
、
非
哲
学
に
筆
訣
を
加
へ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
、
ど
う
な
っ
て
み
る
だ
ら
う
か
。
1
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

か
し
こ
の
発
問
は
同
時
に
、
い
ま
や
次
第
に
わ
れ
わ
れ
を
、
時
代
の
状
況
や
周
囲
の
他
者
か
ら
の
制
約
を
超
え
た
・
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
に
特

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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折
R
学
研
究
　
　
第
五
百
四
十
∴
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六

へ
　
　
　
へ

有
な
思
想
聯
関
の
中
へ
立
ち
入
ら
せ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
ω
　
論
評
活
動
を
構
築
の
聯
関
の
な
か
で
理
解
す
る
一
こ
の
大
筋
で
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
も
ヘ
ー
ゲ
ル
も
さ
し
て
異
な
る
所
は
な
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
じ
ド
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

た
。
し
か
し
、
こ
の
枠
組
（
理
解
の
即
自
態
）
に
基
い
て
の
、
契
機
の
配
列
な
い
し
そ
の
相
互
の
様
態
の
、
つ
ま
り
論
評
と
構
築
と
の
あ

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ひ
だ
の
、
そ
の
対
自
的
把
握
は
、
両
者
に
お
い
て
根
本
的
な
相
違
が
あ
っ
た
。
ど
の
や
う
な
、
又
な
に
ゆ
ゑ
の
相
違
で
あ
ら
う
か
。
一

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ふ
た
た
び
外
堀
の
方
か
ら
、
即
ち
具
体
的
状
況
の
方
か
ら
逐
次
理
解
を
詰
め
て
い
っ
て
み
よ
う
。

　
イ
ェ
ー
ナ
に
現
は
れ
た
ば
か
り
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
、
未
だ
、
自
分
自
身
の
作
品
と
し
て
客
観
的
に
提
示
出
来
る
や
う
な
著
述
が
i
所

　
ヘ
　
　
　
へ

謂
業
績
に
あ
た
る
も
の
が
1
何
ひ
と
つ
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
、
思
想
的
構
築
に
は
以
前
か
ら
着
手
し
て
み
た
も
の
の
、
こ
の
仕
事
は

他
の
輸
し
い
未
定
稿
や
抜
手
と
と
も
に
な
ほ
筐
底
に
と
ど
め
お
か
れ
て
る
た
一
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
捗
っ
て
み
た
か
は
容
易
に
窺
ひ
え
な

　
　
　
　
（
2
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

い
の
で
あ
る
が
。
つ
ま
り
、
彼
は
全
く
無
名
の
一
学
徒
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
教
授
資
格
取
得
の
考
試
を
さ
へ
済
ま
せ
て
み
な
い

立
場
で
も
あ
っ
た
。
さ
う
い
ふ
彼
に
と
っ
て
、
論
評
活
動
は
、
い
つ
れ
に
し
て
も
自
分
の
思
想
を
公
表
し
て
世
に
知
ら
れ
る
た
め
の
、

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
じ
め
て
の
機
会
な
の
で
あ
っ
た
、
非
哲
学
を
薙
ぎ
倒
す
こ
と
が
同
時
に
、
自
分
を
客
観
的
に
定
在
さ
せ
る
第
一
歩
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

1
し
か
し
、
も
し
も
彼
の
梅
想
し
て
み
た
体
系
が
、
問
答
法
の
可
能
性
を
本
質
的
に
含
む
や
う
な
構
造
に
な
っ
て
み
る
と
し
た
ら
、
非

哲
学
の
否
定
（
論
評
）
と
い
ふ
こ
の
芸
事
は
、
も
は
や
体
系
に
と
っ
て
偶
然
的
で
も
形
式
的
で
も
あ
り
え
な
い
で
あ
ら
う
。
t

　
②
　
し
か
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
馳
せ
参
じ
た
・
イ
エ
ー
ナ
の
観
念
論
者
－
浪
漫
主
義
者
陣
営
［
は
、
群
敵
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
鷹
揚
に
し

て
ゐ
ら
れ
る
や
う
な
、
安
泰
な
立
場
に
み
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
（
二
一
三
、
ω
）
論
敵
の
客
観
的
地
位
は
、
決
し
て
、
彼
ら
の
罵
署
雑
言

が
そ
の
ま
ま
的
中
す
る
ほ
ど
滑
稽
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
又
、
何
の
報
復
も
な
し
え
ぬ
ほ
ど
無
力
な
も
の
で
も
な
か
っ
た
、
従
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

へ
ー
ゲ
ル
は
、
業
績
や
肩
書
や
名
聞
な
ど
・
侍
み
う
る
い
か
な
る
防
楯
も
な
い
の
に
、
い
は
ば
実
弾
が
飛
び
交
ふ
実
戦
の
場
へ
、
い
き
な

り
自
己
を
投
じ
た
の
で
あ
る
。

　
あ
る
ひ
は
、
彼
が
旧
友
の
帷
幕
に
あ
へ
て
入
っ
た
の
は
、
た
と
へ
ば
大
樹
の
蔭
に
身
を
寄
せ
る
が
ご
と
く
、
こ
の
党
派
の
威
を
借
り
る
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い
な

た
め
で
あ
っ
た
の
だ
ら
う
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
こ
か
ら
高
配
当
を
あ
て
こ
ん
で
の
投
機
で
あ
っ
た
の
だ
ら
う
か
ひ
一
断
じ
て
、
否
、
で

あ
る
。
そ
の
や
う
な
媛
隔
卑
屈
の
心
術
ほ
ど
、
お
よ
そ
彼
に
も
当
時
の
教
養
人
士
に
も
無
縁
な
心
情
は
存
在
し
な
い
で
あ
ら
う
。
彼
が
、

い
か
に
不
敵
な
ま
で
に
、
自
分
の
独
立
性
を
意
識
し
て
み
た
か
。
一
説
の
『
差
異
性
』
論
文
の
う
へ
に
「
肥
え
た
大
き
な
蒼
蝿
」
が
【

匹
と
ま
り
、
「
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
彼
の
郷
国
か
ら
イ
エ
ー
ナ
へ
屈
強
な
戦
士
を
迎
へ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
も
亦
自
分
の
説
に
は
遠
く
及
ば
な
い

の
だ
と
、
驚
き
怪
し
む
公
衆
に
対
し
ふ
れ
ま
は
ら
せ
て
み
る
」
と
評
し
た
と
き
、
彼
は
憤
然
と
し
て
、
「
さ
う
い
ふ
報
告
を
発
し
た
者
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

言
ひ
か
た
を
ど
ん
な
に
穏
や
か
な
や
う
に
言
ひ
換
へ
て
見
て
も
、
嘘
吐
き
（
手
直
§
，
）
と
し
か
言
ひ
表
は
し
や
う
が
な
い
」
と
、
し
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

署
名
を
添
へ
て
ま
で
言
ひ
切
っ
て
み
る
。
（
芝
Φ
同
一
（
o
　
H
＜
甲
　
ω
．
H
⑩
O
）
－
『
哲
学
評
論
』
全
体
で
筆
墨
名
が
添
へ
ら
れ
た
の
は
、
た
だ
こ
の

一
箇
所
し
か
な
い
こ
と
、
そ
し
て
「
嘘
吐
き
」
と
い
ふ
罵
署
が
教
養
人
士
の
あ
ひ
だ
で
何
を
意
味
す
る
か
、
な
ど
を
考
へ
合
せ
た
と
き
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ
で
い
か
に
、
自
分
の
思
想
の
自
主
性
独
立
性
と
い
ふ
も
の
を
、
そ
れ
だ
け
は
譲
歩
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
最
後
の
も
の

と
し
て
護
り
ぬ
か
う
と
し
て
る
た
か
、
歴
然
と
し
て
み
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
故
、
彼
に
と
っ
て
、
論
評
と
は
ま
さ
し
く
自
己
の
存
在
を

賭
け
た
主
体
的
活
動
で
あ
り
、
余
技
で
も
副
業
で
も
な
か
っ
た
、
自
己
が
ま
つ
定
在
す
る
た
め
の
、
自
己
を
世
界
に
拡
張
す
る
た
め
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

真
摯
な
実
存
的
雪
投
な
の
で
あ
っ
た
。
1
わ
れ
わ
れ
は
か
く
し
て
、
彼
自
身
の
居
る
場
所
に
や
う
や
く
近
づ
い
て
き
た
や
う
に
思
は
れ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
㈲
　
そ
れ
故
、
『
哲
学
評
論
』
を
は
じ
め
と
す
る
イ
エ
ー
ナ
時
代
の
論
評
活
動
は
、
彼
に
と
っ
て
、
ま
さ
し
く
懸
命
の
一
所
を
意
味
し

た
の
で
あ
る
。
一
直
面
す
る
状
況
か
ら
し
て
す
で
に
、
彼
は
さ
う
覚
悟
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
た
し
か
に
、
彼
に
与
へ
ら

　
　
　
　
　
チ
ャ
ン
ス

れ
た
最
初
の
機
会
は
、
自
分
の
体
系
を
積
極
的
に
公
開
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
必
ず
し
も
彼
の
意
欲
の
す
べ
て
の
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
　
こ
は

向
を
満
た
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
自
己
の
無
名
性
を
も
顧
み
ず
さ
う
し
て
手
強
い
論
敵
を
屠
ら
な
け
れ
ば
、
知
的
世
界
に
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
い
げ

歩
を
得
る
こ
と
は
覚
束
な
か
っ
た
。
（
ω
）
1
加
ふ
る
に
、
内
外
い
つ
れ
の
方
向
を
意
欲
す
る
に
せ
よ
、
自
己
の
思
想
的
独
立
性
に
対

す
る
過
敏
な
ま
で
の
確
信
が
あ
っ
た
。
（
）
2
（
）
1

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
ニ
ル
ク

　
し
か
し
、
他
聞
に
対
し
て
論
評
を
い
か
に
主
体
的
に
遂
行
し
よ
う
と
も
、
自
分
自
身
の
思
想
体
系
を
い
ま
だ
客
観
的
に
作
品
と
し
て
公

表
し
て
み
な
い
以
上
、
さ
う
い
ふ
自
立
性
の
意
識
は
、
な
ま
じ
強
烈
で
あ
る
だ
け
に
却
っ
て
実
際
に
は
、
「
自
分
は
い
つ
だ
っ
て
ど
ん
な

思
想
よ
り
も
ず
っ
と
聡
明
な
の
だ
」
と
自
惚
れ
る
こ
と
か
ら
、
ど
れ
ほ
ど
も
隔
た
り
え
な
い
で
あ
ら
う
、
た
と
へ
他
方
で
真
理
追
求
へ
の

　
　
　
　
　
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

フ
ェ
ア
ジ
ッ
ピ
ザ
イ
ソ

熱
意
を
い
か
に
声
高
に
申
し
立
て
る
に
せ
よ
。
一
従
っ
て
、
さ
う
し
た
ひ
と
り
よ
が
り
に
陥
ら
な
い
た
め
に
は
、
つ
ま
り
、
い
か
な
る

　
　
　
　
　
　
　
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ッ
ヒ

内
容
の
思
想
を
も
直
ぐ
に
無
味
乾
燥
な
自
我
と
取
替
へ
る
や
う
な
自
己
満
足
に
堕
さ
ぬ
た
め
に
は
、
論
評
は
、
そ
れ
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
現
在

の
立
場
に
可
能
な
限
り
で
の
論
評
は
、
ど
う
い
ふ
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
ら
う
か
。
一
お
そ
ら
く
は
、
非
哲
学
の
か
か
る
諌
伐
そ
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

が
、
実
は
す
で
に
溝
築
の
起
始
で
あ
り
一
端
で
あ
り
、
お
の
が
体
系
全
体
と
必
然
的
聯
関
を
な
し
て
み
る
や
う
な
場
合
に
限
り
、
そ
れ
故
、

　
　
　
　
　
　
　
デ
ィ
ア
レ
ダ
テ
ィ
ッ
シ
ニ

体
系
が
本
質
的
に
問
答
法
的
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
そ
れ
は
独
善
独
尊
へ
の
転
落
を
免
れ
う
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
そ
し
て
、
彼
の
論
評
活
動
が
事
実
さ
う
い
ふ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
若
干
の
テ
キ
ス
ト
の
外
面
的
構
成
や
、
あ
る
ひ
は
論
評
活
動
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
も
の
の
動
静
か
ら
す
で
に
窺
ひ
う
る
所
な
の
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
、
『
差
異
性
駈
に
お
い
て
は
、
暫
学
の
理
念
の
提
示
と
非
哲
学
の
破

擢
と
が
岡
じ
論
文
の
中
で
同
時
に
遂
行
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
彼
が
そ
の
文
筆
活
動
の
発
端
に
お
い
て
早
く
も
、
論
評
と

溝
築
と
を
同
じ
文
脈
の
な
か
に
結
合
し
て
考
へ
て
る
た
こ
と
へ
の
何
よ
り
の
証
左
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
両
老
の
必
然
的

聯
関
を
更
に
い
っ
そ
う
直
観
的
に
提
示
し
て
み
る
の
は
、
『
哲
学
評
論
』
へ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
寄
稿
内
容
が
、
第
二
巻
第
一
号
（
『
信
と
知
』

の
一
篇
の
み
を
掲
載
し
た
こ
の
号
は
、
一
八
〇
二
年
七
月
下
旬
に
刊
行
さ
れ
た
）
を
境
と
し
て
、
非
哲
学
の
論
評
か
ら
一
種
の
体
系
的
叙

述
に
転
じ
た
、
と
い
ふ
事
態
で
あ
る
。
と
い
ふ
の
は
、
第
二
巻
の
第
二
号
お
よ
び
第
三
号
は
、
そ
れ
ぞ
れ
全
頁
お
よ
び
約
三
分
の
二
の
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

数
を
用
ひ
、
『
自
然
法
の
学
的
な
取
扱
ひ
か
た
に
つ
い
て
』
（
薫
①
芽
①
H
〈
…
ω
●
障
刈
～
幽
。
。
㎝
）
を
連
載
し
て
み
る
が
、
こ
の
論
文
の
基
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
ち
ょ
う

は
、
あ
る
特
定
の
主
題
（
自
然
法
）
を
み
つ
か
ら
も
積
極
的
に
論
究
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
も
は
や
非
哲
学
の
贋
懲
と
い
ふ
否

定
性
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
、
し
か
も
、
そ
の
前
号
の
『
信
と
知
臨
に
お
い
て
、
論
評
は
遂
に
、
論
評
さ
る
べ
き
形
態
の
す
べ
て
に

及
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
評
と
し
て
は
完
結
し
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
事
態
は
、
論
評
は
そ
の
働
ら
き
（
即
ち
否
定
）
を



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
の
つ
か
ら
（
つ
ま
り
必
然
的
に
）
構
築
の
端
緒
に
転
ず
る
、
と
い
ふ
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
だ

ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
一
か
く
の
如
き
必
然
性
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
で
あ
る
、
即
ち
両
者
の
対
自
態
で
あ
り
、
体
系
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
が
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

る
双
方
の
具
体
的
配
置
で
あ
る
。
そ
れ
は
又
、
彼
と
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
差
異
性
で
も
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
事
態
に
対
す
る
・
彼
に
特
有

へな
関
は
り
方
で
あ
り
理
解
態
度
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
時
代
の
状
況
や
共
同
の
旧
友
に
さ
へ
制
約
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
心
的
聯
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
ニ
ル
ク

の
起
伏
や
方
向
を
規
定
し
て
仕
事
に
ま
で
表
現
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
、
彼
自
身
の
主
体
性
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
根
底
を
全
く
異
に
す
る
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き

拘
ら
ず
、
シ
ェ
リ
ン
グ
と
同
じ
く
彼
の
場
合
に
も
や
は
り
、
論
評
す
る
だ
け
の
時
期
は
過
ぎ
講
築
の
秋
が
来
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
又
、
そ
の
時
が
熟
す
る
ま
で
彼
を
論
評
に
熱
中
せ
し
め
た
の
も
、
ま
さ
に
同
じ
こ
の
主
体
的
根
源
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
一

　
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
つ
ひ
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
時
代
の
状
況
や
社
会
的
対
人
的
関
係
な
ど
に
も
は
や
煩
は
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
彼
に
特

有
の
仕
方
で
（
主
体
的
に
）
自
分
の
意
欲
を
限
定
し
つ
つ
あ
る
場
所
に
辿
り
着
い
た
か
の
や
う
に
思
は
れ
る
。
も
し
さ
う
だ
と
し
た
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

今
こ
そ
わ
れ
わ
れ
は
安
ん
じ
て
、
彼
の
さ
う
い
ふ
活
動
の
そ
の
思
想
的
根
拠
を
自
体
的
に
問
ひ
は
じ
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
、
即

ち
、
理
念
的
聯
関
の
対
自
化
に
着
手
し
て
も
も
う
差
支
へ
な
い
で
あ
ら
う
。

三
　
論
評
の
理
念
と
完
成

39

　
三
一
一
　
か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
今
こ
こ
に
ゑ
が
き
出
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
像
は
、
勿
論
い
ま
だ
素
描
の
域
を
出
な
い
け
れ
ど
も
、
も

　
　
ト
　
テ
ソ
マ
ス
ケ

は
や
死
　
　
面
の
ご
と
く
無
表
情
で
も
無
感
覚
で
も
な
い
、
そ
れ
は
寧
ろ
、
三
筋
も
の
生
聯
関
が
そ
こ
か
ら
発
出
し
又
そ
こ
に
帰
趨
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
ベ
ソ
ス
ア
イ
ソ
ハ
イ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
ば
し

と
こ
ろ
の
、
い
は
ば
生
の
統
一
に
他
な
ら
な
い
。
即
ち
、
そ
れ
は
ま
つ
、
内
的
構
築
を
暫
時
控
制
し
て
ま
で
も
知
的
世
界
へ
送
り
出

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

よ
う
と
す
る
外
向
的
意
欲
の
そ
の
主
体
で
あ
る
、
し
か
も
第
二
に
、
時
代
の
状
況
や
人
間
関
係
の
渦
の
た
だ
中
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
論

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

評
活
動
を
実
存
的
企
投
に
ま
で
変
様
さ
せ
て
る
る
や
う
な
独
立
不
騰
の
主
体
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
れ
を
通
じ
て
更
に
、
実
は
、
自
分
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
体
系
を
お
の
つ
と
勧
請
し
つ
つ
あ
る
精
神
的
個
性
で
も
あ
る
。
1
従
っ
て
、
彼
自
身
が
居
る
こ
の
場
所
で
こ
そ
、
論
評
一
般
に
対
す

る
彼
の
把
握
を
そ
れ
自
体
と
し
て
（
理
念
的
に
）
問
ひ
う
る
し
、
ま
た
問
は
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
、
彼
の
論
評
活
動
の
理
念
的
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
理
解
す
る
た
め
に
は
。
一
以
下
、
ま
つ
、
彼
自
身
の
論
評
理
解
を
、
『
哲
学
評
論
』
第
二
二
歩
補
号
の
こ
ろ
ま
で
の
、
特
に
論
評
的

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鈴
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

な
論
評
の
時
期
（
就
中
、
『
差
異
性
』
『
論
評
の
本
質
』
『
常
識
と
哲
学
』
お
よ
び
『
懐
疑
論
と
哲
学
』
、
更
に
は
『
信
と
知
』
な
ど
）
を
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

礎
と
し
て
、
対
自
化
し
て
み
よ
う
、
し
か
も
彼
自
身
に
お
け
る
こ
の
思
想
聯
関
こ
そ
、
彼
に
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
同
伴
連
挟
を
決
意
さ
せ
た

当
の
根
拠
で
も
あ
る
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ル
シ
ャ
イ
ス
ソ
ク

　
三
－
二
〔
哲
学
の
理
念
〕
ω
理
性
は
絶
対
者
の
現
　
象
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
絶
対
老
と
同
様
、
永
遠
に
自

己
同
一
的
で
あ
る
。
自
分
の
さ
う
い
ふ
本
質
を
認
識
す
る
窪
で
に
い
た
っ
た
と
き
、
理
性
は
真
の
哲
学
を
産
出
す
る
。
し
か
る
に
、
理
性

が
そ
の
や
う
に
た
だ
ひ
と
つ
の
理
性
で
し
か
あ
り
え
な
い
、
と
す
れ
ば
、
生
み
出
さ
れ
た
哲
学
の
そ
の
本
質
も
端
的
に
ひ
と
つ
で
あ
り
、

　
　
カ
テ
ゴ
　
リ
ッ
シ
ュ

且
つ
断
言
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
か
う
い
ふ
真
な
る
哲
学
の
そ
の
課
題
も
そ
の
解
決
も
、
本
質
的
に
は
ど
ん
な
時
代
に

お
い
て
も
ひ
と
つ
で
あ
り
間
一
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
内
的
本
質
に
関
し
て
は
、
哲
学
に
は
、
進
ん
で
み
る
と
か
遅
れ
て
み
る
と

か
、
あ
る
ひ
は
次
第
に
改
良
さ
れ
て
ゆ
く
、
と
か
い
っ
た
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
い
か
な
る
哲
学
も
、
真
の
哲
学
で
あ
る
限
り
、
芸
術
三

面
の
や
う
に
全
体
性
（
理
念
）
を
内
に
含
み
、
自
分
の
中
で
完
結
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
哲
学
史
は
、
だ
か
ら
永
遠
に
一
な
る
理
性
の
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

史
で
あ
る
。
一
そ
れ
故
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
や
う
な
理
念
的
提
示
に
従
へ
ぽ
、
真
な
る
哲
学
は
、
常
に
喜
一
一
8
。
喜
置
需
お
暮
冒
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
グ
ぢ
テ
ィ
ッ
ン
ユ

て
の
み
可
能
で
あ
り
、
定
説
的
な
展
開
を
し
か
許
さ
ぬ
も
の
と
な
る
で
あ
ら
う
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
　
　
か
た
き

　
②
　
こ
れ
に
対
し
、
観
念
論
の
敵
役
に
仕
立
て
ら
れ
た
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の
ほ
う
は
、
い
は
ば
歴
史
的
相
対
主
義
の
立
場
に
立
つ
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

あ
る
。
こ
の
イ
エ
ー
ナ
大
学
元
教
授
は
、
あ
る
哲
学
の
、
そ
の
哲
学
に
し
か
な
い
特
有
の
（
飢
m
匝
瑳
ヨ
一
ざ
び
）
見
解
と
い
ふ
も
の
に
ひ
ど
く

か
か
づ
ら
ひ
、
過
去
の
思
想
の
さ
う
い
ふ
特
有
性
を
ひ
た
す
ら
歴
史
的
に
学
習
す
る
こ
と
が
、
真
の
哲
学
に
到
達
す
る
た
め
の
心
行
演
習



41

に
な
る
、
と
い
ふ
。
つ
ま
り
、
ど
の
や
う
な
哲
学
を
も
み
な
、
そ
の
特
有
性
の
ま
ま
に
捻
く
り
回
し
て
し
か
も
自
分
の
立
場
へ
の
豫
行
演

習
に
変
へ
て
し
ま
は
う
、
と
い
ふ
態
度
が
彼
の
特
有
性
を
な
す
。
し
か
し
こ
の
意
図
を
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
お
の

つ
と
相
対
主
義
の
立
揚
を
逸
脱
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
ふ
の
は
、
彼
は
、
そ
の
た
め
に
哲
学
を
論
理
学
に
（
即
ち
認
識
作
用
の
形
式
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

問
ひ
に
）
変
換
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
、
超
越
論
哲
学
が
起
爆
さ
せ
た
哲
学
革
命
を
今
度
こ
そ
決
定
的
且
つ
最
後
的

に
終
ら
せ
よ
う
と
意
図
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
も
っ
と
も
、
さ
う
い
ふ
彼
自
身
が
こ
れ
ま
で
に
幾
度
と
な
く
（
毎
回
別
≧
の

や
り
方
で
）
哲
学
革
命
の
終
了
を
告
示
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
。
一

　
し
か
る
に
、
そ
の
や
う
に
、
認
識
の
基
礎
を
見
い
だ
し
・
こ
れ
を
究
め
る
の
だ
と
称
し
て
、
分
析
と
か
方
法
化
と
か
陳
述
な
ど
の
（
つ

ま
り
、
「
何
と
な
れ
ば
」
「
さ
う
な
る
と
」
「
そ
の
点
に
お
い
て
は
」
「
ど
の
程
度
ま
で
」
等
≧
の
）
、
そ
の
雑
踏
の
中
を
俳
徊
す
る
と
い
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ソ
ペ
ル

こ
と
一
そ
れ
が
彼
の
実
際
な
の
で
あ
る
一
は
、
そ
れ
は
実
は
、
前
述
の
歴
史
的
特
有
性
の
学
習
と
同
様
、
哲
学
の
本
堂
へ
赴
く
ま
へ

　
げ
　
じ
ん

に
外
陣
（
＜
o
島
o
h
）
で
徒
ら
に
珀
　
事
に
か
ま
け
て
み
る
こ
と
、
い
や
寧
ろ
、
哲
学
に
先
立
っ
て
哲
学
を
行
は
う
と
す
る
こ
と
、
に
ほ
か
な

ら
ぬ
。
換
書
す
れ
ば
、
ラ
イ
ソ
ホ
ル
ト
は
、
い
つ
ま
で
も
助
走
ば
か
り
し
て
み
て
、
哲
学
そ
の
も
の
へ
あ
へ
て
跳
び
こ
む
だ
け
の
度
胸
を

映
い
て
る
る
、
な
い
し
は
、
哲
学
そ
の
も
の
を
実
現
す
る
能
力
が
な
い
こ
と
を
自
分
で
も
告
白
し
な
が
ら
、
か
へ
っ
て
そ
の
中
に
慰
め
を

見
い
だ
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
に
お
い
て
は
、
豫
行
演
習
一
般
が
、
と
ど
の
つ
ま
り
は
、
認
識
を
小
心
翼
翼
と
し
て
基
礎
づ
け

る
形
式
論
が
、
哲
学
に
と
っ
て
代
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
1
さ
う
な
る
ぐ
ら
み
な
ら
、
あ
る
ひ
は
、
カ
ン
ト
、
そ
し
て
ブ
ー
テ
ル

ヴ
ェ
ー
ク
の
ご
と
く
、
懐
疑
論
老
に
乗
ぜ
ら
れ
な
い
た
め
に
、
哲
学
に
あ
ら
ざ
る
仮
哲
学
（
α
器
嘆
。
＜
尻
。
訪
。
冨
宰
ま
。
。
8
江
臼
窪
）
を
継
ぎ

　
　
　
は

合
は
せ
接
ぎ
合
は
せ
る
く
ら
み
な
ら
、
寧
ろ
、
稀
有
の
頭
脳
が
生
み
出
し
た
体
系
を
祖
述
す
る
ほ
う
を
、
も
し
く
は
、
懐
疑
論
老
の
ご
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
グ
マ
テ
ィ
ス
ム
ス

き
に
は
目
も
く
れ
な
い
で
、
盲
目
的
で
あ
ら
う
と
も
一
貫
し
徹
底
し
た
教
説
的
哲
学
に
味
方
す
る
ほ
う
を
、
選
択
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

（
ゼ
く
。
同
評
。
　
H
く
・
…
　
ω
“
　
O
①
）
－
と
い
ふ
の
も
、
こ
れ
ら
仮
哲
学
・
形
式
論
哲
学
は
、
真
理
を
愛
し
独
断
論
を
恐
れ
る
の
だ
と
言
ひ
な
が
ら
、

実
は
真
理
を
恐
れ
真
理
そ
の
も
の
へ
の
関
与
を
避
け
て
み
る
の
だ
か
ら
、
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
根
底
に
は
、
時
代
の
運
命
た
る
対
象
論

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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哲
学
研
究
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
レ
ム
ト

理
が
一
本
来
た
が
ひ
に
異
縁
な
・
主
観
対
自
と
客
観
対
自
と
を
、
た
だ
外
か
ら
形
式
的
に
結
合
す
る
だ
け
の
無
関
心
な
立
場
（
O
ζ
畠
－

σq

､
砕
苞
肉
簿
）
、
即
ち
反
省
（
菊
①
恥
の
呂
一
〇
⇔
）
が
1
潜
ん
で
み
る
の
で
あ
る
。

　
⑧
　
し
か
し
、
真
の
哲
学
は
、
真
理
に
向
っ
て
挺
身
し
肉
薄
す
る
こ
と
を
、
主
観
が
み
つ
か
ら
生
き
生
き
と
真
理
に
与
か
る
こ
と
を
、

要
求
す
る
。
し
か
も
そ
の
た
め
に
は
、
更
に
、
そ
れ
に
し
か
見
い
だ
さ
れ
な
い
と
い
ふ
や
う
な
特
有
な
も
の
固
有
な
も
の
を
、
す
べ
て
抹

殺
し
断
滅
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
さ
う
い
ふ
意
味
で
、
哲
学
に
到
達
す
る
に
は
、
捨
身
に
な
っ
て
突
入
し
て
ゆ
く
（
ω
凶
。
ゲ
ψ
8
愚
ω

需
巳
β
霞
器
ぎ
巨
霊
器
昌
）
一
。
。
居
。
。
（
身
体
）
は
特
有
性
の
総
和
と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
一
こ
と
が
、
換
言
す
れ
ば
、
自
分

の
偶
然
性
や
個
別
的
制
約
か
ら
自
由
に
な
り
絶
対
者
の
思
弁
に
没
入
し
き
る
こ
と
が
、
即
且
対
自
由
に
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
ま
さ
に
其
所
か
ら
、
哲
学
は
そ
の
必
嶺
然
的
真
理
を
説
き
起
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
絶
対
者
（
即
ち
主
観
と
客
観
と
の
絶
対
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

同
一
性
）
を
ば
、
超
越
論
的
直
観
と
反
省
と
を
統
一
す
る
思
弁
知
の
立
場
に
お
い
て
、
意
識
に
対
し
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
、
思
弁
哲
学
と

し
て
の
み
可
能
で
あ
る
、
即
ち
、
哲
学
の
課
題
は
、
分
裂
と
は
即
ち
絶
対
者
の
現
出
で
あ
る
こ
と
を
絶
対
者
の
中
で
、
有
限
と
は
即
ち
無

　
　
　
　
　
レ
　
ペ
ソ

限
と
同
じ
く
生
で
あ
る
こ
と
を
無
限
者
の
中
で
、
現
実
に
確
定
し
て
ゆ
く
こ
と
な
の
で
あ
り
、
さ
う
い
ふ
内
容
に
お
い
て
は
常
に
同
一

な
の
で
あ
る
。

　
ω
　
し
か
る
に
、
ま
さ
に
こ
の
思
弁
性
の
故
に
こ
そ
、
哲
学
は
、
対
立
お
よ
び
制
限
を
究
極
の
も
の
と
見
倣
す
悟
性
の
立
春
に
、
更
に

常
識
の
立
場
に
対
立
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
い
な
、
寧
ろ
そ
れ
ら
に
対
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
哲
学
は
哲
学
で
あ
り
う
る
、
従
っ
て
、

哲
学
が
開
示
す
る
世
界
は
、
常
識
と
の
関
係
に
お
い
て
は
即
且
対
自
的
に
顯
倒
し
た
世
界
な
の
で
あ
る
。
一
し
て
み
る
と
、
哲
学
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
に
ベ
ル

の
本
性
上
、
秘
教
的
（
o
。
・
0
8
ユ
。
。
o
ず
）
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
は
決
し
て
俗
衆
向
け
に
な
り
え
な
い
、
ま
た
啓
蒙
の
や
う
に
、
俗
衆

の
た
め
に
何
か
を
調
合
し
た
り
調
製
し
た
り
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
、
そ
れ
は
さ
う
し
て
ま
で
自
分
の
晶
性
を
卑
め
て
は
な
ら
な
い
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
ヒ
ト

あ
る
。
そ
れ
故
、
最
も
真
正
な
哲
学
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に
な
る
や
う
な
も
の
で
は
な
い
。
た
と
へ
真
正
な
哲
学
で
あ
っ
て
一
般
化
し
た
や
う

な
も
の
が
あ
る
、
と
し
て
も
、
そ
れ
の
｝
般
化
し
て
み
る
面
は
実
は
非
哲
学
的
な
側
面
な
の
で
あ
る
、
そ
の
哲
学
の
中
に
真
に
哲
学
的
な
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も
の
を
見
出
す
た
め
に
は
、
非
「
般
性
の
面
を
こ
そ
探
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
に
非
一
般
性
こ
そ
、
真
正
の
哲
学
に
帰
属
す
べ
き

賓
辞
で
あ
り
、
ま
た
、
あ
る
哲
学
を
推
奨
し
う
る
か
い
な
か
の
根
本
基
準
な
の
で
あ
る
。
一

　
ま
さ
に
以
上
の
ご
と
き
本
質
諸
規
定
（
）
）
－
～
4
（
（
）
こ
そ
、
統
…
さ
れ
て
理
念
に
ま
で
結
晶
し
、
こ
の
時
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
、
「
哲
学
」
と

し
て
理
解
さ
れ
て
み
た
所
の
も
の
な
の
で
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
論
評
活
動
を
遂
行
す
る
う
へ
で
彼
の
思
想
的
根
拠
と
な
っ
た
理
念
聯
関

で
あ
る
。
一
そ
れ
で
は
、
こ
の
や
う
な
理
念
聯
関
に
お
い
て
は
、
論
評
の
本
質
は
、
ど
の
や
う
に
規
定
さ
れ
る
で
あ
ら
う
か
、
論
評
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

理
念
的
に
は
い
か
な
る
活
動
で
あ
る
べ
き
だ
ら
う
か
。

　
三
i
三
　
〔
論
評
の
本
質
〕
す
べ
て
、
論
評
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
れ
故
、
哲
学
の
こ
の
や
う
な
理
念
に
訴
へ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ

の
も
と
に
包
摂
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
従
っ
て
、
哲
学
的
論
評
は
、
ω
　
理
念
を
敏
く
も
の
に
対
し
て
は
、
拒
否
す
る
の
み
で
あ
る
、
換

言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
理
念
に
仕
へ
る
も
の
と
理
念
を
峡
く
も
の
と
の
あ
ひ
だ
の
い
か
な
る
肯
定
的
関
係
を
も
完
全
に
粉
砕
す
る
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
　
レ
　
　
ム
　
ト

論
評
は
、
非
哲
学
に
対
し
て
は
異
質
異
縁
な
法
廷
と
し
て
臨
み
、
そ
の
も
の
に
、
君
は
他
の
何
も
の
で
あ
り
え
よ
う
と
も
哲
学
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
は
出
来
な
い
の
だ
、
と
一
方
的
に
宣
告
し
、
か
く
し
て
か
れ
非
哲
学
に
お
の
が
空
し
さ
を
告
白
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
②
　
し
か
し
、
理
念
が
多
少
と
も
そ
の
中
に
認
識
さ
れ
る
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
思
想
に
対
し
て
は
、
論
評
は
、
い
か
な
る
態
度
を
と
る

べ
き
で
あ
ら
う
か
。
1
ω
真
な
る
哲
学
に
お
い
て
は
、
藝
術
作
品
の
場
合
の
や
う
に
、
理
念
と
そ
れ
の
客
観
的
展
示
（
U
価
邑
巴
最
σ
q
）

と
が
合
致
し
て
み
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
こ
の
思
想
が
自
由
な
個
人
に
よ
っ
て
個
性
的
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
は
し
な
い
、
従
っ

て
理
性
は
当
該
思
想
の
個
性
的
表
出
の
中
に
、
自
分
の
と
同
じ
・
生
き
た
理
念
的
本
質
を
直
観
し
、
こ
れ
を
享
受
す
る
の
み
で
あ
る
。
理

性
が
理
性
自
身
を
、
理
念
が
理
念
自
身
を
認
識
す
る
こ
の
場
合
、
本
来
の
意
味
で
の
論
評
関
係
は
成
立
し
な
い
で
あ
ら
う
。
一
㈹
　
ま

た
、
理
念
が
そ
の
中
に
現
前
し
て
み
る
に
し
て
も
、
学
的
体
系
と
い
ふ
客
観
性
に
到
達
し
て
み
な
い
ど
こ
ろ
か
、
た
だ
素
朴
に
片
言
隻
句

を
以
て
表
出
さ
れ
て
み
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
さ
う
い
ふ
思
想
は
、
思
惟
に
よ
つ
て
広
く
な
り
又
深
く
な
る
こ
と
を
斥
け
る
・
あ
の

ヘ
　
　
　
へ

美
魂
の
い
は
ば
複
製
で
あ
っ
て
、
美
魂
と
同
様
空
虚
で
あ
る
、
従
っ
て
学
的
に
論
評
す
る
ほ
ど
の
意
味
は
そ
れ
に
は
無
い
。
一
㈲
　
そ

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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四
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
へ

れ
故
、
哲
学
的
論
評
が
、
ω
の
や
う
に
単
に
断
罪
的
に
臨
む
の
で
は
な
く
、
積
極
的
に
立
向
っ
て
理
念
の
現
出
の
仕
方
や
程
度
や
範
囲
を

明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
理
念
の
具
体
的
展
開
の
な
か
に
、
自
由
な
個
性
に
は
非
ざ
る
・
主
観
性
や
制
限
性
が
混
入
し
て
来

て
理
念
の
輝
き
を
曇
ら
せ
て
み
る
や
う
な
思
想
の
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
を
少
し
く
敷
術
し
て
み
よ
う
。
一

　
こ
の
場
合
（
②
の
㈹
）
に
も
、
し
か
し
、
論
評
は
結
局
、
そ
の
対
象
に
否
定
的
に
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
、
理
念
の
現
実
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
有
限
な
主
観
性
・
制
限
性
が
並
立
す
る
こ
と
を
許
す
筈
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
㈲
　
論
評
は
先
づ
、
理
念
を
曇
ら
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ォ
ル
ム

み
る
も
の
を
払
拭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
な
い
し
は
、
理
念
自
体
の
内
発
的
な
力
が
そ
の
最
高
の
形
相
に
ま
で
突
き
進
ん
で
ゆ
か
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
や
じ
レ

し
て
み
る
の
に
、
こ
れ
に
あ
く
ま
で
日
の
目
を
見
さ
せ
ま
い
と
す
る
殼
を
、
打
ち
割
り
打
ち
砕
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
㈲
　
さ
ら
に
、
有

限
性
へ
の
逃
避
な
い
し
執
着
t
理
念
を
明
確
に
認
識
し
て
み
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
厳
し
さ
を
避
け
、
個
別
的
主
観
性
を
何
と
か
失
ふ

ま
い
と
す
る
・
理
念
へ
の
弱
々
し
さ
一
に
対
し
て
は
、
有
限
性
へ
の
そ
の
言
ひ
逃
れ
を
あ
ば
き
た
て
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
㈲
　
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ニ
　
ル

論
評
が
い
ま
現
実
の
問
題
と
し
て
、
特
に
密
着
す
べ
き
は
、
通
俗
哲
学
の
流
儀
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
し
か
に
偉
大
な
理
念
的
体
系
と
同

じ
言
葉
を
口
に
し
て
み
る
の
だ
が
、
実
は
中
身
の
な
い
空
虚
な
多
弁
に
過
ぎ
ぬ
。
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
は
空
虚
で
あ
る
だ
け
に
却
っ
て
、

み
ん
な
に
分
り
易
い
と
い
ふ
利
点
を
持
つ
。
の
み
な
ら
ず
、
蕊
の
な
い
葵
が
こ
ん
な
に
も
沢
山
あ
る
と
は
誰
も
信
じ
に
く
い
の
で
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ル
ソ
ス
ト
　
　
　
ブ
ラ
フ
ト
ハ
イ
ト

は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に
な
る
に
つ
れ
、
権
威
に
さ
へ
も
成
る
。
（
「
啓
蒙
」
は
そ
の
…
例
で
あ
る
。
）
一
論
評
は
、
哲
学
の
厳
粛
さ
が
平
　
板

さ
に
変
じ
な
い
や
う
、
多
弁
の
雲
霧
を
一
掃
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
リ
テ
ィ
ミ
ク

　
そ
れ
故
、
以
上
の
や
う
な
分
析
を
綜
合
す
る
と
、
論
評
は
、
そ
の
主
要
対
象
に
対
し
て
も
、
つ
ま
り
、
理
念
と
主
観
性
又
は
制
限
性

と
の
混
澹
形
態
に
対
し
て
も
、
ふ
た
た
び
（
ω
の
場
合
と
同
様
）
、
否
定
的
に
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
と
い
ふ
の
は
、
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
論
評
は
、
自
分
自
身
（
即
ち
理
念
）
を
ば
尺
度
と
し
て
、
対
象
の
中
の
理
念
的
要
素
（
い
は
ば
隠
れ
た
自
己
9
旨
8
南
α
Q
。
）
は
評
価

し
肯
定
し
、
被
欄
限
的
要
素
は
こ
れ
を
拒
否
し
疑
斥
す
る
が
、
し
か
も
こ
の
両
要
素
の
混
瀟
な
い
し
合
成
こ
そ
、
こ
の
対
象
思
想
の
特
有

性
・
ユ
ニ
ー
ク
さ
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
論
評
の
徹
底
は
、
た
し
か
に
そ
の
対
象
を
そ
れ
の
唯
一
的
個
性
か
ら
外
へ
引
き
だ



・45

す
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
合
成
体
を
分
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
か
く
し
て
そ
の
も
の
に
死
を
齎
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

一
へ
ー
ゲ
ル
の
論
評
活
動
が
事
実
さ
う
い
ふ
否
定
的
本
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
、
『
信
と
知
』
に
お
け
る
カ
ン
ト
哲
学

へ
の
論
評
を
…
例
と
し
て
、
実
証
し
て
見
よ
う
。

　
③
　
へ
：
ゲ
ル
が
見
る
所
で
は
、
カ
ン
ト
の
中
に
も
思
弁
的
理
念
が
屡
≧
出
現
し
て
は
み
る
。
特
に
生
き
生
き
と
現
は
れ
て
る
る
箇
所

の
ひ
と
つ
は
、
統
覚
の
根
源
的
綜
合
的
統
一
を
、
産
出
的
構
想
力
（
即
ち
差
異
性
）
の
原
理
で
あ
る
と
同
時
に
悟
性
（
即
ち
統
一
）
の
原

理
で
あ
る
と
論
じ
、
か
く
し
て
直
観
と
悟
性
と
の
原
理
的
同
一
性
を
提
出
し
た
箇
所
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
カ
ン
ト
は
其
所
で
、
絶
対
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
　
フ
　
ヒ

で
根
源
的
に
綜
合
的
な
同
一
性
た
る
真
の
自
我
を
、
す
べ
て
の
表
象
に
た
だ
伴
ふ
だ
け
の
自
我
と
か
主
観
と
い
っ
た
抽
象
物
か
ら
、
つ
ま

り
多
様
に
対
立
す
る
・
悟
性
的
な
純
粋
自
己
同
一
性
か
ら
、
区
別
し
て
は
み
る
。
従
っ
て
、
カ
ン
ト
は
超
越
論
的
見
地
か
ら
、
そ
こ
を
更

に
一
歩
押
し
進
め
て
、
構
想
力
を
直
観
的
悟
性
で
あ
る
、
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
っ
た
ら
う
の
に
一
。
し
か
し
彼
は
、
自
分
の
思
惟
的
経

験
の
う
ち
に
、
理
性
の
理
念
と
理
性
の
現
象
た
る
認
識
能
力
と
の
ふ
た
つ
を
見
出
し
た
と
き
、
（
彼
の
本
性
が
さ
う
さ
せ
た
の
だ
が
）
直

観
的
自
発
性
を
選
ば
な
い
で
現
象
の
方
へ
踏
み
切
っ
て
し
ま
っ
た
、
つ
ま
り
、
真
に
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
は
純
粋
な
悟
性
的
同
一
性
の
方

で
あ
る
と
見
敬
し
た
、
そ
の
結
果
、
認
識
は
、
石
を
温
め
る
太
陽
の
ご
と
く
、
形
式
的
主
観
的
且
つ
外
面
的
同
一
性
を
し
か
実
現
で
き
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
、
折
角
の
思
弁
か
ら
、
反
省
の
立
場
に
逆
戻
り
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ら
う
か
。
一

　
し
か
る
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
遺
憾
の
念
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
所
で
あ
り
、
決
し
て
く
だ
し
て
欲
し
く
な
か
っ
た
所
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
思
想
的
決
定
こ
そ
、
ま
さ
に
、
カ
ン
ト
自
身
の
決
定
で
あ
り
、
カ
ン
ト
な
ら
で
は
の
選
択
で
あ
り
、
即
ち
彼
の
特
色
・
彼
の
個
性
を
な

す
も
の
な
の
で
あ
る
。
逆
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
評
が
示
唆
す
る
方
向
に
決
定
す
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
哲
学
に
と
っ
て
は
、
ま
が
ふ
か
た
な

き
精
神
的
自
殺
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
一
こ
の
一
例
が
明
示
し
て
み
る
や
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
哲
学
的
論
評
と
は
、
本
来
そ
の
対
象
を
そ
れ
自
体
と
し
て
は
否
定

へ
　
　
ヘ
　
ボ
レ
　
ミ
ク

す
る
論
争
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
非
理
念
的
な
も
の
を
た
だ
断
罪
す
る
た
め
の
法
廷
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
理
念
の
純
粋
な
自
己
同
一

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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四
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

性
に
基
づ
く
が
故
に
、
こ
の
立
場
を
実
体
的
理
念
の
立
場
、
よ
り
適
切
に
は
理
念
的
実
体
の
立
場
と
規
定
し
て
も
差
支
へ
な
い
で
あ
ら

う
。　

三
一
四
　
〔
論
評
の
徹
底
と
深
化
〕
　
ω
　
上
述
の
や
う
な
基
本
姿
勢
の
も
と
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
彼
の
法
廷
に
召
喚
し
た
対
象
は
、
主
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

的
に
名
指
し
た
も
の
だ
け
で
も
、
大
よ
そ
、
著
書
お
よ
び
雑
誌
に
十
点
、
思
想
家
に
十
二
名
を
数
へ
る
。
i
し
か
し
言
ふ
ま
で
も
な
く
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
論
評
の
尺
度
を
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
千
篇
一
律
に
、
た
だ
反
復
適
用
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
現
実
の
渦
の
た
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ

中
に
あ
へ
て
身
を
投
じ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
の
論
評
ぶ
り
は
、
た
し
か
に
最
初
暫
く
の
あ
ひ
だ
、
人
触
る
れ
ば
即
ち
斬
り
、
馬
触
る
れ
ば
即

ち
斬
る
、
の
勢
ひ
で
あ
っ
た
、
無
名
の
文
筆
家
で
あ
ら
う
と
大
家
で
あ
ら
う
と
、
何
の
手
心
も
手
加
減
も
加
へ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
、

哲
学
の
本
質
に
関
し
て
は
、
「
先
輩
も
後
輩
も
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
非
哲
学
な
い
し
通
俗
哲
学
・
流
行
哲
学
一
そ
の
多

く
は
折
衷
主
義
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
一
に
対
し
て
は
、
そ
の
饒
舌
を
思
ひ
き
り
打
ち
の
め
し
懲
ら
し
め
て
、
と
ど
ま
る
所
を
知
ら
な

い
。　

②
　
に
も
拘
ら
ず
、
彼
は
ま
た
他
方
で
は
、
そ
れ
と
は
著
し
く
異
質
な
思
惟
関
係
、
即
ち
そ
れ
ら
非
理
念
的
な
知
識
形
態
が
現
象
し
て

　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら

く
る
必
然
性
を
も
、
そ
の
論
評
活
動
の
最
初
か
ら
承
認
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
況
ん
や
、
理
念
不
在
の
空
虚
な
殻
で
は
な
く
、
理
念
が
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

約
さ
れ
つ
つ
も
す
で
に
実
質
と
し
て
進
入
し
て
来
て
み
る
や
う
な
思
想
に
つ
い
て
は
、
尚
更
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
彼
に
は
、
論
評
の
対
象

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

と
論
評
を
す
る
自
分
の
立
場
と
を
、
時
代
の
精
神
史
的
背
景
と
文
化
的
聯
関
の
広
が
り
と
か
ら
い
は
ば
立
体
的
に
把
握
す
る
視
点
が
、
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

念
的
実
体
の
立
場
と
は
別
に
、
も
う
す
で
に
取
得
さ
れ
て
み
た
。
従
っ
て
、
非
理
念
的
思
想
と
い
へ
ど
も
、
決
し
て
単
に
偶
発
し
た
仮
象

な
の
で
は
な
く
、
現
は
れ
る
べ
く
し
て
現
は
れ
て
来
た
・
時
代
の
子
で
あ
り
歴
史
の
必
然
的
所
産
な
の
で
あ
る
、
　
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は

　
べ
デ
ェ
ル
フ
ニ
ス

「
窮
乏
」
の
時
代
か
ら
生
ま
れ
て
「
反
省
し
（
カ
O
顕
O
×
卿
O
コ
）
の
文
化
に
帰
属
す
る
現
象
と
見
送
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
≦
費
冨

　
　
　
（
一
一
）

H
＜
…
ω
．
H
“
。
中
）
i

　
そ
れ
故
、
理
念
を
尺
度
と
し
て
、
あ
る
思
想
が
こ
の
尺
度
に
…
致
す
る
か
否
か
を
吟
輸
す
る
〉
と
い
ふ
態
度
は
、
そ
れ
が
右
の
や
う
な
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視
点
に
結
び
つ
い
て
多
く
の
思
想
の
う
へ
に
拡
大
さ
れ
適
用
さ
れ
る
場
合
、
実
際
に
は
、
こ
の
反
省
の
世
界
の
構
造
を
解
明
し
て
ゆ
く
方

法
に
転
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ら
う
、
理
念
に
一
致
し
な
い
多
く
の
思
想
が
ま
さ
に
一
致
し
な
い
限
り
に
お
い
て
逐
一
反
駁
さ
れ
て
ゆ

き
、
か
く
し
て
そ
れ
ら
が
理
念
に
　
致
し
な
い
共
通
の
根
拠
が
お
の
つ
と
発
見
さ
れ
る
で
あ
ら
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
論
評
が
次
第

に
進
展
し
て
つ
ひ
に
非
理
念
的
思
想
の
主
要
な
る
も
の
を
悉
く
尽
く
す
に
い
た
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
反
省
の
現
象
の
全
範
囲
に
お
よ
ん
だ

場
合
に
は
、
そ
の
時
こ
そ
、
理
念
の
純
粋
な
活
動
を
阻
ん
で
み
た
も
の
が
、
そ
の
根
源
か
ら
、
し
か
も
最
も
普
遍
的
な
本
質
に
お
い
て
顕

現
し
て
く
る
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
、
論
評
と
し
て
は
、
非
理
念
的
思
想
が
そ
こ
か
ら
た
え
ず
生
み
出
さ
れ
て
く
る
源
泉
を
、
こ
こ
で
一
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
め
ぐ

に
覆
滅
す
る
機
会
に
回
り
あ
ふ
こ
と
に
な
る
が
、
も
し
さ
う
い
ふ
廃
棄
に
即
且
対
自
的
に
成
功
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
又
、
論
評
の
完
成

と
な
り
完
結
と
な
る
で
あ
ら
う
、
論
評
は
そ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
そ
の
つ
ど
経
験
的
に
遭
遇
し
て
き
た
い
ち
い
ち
の
非
理
念
的
思
想
に
最

早
煩
は
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
、
い
か
な
る
非
哲
学
や
半
哲
学
が
今
後
現
は
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
へ
の
対
応
は
す
で
に
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ュ
ピ
　
ル

理
的
に
完
了
し
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。
1
し
か
も
、
事
実
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
評
活
動
は
、
決
し
て
単
に
無
目
的
な
遊
び
で
は
な
く
、
そ

の
や
う
な
目
標
点
に
向
っ
て
内
在
的
必
然
的
に
駈
り
立
て
ら
れ
て
い
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
彼
の
活
動
の
さ
う
い
ふ
必
然
的
進
行
が
一

そ
れ
は
、
だ
か
ら
最
早
当
初
の
頃
の
や
う
に
出
会
ひ
が
し
ら
の
抜
打
ち
で
は
な
く
、
目
的
秩
序
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
み
る
一
反
省
世
界

の
ど
の
や
う
な
構
造
と
実
質
と
を
開
示
す
る
に
い
た
っ
た
か
、
ま
つ
そ
れ
を
、
彼
み
つ
か
ら
が
概
括
し
た
『
信
と
知
』
を
基
礎
に
略
述
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

て
み
よ
う
、
こ
こ
に
内
蔵
さ
れ
て
み
る
爾
他
の
重
要
問
題
を
暫
時
後
回
し
に
し
て
で
も
。

　
③
　
当
代
の
文
化
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
主
観
性
（
ω
昌
オ
甑
く
譲
け
）
と
い
ふ
・
世
界
精
神
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
北
部
に
樹
立
し
た
強
力
な

原
理
で
あ
る
。
i
宗
教
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
原
理
と
し
て
作
用
し
て
み
る
。
作
品
や
儀
礼
に
お
い
て
神

的
な
も
の
を
直
観
す
る
こ
と
は
、
そ
の
信
仰
が
み
つ
か
ら
拒
否
す
る
所
で
あ
る
。
信
仰
は
、
悟
性
に
よ
っ
て
、
即
ち
、
神
像
に
お
い
て
石

　
　
　
か
ね

や
木
や
金
と
い
っ
た
素
材
を
し
か
見
ず
・
聖
餅
に
お
い
て
た
だ
パ
ン
粉
を
し
か
認
め
な
い
啓
蒙
に
よ
っ
て
、
神
聖
な
も
の
が
客
体
化
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ル
ツ

有
限
化
さ
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
、
そ
れ
故
、
た
だ
個
人
の
心
胸
の
中
に
逃
避
し
て
そ
こ
に
神
殿
を
建
て
、
こ
の
主
観
性
の
中
へ
閉
ち
こ
も

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



48

　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

ら
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
や
う
に
主
観
性
の
中
に
純
粋
に
固
持
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
は
、
永
遠
な
る
美
と
浄
福

と
へ
の
憧
憬
と
な
り
、
あ
る
ひ
は
、
さ
う
い
ふ
憧
憬
に
満
た
さ
れ
た
愛
の
感
情
・
愛
の
感
覚
と
な
る
、
し
か
も
、
い
つ
ま
で
も
憧
憬
に
と

ど
ま
り
・
感
じ
（
国
ヨ
9
滋
§
α
q
）
に
と
ど
ま
る
ほ
か
は
な
い
、
客
体
的
な
も
の
規
定
さ
れ
た
も
の
に
関
係
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
、
純
粋
主
観
性
の
外
に
は
じ
き
出
さ
れ
た
も
の
の
総
体
を
支
配
す
る
威
力
こ
そ
悟
性
な
の
で
あ
る
。
1

　
し
か
る
に
、
こ
の
悟
性
は
ま
た
悟
性
で
、
主
観
と
客
観
と
を
峻
厳
に
区
別
し
、
対
立
さ
せ
、
且
つ
こ
の
対
立
に
固
執
す
る
。
従
っ
て
、

純
粋
主
観
性
（
宗
教
）
と
悟
性
と
は
双
方
と
も
に
、
こ
の
分
裂
を
、
態
度
に
関
し
て
も
領
域
に
関
し
て
も
、
進
ん
で
固
定
し
、
分
裂
の
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
　
　
す
み
か

ま
（
つ
ま
り
、
め
い
め
い
己
が
住
処
に
み
て
互
ひ
に
は
争
は
ず
）
調
停
に
到
ら
し
め
よ
う
と
す
る
。
か
う
し
て
発
生
し
た
・
分
裂
の
文
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ン
デ
ィ
フ
ェ
レ
ソ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
べ

に
と
っ
て
、
こ
の
や
う
な
無
関
心
的
な
対
峙
（
調
停
）
を
諾
な
は
ず
・
深
刻
な
対
立
そ
の
も
の
の
中
か
ら
も
う
一
度
和
解
を
生
み
出
さ
う

　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ン
デ
ィ
フ
ェ
レ
ソ
ト

と
す
る
精
神
的
生
の
そ
の
努
力
は
、
無
縁
且
つ
無
意
味
の
も
の
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
悟
性
は
、
理
念
に
は
無
　
記
　
の
ま
ま
、
経
験
界
即

ち
有
限
者
の
領
域
に
ひ
た
す
ら
没
入
す
る
や
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き
た

　
一
し
か
し
な
が
ら
悟
性
は
、
経
験
的
多
様
が
た
だ
果
し
な
く
終
り
な
く
展
開
し
て
ゆ
く
な
か
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
も
鎌
ら
ず
、
有
限

に
対
立
す
る
無
限
と
い
ふ
概
念
を
、
み
つ
か
ら
定
立
し
固
定
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
悟
性
は
先
ほ
ど
自
分
の
外
部
で
、
宗
教
あ
る
ひ

は
純
粋
主
観
性
と
の
あ
ひ
だ
に
絶
対
的
対
立
の
関
係
を
固
定
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
対
立
を
こ
ん
ど
は
自
分
の
内
部
で
、
有
限
と
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の

限
と
の
固
定
的
対
立
と
し
て
反
復
し
二
重
化
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
己
が
内
と
外
と
に
み
つ
か
ら
固
定
し
た
二
重
の
対
立
の
あ
ひ

だ
を
、
編
蟷
の
ご
と
く
行
き
つ
戻
り
つ
転
≧
と
す
る
反
省
の
立
場
、
即
ち
理
性
を
装
ひ
つ
つ
実
は
有
限
を
固
持
し
よ
う
と
す
る
立
場
、
こ

れ
こ
そ
、
近
世
的
思
惟
に
と
っ
て
運
命
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
1
と
こ
ろ
で
、
絶
対
者
へ
の
到
達
を
理
性
に
諦
め
さ
せ
よ
う
と
企
て
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
思
惟
が
究
極
的
に
辿
り
着
く
所
は
哲

学
そ
の
も
の
の
死
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
幸
福
説
や
啓
蒙
思
想
に
次
い
で
現
在
登
場
し
つ
つ
あ
る
所
の
、
カ
ン
ト
、
ヤ
コ
ー
ビ
、

フ
ィ
ヒ
テ
ら
の
哲
学
も
、
彼
ら
の
意
識
し
て
み
る
方
向
が
ど
の
や
う
に
そ
れ
ら
先
行
思
想
に
背
馳
し
て
み
る
に
せ
よ
、
み
な
一
様
に
反
省
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ン
ア
リ
ス
ム
ス

の
文
化
の
さ
う
い
ふ
断
産
と
銘
打
た
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
と
い
ふ
の
も
、
彼
ら
の
哲
学
は
い
つ
れ
も
、
有
限
性
の
実
在
主
義
と
概
括

で
き
る
や
う
な
構
造
を
提
示
し
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
幸
福
説
や
啓
蒙
思
想
は
す
べ
て
、
ω
　
有
限
な
存
在
、
経
験
的
個
別
的
に

実
在
す
る
も
の
、
こ
れ
こ
そ
絶
対
的
で
あ
る
、
㈹
　
有
限
と
こ
の
有
限
に
対
立
す
る
概
念
的
無
限
と
は
、
絶
対
的
に
対
立
す
る
、
㈹
　
従

っ
て
、
有
限
と
無
限
と
の
統
一
と
い
ふ
理
想
は
、
彼
岸
的
な
も
の
で
し
か
な
い
、
つ
ま
り
対
立
す
る
当
の
も
の
に
は
無
関
係
に
、
反
省
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
一
）

単
に
両
者
の
外
側
か
ら
定
立
し
た
概
念
で
し
か
な
い
、
な
ど
と
主
張
す
る
や
う
な
構
造
に
な
っ
て
み
る
が
（
≦
①
降
・
H
＜
甲
ω
．
認
O
）
、
さ
う

　
　
　
　
テ
ぱ
ぜ

い
ふ
根
本
綱
領
を
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
仕
方
で
変
様
し
な
が
ら
、
高
度
の
綜
合
に
ま
で
到
達
さ
せ
て
み
る
の
が
、
前
掲
の
三
哲
学
だ
か
ら
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
三
者
は
、
こ
れ
ら
を
互
ひ
に
共
通
な
原
理
と
し
な
が
ら
も
、
カ
ン
ト
は
そ
の
客
観
的
側
面
、
ヤ
コ
ー
ビ
は
そ
の
主
観

的
側
面
、
そ
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
両
側
面
の
綜
合
、
と
い
ふ
や
う
に
原
理
の
実
現
の
仕
方
を
異
に
し
て
は
み
る
、
し
か
し
又
、
三
者
は
相
集

ま
っ
て
反
省
と
い
ふ
全
体
的
原
理
を
完
成
し
、
同
時
に
そ
れ
の
契
機
と
も
な
り
可
能
的
形
態
と
も
な
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
つ
ポ
で
ワ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
一
し
か
る
に
、
こ
の
や
う
に
、
諸
側
面
が
そ
れ
ぞ
れ
規
定
的
な
（
判
然
と
し
た
）
姿
で
、
し
か
も
体
系
的
に
出
揃
っ
た
以
上
、
今
や

全
体
そ
の
も
の
も
即
且
対
自
的
に
現
前
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ら
う
、
り
ま
り
、
こ
の
三
哲
学
に
お
い
て
、
反
省
の
原
理
の
み

な
ら
ず
、
反
省
の
文
化
も
亦
完
成
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
最
終
最
高
且
つ
最
具
体
的
な
・
反
省
の
形
態
が
そ
こ
に
現
象
し
て
を

ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
ま
で
反
省
の
世
界
が
開
示
さ
れ
尽
く
し
た
と
き
、
こ
の
解
明
の
担
ひ
手
で
あ
っ
た
論
評
も
亦
、

最
終
最
高
の
段
階
に
達
す
る
で
あ
ら
う
、
従
っ
て
其
所
で
、
い
ま
ま
で
理
念
的
実
体
の
立
場
で
遂
行
さ
れ
て
き
た
論
評
そ
の
も
の
が
、
そ

　
エ
ク
シ
ス
テ
ソ
ツ

の
実
　
存
を
問
は
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ら
う
。
i

　
三
－
五
　
そ
れ
故
、
論
評
は
い
ま
や
、
最
終
の
・
そ
し
て
最
高
の
活
動
可
能
性
の
前
に
立
つ
の
で
あ
る
、
と
い
ふ
の
は
、
そ
れ
の
本
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

的
対
象
た
る
反
省
的
諸
哲
学
が
、
こ
こ
で
ひ
と
つ
の
世
界
を
形
成
し
て
、
し
か
も
非
理
念
性
と
い
ふ
・
否
定
さ
る
べ
き
本
質
に
お
い
て
、

展
示
さ
れ
て
み
る
か
ら
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
、
根
源
か
ら
具
体
的
形
態
の
尖
端
に
い
た
る
ま
で
反
省
と
い
ふ
原
理
に
貫
か
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

現
象
と
し
て
把
握
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
論
評
は
、
た
だ
最
後
の
審
決
を
く
だ
し
て
、
非
理
念
的
な
も
の
の
世
界
自
体
に
止
め

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

を
刺
せ
ば
そ
れ
で
よ
い
。
さ
う
す
れ
ば
、
非
哲
学
の
断
罪
と
い
ふ
課
題
は
一
挙
に
果
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
非
哲
学
老
ど
も
が
ひ
そ
か
に
掘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ど

食
し
て
哲
学
か
ら
種
≧
汲
み
あ
げ
て
み
た
溝
渠
は
、
そ
の
源
か
ら
断
た
れ
遇
め
ら
れ
、
非
哲
学
は
生
き
永
ら
へ
る
す
べ
を
失
ふ
で
あ
ら
う
嵩

ぱ
び
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
じ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
）

蔓
っ
て
み
た
三
号
雑
誌
を
菱
鋤
す
る
ご
と
き
は
何
の
雑
作
も
な
い
こ
と
に
な
ら
う
。
（
〈
σ
q
　
妻
Φ
鱒
Φ
H
く
い
ω
』
o
ω
～
α
o
A
）
1
し
か
し
、
そ

れ
で
は
こ
の
最
終
最
高
の
可
能
性
を
現
実
化
し
、
論
評
を
終
結
さ
せ
る
と
同
時
に
構
築
へ
転
換
さ
せ
る
最
後
の
一
歩
と
は
、
ど
う
い
ふ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ
ま
デ
ソ
　

グ
ル
ソ
ト

の
で
あ
ら
う
か
。
真
の
哲
学
に
地
所
と
土
台
と
が
備
は
り
始
め
る
き
っ
か
け
と
し
て
の
、
非
哲
学
へ
の
最
後
の
一
撃
t
な
に
が
、
い
っ

た
い
さ
う
い
ふ
も
の
に
な
り
得
る
で
あ
ら
う
か
。

　
こ
の
問
ひ
を
解
答
可
能
な
問
ひ
に
ま
で
仕
上
げ
る
た
め
に
、
　
一
、
二
の
準
備
的
問
題
を
ま
つ
論
じ
、
解
釈
の
今
後
を
限
定
し
て
お
か

う
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
ω
　
そ
の
や
う
な
最
後
の
一
歩
を
現
実
に
歩
ん
だ
と
き
、
論
評
は
、
論
評
そ
の
も
の
（
理
念
的
法
廷
）
と
し
て
は
、
ど
う
な
る
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ー
た
し
か
に
論
評
さ
る
べ
き
も
の
は
こ
の
と
き
、
消
失
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ら
う
、
そ
れ
の
非
理
念
性
が
即
身
紺
自
的
に
至
り
だ
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

た
以
上
、
そ
れ
に
は
最
早
、
全
き
空
虚
、
純
粋
な
否
定
性
、
つ
ま
り
無
よ
り
ほ
か
に
何
も
残
り
や
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
論

評
す
る
活
動
の
ほ
う
も
、
積
極
的
対
象
を
訣
く
が
故
に
、
空
転
す
る
か
、
停
止
し
て
単
な
る
可
能
態
に
転
ず
る
か
い
つ
れ
か
で
あ
ら
う
。

し
か
し
、
そ
れ
は
無
に
帰
し
た
の
で
は
な
く
、
自
己
自
身
に
、
即
ち
理
念
そ
の
も
の
に
直
接
に
一
致
す
る
働
き
と
な
る
の
で
あ
る
、
と
い

ふ
の
は
、
論
評
す
る
主
体
は
、
自
分
自
身
を
尺
度
と
し
て
、
対
象
が
ど
こ
ま
で
自
分
に
一
致
す
る
か
を
吟
味
す
る
理
念
そ
の
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
、
理
念
が
こ
の
や
う
に
非
理
念
的
な
も
の
に
最
早
構
ふ
こ
と
な
く
、
純
粋
に
自
分
自
身
に
働
き
か
け
る
と
き
に
、
体
系

が
構
築
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
問
題
は
、
こ
の
構
築
に
お
い
て
論
評
が
ど
こ
ま
で
、
従
っ
て
理
念
の
自
己
関
係
の
運
動
に
お
い
て

非
理
念
的
な
も
の
が
ど
こ
ま
で
、
対
自
的
契
機
で
あ
り
う
る
か
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。
1

．
し
か
る
に
、
こ
の
最
後
の
一
歩
は
、
そ
れ
が
理
念
的
実
体
の
立
場
で
遂
行
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
非
理
念
的
な
も
の
の
非
性
、
つ
ま
り
非
自

体
性
・
非
対
自
性
を
定
立
し
は
し
て
も
、
本
質
的
に
た
だ
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
以
上
に
出
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
そ
の
同
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じ
一
歩
に
よ
っ
て
同
時
に
、
理
念
の
純
粋
自
己
関
係
性
を
直
接
に
定
立
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
両
者
が
自
己
自
身
に
一
理
念
は
理
念
に
、

非
理
念
的
な
も
の
は
非
理
念
的
な
も
の
に
1
直
接
に
等
し
く
な
る
、
と
い
ふ
関
係
を
開
示
す
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
理
念
が
こ
の
非

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

理
念
的
な
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
理
念
自
身
に
等
し
く
な
る
、
と
い
ふ
や
う
な
事
態
ま
で
は
決
し
て
開
示
し
て
み
な

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

い
、
開
示
さ
れ
て
み
る
事
態
は
、
反
省
的
で
は
あ
る
が
決
し
て
媒
介
的
で
は
な
い
。

　
し
て
み
る
と
、
論
評
、
即
ち
非
理
念
的
な
も
の
に
否
定
的
に
関
は
る
可
能
性
は
、
理
念
に
と
っ
て
は
、
あ
る
ひ
は
理
念
が
理
念
自
身
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

係
す
る
可
能
性
（
構
築
）
に
と
っ
て
は
、
無
関
心
的
な
い
し
偶
然
的
な
可
能
性
で
あ
る
こ
と
に
な
ら
う
。
し
か
し
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ

の
さ
う
い
ふ
非
必
然
的
で
偶
発
的
な
関
係
は
、
実
は
む
し
ろ
シ
ェ
リ
ン
グ
の
配
置
す
る
所
で
は
な
か
っ
た
ら
う
か
。
（
二
一
四
の
⑥
を
参
照
）

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
論
評
活
動
は
、
現
実
の
状
況
か
ら
し
て
既
に
、
熱
情
的
な
実
存
的
企
投
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
内
的
聯
関
に
お
い
て
も
、
論
評
は
体
系
の
構
築
に
と
っ
て
必
然
的
契
機
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
即
ち
、
非
理
念
的
な
も
の
の
非

性
を
定
立
す
る
働
き
は
理
念
の
展
開
の
内
へ
止
揚
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
そ
の
こ
と
を
、
彼
の
活
動
の
実
際
が
示
唆
し
て
み
た
。

（
二
i
五
の
③
を
参
照
）

　
そ
れ
放
、
理
念
が
反
省
の
世
界
を
そ
の
全
き
否
定
性
に
お
い
て
定
立
し
尽
く
す
瞬
間
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
思
弁
津
島
金
曜
β
（
匹
2
呂
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
）

ざ
或
才
¢
囚
9
島
。
冨
α
Q
）
と
称
び
は
し
て
も
（
ノ
＜
O
吋
犀
O
　
旧
く
…
　
ω
「
蒔
H
蔭
）
、
最
後
の
審
判
に
讐
へ
て
る
な
い
こ
と
は
十
分
注
意
さ
れ
て
よ
い
。

　
　
　
か
ず
か
ず
　
　
ふ
み
ひ
ら
　
　
　
　
　
ほ
か
　
　
　
　
　
ひ
と
　
　
　
　
ふ
み
　
　
　
　
　
ひ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち
　
　
ふ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
ら
　
　
ふ
み
　
　
し
る

一
「
数
々
の
書
展
か
れ
、
他
に
ま
た
叫
つ
の
書
あ
り
て
展
か
る
、
即
ち
生
命
の
書
な
り
、
死
人
は
此
等
の
書
に
記
さ
れ
た
る
所
の
、
そ

　
お
こ
な
ひ
　
　
し
た
が
　
　
　
　
さ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち
　
　
ふ
み
　
　
し
る

の
行
為
に
随
ひ
て
審
か
れ
た
り
。
…
…
…
す
べ
て
生
命
の
書
に
記
さ
れ
ぬ
老
は
、
み
な
火
の
池
に
投
げ
入
れ
ら
れ
た
り
。
」
（
ヨ
ハ
ネ
黙
示

録
、
二
〇
・
一
二
一
一
五
）
と
い
ふ
こ
の
表
象
の
ほ
う
に
、
理
念
的
実
体
の
立
場
は
（
そ
の
法
廷
的
構
造
の
う
へ
か
ら
い
っ
て
も
）
　
は
る
か
に

聯
合
し
や
す
か
っ
た
で
あ
ら
う
の
に
、
彼
の
思
惟
は
、
寧
ろ
反
対
の
方
向
に
三
っ
て
る
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
理
念
が
自
分
自
身
を
尺

度
と
し
て
最
後
に
到
達
し
た
の
は
、
た
し
か
に
、
ど
こ
に
も
神
は
み
な
い
、
神
は
死
ん
だ
、
と
い
ふ
果
て
知
れ
な
い
苦
悩
の
世
界
で
は
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ご

し
か
し
、
神
が
み
な
い
と
い
ふ
こ
の
酷
い
あ
り
さ
ま
、
そ
し
て
一
切
は
無
に
帰
す
る
と
い
ふ
こ
の
虚
無
的
深
淵
は
、
実
は
最
高
の
理
念
の

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
五
一
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
ニ

ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
タ
リ
テ
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
が
へ

契
機
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
か
ら
最
高
の
総
体
性
が
生
き
生
き
と
し
た
形
態
に
な
っ
て
甦
っ
て
く
る
や
う
な
可
能
性
な
の
で
あ
る
。
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ク
シ
ス
テ
ソ
ツ

て
、
さ
う
い
ふ
可
能
性
を
把
握
す
る
純
粋
概
念
の
立
場
こ
そ
、
却
っ
て
か
の
非
理
念
的
な
も
の
（
反
省
的
否
定
性
）
に
も
実
有
を
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
）

へ
る
哲
学
な
の
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
ま
さ
に
こ
の
時
点
で
意
図
す
る
所
な
の
で
あ
っ
た
。
（
毒
・
蒔
Φ
H
＜
w
ω
．
母
。
。
～
凸
蔭
）
そ
れ
故
、

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
た
し
か
に
、
精
神
の
生
（
亀
⇔
o
喰
　
H
、
①
び
⑦
昌
　
山
①
o
◎
　
　
（
甲
①
一
ω
け
Φ
ω
）
の
立
場
を
、
即
ち
「
死
を
恐
れ
至
り
、
決
し
て
そ
れ
に
害
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ロ
ベ
ソ

れ
ま
い
と
只
管
わ
が
身
を
守
る
の
で
は
な
く
、
死
に
耐
へ
、
死
の
う
ち
に
自
分
を
維
持
す
る
」
　
生
を
、
あ
る
ひ
は
「
絶
対
的
な
分
裂
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
イ
ス
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
）

ま
っ
た
だ
な
か
に
あ
っ
て
自
分
自
身
を
見
つ
け
出
す
」
精
神
を
（
ぞ
く
O
H
犀
O
　
H
＞
ハ
・
　
o
o
●
　
b
o
刈
　
　
　
　
　
　
　
　
り
）
、
早
く
も
豫
感
ず
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ら

う
。
i
に
も
拘
ら
ず
、
『
精
神
の
現
象
学
』
と
の
思
想
的
聯
関
を
論
ず
る
に
先
ん
じ
て
、
な
ほ
、
一
、
二
の
問
題
を
幽
妙
し
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
、
一
義
的
な
聯
関
を
た
や
す
く
は
樹
立
さ
せ
な
い
や
う
な
聞
題
状
況
が
、
い
ま
一
方
で
生
じ
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ろ
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の

　
②
　
上
述
の
や
う
に
、
最
後
の
審
判
と
い
ふ
表
象
1
そ
こ
で
は
、
永
遠
の
生
命
に
入
る
も
の
と
永
遠
の
滅
亡
に
入
る
も
の
と
が
　
生

ち
　
　
　
ふ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
が
へ
り

命
の
書
と
い
ふ
尺
度
に
従
っ
て
、
永
劫
に
且
つ
絶
対
的
に
選
別
さ
れ
る
一
と
、
聖
金
曜
日
（
即
ち
、
死
人
の
復
活
に
先
立
っ
・
苦
痛

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

に
満
た
さ
れ
た
虚
無
）
の
観
念
と
は
、
滅
亡
又
は
虚
無
、
つ
ま
り
否
定
性
概
念
の
そ
の
理
解
に
関
す
る
限
り
、
別
個
の
思
惟
聯
関
に
紛
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
町
ニ
ア
ィ
ー
ク

る
も
の
と
見
倣
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
さ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
の
や
う
な
区
別
は
、
そ
こ
か
ら
の
類
比
を
通
じ
て
、
論
評
そ
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
理
解
の
う
ち
に
、
ふ
た
つ
の
・
相
互
に
独
立
な
思
惟
聯
関
が
並
立
し
て
み
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
も
の
で
は

な
い
だ
ら
う
か
。
i

　
既
に
縷
述
し
て
来
た
や
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
、
論
評
と
は
、
そ
れ
が
哲
学
の
理
念
に
基
礎
つ
げ
ら
れ
て
る
る
限
り
に
お
い
て
、

非
理
念
的
な
も
の
を
裁
く
異
縁
の
法
廷
を
意
味
し
て
み
た
。
そ
し
て
こ
の
理
念
的
実
体
の
立
場
は
、
理
念
の
純
粋
自
己
関
係
性
と
非
理
念

的
な
も
の
の
絶
対
的
否
定
性
と
を
同
時
に
直
接
に
定
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
を
完
成
し
た
。
し
か
る
に
、
こ
の
や
う
に
非
哲
学
の

非
理
念
性
を
吟
味
し
摘
発
し
て
ゆ
く
思
惟
聯
関
と
は
捌
に
、
し
か
も
そ
れ
と
同
様
に
、
最
初
か
ら
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
思
惟
聯
関
が
並
列

し
て
み
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
非
理
念
的
な
も
の
が
現
象
し
て
く
る
必
然
姓
を
反
省
の
枇
界
の
な
か
で
展
示
し
て
ゆ
く
立
場
で
あ
る
、
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し
か
も
そ
れ
が
最
後
に
行
き
あ
た
る
全
き
否
定
性
は
、
そ
の
中
か
ら
最
高
の
理
念
的
総
体
性
が
蘇
っ
て
く
る
可
能
性
で
あ
る
。
（
こ
の
聯
関

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

を
差
当
っ
て
精
神
的
生
の
立
場
と
名
付
け
て
お
か
う
。
）
そ
し
て
、
　
こ
の
ふ
た
つ
の
思
惟
聯
関
が
ひ
と
つ
の
論
理
に
ま
で
整
合
的
に
統
合

さ
れ
て
み
る
か
ど
う
か
は
、
わ
れ
わ
れ
が
今
か
ら
批
判
的
に
吟
味
す
べ
き
事
柄
な
の
で
あ
る
。
（
こ
の
両
聯
関
は
そ
の
ま
ま
で
最
初
か
ら
論

理
的
譜
調
を
な
す
、
と
い
ふ
や
う
な
主
張
は
、
自
明
的
で
な
い
ど
こ
ろ
か
、
検
証
に
よ
っ
て
逐
次
反
駁
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
）
一
さ
て
、

理
念
的
実
体
の
立
場
は
そ
れ
だ
け
で
完
結
し
て
み
て
、
精
神
的
生
の
立
場
に
よ
っ
て
特
に
補
完
さ
れ
る
必
要
は
な
い
、
そ
れ
は
、
非
理
念

的
な
も
の
を
否
定
す
る
論
理
と
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
整
合
的
で
あ
り
自
足
的
で
あ
る
。
し
か
る
に
精
神
的
生
の
ほ
う
は
、
た
し
か
に
理
念

的
実
体
の
立
場
を
そ
の
契
機
と
な
す
べ
き
で
は
あ
ら
う
が
、
し
か
し
論
評
活
動
の
こ
の
時
期
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
実
際
に
論
述
し
た
所
は
、
精

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

神
的
生
の
さ
う
い
ふ
構
造
を
た
だ
原
理
的
形
式
的
に
提
示
す
る
か
、
あ
る
ひ
は
、
そ
の
豫
感
を
一
方
的
熱
狂
的
に
吐
露
す
る
か
、
い
つ
れ

に
せ
よ
、
理
念
愁
も
張
ホ
都
芯
眺
a
独
断
論
な
“
し
抽
象
論
の
域
を
出
て
み
な
か
っ
た
。
（
彼
は
、
体
系
的
作
品
を
未
だ
一
篇
も
発
表
で

き
て
み
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
）
そ
し
て
、
さ
う
い
ふ
抽
象
的
な
主
張
や
示
唆
が
、
理
念
的
実
体
の
立
場
な
ど
異
な
る
思
惟
聯
関
と
混
濡

し
交
錯
し
て
み
る
た
め
に
、
彼
の
論
述
自
体
が
、
全
体
と
し
て
晦
渋
な
、
文
脈
の
著
る
し
く
辿
り
に
く
い
も
の
に
な
っ
て
み
る
。
つ
ま
り
、

精
神
的
生
に
対
す
る
・
彼
の
こ
の
時
期
の
理
解
が
抑
≧
、
そ
の
や
う
に
、
他
の
思
惟
聯
関
と
互
ひ
に
爽
雑
物
と
な
り
互
ひ
に
そ
の
理
解
を

妨
げ
あ
ふ
程
度
の
抽
象
性
に
し
か
達
し
て
み
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、
従
っ
て
、
両
思
惟
聯
関
の
あ
ひ
だ
は
、
さ
う
い
ふ
も
の
と
し
て
、
未

整
合
の
ま
ま
に
、
混
雑
し
て
み
る
通
り
に
、
考
察
す
べ
き
な
の
で
あ
る
1
眼
前
の
槻
の
実
を
亭
亭
た
る
大
樹
と
直
接
に
同
［
視
し
な
い

　
　
　
　
　
　
ま
な
ざ

だ
け
の
覚
め
た
眼
差
し
で
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ふ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
一
こ
こ
で
、
端
的
に
結
論
し
よ
う
。
こ
の
時
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
非
哲
学
の
論
評
、
と
い
ふ
課
題
を
、
ふ
た
つ
の
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

思
惟
聯
関
を
以
て
理
解
し
て
み
た
。
し
か
し
、
た
し
か
に
、
ど
ち
ら
も
対
自
的
に
は
明
確
な
規
定
と
構
造
と
を
持
っ
て
る
る
が
、
相
互
的

へ
　
　
　
へ

に
は
、
自
分
の
自
足
的
完
結
性
の
故
に
他
の
聯
関
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
る
か
、
あ
る
ひ
は
、
他
の
聯
関
に
原
理
的
に
は
関
は
つ
て
み
る

け
れ
ど
も
、
た
だ
形
式
的
抽
象
的
に
関
は
つ
て
み
る
だ
け
か
、
そ
の
い
つ
れ
か
に
と
ど
ま
っ
て
み
た
。
従
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
実
際
に
は
、

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

両
思
惟
聯
関
の
そ
の
あ
ひ
だ
が
こ
の
や
う
に
無
関
心
的
な
い
し
反
省
的
な
配
置
に
な
っ
た
ま
ま
で
、
そ
れ
故
、
そ
の
間
に
未
だ
内
面
的
統

一
を
樹
立
し
え
て
み
な
い
ま
ま
に
、
論
評
活
動
に
自
分
を
賭
け
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
、
つ
ま
り
、
彼
は
同
一
の
主
題
に
対
し
て
、
ま
だ

　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
ュ
じ
ア
　
ル

十
分
熟
れ
き
っ
て
お
ら
ず
秩
序
も
立
っ
て
る
な
い
根
拠
か
ら
、
即
ち
双
数
の
ま
ま
の
思
惟
聯
関
か
ら
、
し
か
し
実
存
的
情
熱
的
に
、
骨

身
を
削
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
i
理
念
的
実
体
の
立
場
と
精
神
的
生
の
立
場
と
の
あ
ひ
だ
は
、
こ
の
や
う
に
、
彼
に
お
け
る
精
神
的

生
の
歴
史
か
ら
解
釈
さ
る
べ
き
事
態
で
あ
っ
て
、
「
弁
証
法
的
に
止
揚
し
て
」
処
理
し
う
る
や
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
㈲
　
論
評
が
理
念
的
実
体
の
立
場
で
遂
行
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
は
、
た
し
か
に
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
そ
れ
に
ひ

と
し
い
配
置
に
な
る
。
し
か
も
、
論
評
の
立
場
を
最
も
体
系
的
に
叙
述
し
た
論
文
『
論
評
の
本
質
』
に
つ
い
て
は
、
以
前
か
ら
、
執
筆
者
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ュ
テ
レ

誰
な
の
か
と
い
ふ
》
9
。
房
。
冨
管
の
問
題
が
存
し
、
そ
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
が
「
…
…
し
か
し
、
こ
の
論
文
の
多
く
の
箇
所
や
根
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

の
思
想
は
私
の
も
の
で
あ
る
。
私
が
少
く
と
も
校
閲
し
て
み
な
い
と
こ
ろ
は
そ
の
中
に
な
い
で
あ
ら
う
」
と
語
っ
た
所
か
ら
、
そ
れ
ら
に

基
い
て
、
こ
の
思
惟
聯
関
が
本
来
ヘ
ー
ゲ
ル
に
固
有
の
も
の
で
は
な
い
、
従
っ
て
、
精
神
的
生
の
立
場
と
の
あ
ひ
だ
が
十
分
こ
な
れ
き
っ

て
み
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
彼
の
思
想
的
責
任
で
は
な
い
、
と
論
ず
る
こ
と
は
、
形
式
的
に
は
可
能
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
文
献
学
的

究
明
が
ど
こ
に
落
着
く
に
し
て
も
（
そ
れ
に
『
論
評
の
本
質
』
に
つ
い
て
は
、
へ
！
ゲ
ル
に
少
く
と
も
シ
ェ
リ
ン
グ
と
同
等
以
上
の
貢
献

を
認
め
よ
う
と
す
る
の
が
現
在
の
大
勢
で
あ
る
）
、
わ
れ
わ
れ
の
次
の
判
断
は
楡
ら
な
い
し
、
又
変
へ
る
必
要
も
な
い
で
あ
ら
う
。
即
ち
、

自
分
の
思
想
的
独
立
性
を
あ
れ
ほ
ど
強
烈
に
確
信
し
て
み
た
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
編
輯
の
責
任
を
シ
ェ
リ
ン
グ
と
分
ち
あ
っ
て
み
る
『
哲
学
評

論
』
の
、
し
か
も
巻
頭
の
序
論
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
署
名
な
き
ま
ま
発
表
さ
れ
る
こ
と
を
許
容
し
た
以
上
、
彼
は
、
こ
の
『
論
評
の
本

質
』
の
思
想
内
容
が
自
分
の
も
の
で
も
あ
る
こ
と
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
、
従
っ
て
、
か
の
理
念
的
実
体
の
立
場
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
と

精
神
的
生
の
立
場
と
の
あ
ひ
だ
の
未
整
理
・
未
消
化
の
事
態
に
つ
い
て
も
、
安
ん
じ
て
彼
の
責
任
を
問
う
て
よ
い
の
だ
一
と
、
さ
う
、

わ
れ
わ
れ
は
論
定
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も

諭
W
そ
れ
で
は
、
こ
の
ふ
た
つ
の
思
惟
聯
関
の
そ
の
あ
ひ
だ
は
、
論
評
が
徹
底
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
特
に
そ
れ
が
そ
の
最
後
の
一
歩
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を
現
実
に
歩
み
終
へ
る
と
き
、
ど
の
や
う
に
変
貌
す
る
の
で
あ
ら
う
か
、
そ
れ
と
も
両
者
の
あ
ひ
だ
の
無
関
心
的
な
い
し
違
和
的
な
配
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
の
も
の
に
は
、
終
に
変
化
が
な
い
の
だ
ら
う
か
。
一
へ
ー
ゲ
ル
自
身
の
思
惟
が
ど
の
や
う
な
方
向
を
辿
っ
た
か
、
そ
れ
は
事
実
聞
題

と
し
て
は
、
論
評
期
以
後
を
展
望
す
る
ま
で
も
な
く
、
す
で
に
明
瞭
で
あ
る
。
即
ち
、
反
省
的
世
界
の
非
理
念
性
が
次
≧
に
露
呈
し
て
ゆ

く
そ
の
極
、
無
の
深
淵
が
現
出
す
る
瞬
間
は
、
彼
に
お
い
て
、
聖
金
曜
日
に
讐
へ
ら
れ
て
る
る
、
換
言
す
れ
ば
、
精
神
の
生
が
そ
の
諸
形

態
と
と
も
に
、
そ
こ
か
ら
又
そ
れ
を
通
じ
て
復
活
し
て
く
る
や
う
な
契
機
と
し
て
、
そ
れ
は
理
解
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
理

念
的
実
体
の
立
場
が
と
に
か
く
何
ら
か
の
仕
方
で
、
精
神
的
生
の
聯
関
の
な
か
へ
止
揚
さ
れ
、
そ
の
契
機
と
し
て
新
た
に
配
置
さ
れ
直
し

て
み
る
こ
と
は
確
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
は
抽
象
的
な
い
し
独
断
的
に
し
か
言
ひ
表
は
さ
れ
て
み
な
い
け
れ
ど
も
。

　
⑤
　
し
か
し
、
実
体
の
立
場
の
こ
の
や
う
な
止
揚
は
、
何
も
事
実
関
係
の
ほ
う
か
ら
、
つ
ま
り
外
堀
か
ら
着
手
し
な
く
と
も
、
そ
し
て

ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
表
現
が
ど
う
で
あ
ら
う
と
も
、
論
評
に
つ
い
て
彼
が
抱
懐
し
て
み
た
理
念
聯
関
全
体
の
そ
の
構
造
（
ふ
た
つ
の
思
惟
聯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

関
と
そ
の
あ
ひ
だ
）
か
ら
、
論
理
的
必
然
性
を
以
て
直
接
に
論
じ
う
る
こ
と
で
は
な
い
か
一
と
、
さ
う
解
釈
す
る
向
き
も
あ
ら
う
。
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ア
リ
ス
ム
ス

評
の
最
後
の
一
歩
と
は
、
有
限
性
の
実
在
主
義
に
止
め
を
刺
す
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
理
念
と
非
理
念
と
の
絶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

対
的
峻
別
も
亦
、
（
絶
対
と
相
対
、
無
限
と
有
限
と
い
っ
た
絶
対
的
対
置
の
そ
の
一
変
様
と
し
て
）
当
然
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
理
念
を
尺
度
と
し
て
非
理
念
を
吟
味
す
る
立
場
も
廃
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
一
だ
が
、
さ
う
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

釈
す
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
論
評
の
理
念
を
主
張
す
る
と
同
時
に
、
最
初
か
ら
そ
れ
を
否
定
し
て
み
た
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ

ら
う
か
。
つ
ま
り
、
彼
の
自
己
撞
着
も
こ
こ
に
極
ま
れ
り
、
と
い
ふ
事
態
が
露
呈
し
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
ゼ

　
有
限
に
対
立
す
る
や
う
な
絶
対
は
、
相
対
的
絶
対
で
あ
っ
て
、
真
に
絶
対
的
な
絶
対
で
は
な
い
一
こ
の
定
立
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
ふ
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

念
の
そ
の
核
心
に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
イ
エ
ー
ナ
の
最
初
期
か
ら
一
貫
し
て
主
張
さ
れ
て
る
る
。
「
絶
対
者
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
形
式
を
、

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ
ま
り
本
質
的
に
他
の
形
式
に
対
立
し
た
も
の
を
、
絶
対
化
し
て
み
る
の
が
現
代
の
運
命
な
の
で
あ
る
が
、
思
弁
が
…
…
こ
の
運
ム
叩
に
屈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
）

服
し
て
ゐ
は
し
な
い
か
ど
う
か
、
哲
学
は
問
は
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
≦
¢
鱒
ω
剛
く
い
ω
’
器
）
、
「
か
う
い
ふ
固
定
し
た
対
立
を
止
揚
す
る
の
が
、

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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哲
学
研
究
　

笈
即
五
甲
臼
四
十
ご
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
八
）

理
性
の
た
だ
ひ
と
つ
の
関
心
事
で
あ
る
」
（
ノ
＜
⑦
圏
一
（
⑦
H
＜
脚
　
ω
．
　
H
G
◎
）
、
等
≧
。
し
か
る
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
根
本
準
則
に
よ
っ
て
非
哲
学

を
は
じ
め
か
の
反
省
の
三
哲
学
を
論
評
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
ど
う
し
て
更
に
徹
底
し
て
、
こ
れ
と
自
分
の
理
念
的
実
体
の
立
場
と
を
つ
き

合
せ
、
ど
こ
ま
で
も
吟
駕
し
て
見
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
即
ち
、
絶
対
者
の
理
念
は
、
反
省
の
立
場
が
有
限
を
救
出
し
ょ
う
と
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
）

し
て
定
立
し
た
諸
≧
の
絶
対
的
対
立
を
ば
、
決
し
て
残
存
さ
せ
な
い
の
だ
、
と
い
ふ
の
な
ら
ば
（
く
σ
q
一
■
≦
・
蒔
・
宅
…
G
D
’
お
。
。
～
毒
心
）
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
は
何
故
に
、
こ
の
尺
度
を
、
理
念
と
非
理
念
と
の
峻
別
と
い
ふ
・
論
評
に
つ
い
て
の
自
分
の
概
念
に
も
あ
て
が
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ

れ
と
も
、
吟
味
す
る
働
き
自
体
は
、
そ
の
尺
度
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
自
分
自
身
に
よ
っ
て
、
吟
昧
さ
れ
な
く
て
も
よ
い
聖
域
な
の
だ
ら
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

か
。
1
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
法
廷
表
象
と
い
へ
ば
、
こ
の
時
を
去
る
わ
っ
か
三
、
四
年
前
、
「
人
間
の
生
活
」
か
ら
隔
て

ら
れ
た
環
境
で
、
孤
独
の
う
ち
に
彼
が
書
き
綴
っ
て
み
た
の
は
、
他
で
も
な
く
、
罪
、
裁
き
、
刑
と
詳
し
と
い
っ
た
主
題
に
つ
い
て
の
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
ご

律
法
の
賞
揚
と
愛
の
立
場
と
の
対
置
で
あ
り
、
わ
け
て
も
、
無
皐
の
義
人
が
そ
の
運
命
と
真
に
和
ぎ
う
る
と
こ
ろ
ま
で
後
者
を
深
め
よ
う

と
す
る
思
索
で
は
な
か
っ
た
だ
ら
う
か
。
そ
れ
故
、
論
評
は
、
断
罪
す
る
法
廷
に
そ
れ
が
讐
へ
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
自
分
が
曽
て

否
定
し
拒
絶
し
た
・
律
法
の
裁
き
に
本
質
的
に
同
形
と
な
る
、
と
い
ふ
そ
の
こ
と
に
、
彼
が
気
付
き
さ
へ
し
た
ら
（
そ
れ
は
決
し
て
難
し

い
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ら
う
の
に
）
、
彼
は
こ
こ
で
何
も
、
既
に
廃
棄
ず
み
の
思
惟
形
式
に
（
今
度
は
理
念
的
実
体
の
立
場
と
し
て
変
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

さ
れ
て
み
る
に
せ
よ
）
も
う
一
度
か
か
は
り
合
は
な
く
と
も
、
愛
に
よ
る
和
解
の
立
場
か
ら
精
神
的
生
の
概
念
に
直
接
進
み
え
た
の
で
は

な
い
だ
ら
う
か
。
彼
が
い
ま
あ
ら
た
め
て
法
廷
表
象
を
持
ち
出
し
て
く
る
の
は
、
ど
ん
な
必
然
性
が
あ
っ
て
の
こ
と
な
の
か
。
一
と
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら

の
つ
ま
り
、
幾
ら
か
論
理
主
義
的
な
こ
の
解
釈
に
従
へ
ぽ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
分
自
身
に
昏
か
つ
た
、
な
い
し
は
、
自
分
の
知
的
活
動
の
根

底
を
な
す
も
の
へ
の
分
析
的
吟
味
が
斎
け
て
る
た
、
そ
の
限
り
真
に
批
判
的
な
論
評
態
度
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
う
、
彼

が
自
分
自
身
の
思
惟
聯
関
に
つ
い
て
、
契
機
の
配
置
の
整
合
性
を
さ
へ
吟
味
し
て
み
た
な
ら
ば
、
彼
は
法
廷
表
象
に
よ
っ
て
論
評
聯
関
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ゾ
モ
ル
フ
ィ
じ

構
成
す
る
こ
と
の
自
己
矛
盾
性
を
最
初
か
ら
洞
察
し
え
た
か
、
あ
る
ひ
は
、
自
分
が
既
に
拒
否
し
た
概
念
と
の
同
形
性
を
そ
こ
に
見
い
だ

す
か
、
い
つ
れ
に
せ
よ
最
早
そ
れ
に
は
煩
は
さ
れ
な
い
で
、
精
神
的
生
の
立
場
だ
け
で
、
論
評
、
さ
ら
に
は
構
築
を
一
貫
す
る
こ
と
が
出
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来
た
で
あ
ら
う
か
ら
、
で
あ
る
。
一

　
⑥
　
し
か
し
、
右
の
や
う
な
解
釈
は
、
実
は
、
理
念
的
実
体
の
立
場
が
精
神
的
生
の
聯
関
の
中
に
既
に
止
揚
さ
れ
終
へ
た
こ
と
を
前
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ア
リ
ス
ム
ス

に
し
て
み
る
、
そ
の
う
へ
で
、
こ
の
事
実
関
係
の
諸
契
機
に
つ
い
て
、
ω
　
有
限
性
の
実
在
主
義
と
い
ふ
概
念
は
、
理
念
と
非
理
念
と
の

絶
対
的
対
置
を
含
意
し
て
み
る
、
鋤
　
従
っ
て
、
前
者
が
否
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
「
全
体
お
よ
び
皆
無
の
原
則
」
（
】
9
。
雲
集
審
。
旗
艦
。
け

謬
島
。
）
に
泣
い
て
、
後
者
も
亦
否
定
さ
れ
る
、
と
論
じ
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
何
は
差
し
置
い
て
も
先
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ヒ

問
は
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
実
体
の
立
場
を
精
神
的
生
に
止
揚
す
る
動
き
そ
の
も
の
で
あ
る
。
論
評
遂
行
の
極
、
反
省
的
世
界
が
悉
く
虚

ツ無
に
化
す
る
と
同
時
に
、
精
神
の
生
が
よ
み
が
へ
っ
て
く
る
こ
の
転
換
の
真
相
が
、
否
定
（
論
評
）
が
否
定
さ
れ
て
構
築
の
契
機
に
媒
介

さ
れ
る
玄
機
が
、
問
題
な
の
で
あ
る
。
精
神
的
生
の
側
か
ら
い
へ
ば
、
そ
れ
は
、
み
つ
か
ら
進
路
を
開
い
て
ゆ
く
大
河
の
や
う
に
、
い
ま

突
破
口
を
求
め
て
、
脹
り
盗
れ
る
瞬
問
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
。
そ
の
緊
張
の
中
に
身
を
お
く
者
に
、
こ
の
稻
酒
だ
る
流
れ
が
最
短
距
離
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ま

み
を
行
っ
て
蛇
行
せ
ぬ
や
う
評
論
家
風
に
配
慮
す
る
暇
な
ど
、
あ
る
で
あ
ら
う
か
。

　
三
一
六
　
そ
れ
故
、
最
後
の
一
歩
と
と
も
に
、
論
評
に
お
け
る
理
念
的
実
体
の
立
場
も
、
即
ち
理
念
の
自
己
同
一
性
も
、
従
っ
て
論
評

を
遂
行
す
る
主
体
の
自
己
性
も
、
も
は
や
維
持
さ
れ
て
み
な
い
筈
で
あ
る
、
非
理
念
を
峻
拒
す
る
や
う
な
理
念
の
自
己
同
一
性
は
、
そ
の

抽
象
性
の
故
に
、
反
省
の
世
界
に
帰
属
す
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
こ
で
は
、
尺
度
を
た
て
て
論
評
の
対
象
を
吟
味
し

断
罪
す
る
と
い
ふ
立
場
そ
の
も
の
が
廃
棄
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
何
か
新
し
い
尺
度
を
考
案
す
る
や
う
な
こ
と
は
も
う
問
題
に
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ぐ

い
。
定
立
さ
れ
た
自
己
が
尺
度
を
揮
ふ
主
体
と
な
っ
て
吟
味
す
る
、
と
い
ふ
さ
う
い
ふ
意
味
で
の
能
動
性
で
は
な
く
、
寧
ろ
さ
う
い
ふ
類

ひ
の
働
き
が
す
べ
て
断
た
れ
た
後
に
も
な
ほ
存
立
し
う
る
如
き
能
動
性
が
問
は
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
全
き
非
性
の
う

ち
か
ら
精
神
の
生
と
し
て
よ
み
が
へ
っ
て
く
る
す
べ
て
を
、
そ
れ
が
現
出
し
て
く
る
ま
ま
に
、
従
っ
て
勿
論
わ
れ
わ
れ
の
方
か
ら
添
へ
た

り
加
へ
た
り
（
N
葺
讐
）
は
一
切
し
な
い
で
、
純
粋
に
受
容
す
る
働
き
、
ひ
た
す
ら
静
観
す
る
（
窪
。
。
昏
窪
）
受
動
性
、
と
な
る
ほ
か
な
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
は
な
い
か
。
し
か
も
精
神
の
生
は
生
で
あ
る
以
上
運
動
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
観
ず
る
受
動
性
も
亦
、
精
神
の
生
と
と

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
八

も
に
深
ま
り
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
即
ち
、
そ
れ
は
、
遭
遇
し
羅
落
し
た
も
の
を
た
だ
単
に
熟
視
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
そ
れ
が
か

く
現
象
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
を
理
解
し
、
更
に
は
さ
う
い
ふ
必
然
性
を
そ
の
都
度
の
現
出
形
態
か
ら
独
立
さ
せ
て
対
自
的
に
把
握
す
る

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

境
域
に
い
た
る
ま
で
、
つ
ま
り
精
神
自
体
の
概
念
的
開
示
に
到
達
す
る
ま
で
は
、
働
い
て
や
ま
ぬ
や
う
な
、
最
も
い
き
の
長
い
受
動
性
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
今
や
、
彼
の
精
神
的
生
の
歩
み
と
と
も
に
、
論
評
の
域
と
時
期
と
を
越
え
て
、
そ
の
外
へ
展
望
を
拡
大
し
、

こ
の
生
を
、
そ
れ
が
温
出
す
る
ま
ま
に
、
構
築
の
方
向
に
向
っ
て
追
星
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
や
う
に
、
論
評
自
体
が

止
揚
さ
れ
る
と
い
ふ
根
本
的
な
転
換
に
お
い
て
、
お
よ
そ
い
か
な
る
も
の
が
、
特
に
理
念
的
実
体
の
立
場
を
可
能
に
し
た
諸
制
約
の
う
ち
、

お
よ
そ
い
か
な
る
制
約
が
、
変
貌
し
な
い
ま
ま
無
常
の
外
に
保
た
れ
え
よ
う
か
。
精
神
の
生
の
道
程
は
決
し
て
平
坦
で
も
静
穏
で
も
あ
り

え
な
い
で
あ
ら
う
。四

　
論
評
か
ら
構
築
へ
、
実
体
か
ら
主
体
へ

　
四
一
【
　
一
八
〇
三
年
五
月
、
『
哲
学
評
論
』
の
第
二
巻
第
三
号
（
通
算
し
て
第
六
平
目
）
が
刊
行
さ
れ
る
1
頁
数
は
第
二
巻
の
第

一
号
に
比
べ
れ
ば
三
分
の
一
、
第
二
号
に
比
べ
て
も
七
割
に
ま
で
減
り
、
編
輯
も
体
裁
も
も
う
ひ
と
つ
心
遣
ひ
が
行
き
届
い
て
は
み
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
だ

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
い
は
ば
痩
せ
細
っ
た
号
以
後
、
『
哲
学
評
論
』
の
刊
行
は
跡
絶
え
た
1
停
刊
の
公
告
も
挨
拶
も
な
し
に
。
筆
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

編
輯
者
は
ヴ
ユ
ル
ツ
ブ
ル
ク
へ
去
り
、
梢
≧
遅
れ
て
こ
の
年
の
秋
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
誠
実
な
庇
護
者
ニ
ー
タ
ン
マ
ー
ま
で
も
、
同
地
に
招
聰

さ
れ
て
イ
エ
ー
ナ
を
あ
と
に
す
る
。
『
哲
学
評
論
』
は
所
詮
三
号
雑
誌
の
ひ
と
つ
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
ひ
　
と
　
　
　
と
　
き

　
し
か
し
、
人
間
も
時
代
も
動
い
て
み
た
。
ラ
イ
ン
の
対
岸
で
は
、
「
革
命
の
子
」
が
終
身
統
領
の
道
を
ば
ひ
た
ひ
た
と
歩
ん
で
み
た
、

　
　
　
　
ま
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
ぶ

あ
ら
ゆ
る
禍
ご
と
の
そ
の
源
を
、
つ
ま
り
形
而
上
学
者
（
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
）
を
池
に
孕
り
こ
み
、
王
冠
を
溝
か
ら
拾
ひ
あ
げ
る
た
め
に
、
：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

で
あ
る
。
一
此
岸
で
は
、
三
号
雑
誌
の
さ
し
も
の
洪
水
も
退
き
始
め
た
、
非
哲
学
か
ら
の
攻
撃
に
む
き
に
な
り
相
互
の
動
静
に
蝕
り
に
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あ
る
じ

も
過
敏
に
な
っ
て
み
た
一
城
の
主
だ
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
思
想
的
構
築
を
再
開
す
る
。
新
し
い
成
果
を
世
に
問
ふ
人
々
の
中
に
は
、
学
界
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

書
宿
・
中
堅
に
ま
じ
っ
て
、
次
第
に
新
顔
が
現
は
れ
始
め
た
ー
フ
リ
ー
ス
、
ク
ラ
ウ
ゼ
、
そ
し
て
ヘ
ル
バ
ル
ト
。
そ
の
中
に
は
未
だ
ヘ

ー
ゲ
ル
は
み
な
い
。
二
年
、
三
年
1
な
ほ
も
彼
の
名
は
現
は
れ
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
し

　
し
か
し
、
彼
が
体
系
の
構
築
の
た
め
骨
身
を
削
り
に
削
っ
て
み
る
の
は
確
か
で
あ
っ
た
。
イ
エ
ー
ナ
大
学
の
講
義
要
覧
に
自
著
の
近
刊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

と
そ
の
使
用
と
を
公
告
し
て
い
は
ば
気
を
も
た
せ
た
こ
と
も
再
三
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
彼
の
努
力
が
結
実
し
な
い
で
み
る

間
に
、
業
績
に
お
い
て
先
ん
ぜ
ら
れ
た
フ
リ
ー
ス
に
今
度
は
教
授
職
へ
の
昇
進
に
お
い
て
も
先
行
さ
れ
さ
う
に
な
り
、
彼
は
自
分
の
無
業

績
に
多
少
ひ
け
め
を
感
じ
な
が
ら
も
、
宰
相
ゲ
ー
テ
に
宛
て
て
恭
し
く
懇
請
し
て
み
る
の
で
あ
る
一
心
年
長
の
私
講
師
た
る
愚
生
を
措

い
て
、
他
の
私
講
師
が
こ
の
栄
職
に
任
命
さ
れ
ま
す
な
ら
ば
、
大
学
に
お
け
る
愚
生
の
活
動
力
が
い
さ
さ
か
鈍
り
は
し
な
い
か
、
そ
こ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

是
非
閣
下
に
御
賢
察
願
ひ
た
く
存
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
一
し
か
し
切
羽
詰
っ
て
み
た
の
は
、
公
的
生
活
の
面
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
な

生
計
の
不
如
意
は
イ
エ
ー
ナ
全
期
を
通
じ
て
彼
を
苛
み
、
後
期
に
な
る
と
彼
は
、
生
活
の
安
定
の
た
め
に
、
イ
エ
ー
ナ
を
去
っ
て
他
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

に
講
鑓
を
設
け
直
す
こ
と
を
、
あ
る
ひ
は
何
ら
か
の
ジ
ャ
ー
ナ
ル
を
刊
行
す
る
こ
と
を
、
本
気
で
考
へ
る
や
う
に
な
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

一
こ
の
や
う
に
、
公
私
の
両
面
に
わ
た
る
生
活
の
息
苦
し
さ
重
苦
し
さ
、
そ
し
て
憩
ふ
い
と
ま
も
な
い
緊
張
と
心
労
と
の
連
続
に
も
拘

ら
ず
、
彼
の
講
築
の
事
業
は
つ
ひ
に
停
止
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
四
－
二
　
一
八
〇
七
年
の
春
、
ド
イ
ツ
の
読
書
人
は
、
新
刊
書
『
学
の
体
系
。
第
｝
部
。
精
神
の
現
象
学
』
（
ω
扇
8
ヨ
血
・
「
芝
諒
窪
・

。・

B
冨
塗
甲
ω
け
臼
↓
匿
芦
創
一
①
霧
ぎ
。
ヨ
魯
。
H
。
σ
q
δ
α
霧
○
。
一
ω
梓
⑦
。
・
．
）
を
手
に
す
る
Q
そ
れ
は
彼
ら
に
と
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
最
近
の
思
想
に
ふ

れ
る
・
ほ
と
ん
ど
四
年
ぶ
り
の
機
会
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
『
哲
学
評
論
』
の
曽
て
の
古
老
で
、
特
に
『
論
評
の
本
質
』
の
内
容
を
記
億

に
と
ど
め
て
み
た
者
は
、
い
ま
こ
の
新
著
を
、
序
文
か
ら
緒
論
へ
と
読
み
進
む
に
つ
れ
て
次
第
に
不
審
の
念
に
駆
ら
れ
、
遂
に
立
ち
上
っ

て
か
の
論
評
誌
を
取
り
出
し
、
机
上
で
両
者
の
比
較
対
照
を
ば
試
み
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
レ
メ
ン
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ

　
一
口
く
、
「
お
よ
そ
哲
学
を
始
め
る
に
は
、
知
一
般
と
い
ふ
こ
の
場
所
に
ま
で
〔
つ
ま
．
り
、
絶
対
の
他
在
の
中
に
た
だ
自
己
の
み
を

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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結
質
学
研
究
　
　
第
五
デ
日
四
十
三
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
ィ
ッ
セ
ソ
シ
ャ
フ
ト

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
や
う
な
次
元
に
ま
で
〕
意
識
が
来
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
…
…
　
学
　
　
は
、
意
識
の
ほ
う
が
こ
の
エ

ー
テ
ル
に
ま
で
登
っ
て
く
る
べ
き
だ
、
と
主
張
す
る
が
、
逆
に
、
個
人
の
方
も
、
学
は
少
く
と
も
、
学
の
そ
の
立
場
に
到
達
す
る
た
め
の
梯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か

子
を
自
分
に
差
し
出
す
べ
き
だ
、
と
要
求
す
る
権
利
を
持
っ
て
る
る
。
…
…
こ
の
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
他
事
に
は
真
理
を
逆
さ
ま
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
た
も
の
（
α
動
。
σ
　
ノ
㍉
⑦
H
犀
⑦
ぴ
H
梓
。
　
伍
①
「
　
芝
ロ
げ
淘
げ
①
一
け
）
で
あ
る
か
の
や
う
に
見
え
る
。
…
…
学
は
そ
れ
故
に
、
こ
の
な
ま
の
自
己
意
識
が
み
る
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
）

所
を
自
分
と
統
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
≦
¢
時
¢
H
×
…
ω
．
・
・
卜
。
～
・
。
ω
）
i
し
か
し
、
哲
学
が
開
示
す
る
世
界
は
、
常
識
に
対
し
悪
果

対
自
的
に
顛
倒
し
て
み
て
当
然
で
あ
り
、
哲
学
は
常
識
の
た
め
に
何
か
を
調
製
し
た
り
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
ま
で
断
言
さ
れ
て
は
み
な

か
っ
た
か
。
（
三
－
二
、
ω
を
参
照
）
　
哲
学
は
、
常
識
中
の
非
理
念
的
要
素
に
対
し
て
は
、
従
っ
て
、
常
識
自
体
に
対
し
て
は
、
断
罪
す
る

法
廷
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
。
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
み
ち
の
り

　
一
「
し
か
し
、
個
人
を
こ
の
知
一
般
に
ま
で
導
く
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
一
方
で
は
、
そ
こ
ま
で
の
長
い
道
程
を
耐
へ
忍
ば
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
メ
ン
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

て
は
な
ら
な
い
し
、
他
方
で
は
、
契
機
〔
精
神
の
諸
段
階
〕
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
足
を
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
ふ
の
は
、
各
契
機
が

絶
対
的
（
即
且
対
自
的
）
に
観
察
さ
れ
る
の
は
、
…
…
各
契
機
の
規
定
の
特
有
性
（
露
σ
q
①
鷲
⇔
乾
ざ
葬
⑦
津
）
の
中
に
〔
精
神
の
〕
全
体
が
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
　
一
）

察
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
（
ぞ
く
⑦
空
押
。
　
H
V
（
W
　
ω
陰
　
卜
δ
㎝
）
－
だ
が
、
哲
学
す
る
、
と
は
、
特
有
性
の
も
と
に
滞
留
し
て
豫
行

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
あ
た
ら
時
間
を
費
す
こ
と
で
は
な
く
、
仮
の
も
の
半
端
な
も
の
に
は
琶
も
く
れ
ず
、
捨
身
に
な
っ
て
真
理
に
肉
薄
し
て
ゆ
く
こ
と
で
は

な
か
っ
た
の
か
。
（
三
一
二
、
②
お
よ
び
③
を
参
照
）
ど
う
し
て
彼
は
、
こ
ん
な
悠
長
な
こ
と
を
言
ふ
や
う
に
な
っ
た
の
か
。

　
更
に
一
「
学
は
…
…
〔
漸
く
出
現
し
た
ば
か
り
の
時
点
に
お
い
て
は
〕
少
数
の
個
人
の
秘
教
的
な
持
物
で
あ
る
か
の
や
う
に
見
え
る

　
　
　
　
　
　
フ
ォ
ル
ム

が
、
…
…
そ
の
形
態
が
完
全
に
展
開
し
終
へ
た
と
き
は
、
公
教
的
（
O
》
門
O
け
O
同
一
m
O
ぴ
）
と
も
な
り
、
万
人
に
理
解
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
」

　
　
　
　
　
　
（
二
二
）

（
ぞ
く
⑦
N
一
（
¢
　
圃
）
（
い
　
ω
曹
　
H
㎝
）
「
わ
れ
わ
れ
は
信
念
を
持
っ
て
る
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
真
理
は
そ
の
時
期
が
来
れ
ば
時
代
に
滲
透
す
る
本
性
を

持
つ
、
と
い
ふ
こ
と
、
…
…
個
人
は
、
未
だ
自
分
ひ
と
り
の
も
の
で
し
か
な
い
真
理
が
事
実
真
理
で
あ
る
こ
と
を
確
証
す
る
た
め
に
、
公

　
　
　
　
　
　
　
｝
ヲ
～
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
三
）

衆
を
得
る
と
い
ふ
実
効
を
必
要
と
す
る
こ
と
、
さ
う
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
信
念
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
（
イ
く
Φ
目
犀
①
　
H
V
｛
い
　
ω
。
　
点
り
）
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

等
≧
の
論
述
に
い
た
っ
て
は
、
か
つ
て
の
主
張
に
ま
つ
完
全
に
撞
着
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
哲
学
は
そ
の
本
性
上
秘
教
的
で
あ

る
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
真
正
な
哲
学
の
賓
辞
で
あ
る
、
「
カ
ン
ト
の
要
請
論
が
一
般
の
賛
同
を
得
ら
れ
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ュ
レ
ヒ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
四
）

そ
れ
が
自
体
的
に
は
劣
悪
な
思
想
な
れ
ぽ
こ
そ
で
あ
る
」
（
〈
σ
q
P
≦
毘
＾
・
H
＜
脚
ω
．
。
。
ま
）
な
ど
と
ま
で
断
言
し
切
っ
て
み
た
の
は
、
い
っ

た
い
何
処
の
誰
で
あ
っ
た
か
。

　
し
か
も
、
以
上
は
難
し
い
類
例
の
う
ち
か
ら
、
ご
く
僅
か
を
取
出
し
て
対
置
対
照
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
決
し
て
、
文
字
の
う
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ベ
を
皮
相
に
比
較
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
対
照
か
ら
浮
彫
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
思
想
自
体
の
変
貌
で
あ
っ
て
、
概
念
内
容
の
単
に

偶
然
的
な
変
化
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
ふ
の
は
、
上
掲
の
諸
所
に
共
通
の
主
題
は
、
哲
学
と
い
ふ
も
の
を
い
っ
た
い
ど
う

考
へ
る
か
、
と
い
ふ
・
お
よ
そ
哲
学
す
る
も
の
に
と
っ
て
最
重
要
且
つ
絶
対
不
可
避
の
問
題
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
問
題
が
、
本
質
的
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

点
に
絞
ら
れ
て
、
哲
学
と
哲
学
外
と
は
、
つ
ま
り
絶
対
知
と
反
省
知
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
ど
う
関
聯
す
る
の
か
、
と
い
ふ
形
式
に
お

い
て
問
は
れ
て
る
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
否
定
的
な
も
の
反
省
的
な
も
の
は
、
果
し
て
そ
し
て
ど
こ
ま
で
絶
対
の
中
へ
媒
介
さ

れ
う
る
か
が
問
は
れ
且
つ
答
へ
ら
れ
て
る
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
今
や
「
も
し
、
反
省
を
真
理
の
中
か
ら
取
り
除
き
、
絶
対
者
の
積
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
五
）

的
契
機
と
し
て
捉
へ
な
い
な
ら
ば
、
こ
れ
は
理
性
を
誤
認
す
る
も
の
で
あ
る
」
（
≦
①
面
一
（
⑦
　
囲
）
（
甲
　
ω
’
　
一
⑩
～
b
⊃
O
）
と
主
張
さ
れ
る
。
一
し
か

し
、
そ
れ
で
は
論
評
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
理
性
を
誤
認
し
て
み
た
の
で
あ
ら
う
か
。
当
時
の
彼
に
お
い
て
も
、
反
省
は
、
た
し
か
に
既
に
一

方
で
は
、
絶
対
老
に
対
す
る
思
弁
的
な
両
義
性
に
お
い
て
、
即
ち
否
定
的
関
係
と
同
時
に
積
極
的
関
係
に
お
い
て
、
理
解
さ
れ
て
み
た
。

し
か
し
、
遙
か
に
優
勢
で
あ
っ
た
の
は
、
反
省
を
ば
、
消
極
的
原
理
と
し
て
規
定
す
る
方
向
で
あ
っ
た
、
つ
ま
り
、
同
一
性
を
対
立
に
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か
ら

で
分
割
し
分
離
し
、
し
か
も
こ
の
分
裂
を
や
っ
と
形
式
的
に
統
一
す
る
権
能
し
か
持
た
ず
、
従
っ
て
、
絶
対
を
相
対
へ
・
無
限
を
有
限
へ

変
容
さ
せ
る
だ
け
の
、
真
の
絶
対
者
に
関
係
す
れ
ば
そ
の
働
き
が
消
え
失
せ
る
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
抽
象
的
な
力
と
し
て
、
理
解
す
る
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
六
）

向
で
あ
っ
た
。
（
≦
¢
N
犀
¢
　
H
＜
田
　
ω
●
　
H
り
馳
　
償
．
　
Q
D
．
　
邸
卜
⊃
ω
）
ま
し
て
、
反
省
が
、
精
神
的
生
の
立
場
に
お
い
て
、
近
世
の
運
命
た
る
・
有
限
性
の

レ
ア
リ
ス
ム
ス

実
在
主
義
の
、
そ
の
産
出
の
原
理
と
見
倣
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
た
だ
専
ら
否
定
的
な
働
き
と
し
て
、
つ
ま
り
「
理
性
を
有
限
性
の
形
式

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
杢
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哲
学
研
究
．
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

に
ま
で
絶
対
的
に
制
限
し
L
「
こ
の
有
限
性
を
神
聖
化
し
つ
つ
」
理
性
を
忌
避
す
る
運
動
と
し
て
捉
へ
ら
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。
（
く
σ
q
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
七
）

≦
⑦
蒔
。
同
く
脚
6
Q
・
ω
B
～
ω
卜
Ω
ω
）
～

　
そ
れ
故
、
反
省
と
い
ふ
最
も
重
要
な
概
念
に
関
し
て
、
彼
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
の
理
解
の
重
心
が
移
動
し
て
来
て
み
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

否
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
変
化
が
、
じ
つ
は
彼
の
思
想
全
体
が
こ
の
問
に
い
は
ば
地
、
℃
り
的
変
貌
を
遂
げ
た
こ
と
に
基
い
て
の
変
化

で
あ
り
、
従
っ
て
、
こ
の
変
貌
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
も
亦
、
明
瞭
で
あ
る
。
彼
は
、
か
つ
て
論
評
期
に
い
だ
い
て
み
た
理
念

的
聯
関
を
、
な
い
し
は
、
哲
学
、
絶
対
知
、
反
省
等
≧
に
つ
い
て
の
理
解
を
否
定
し
た
、
あ
る
ひ
は
寧
ろ
否
定
を
経
験
し
た
、
さ
れ
ば
こ

そ
、
か
つ
て
の
理
念
を
こ
こ
で
最
早
そ
の
ま
ま
繰
返
し
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
リ
テ
ィ
　
ク

　
四
一
三
　
さ
う
だ
と
す
る
と
、
当
然
こ
の
変
貌
に
連
繋
し
て
、
論
評
の
概
念
に
も
重
大
な
変
化
が
現
は
れ
て
る
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
イ
ソ
ラ
イ
ト
ゥ
ソ
ク
（
4
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
変
容
を
、
「
緒
　
論
」
に
お
け
る
「
知
の
聾
児
（
牢
窯
§
σ
q
）
」
の
概
念
の
そ
の
分
析
に
よ
っ
て
、
手
繰
り
出
し
つ

　
ス
ケ
フ
チ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ブ
ジ
ュ
　
フ
ソ
ク

つ
素
描
し
て
見
よ
う
。
つ
ま
り
、
さ
き
に
解
明
さ
れ
た
論
評
の
本
質
、
即
ち
理
念
の
法
廷
的
聯
関
と
、
こ
の
た
び
の
「
吟
味
」
、
即
ち
、

み
つ
か
ら
立
て
た
尺
度
又
は
真
に
よ
っ
て
、
意
識
が
対
象
に
つ
い
て
の
知
を
吟
味
す
る
運
動
と
を
、
重
ね
合
せ
て
見
よ
う
。

　
ま
つ
「
緒
論
」
で
は
、
吟
味
と
は
、
意
識
が
、
自
分
の
ほ
う
で
豫
め
真
（
ユ
m
ω
≦
魯
お
）
と
言
明
し
て
お
い
た
尺
度
に
よ
っ
て
、
対
象
に

つ
い
て
の
知
が
こ
の
尺
度
に
一
致
す
る
か
ど
う
か
を
検
査
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
一
応
さ
れ
る
。
知
が
尺
度
に
一
致
し
な
い
と
き
は
、
も

ち
ろ
ん
意
識
は
、
尺
度
〔
と
し
て
の
対
象
〕
に
合
致
す
る
や
う
、
知
を
再
溝
成
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
知
を
変
更
し
さ
へ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
ば
よ
く
、
尺
度
は
決
し
て
動
か
し
て
は
な
ら
な
い
か
の
や
う
に
見
え
る
。
1
こ
口
ま
で
は
、
『
論
評
の
本
質
』
で
の
論
評
も
、
こ
れ

と
同
一
の
構
造
で
あ
る
。
論
評
に
お
い
て
尺
度
に
な
る
の
は
、
永
遠
に
自
己
同
一
的
な
る
理
念
で
あ
り
、
論
評
遂
行
の
主
体
は
対
象
を
こ

の
理
念
の
も
と
に
包
摂
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
尺
度
も
主
体
も
こ
の
理
念
に
お
い
て
相
互
に
、
ま
た
自
己
自
身
と
も
、
一
致
し
、
従
っ
て

変
化
の
外
に
あ
る
。
た
だ
論
評
の
対
象
の
み
が
、
そ
の
中
の
理
念
的
要
素
は
承
認
さ
れ
非
理
念
的
要
素
は
否
定
さ
れ
る
と
い
ふ
仕
方
で
、

外
か
ら
の
働
き
を
蒙
る
（
変
化
す
る
）
の
で
あ
る
。
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サ
　
サ
　
ぎ
　
を
　
ヘ
　
サ

　
然
る
に
、
『
精
神
の
現
象
学
』
で
は
、
更
に
そ
れ
に
加
へ
て
、
吟
味
に
お
い
て
変
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
知
だ
け
で
は
な
く
．
対
象

〔
に
お
け
る
自
体
存
在
〕
も
尺
度
も
同
様
で
あ
る
、
と
言
は
れ
る
の
で
あ
る
。
「
あ
る
尺
度
で
測
ら
れ
る
べ
き
も
の
が
そ
の
吟
味
に
合
格

し
な
い
場
合
に
は
、
吟
味
の
こ
の
尺
度
も
ま
た
変
化
す
る
。
そ
れ
で
、
吟
味
と
い
ふ
の
は
、
単
に
知
を
吟
味
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
八
）

吟
味
の
尺
度
を
吟
味
す
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
」
（
ぞ
く
⑦
目
犀
①
　
囲
×
引
　
ω
・
　
①
O
）
－
尺
度
自
体
が
変
る
べ
き
だ
、
と
い
ふ
こ
の
思
想
こ
そ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
の
『
精
神
の
現
象
学
』
で
は
じ
め
て
対
自
化
し
て
来
た
・
真
に
新
し
い
も
の
、
真
実
の
附
加
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
こ
の
や
う

な
附
加
が
可
能
で
あ
る
の
か
。
理
念
そ
の
も
の
が
尺
度
で
あ
る
の
な
ら
、
た
と
へ
吟
味
が
吟
味
自
身
に
は
ね
返
っ
て
来
て
、
吟
味
す
る
尺

度
自
身
を
吟
味
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
理
念
の
自
己
確
認
が
成
就
さ
れ
る
だ
け
で
、
尺
度
に
変
化
は
生
じ
な
い
筈
で
あ
る
、
理

念
は
時
間
を
超
え
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
ェ
　
ゼ
ソ

　
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
そ
れ
故
に
、
こ
こ
で
は
、
尺
度
も
吟
味
の
主
体
も
、
単
に
自
己
同
一
的
存
在
者
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
た

だ
そ
れ
だ
け
で
（
対
自
的
絶
対
的
に
）
観
ら
れ
て
る
る
の
で
は
な
い
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
そ
れ
ら
が
そ
こ
に
お
い
て
の
み
あ
る
・
尺
度

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

や
吟
味
主
体
の
諸
形
態
の
全
系
列
の
な
か
へ
、
つ
ま
り
経
験
的
意
識
が
弁
証
法
的
に
運
動
し
て
み
る
場
所
の
中
へ
、
個
別
的
存
在
者
と
し

て
移
さ
れ
、
ワ
ン
・
ノ
ヴ
・
ゼ
ム
と
し
て
見
直
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
経
験
す
る
意
識
の
諸
形
態
を
遺
漏
な
く
悉
く
包

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

む
や
う
な
場
所
が
一
さ
う
い
ふ
も
の
と
し
て
の
、
精
神
的
生
の
世
界
が
一
す
で
に
現
実
に
現
出
し
て
み
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
で

い
ち
い
ち
の
論
評
活
動
が
そ
の
契
機
と
と
も
に
相
対
化
さ
れ
客
観
化
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
場
所
た
る
や
、
全
形
態
を
肯

定
し
包
括
し
受
容
す
る
の
み
で
な
く
、
そ
の
否
定
性
か
ら
い
へ
ば
、
尺
度
の
、
従
っ
て
理
念
の
そ
の
自
己
同
一
性
を
さ
へ
空
無
化
し
て
移

ろ
は
し
め
る
ほ
ど
の
威
力
で
あ
る
、
こ
の
精
神
的
生
に
お
い
て
は
、
理
念
の
永
遠
な
自
己
同
一
性
を
も
凌
ぐ
や
う
な
無
常
性
が
、
つ
ま
り

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

理
念
の
歴
史
性
が
対
自
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
ー
ー
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
世
界
で
は
、
吾
々
が
自
分
で
動
い
て
何
か
手
出
し
（
N
亘
聾
）

・
を
す
る
必
要
は
毛
頭
無
い
、
意
識
が
吟
味
を
重
ね
て
自
分
自
身
に
ま
で
そ
れ
を
及
ぼ
し
て
ゆ
く
の
に
委
せ
、
吾
々
は
た
だ
仔
細
に
成
り
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

き
を
静
観
（
N
償
p
・
0
7
①
鵠
）
し
て
お
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
あ
る
ひ
は
、
こ
の
精
神
的
生
の
世
界
に
お
い
て
は
、
意
識
が
こ
れ
か
ら
遍
歴
す

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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折
q
学
研
究
　
蟹
即
五
｝
日
四
十
一
二
暑
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

べ
き
す
べ
て
の
宿
駅
が
、
す
で
に
全
形
態
の
完
全
な
系
列
と
し
て
出
揃
っ
て
み
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
世
界
の
方
か
ら
見
れ
ば
、
意
識
の

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
活
動
（
理
念
的
尺
度
を
以
て
す
る
吟
昧
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
の
吟
昧
も
評
価
も
蘭
越
づ
け
も
み
な
完
了
し
て
み
る
、

と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
都
度
の
経
験
の
中
に
か
か
り
切
っ
て
み
る
や
う
な
意
識
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
純
化
さ
れ
て
精

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
と

神
と
な
り
真
な
る
知
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
全
体
的
世
界
が
、
意
識
そ
の
も
の
の
外
あ
る
ひ
は
背
後
に
み
て
、
意
識
に
隠
れ
な
が

ら
、
し
か
も
意
識
の
歩
み
を
毎
回
支
援
し
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
即
ち
意
識
の
偶
然
的
経
験
的
な
歩
み
が
学
的
展
開
に
ま
で
高
ま

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
の
は
、
　
「
吾
々
」
が
意
識
に
手
を
添
へ
て
（
N
偉
聾
）
み
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
一
か
う
し
て
、
こ
の
世
界
に
は
、
意
識
（
論
評
の
主
体
）
、
意
識
の
対
象
そ
れ
自
体
（
尺
度
）
に
加
へ
て
、
第
三
の
契
機
た
る
吾
々
、

つ
ま
り
貸
馬
そ
の
も
の
が
積
極
的
に
登
場
し
、
世
界
聯
関
を
形
成
す
る
、
即
ち
世
界
が
世
界
自
身
を
規
定
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
i
も

ち
ろ
ん
、
論
評
期
に
お
け
る
彼
の
論
評
概
念
の
中
に
も
、
既
に
精
神
的
生
の
立
場
が
理
念
的
実
体
の
聯
関
に
並
行
し
て
現
出
し
て
み
た
。

そ
れ
は
し
か
し
、
理
念
的
論
評
の
歩
み
を
い
は
ば
目
的
論
的
に
統
綱
し
つ
つ
、
反
省
世
界
の
否
定
性
を
否
定
性
と
し
て
対
自
化
す
る
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
テ
ソ
ツ

ろ
ま
で
、
全
き
虚
無
の
深
淵
に
究
極
す
る
と
こ
ろ
ま
で
、
勢
位
を
高
め
て
ゆ
き
は
し
た
が
、
最
高
の
総
体
性
の
甦
り
に
つ
い
て
は
、
ま
し

て
そ
の
溝
造
や
働
き
に
関
し
て
は
、
抽
象
的
形
式
的
に
、
従
っ
て
独
断
的
な
い
し
豫
言
的
に
主
張
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
み
た
。
1
い
ま
、

こ
の
現
実
の
中
に
、
世
界
自
身
が
理
念
（
尺
度
）
に
す
ら
隠
蔽
さ
れ
た
契
機
と
し
て
実
は
臨
照
し
て
み
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
、
そ
れ
に

よ
っ
て
こ
の
世
界
の
す
べ
て
の
契
機
が
現
前
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
論
評
の
概
念
に
お
い
て
も
い
か
に
大
き
な
変
貌
が
生
じ
て
み
る
か
は
、

一
目
瞭
然
、
疑
議
す
る
こ
と
は
最
早
な
い
で
あ
ら
う
。

　
四
－
四
　
そ
れ
故
、
論
評
活
動
期
か
ら
『
精
神
の
現
象
学
』
ま
で
の
あ
ひ
だ
に
生
起
し
た
変
化
は
、
単
に
叫
、
二
の
重
要
概
念
の
そ
の

変
容
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
の
思
惟
を
動
か
し
て
み
る
理
念
的
聯
関
の
全
体
が
、
従
っ
て
契
機
の
個
≧
の
内
容
は
も
と
よ
り
相

互
の
配
列
も
重
心
の
所
在
も
、
更
に
は
思
惟
自
身
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
方
向
ま
で
も
悉
く
、
あ
る
ひ
は
転
換
し
あ
る
ひ
は
そ
れ
に
連
動
し
て

み
る
の
で
あ
る
、
つ
ま
り
彼
の
世
界
そ
の
も
の
が
変
貌
し
て
み
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
決
し
て
、
一
旦
完
成
し
た
体
系
が
教
授
法
上
の
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実
際
的
必
要
か
ら
編
集
し
直
さ
れ
て
生
じ
た
や
う
な
変
化
で
は
な
い
。

　
し
か
も
、
こ
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
が
、
単
な
る
変
動
で
は
な
く
、
あ
る
方
向
を
（
帰
趨
す
べ
き
行
先
と
し
て
で
あ
れ
実
現
す
べ
き
目

的
と
し
て
で
あ
れ
）
明
確
に
意
識
し
て
、
全
体
が
転
換
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
も
は
や
贅
言
を
要
し
な
い
で
あ
ら
う
。

一
へ
ー
ゲ
ル
が
自
己
の
存
在
を
賭
け
て
論
評
活
動
に
乗
り
出
し
た
と
き
、
そ
の
思
想
的
根
拠
と
な
っ
た
理
念
聯
関
は
、
じ
つ
は
ふ
た
つ

の
思
惟
聯
関
、
却
ち
理
念
的
実
体
の
立
場
と
精
神
的
生
の
立
場
と
の
そ
の
混
在
で
あ
っ
た
。
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
な
ほ
質
的
特
有
性
を
失

は
ず
、
従
っ
て
相
互
に
は
漸
く
形
式
的
反
省
的
に
関
係
す
る
だ
け
で
、
内
的
な
媒
介
的
統
一
に
ま
で
齋
ら
さ
れ
て
み
な
い
。
し
か
し
、
こ

の
や
う
な
根
拠
か
ら
の
論
評
が
と
に
か
く
そ
の
最
高
の
可
能
性
に
到
達
し
、
論
評
と
し
て
の
最
後
の
一
歩
を
ば
現
実
に
歩
ん
だ
と
き
、
ヘ

ー
ゲ
ル
は
専
奥
b
、
精
神
的
生
の
立
場
が
理
念
的
実
体
の
立
場
を
契
機
と
し
て
自
己
内
に
止
揚
す
る
方
向
で
、
前
述
の
混
在
関
係
を
す
っ

き
り
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
へ
、
そ
れ
は
な
ほ
形
式
的
に
そ
の
や
う
に
定
立
さ
れ
て
る
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
定
立
の
真
の
含
蓄

は
、
『
精
神
の
現
象
学
』
に
お
い
で
は
じ
め
て
周
到
に
展
開
さ
れ
た
。
即
ち
、
論
評
の
こ
の
や
う
な
完
成
と
と
も
に
理
念
の
磨
己
同
一
性

が
最
早
維
持
さ
れ
得
ず
、
吟
味
と
断
罪
と
が
受
容
と
静
観
と
に
転
換
さ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
概
念
だ
け
か
ら
も
推
定
し
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

た
所
で
あ
る
が
、
（
三
－
大
参
照
）
そ
れ
が
、
学
の
体
系
の
第
一
部
に
お
い
て
は
、
尺
度
（
理
念
）
の
可
変
性
と
し
て
、
そ
し
て
理
念
の
永

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

遠
性
よ
り
も
更
に
深
遠
な
世
界
自
体
の
・
「
吾
々
し
と
い
ふ
仕
方
で
の
・
現
前
と
し
て
、
具
体
的
に
規
定
さ
れ
確
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
、

そ
し
て
そ
の
や
う
に
し
て
、
精
神
的
生
は
自
分
が
体
系
構
築
の
唯
一
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
一

　
か
く
し
て
、
現
在
の
到
達
地
点
か
ら
回
顧
す
る
と
、
論
評
か
ら
構
築
へ
向
ふ
彼
の
思
惟
運
動
は
、
そ
の
ま
ま
彼
に
お
け
る
精
神
的
生
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
が

流
動
で
あ
っ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
即
ち
、
彼
の
思
惟
は
、
は
じ
め
の
渾
沌
未
確
定
な
状
況
（
論
評
）
の
中
か
ら
、
鰭
て
進
路
を
決
定

す
る
と
と
も
に
濫
出
し
、
理
念
的
実
体
の
立
場
を
自
己
内
へ
止
揚
し
つ
つ
精
神
的
生
そ
の
も
の
に
向
っ
て
流
路
を
開
い
て
φ
く
（
構
築
）

が
、
そ
れ
は
又
、
彼
の
精
神
的
生
が
、
更
に
、
い
っ
そ
う
普
遍
的
な
精
神
が
、
彼
の
中
で
流
れ
を
拓
き
つ
つ
あ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の

や
う
な
流
動
は
そ
れ
故
に
確
定
し
た
方
向
を
持
つ
運
動
で
あ
る
、
つ
ま
り
実
体
か
ら
主
体
（
又
は
精
神
）
に
向
ふ
運
動
な
の
で
あ
る
。
従

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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哲
学
研
一
究
　
第
五
百
四
十
三
暑
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
タ
モ
ル
フ
オ
ロ
ゼ

っ
て
、
論
評
期
か
ら
『
精
神
の
現
象
学
』
に
か
け
て
発
生
し
た
・
前
述
の
根
本
的
且
つ
全
面
的
な
変
　
貌
は
、
そ
の
真
実
の
相
に
お
い

て
は
、
実
体
を
止
揚
し
て
主
体
へ
向
ふ
こ
の
運
動
な
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
思
惟
が
変
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
の
精
神
的
生
が

ま
さ
に
こ
の
方
向
に
向
ふ
運
動
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
彼
の
思
惟
は
こ
の
方
向
で
構
築
を
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

っ
た
。

　
し
か
し
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
こ
の
精
神
的
生
は
、
イ
エ
1
ナ
期
と
い
ふ
比
較
的
短
い
時
期
に
限
っ
て
、
そ
し
て
論
評
と
い
ふ
・
あ
る

特
殊
な
外
向
的
な
文
化
活
動
と
し
て
の
み
、
現
出
し
た
筈
も
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
精
神
的
生
の
運
動
そ
の
も
の
に
更
に
多
少
と

も
迫
り
え
ん
が
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
先
づ
、
彼
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ソ
時
代
ま
で
棚
る
と
と
も
に
、
ま
た
ニ
ュ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ン
ベ
ル
ク
時
代
に
ま
で
降
っ
て
、
こ
の
運
動
の
規
模
を
概
愛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
の
一
方
で
、
精
神
的
生
の
展
開
と
い

ふ
こ
の
見
地
か
ら
、
イ
エ
ー
ナ
時
代
の
諸
文
書
を
（
論
評
活
動
関
係
の
文
書
に
限
ら
ず
）
あ
ら
た
め
て
再
検
討
す
る
必
要
が
生
ず
る
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ら
う
。
そ
の
場
合
ま
つ
、
研
究
の
今
後
の
主
題
と
な
す
べ
き
聯
関
は
、
イ
エ
ー
ナ
期
の
講
義
活
動
と
い
ふ
文
脈
で
あ
る
。
し
か
も
、
就
中
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

実
体
関
係
を
止
揚
し
て
主
体
性
へ
向
ふ
・
そ
の
や
う
な
運
動
と
し
て
、
精
神
的
生
そ
の
も
の
を
本
質
規
定
す
る
こ
と
が
果
し
て
妥
当
で
あ

る
か
ど
う
か
、
と
い
ふ
問
題
、
即
ち
本
論
文
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
論
定
の
そ
の
基
礎
付
け
の
問
題
に
関
し
て
は
、
所
謂
『
イ
エ
ー
ナ
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

代
の
論
理
学
お
よ
び
形
蒲
上
学
』
関
係
の
文
書
を
最
優
先
し
て
取
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
i
こ
れ
は
勿
論
、
こ
の
関
係
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

講
義
手
稿
の
中
に
、
実
体
か
ら
主
体
へ
向
ふ
運
動
が
直
接
に
論
述
さ
れ
て
る
る
、
と
い
ふ
や
う
な
意
味
で
は
な
い
、
寧
ろ
そ
の
反
対
な
の

で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
精
神
的
生
の
運
動
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
最
後
に
、
次
の
コ
メ
ン
ト
を
添
へ
て
お
き
た
い
。
一

　
四
一
五
　
た
し
か
に
、
精
神
的
生
の
か
う
い
ふ
方
向
は
、
形
式
的
一
般
的
に
は
、
す
で
に
イ
エ
ー
ナ
時
代
の
初
期
に
、
そ
の
概
念
的
自

覚
に
ま
で
到
達
し
て
み
た
。
反
省
と
い
ふ
概
念
に
つ
い
て
は
嚢
に
検
討
し
た
が
、
絶
対
老
を
主
体
と
し
て
も
理
解
せ
よ
、
と
い
ふ
・
『
精

　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ユ
ゼ

神
の
現
象
学
』
の
根
本
綱
領
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
「
制
限
さ
れ
た
も
の
は
、
絶
対
的
な
も
の
に
関
係
す
る
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
〔
否
定
さ
れ
る
と
〕
同
時
に
、
存
立
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
…
…
理
性
は
、
〔
自
由
と
必
然
と
い
ふ
〕
対
立
者
を
、
統



67

濁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
、
否
定
す
る
。
…
…
だ
が
、
こ
の
〔
否
定
的
〕
統
一
の
中
で
、
対
立
す
る
両
者
は
、
…
…
そ
れ
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
九
）

絶
対
老
に
関
係
し
て
み
る
た
め
、
存
立
を
得
て
み
る
の
で
あ
る
。
L
（
ノ
＜
Φ
H
”
Φ
H
＜
…
ω
．
ド
刈
～
日
。
◎
）
「
絶
対
者
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
故
、
同
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
〇
）

と
非
同
国
と
の
同
唱
で
あ
る
、
対
立
す
る
こ
と
と
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
と
が
同
時
に
絶
対
老
の
中
に
あ
る
。
」
（
≦
o
H
犀
。
　
H
＜
い
　
ω
■
①
艀
）
等
≧

は
、
既
に
『
差
異
性
』
に
お
い
て
言
明
さ
れ
て
み
る
思
想
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
た
お

　
し
か
し
、
そ
れ
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
何
故
に
、
こ
の
概
念
的
把
握
を
基
礎
に
し
て
、
体
系
構
築
の
道
を
た
だ
直
押
し
に
慕
進
し
な
か
っ

た
の
で
あ
ら
う
か
。
何
故
に
彼
は
、
非
哲
学
仮
哲
学
へ
の
甲
声
ご
と
き
に
、
構
築
の
手
を
休
め
て
ま
で
没
頭
し
た
の
か
、
そ
れ
は
哲
学
の

　
　
　
げ
　
ち
ん

い
は
ば
外
陣
で
項
事
に
か
ま
け
て
み
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
一
た
し
か
に
、
真
理
の
体
系
へ
の
彼
の
肉
薄
は
、
論
評
活
動
に
よ

　
　
　
　
　
い
ぎ
ほ
ひ

つ
て
暫
時
、
　
勢
を
あ
る
ひ
は
殺
が
れ
あ
る
ひ
は
矯
め
ら
れ
た
か
の
や
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
有
限
性
を
神
詣
化
し
・
そ
れ
に
よ
っ
て

理
性
を
悟
性
に
ま
で
引
き
お
ろ
し
て
み
る
や
う
な
反
省
哲
学
を
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
放
置
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
、
「
有
限
を
食
ひ
尽
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
一
）

せ
ぬ
（
ロ
一
〇
ゲ
け
　
P
‘
h
N
①
『
円
O
コ
）
や
う
な
無
限
は
真
理
で
は
な
い
」
（
芝
Φ
節
①
旨
く
脚
ω
’
。
。
・
・
蒔
）
が
、
し
か
も
さ
う
い
ふ
非
真
理
を
主
張
す
る
立
場

は
、
積
極
的
な
反
哲
学
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
彼
は
例
へ
ば
、
「
有
限
や
時
間
が
永
遠
の
中
で
消
失
す
る
こ
と
を
嫌
悪
し
恐
怖
し

て
、
有
限
な
も
の
の
救
済
に
狂
奔
す
る
」
ヤ
コ
ー
ビ
を
徹
底
的
に
戯
画
化
す
る
。
彼
ら
に
お
け
る
有
限
性
の
実
在
主
義
と
は
、
要
す
る
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
と

哲
学
は
不
完
全
な
も
の
を
完
全
に
す
る
、
と
い
ふ
類
ひ
の
繰
り
言
に
過
ぎ
ぬ
。
ー
ー
こ
の
や
う
に
否
定
的
に
対
立
す
る
他
者
を
ば
断
罪
す

る
こ
と
は
、
従
っ
て
ま
こ
と
に
彼
の
立
場
そ
の
も
の
に
属
す
る
所
で
あ
り
、
精
神
的
生
自
体
が
な
さ
し
め
る
所
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

罪
す
る
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
精
神
的
生
は
、
相
対
又
は
有
限
に
否
定
的
に
対
立
す
る
と
こ
ろ
の
、
〔
対
立
す
る
〕
絶
対
又
は
無
限
と
な

る
で
あ
ら
う
、
つ
ま
り
そ
れ
は
、
「
哲
学
の
た
だ
ひ
と
つ
の
実
在
的
客
観
的
理
念
は
、
対
立
が
絶
対
的
に
止
揚
さ
れ
て
る
る
、
と
い
ふ
こ

と
で
あ
る
。
…
…
絶
対
的
同
一
性
に
お
い
て
あ
る
や
う
な
哲
学
は
、
対
立
す
る
も
の
の
ど
ち
ら
か
一
方
を
、
他
か
ら
抽
象
し
・
た
だ
そ

れ
だ
け
で
有
る
も
の
と
し
て
　
（
穿
ω
一
簿
。
。
Φ
δ
巳
）
承
認
す
る
や
う
な
こ
と
は
し
な
い
、
そ
の
最
高
の
理
念
は
対
立
の
双
方
に
無
差
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ヒ
ツ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス

（
ぎ
幽
ま
禽
Φ
簿
）
で
、
双
方
は
個
別
的
に
観
れ
ば
い
つ
れ
も
無
で
あ
る
か
ら
、
さ
う
い
ふ
意
味
で
、
か
か
る
哲
学
は
観
念
論
で
あ
る
し

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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折
口
学
柑
耕
究
　
第
五
百
四
十
∴
一
管
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
）

（
≦
Φ
彗
犀
。
　
H
く
W
　
ω
・
　
ω
も
⊃
α
）
と
は
言
っ
て
も
、
さ
う
い
ふ
理
念
聯
関
を
、
そ
の
ま
ま
尺
度
と
な
し
て
他
老
を
吟
味
す
る
法
廷
的
体
系
と
な
る
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
た
ま

あ
ら
う
。
－
し
て
見
る
と
、
か
の
理
念
的
実
体
の
立
場
は
、
お
よ
そ
戦
ふ
限
り
の
精
神
的
生
に
と
っ
て
、
決
し
て
、
外
か
ら
偶
≧
紛
れ

込
ん
で
来
て
異
物
の
や
う
に
混
在
し
て
み
る
の
で
は
な
い
、
自
分
の
内
に
生
ま
れ
た
契
機
で
あ
り
、
自
分
と
同
質
同
根
な
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
論
評
は
又
、
彼
に
と
っ
て
本
来
的
な
、
適
意
の
活
動
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
や
う
に
精
神
的
生
が
反
省
の
立
場
に
対
し
て
一
そ
し
て
、
絶
村
は
稲
対
に
、
無
限
は
有
限
に
対
し
て
t
否
定
的
に

対
立
す
る
限
り
、
両
者
の
統
一
は
、
こ
の
双
方
の
彼
岸
、
つ
ま
り
外
な
る
反
省
に
お
い
て
よ
り
ほ
か
に
、
実
現
さ
る
べ
き
場
所
を
持
た
な

く
な
る
で
あ
ら
う
。
な
る
ほ
ど
、
そ
こ
で
の
精
神
的
生
は
最
早
精
神
的
生
で
は
な
く
、
寧
ろ
反
省
さ
れ
た
生
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
は
み
る
。

そ
こ
で
の
絶
対
は
、
反
省
さ
れ
て
概
念
化
さ
れ
形
式
化
さ
れ
た
絶
対
、
相
対
的
絶
対
で
あ
っ
て
、
い
ま
先
程
掲
げ
ら
れ
た
や
う
な
絶
対
的

絶
対
の
理
念
に
み
つ
か
ら
背
反
す
る
に
い
た
っ
て
み
る
。
し
か
も
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
、
精
神
的
生
の
こ
の
や
う
な
反
省
化
を
、
精
神
聯
関
の

シ
ュ
ピ
じ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ
　
ヘ
　
へ

活
動
に
お
け
る
単
な
る
一
契
機
一
段
階
と
の
み
は
、
つ
ま
り
、
精
神
の
再
生
の
た
め
の
序
幕
と
の
み
は
見
て
み
な
い
、
寧
ろ
、
彼
自
身
が

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
の
反
省
化
の
中
に
の
め
り
こ
み
、
か
く
し
て
反
省
的
に
思
興
し
、
実
は
相
対
的
絶
対
に
過
ぎ
ぬ
も
の
を
絶
対
的
絶
対
と
し
て
定
立
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
膜
≧
、
絶
対
は
、
有
限
を
媒
介
し
存
立
せ
し
め
る
よ
り
は
却
っ
て
否
定
し
消
滅
さ
せ
る
無
差
別
と
し
て
、
両
極
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
三
）

無
差
別
的
中
点
と
し
て
、
実
体
的
に
思
惟
さ
れ
て
る
る
し
（
≦
O
同
一
（
o
　
H
＜
脚
　
ω
●
　
刈
湛
　
信
．
　
ω
「
　
ω
昏
σ
α
）
、
ま
た
、
実
体
－
属
性
関
係
が
真
の
思
弁
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ヤ
イ
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
四
）

関
係
と
見
傲
さ
れ
て
、
因
果
関
係
と
い
ふ
仮
象
に
対
し
優
先
せ
し
め
ら
れ
て
る
た
。
（
≦
①
興
の
H
＜
甲
ψ
ω
ω
）

　
し
て
み
る
と
、
論
評
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
把
握
さ
れ
た
・
精
神
の
理
念
聯
関
を
、
そ
れ
に
経
つ
た
形
式
で
働
か
せ
て
は
み
な
か
っ
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
も
い
へ
る
。
精
神
の
理
念
を
反
省
の
仕
方
で
理
解
し
て
み
た
こ
と
が
、
実
際
の
論
評
に
お
い
て
、
ふ
た
つ
の
思
惟
聯
関
が
混
在
し
た
ま

　
　
　
　
い
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ゴ
イ
テ
ま
ト

ま
相
互
に
未
だ
譜
調
を
な
さ
ず
に
る
た
そ
の
根
拠
で
も
あ
ら
う
。
従
っ
て
、
論
評
主
体
の
さ
う
い
ふ
反
省
的
自
我
性
こ
そ
吟
味
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
論
評
す
る
も
の
自
身
が
論
評
さ
れ
る
も
の
と
同
じ
反
省
の
立
場
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
吟
味
の
同
じ
尺
度
で
み
つ
か
ら
も

最
後
に
徹
底
的
に
断
罪
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
つ
ま
り
反
省
的
世
界
の
最
後
の
非
性
と
し
て
、
捌
訣
さ
れ
廃
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
レ
　
　
ト

も
の
こ
そ
塵
土
は
反
省
的
世
界
の
論
評
に
反
省
的
に
の
め
り
こ
ん
で
み
た
自
分
自
身
と
そ
の
尺
度
と
な
の
で
あ
る
。
一
こ
の
最
終
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

否
定
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
精
神
は
、
反
省
の
中
か
ら
蘇
生
す
る
、
即
ち
、
精
神
と
し
て
現
出
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
や
う
に
深
入
り
し
、

自
己
を
失
ひ
、
わ
れ
と
わ
が
身
を
傷
つ
け
つ
つ
自
己
自
身
に
よ
っ
て
発
さ
れ
る
や
う
な
展
開
こ
そ
精
神
的
生
の
本
質
で
あ
る
。
敵
を
見
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
わ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

し
、
こ
れ
と
戦
ひ
、
こ
れ
を
超
え
て
和
ぎ
に
到
る
の
は
た
だ
精
神
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
が
精
神
の
個
性
で
あ
る
。
精
神
は
、
密
室
に
己
れ

を
閉
ち
こ
め
て
ひ
と
り
構
築
に
耽
溺
す
る
や
う
な
私
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
い
つ
も
既
に
己
れ
を
開
い
て
外
に
出
、
ま
た
外
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
　

出
て
み
る
運
動
で
あ
る
、
弁
証
法
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
そ
の
も
の
で
あ
る
。
理
念
的
聯
関
で
す
ら
こ
れ
に
内
在
し
て
み
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
逆
で
は
な
い
。
ま
し
て
論
理
的
聯
関
の
ご
と
く
最
簡
捷
の
道
を
選
ぶ
や
う
強
制
さ
れ
て
は
み
な
い
、
そ
れ
は
自
由
を
生
き
、
自
由
に
進

路
を
切
拓
い
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
、
た
し
か
に
あ
る
吟
味
尺
度
の
行
詰
り
に
よ
っ
て
暫
時
そ
し
て
屡
≧
澱
む
か
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
か
へ

っ
て
愈
≧
力
を
溜
め
て
ふ
た
た
び
盗
出
し
、
そ
の
歩
み
を
決
し
て
と
ど
め
は
し
な
い
で
あ
ら
う
、
自
分
の
本
性
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
目

標
、
即
ち
精
神
と
し
て
の
精
神
に
到
る
ま
で
。
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ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
あ
　
す
が
た

　
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
イ
エ
ー
ナ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
を
何
よ
り
も
先
づ
、
生
き
た
全
体
的
統
一
の
像
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と

努
め
た
。
論
評
活
動
と
そ
の
意
味
如
何
と
い
ふ
問
題
も
、
こ
の
視
点
か
ら
、
成
ら
う
こ
と
な
ら
彼
自
身
の
息
吹
き
を
感
じ
鼓
動
が
聞
え
る

や
う
な
場
所
か
ら
、
髪
髭
と
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
全
体
の
な
か
か
ら
、
心
的
聯
関
お
よ
び
社
会
的
時
代
的
聯
関
を

そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
実
在
聯
関
と
し
て
解
き
ほ
ぐ
し
、
そ
れ
ら
を
そ
の
独
自
性
と
制
限
性
と
に
お
い
て
提
示
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
、
彼
の
活
動
の
思
想
的
根
拠
を
な
す
理
念
的
聯
関
の
そ
の
対
自
化
が
可
能
に
な
っ
た
。
1
し
か
る
に
、
こ
の
対
自
化
の
結
果
、
判
明

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

し
た
の
は
、
こ
の
理
念
的
聯
関
は
実
は
、
相
互
に
な
ほ
質
を
異
に
す
る
ふ
た
つ
の
思
惟
聯
関
（
理
念
的
実
体
の
立
場
お
よ
び
精
神
的
生
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

立
場
）
の
そ
の
混
在
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
は
ば
青
さ
の
ま
ま
に
論
評
に
身
を
投
じ
、
し
か
も
経
験
を
通
じ
て

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

事
実
上
精
神
的
生
の
立
場
へ
踊
み
き
る
。
し
か
し
、
実
体
を
止
揚
し
て
主
体
へ
向
ふ
こ
の
精
神
的
生
の
、
そ
の
理
念
的
聯
関
自
体
は
、
は

　
　
　
　
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

じ
め
そ
れ
に
相
応
し
か
ら
ざ
る
反
省
的
形
式
で
し
か
把
握
さ
れ
得
な
か
っ
た
一
へ
1
ゲ
ル
は
能
否
を
超
越
し
て
現
実
に
戦
は
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
生
が
屡
説
対
自
的
に
概
念
把
握
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
な
ほ
数
年
間
の
沈
黙
と
沈
潜
と
が
必
要

で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
開
始
さ
れ
た
構
築
は
、
す
で
に
そ
の
序
論
に
お
い
て
、
表
現
も
思
想
的
本
質
も
一
新
さ
れ
て
る
た
、
そ
の
冒
頭
、

反
省
的
実
体
的
形
式
の
払
拭
が
宣
言
さ
れ
て
る
る
通
り
に
、
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
や
う
な
雪
袴
曲
折
こ
そ
こ
の
精
神
的
生
の
個
性
な
の
で
あ
る
。
1
こ
の
流
れ
に
自
分
を
委
ね
つ
つ
そ
の
水
勢
の
緩
急

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
と

を
つ
ぶ
さ
に
追
体
験
す
る
こ
と
こ
そ
、
こ
の
精
神
的
生
を
己
が
生
と
し
て
生
き
た
人
格
と
と
も
に
生
き
る
（
凶
。
ゐ
彗
ω
富
嵩
の
）
可
能
性
で

あ
り
、
た
と
へ
い
か
に
多
く
の
歳
月
を
そ
の
あ
ひ
だ
に
隔
て
よ
う
と
も
、
そ
の
ひ
と
の
声
咳
の
せ
め
て
一
端
を
現
実
に
思
ひ
お
こ
す
希
望

で
も
あ
る
。
そ
こ
に
歴
史
そ
の
も
の
に
お
け
る
超
越
が
、
時
間
の
無
常
と
卑
俗
な
日
常
性
と
か
ら
の
自
由
が
、
成
り
立
つ
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
レ
レ
　
ぎ

－
蓋
し
、
時
間
が
齎
し
時
流
が
齎
し
た
墨
色
と
忘
却
と
の
な
か
か
ら
、
そ
し
て
独
断
や
打
算
や
卑
屈
が
う
つ
高
く
築
き
あ
げ
た
偏
見
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ひ
ね
が

層
の
底
か
ら
、
誰
が
真
相
の
発
掘
を
翼
は
ず
に
る
ら
れ
よ
う
。
た
と
へ
ば
、
非
運
に
遭
ひ
非
命
に
倒
れ
た
烈
士
の
高
き
志
操
を
何
び
と

が
弁
ぜ
ず
に
お
ら
れ
よ
う
、
た
と
へ
百
歳
千
載
の
の
ち
で
あ
ら
う
と
も
、
何
び
と
が
起
っ
て
そ
の
冤
を
雪
が
ず
に
お
ら
れ
よ
う
か
。
岡
様

　
　
　
　
　
　
あ
ま
た

に
、
時
を
経
、
数
多
の
解
釈
を
経
て
、
い
ま
な
ほ
、
然
も
愈
≧
真
意
の
し
か
と
は
定
め
が
た
き
問
ひ
か
け
も
あ
ら
う
。
そ
れ
が
誤
解
と
偏

見
の
厚
き
雲
に
蔽
は
れ
て
る
る
な
ら
ば
、
尚
更
の
こ
と
で
あ
る
。
－
い
つ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
精
神
的
生
の
個
性
を
理
解
す
る
た
め
に

は
、
時
間
的
な
へ
だ
た
り
と
卑
俗
な
日
常
性
と
を
、
そ
し
て
「
科
学
的
」
理
解
を
さ
へ
、
早
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
1
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ぐ
り
あ
ひ

こ
の
超
越
は
、
最
早
、
た
だ
醒
め
て
観
る
だ
け
の
、
無
為
に
到
る
超
越
で
は
な
く
、
生
き
た
邊
遁
を
得
る
た
め
の
超
越
で
あ
る
。
　
（
了
）

　
　
注
　
　
記

一
　
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
一
最
初
の
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
は
、
「
故
人
の
友
の
会
（
＜
興
。
ぎ
く
。
跡
閏
お
戸
建
山
9
恥
窃
く
禽
①
言
σ
q
3
づ
）
」
の
手
に
よ
り
、
　
一
八

三
二
年
か
ら
四
五
年
に
か
け
、
　
一
八
巻
一
二
冊
に
ま
と
め
ら
れ
て
刊
行
さ
れ
た
。
事
後
、
規
律
ま
で
に
、
ド
イ
ツ
を
中
心
に
、
中
断
し
た
試
み
を
も



含
め
て
合
計
九
種
の
全
集
が
刊
行
さ
れ
て
る
る
。
以
下
、
編
者
お
よ
び
大
よ
そ
の
刊
行
年
を
記
す
と
、
②
凶
自
。
臨
書
①
σ
q
①
ご
μ
。
。
。
。
曵
㈲
ρ
轡
”
い

ゆ
。
田
巳
…
μ
c
。
⑩
り
～
お
O
c
。
㈲
9
ε
芝
①
認
篇
8
り
㈲
O
．
冒
ω
ω
〇
三
μ
㊤
8
～
日
り
ω
b
。
⑥
螢
9
0
。
ぎ
Φ
認
H
O
留
⑦
い
頃
。
験
B
Φ
聾
①
灘
H
⑩
ω
O
～

H
8
α
⑧
O
。
。
。
帥
旨
B
o
切
妻
鼠
崖
年
。
・
α
Q
．
一
ヨ
》
象
含
σ
q
山
臼
U
Φ
纂
ω
9
窪
目
。
§
ゲ
毎
σ
q
ω
σ
q
o
ヨ
。
訂
。
冨
｛
け
」
O
①
c
。
～
⑨
団
◎
ζ
。
匡
2
冨
器
『
F

囚
．
ζ
◎
言
♂
冨
ご
お
刈
O
I
の
や
う
に
列
挙
で
き
る
。
⑨
は
ω
¢
冨
舞
扇
留
書
の
刊
行
す
る
所
で
、
現
在
最
も
便
利
と
さ
れ
て
お
り
、
⑧
は
末
長
く

学
術
的
権
威
た
る
こ
と
を
期
し
て
刊
行
さ
れ
た
・
い
は
ば
ア
カ
デ
ミ
ー
版
で
あ
る
。
こ
れ
は
昭
和
五
十
六
年
八
月
末
現
在
、
四
、
六
、
七
、
八
、
九
、

十
一
、
お
よ
び
十
二
の
七
巻
が
刊
行
さ
れ
て
る
る
。

　
本
論
文
は
原
則
と
し
て
、
引
用
箇
所
を
⑧
に
よ
っ
て
本
文
中
に
示
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
⑤
以
下
の
い
つ
れ
か
を
注
記
の
三
に
お
い
て
、
略
記
し

て
対
照
さ
せ
る
。
そ
の
略
記
法
は
、
⑤
O
δ
。
ド
⑥
ピ
霧
ω
6
⑦
寓
。
跨
⑧
芝
①
時
や
⑨
竃
．
タ
竃
．
と
す
る
。
従
っ
て
、
た
と
へ
ば
、
ア
カ
デ
ミ

ー
版
第
四
巻
の
三
二
五
頁
は
、
本
文
中
で
は
、
（
≦
毘
（
¢
H
＜
脚
ω
．
ω
卜
⊃
α
）
と
し
て
、
注
記
の
引
用
箇
所
対
照
で
は
、
冨
・
穿
ζ
こ
b
づ
F
押
ω
・
ω
9

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
表
記
さ
れ
る
。

二
（
1
）
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
や
う
な
体
系
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
与
へ
る
所
の
、
ず
っ
し
り
と
し
・
堅
牢
で
充
実
し
た
手
応
へ
か
ら
い
っ
て
、
「
形
成
」

　
で
も
「
生
成
」
で
も
な
く
、
構
築
と
い
ふ
語
が
最
も
相
応
し
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
筆
者
に
は
、
そ
れ
は
、
カ
テ
ド
ラ
ル
の
建
設
に
も
似
た
堅
牢
感

　
を
与
へ
る
一
そ
こ
に
は
、
数
十
万
個
数
百
万
個
の
、
単
純
な
直
六
面
体
た
る
煉
瓦
や
切
石
を
、
垂
直
方
向
に
つ
い
て
は
錘
、
水
平
方
向
に
つ
い
て

　
は
水
準
器
、
と
い
ふ
ご
く
簡
単
な
道
具
に
よ
っ
て
規
整
し
な
が
ら
、
営
≧
数
十
年
数
百
年
を
つ
ひ
や
し
て
ひ
た
す
ら
積
み
あ
げ
て
ゆ
く
建
設
に
通
ず

　
る
も
の
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

（
2
）
　
一
i
【
の
論
述
の
基
礎
に
し
た
の
は
、
次
の
三
点
の
文
書
で
あ
る
。
0
ゆ
出
Φ
σ
Q
9
。
。
9
σ
q
魯
諏
づ
曲
ぴ
q
臼
H
o
げ
①
諺
『
無
”
鼠
』
・
竃
‘
切
間
さ
。
”
ψ
㎝
c
。
ト
コ
’

　
　
②
b
ご
厭
圃
臥
く
。
づ
頃
Φ
σ
q
9
。
。
づ
ω
昏
鉱
一
ぎ
σ
q
〈
。
ヨ
ト
っ
・
乞
。
〈
」
。
。
O
ρ
（
ヒ
d
『
団
Φ
｛
。
く
。
跡
β
乱
き
寓
①
σ
q
①
押
臣
●
押
ω
・
α
。
。
）
③
b
ご
蕃
閉
ぎ
謬
¢
。
σ
q
巴

　
　
§
○
Φ
o
昏
Φ
＜
o
ヨ
b
。
ρ
ω
Φ
讐
．
H
。
。
O
餅
（
b
d
二
藍
①
〈
o
回
目
巳
p
郎
鵠
。
σ
q
o
ジ
b
d
F
押
ω
。
c
。
蒔
）
一
な
ほ
、
爾
後
、
こ
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
往
復
書
簡
集
』

　
　
は
、
ω
同
一
畦
Φ
と
略
記
す
る
。

（
3
）
0
ゆ
簿
ぎ
囚
§
ヨ
巴
①
“
N
信
H
O
訂
8
2
。
σ
q
貯
く
。
5
田
㈹
①
ポ
臼
田
器
円
ω
。
臣
ぎ
戸
ω
●
お
。
。
～
置
目
（
国
①
σ
q
。
∵
ω
け
＆
陣
①
ジ
切
儀
．
伶
6
宅
）

　
　
②
山
臼
ω
巴
げ
①
”
露
頭
。
侮
興
験
窪
国
璽
ω
。
訂
津
2
踏
①
σ
q
9
。
。
．
（
U
鋤
ω
勺
8
Z
Φ
仁
山
臼
》
び
σ
Q
①
ω
。
三
〇
ω
。
・
o
爵
。
津
留
巴
）
Φ
郎
窪
。
。
”
o
◎
●
。
。
目
。
。
～
G
。
b
。
G
。
」
ミ
O
）

（
4
）
　
こ
O
濠
①
器
護
伽
①
ω
罰
。
ぽ
①
．
白
。
号
魯
口
註
。
り
。
冨
霞
目
α
q
．
ω
。
犀
窪
ω
鴇
8
ヨ
吻
畠
田
℃
臣
0
8
唱
げ
一
Φ
．
．
（
H
。
。
O
μ
）
i
こ
の
『
差
異
性
』
は
、
そ
の

71・

論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ

七
一
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
三
号

七
二

　
内
面
的
動
機
か
ら
す
れ
ば
、
次
の
課
題
を
果
さ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
即
ち
、
何
故
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
い
ふ
主
観
的
な
主
観

　
一
客
観
に
対
し
て
、
客
観
的
な
主
観
－
客
観
を
対
立
さ
せ
、
次
い
で
こ
の
ふ
た
つ
の
主
観
－
客
観
を
い
っ
そ
う
高
次
の
も
の
へ
高
め
ね
ば
な
ら
な

　
か
っ
た
の
か
、
そ
の
根
拠
を
示
さ
う
と
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
は
思
想
界
で
の
契
る
情
勢
が
捧
加
か
彼
に
執
筆
を
促
し

　
て
る
た
。
つ
ま
り
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
が
バ
ル
デ
ィ
リ
に
接
近
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
と
を
問
じ
思
弁
的
立
場
の
哲
学
者
と

　
断
じ
、
み
つ
か
ら
は
、
哲
学
を
論
理
学
（
認
識
の
形
式
的
論
究
）
に
還
元
す
る
方
向
で
、
哲
学
革
命
を
遂
行
し
よ
う
と
し
て
み
る
情
勢
で
あ
っ
た
。

　
（
ニ
ー
三
、
②
を
参
照
）
つ
ま
り
、
こ
の
た
ぐ
ひ
の
非
哲
学
に
思
想
界
で
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
握
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
ふ
の
が
、
　
へ
！
ゲ

　
ル
の
も
う
ひ
と
つ
の
執
筆
動
機
で
あ
っ
た
。

（
5
）
　
シ
ュ
ー
ラ
ー
女
史
は
、
イ
エ
ー
ナ
期
以
前
の
文
書
に
対
し
て
ヘ
ル
マ
ン
・
ノ
ー
ル
が
開
発
し
た
年
代
決
定
法
を
、
再
吟
味
し
っ
っ
更
に
整
備

　
し
て
成
果
を
挙
げ
た
。
（
O
冴
Φ
ド
ω
。
げ
巳
興
”
N
霞
O
騨
。
口
。
げ
σ
q
…
①
く
。
づ
寓
①
σ
q
①
冨
句
¢
σ
q
①
孟
。
。
o
穿
捧
。
コ
覧
O
①
ω
〈
鼠
①
α
q
①
一
あ
9
臼
o
P
切
戸
．
山
〉
）
し
か

　
し
、
こ
の
決
定
法
を
一
そ
れ
は
「
書
体
変
遷
の
意
味
理
解
」
（
野
島
器
げ
①
三
。
H
ヨ
Φ
乙
蓬
け
毒
σ
q
）
と
呼
称
さ
れ
て
み
る
一
そ
の
ま
ま
イ
エ
ー

　
ナ
時
代
の
文
書
に
も
適
用
す
る
に
は
、
次
の
諸
点
を
も
慎
重
に
勘
案
す
べ
き
で
あ
る
。
0
3
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
終
末
ま
で
の
草
稿
に
つ
い
て

　
は
、
そ
の
殆
ん
ど
が
印
刷
さ
れ
て
お
ら
ず
手
稿
に
と
ど
ま
っ
て
み
る
た
め
、
ノ
ー
ル
u
シ
ュ
ー
ラ
ー
の
方
法
で
一
貫
し
て
解
釈
出
来
よ
う
。
し
か

　
し
イ
エ
ー
ナ
時
代
の
文
書
の
過
半
は
印
欄
さ
れ
て
手
稿
そ
の
も
の
と
し
て
は
存
し
な
い
た
め
、
年
代
順
に
配
列
す
る
と
き
、
刊
行
の
時
期
を
以
て
、

　
作
品
成
立
の
時
期
と
見
倣
さ
ざ
る
を
え
ぬ
も
の
が
多
い
。
つ
ま
り
年
代
決
定
の
た
め
に
二
重
基
準
を
用
ひ
ざ
る
を
え
な
い
。
ω
『
イ
エ
ー
ナ
時
代

　
の
文
書
年
表
』
は
、
年
表
で
あ
る
以
上
、
数
百
ペ
ー
ジ
に
お
よ
ぶ
大
著
も
、
わ
っ
か
一
、
二
ぺ
！
ジ
の
断
簡
も
、
す
べ
て
同
等
に
順
次
配
列
し
て

　
番
号
を
つ
け
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
③
同
様
、
そ
れ
は
、
不
特
定
多
数
の
読
者
の
た
め
の
公
刊
物
も
、
公
刊
を
意
図
せ
ぬ
私
蔵
文
書
も
、
ま

　
し
て
そ
の
存
在
に
つ
い
て
間
接
的
証
言
し
か
存
し
な
い
文
書
に
つ
い
て
も
、
す
べ
て
同
列
に
扱
は
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
一

（
6
）
　
ア
カ
デ
ミ
ー
版
第
四
巻
の
編
者
ハ
ル
ト
ム
ー
ト
・
ブ
フ
ナ
i
博
士
の
推
定
で
は
、
『
哲
学
評
論
』
の
創
刊
号
が
発
売
さ
れ
た
の
は
、
　
一
八
○
二

　
年
正
月
早
≧
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
更
に
逆
算
し
て
、
こ
の
号
の
た
め
の
論
文
は
一
八
〇
一
年
の
十
一
月
は
じ
め
に
は
完
成
し
て
み
た
で
あ

　
ら
う
こ
と
も
推
定
出
来
る
の
で
あ
る
。
（
出
鋤
再
白
暮
ゆ
琴
ぎ
。
罷
出
①
α
q
9
‘
円
円
留
ω
囚
械
三
ω
。
冨
験
2
ヨ
巴
畠
臼
℃
匡
霧
。
℃
ぽ
ρ
ω
・
お
。
。
～
幽

　
〈
頃
①
α
Q
①
ワ
ω
9
象
①
P
じ
ご
山
・
G
。
」
り
象
〉
）
同
博
士
の
こ
の
論
文
は
、
今
後
、
A
を
以
て
指
示
す
る
。
な
ほ
、
註
記
、
二
の
（
2
6
）
を
も
参
照
の
こ

　
と
。

（
7
）
　
但
し
、
『
哲
学
評
論
』
の
終
刊
後
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
八
〇
六
年
五
月
十
七
日
ま
で
の
問
に
、
ザ
ラ
ー
ト
の
著
書
に
書
評
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
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や
う
に
見
え
る
。
（
≦
Φ
鱒
①
囲
く
脚
ψ
α
一
Q
。
．
b
ゆ
臨
無
①
噛
ヒ
d
飢
．
同
…
ψ
H
O
o
Q
～
P
ψ
H
話
～
距
信
．
ψ
蕊
ゆ
～
①
ρ
）
し
か
し
、
こ
の
書
評
が
公
刊
さ
れ

　
た
形
跡
は
な
く
、
手
稿
も
現
存
し
な
い
が
、
『
精
神
の
現
象
学
』
の
執
筆
と
の
関
係
に
お
い
て
興
味
あ
る
事
実
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ヤ
ソ
ル

（
8
）
　
事
実
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
に
お
い
て
、
論
評
、
と
り
わ
け
書
評
と
い
ふ
領
域
へ
の
関
心
は
終
生
継
続
し
て
み
る
。
　
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
お
よ
び
特

　
に
ベ
ル
リ
ン
で
、
彼
は
幾
度
か
力
の
こ
も
っ
た
書
評
を
試
み
た
。

（
9
）
　
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
、
ゲ
ー
テ
に
宛
て
た
前
掲
の
書
簡
（
一
八
〇
四
年
九
月
二
十
九
鼠
付
）
の
中
で
、
「
私
の
い
ま
ま
で
の
学
術
的
（
澤
①
二
審
騨
）

　
著
作
は
微
≧
た
る
も
の
（
σ
Q
興
ぎ
α
Q
篤
σ
q
一
σ
q
）
で
あ
り
ま
し
て
、
あ
へ
て
閣
下
の
御
高
覧
に
供
し
う
べ
き
ほ
ど
の
も
の
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
述
べ

　
て
る
る
。
教
授
昇
任
を
求
め
た
こ
の
書
翰
に
お
け
る
「
微
≧
た
る
」
の
一
語
は
、
単
に
恭
敬
謙
遜
の
た
め
の
措
辞
で
あ
ら
う
か
。

（
1
0
）
　
こ
の
問
題
に
対
す
る
方
法
論
的
反
省
を
、
そ
れ
だ
け
で
展
開
す
る
な
ら
ば
、
解
釈
学
的
循
環
の
問
題
に
到
達
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

（
1
1
）
　
頃
母
酔
日
暮
b
d
償
。
げ
コ
Φ
コ
》
．
ω
。
日
0
9

（
1
2
）
　
以
下
、
筆
頭
編
輯
人
、
雑
誌
名
、
刊
行
期
間
の
順
に
列
挙
す
る
。
0
3
閃
巴
＆
二
。
ゲ
く
8
ω
。
ゴ
筥
魯
”
”
肩
訂
一
す
、
、
（
嵩
。
。
α
～
㊤
昌
）
②
山
Φ
窃
①
間
げ
Ω

　
二
署
Φ
器
↓
げ
農
p
。
．
．
（
嵩
露
～
O
O
。
）
③
島
霞
ω
①
ぎ
①
“
こ
頃
。
お
臥
．
（
嵩
㊤
α
～
ミ
）
．
執
筆
者
の
中
に
は
、
ゲ
ー
テ
、
ヘ
ル
ダ
ー
、
W
・
フ
ン
ボ
ル
ト
、

　
A
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
等
≧
の
名
が
晃
え
る
。
㈲
燭
H
・
宏
一
〇
チ
鋤
導
欝
清
戸
回
O
●
勺
一
〇
冨
。
”
こ
℃
ぽ
ざ
ω
o
唱
霞
ω
o
匿
ω
臼
。
霞
づ
巴
、
．
（
ミ
O
㎝
～
り
G
o
）
⑤

　
O
年
．
○
・
ω
畠
5
、
言
雌
・
O
●
閏
●
出
無
Φ
一
P
。
巳
ご
》
一
一
α
q
①
ヨ
Φ
ぎ
Φ
ピ
一
巨
篇
ε
7
N
Φ
一
け
§
σ
q
貯
密
碁
、
．
（
目
配
G
◎
O
～
H
o
o
O
心
）
但
し
、
一
七
九
九
年
に
、
シ
ュ

　
レ
ー
ゲ
ル
兄
弟
お
よ
び
シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
の
新
聞
と
挟
を
分
っ
て
る
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
新
聞
の
性
格
も
次
第
に
変
質
し
、
浪
漫
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
五
）

　
に
敵
対
し
て
ゆ
く
や
う
に
な
っ
た
σ
（
≦
①
捧
Φ
困
く
…
ω
篇
。
。
O
）
㈲
9
①
O
Φ
げ
錘
伍
醇
ω
。
三
〇
σ
Q
①
ダ
触
》
鼻
①
づ
ぎ
欝
．
．
（
ミ
㊤
。
。
～
H
c
。
O
O
）
ω
O
．
U
．

　
閃
①
ぎ
ぎ
嬢
“
＝
し
d
①
ξ
餌
σ
q
o
N
霞
一
Φ
同
。
霞
霞
窪
d
げ
①
邑
。
感
冒
。
。
。
　
N
¢
。
。
霞
乱
①
の
響
岩
勺
凱
δ
。
・
8
ゲ
δ
げ
魚
ヨ
》
轟
き
σ
Q
Φ
山
。
ω
δ
・
同
餌
ゲ
浮
環
巳
。
答
。
・
．
．

　
（
一
。
。
建
～
μ
c
。
8
）
⑧
8
Ω
認
魯
。
。
o
】
F
O
■
司
・
》
●
㌶
①
ぴ
館
Φ
M
軸
と
国
二
ρ
。
昌
σ
q
⑦
『
ぼ
欝
鑓
円
舞
－
N
Φ
陣
§
σ
q
．
、
（
嵩
8
～
μ
c
。
8
）
⑨
的
野
≦
．
8

　
ω
o
ゲ
。
田
茜
ご
N
Φ
駐
。
訂
同
津
州
端
村
ω
需
犀
巳
p
島
く
Φ
℃
ぴ
団
。
。
涛
．
。
（
H
G
。
O
O
～
μ
c
。
O
H
）

（
1
3
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
は
、
た
と
へ
ば
、
　
一
八
〇
一
年
六
月
二
日
付
け
で
一
通
の
書
簡
を
シ
ラ
ー
に
宛
て
て
し
た
た
め
、
シ
ラ
ー
の
推
挽
を
切
に

　
請
う
た
。
彼
も
亦
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ま
さ
に
同
じ
頃
、
イ
エ
ー
ナ
大
学
で
講
ず
る
希
望
を
抱
い
て
み
た
の
で
あ
る
。
「
…
…
私
は
ま
た
、
こ
の
こ
と

　
に
よ
っ
て
、
誰
に
も
迷
惑
を
か
け
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
思
ひ
と
ど
ま
る
や
う
に
と
の
ご
意
見
で
し
た
ら
、
沈
着
に
他
の
道
を
た
ど
り
ま
す
。

　
…
…
私
は
も
と
も
と
、
も
ち
あ
は
せ
て
み
な
い
価
値
を
自
分
の
人
生
に
与
へ
よ
う
な
ど
と
、
思
ひ
上
っ
た
試
み
を
す
る
者
で
は
決
し
て
な
い
の
で

　
す
か
ら
。
」
こ
れ
ら
の
言
葉
を
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
、
そ
し
て
ゲ
ー
テ
に
あ
て
て
、
援
助
を
乞
う
た
・
ヘ
ー
ゲ
ル
の
前
掲
の
二
通
の
書
簡
（
注
記
の

論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ

七
三
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
三
号

七
四

　
（
2
）
の
②
、
③
）
と
比
べ
る
が
よ
い
、
ま
た
、
シ
ラ
ー
が
す
で
に
一
七
九
九
年
十
二
月
に
ワ
イ
マ
ー
ル
へ
転
居
し
て
み
た
こ
と
を
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー

　
ン
が
何
も
知
ら
な
か
っ
た
事
実
を
思
ひ
合
せ
る
が
よ
い
。
何
び
と
も
こ
の
詩
人
の
辿
っ
た
悲
運
に
対
し
、
暗
然
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ら
う
。

　
（
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
全
集
』
榊
弟
四
巻
、
四
六
一
。
へ
ー
ジ
。
士
心
心
一
富
訳
。
河
山
国
書
畠
房
新
社
。
）

（
1
4
）
　
Ω
9
二
〇
げ
国
ヨ
ω
け
ω
o
ゴ
巳
器
（
H
蕊
H
～
H
c
。
。
。
ω
）
●
智
岸
。
び
o
Q
巴
鉾
（
嵩
①
①
～
H
c
。
竃
）
．

（
1
5
）
　
ラ
イ
ン
の
対
岸
で
は
、
す
で
に
一
七
九
九
年
十
一
月
十
日
（
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
十
九
日
）
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
権
力
を
掌
握

　
し
、
同
年
十
二
月
の
新
憲
法
に
よ
っ
て
第
一
統
領
に
就
任
し
て
み
た
。

（
1
6
）
　
ニ
ー
三
、
ω
か
ら
㈲
ま
で
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
鍛
鐙
け
ヨ
葺
　
ゆ
ロ
。
げ
謬
①
H
”
♪
　
F
山
。
窃
包
げ
①
”
　
国
α
犀
。
「
…
ω
o
プ
窪
　
じ
d
o
臨
。
霞
（
翻
。
ぴ
q
o
ど

　
芝
①
降
①
H
＜
い
ω
・
紹
ω
～
㎝
零
）
お
①
。
。
．
を
参
照
。
な
ほ
、
後
者
は
今
後
、
B
を
以
て
指
示
す
る
。

（
1
7
）
　
男
毛
噸
9
ω
。
び
塞
ぎ
σ
q
“
9
韓
。
ヨ
α
o
。
。
食
き
。
・
器
乙
㊦
艮
巴
9
H
ユ
9
一
剛
。
。
ヨ
轟
（
H
c
。
8
）
＜
。
員
①
匹
①
．
（
ω
。
ぽ
一
ξ
σ
Q
ω
≦
Φ
聾
①
“
切
F
卜
。
・
げ
。
。
嘩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ぼ
ル
レ
ロ
デ

　
〈
o
嵩
竃
・
ω
o
ξ
α
富
貝
）
一
宮
　
　
　
ロ
の
最
後
に
は
、
「
イ
エ
！
ナ
に
て
。
一
八
○
○
年
三
月
末
（
り
嶺
曾
P
濁
乙
①
冨
鋒
N
H
。
。
O
O
．
．
）
」
と
記
さ
れ
て

　
み
る
。

（
1
8
）
　
従
っ
て
、
『
差
異
性
』
論
文
が
は
じ
め
て
シ
ェ
リ
ン
グ
に
、
自
分
は
本
来
フ
ィ
ヒ
テ
と
は
立
場
を
異
に
し
て
み
る
の
だ
、
と
気
付
か
せ
た
と
い

　
ふ
見
解
は
、
上
記
の
事
実
に
抵
触
す
る
の
で
あ
る
。
（
笛
霞
§
暮
b
d
器
ぎ
。
コ
鋭
ω
」
O
①
．
）

A23
v

A　　A　　A　　A
22　21　20　19
V　LI　V　　V上

段
欄
外
の
内
側
に
は
、

浮
び
上
る
で
あ
ら
う
。

　
第
一
巻
・
第
一
号
…
…
一
八
〇
二
年
正
月
は
じ
め
…
…
臼
～
×
×
H
＜
＋
日
～
μ
ω
O

　
　
　
　
・
第
二
号
…
…
一
八
〇
二
年
三
月
二
十
良
以
前
：
…
山
～
H
卜
⊃
①

　
　
　
　
・
第
三
号
…
…
一
八
○
二
年
初
三
又
は
年
末
…
…
一
～
り
。
。

湿
櫛
昌
ヨ
暮
切
き
ゲ
器
5
し
d
◎
（
出
①
σ
q
①
一
≦
①
鱒
㊦
H
＜
W
ψ
認
㎝
～
紹
P
）

bd

Y
駄
く
0
5
寓
。
㈹
①
一
四
口
鼠
Φ
7
ヨ
㊦
一
〈
o
ヨ
ト
∂
①
．
》
置
σ
q
●
μ
c
。
O
目
．
（
切
甑
o
h
P
し
d
g
H
…
ω
．
①
ω
～
逡
．
）

民
勉
ユ
カ
。
器
昏
【
§
N
”
O
．
芝
．
国
出
①
σ
q
o
一
。
。
ピ
。
び
2
（
μ
。
。
虐
y
ω
．
ま
ト
。
．

類
卸
洋
ヨ
蘇
け
ゆ
∬
o
ず
つ
①
ゴ
〉
　
ω
．
μ
N
①
～
μ
b
⊃
S

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
M

①
ブ
フ
ナ
ー
博
士
は
、
そ
の
忍
耐
強
い
努
力
に
よ
っ
て
、
『
哲
学
評
論
』
の
各
号
の
発
行
時
期
を
推
定
さ
れ
た
。
②
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
の

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
論
評
誌
原
本
の
煮
付
が
記
載
さ
れ
て
る
る
。
i
O
ゆ
、
②
を
綜
合
す
る
と
、
こ
の
論
評
誌
の
次
の
や
う
な
外
観
が

W
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第
二
巻
・
第
一
号
…
…
一
八
〇
二
年
七
月
下
旬
…
…
μ
～
H
。
。
Φ
（
第
2
頁
欠
）

　
　
　
　
　
　
・
第
二
号
…
…
一
八
〇
二
年
初
冬
又
は
年
末
：
…
山
～
。
。
。
。
（
第
2
頁
欠
）

　
　
　
　
　
　
・
第
三
号
…
…
一
八
〇
三
年
五
月
中
旬
…
…
H
～
①
卜
。

　
③
筆
者
は
こ
の
や
う
な
比
較
対
照
の
う
へ
に
、
更
に
、
執
筆
者
問
題
に
対
す
る
同
博
士
の
見
解
を
採
用
し
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
属
す
る
部
分
と
ヘ

　
ー
ゲ
ル
に
属
す
る
部
分
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
二
恩
し
て
み
た
。
そ
の
場
合
、
ど
ち
ら
か
と
い
へ
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
に
帰
せ
ら
れ
て
み
る
次
の
論
文
や
記

　
事
の
そ
の
基
数
を
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
も
加
算
し
て
み
た
。
即
ち
、
①
第
一
巻
第
一
号
、
『
緒
論
。
哲
学
的
論
評
の
本
質
』
の
二
二
頁
。
②
同
じ
号
の
、

　
『
雑
報
欄
の
意
図
』
（
】
…
W
Φ
ω
O
づ
鎚
Φ
貝
①
同
　
N
い
♂
く
①
O
犀
　
山
①
o
o
　
b
d
一
団
叶
傍
ω
）
の
七
頁
。
③
第
一
巻
第
二
号
の
『
雑
報
欄
』
（
累
。
欝
①
コ
ぴ
♂
嘗
）
の
一
四
頁
。
㈲
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
一
巻
第
三
号
の
『
雑
報
欄
』
に
お
け
る
「
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
情
勢
」
の
四
頁
。
こ
れ
ら
の
合
計
四
七
頁
の
執
筆
に
シ
ェ
リ
ン
グ
も
等
分
に
参
加
し
た

　
と
仮
定
す
る
と
、
『
哲
学
評
論
』
通
算
六
冊
七
一
三
頁
の
う
ち
、
　
シ
ェ
リ
ン
グ
は
二
八
一
・
五
頁
を
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
四
三
一
・
五
頁
を
寄
稿
し
た

　
こ
と
に
な
る
。

（
2
4
）
　
こ
d
ぴ
費
牙
。
・
9
び
8
ぎ
8
冠
①
5
葺
障
。
。
－
ω
誘
8
諺
昌
郡
α
器
即
く
①
臣
巴
ヨ
口
詩
α
⑦
琶
器
器
。
。
什
①
ロ
（
圃
Φ
ぎ
ゲ
。
一
象
。
。
o
冨
口
）
∪
舞
一
一
ω
ヨ
島
．
．
（
田
島
・
押

　
ω
三
〇
岸
H
”
o
o
・
禍
～
㊤
O
）
こ
葛
ぎ
じ
d
嵩
瞬
く
O
P
N
簿
け
巴
§
ω
ρ
器
自
＾
ハ
（
切
傷
H
》
ω
三
〇
瞠
H
”
ω
．
お
鱒
～
H
ω
O
ソ
こ
れ
と
（
2
3
）
と
を
比
較
せ
よ
。

（
2
5
）
　
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
　
一
八
〇
一
年
ま
で
、
彼
が
主
宰
す
る
『
思
弁
的
自
然
学
雑
誌
』
を
は
じ
め
著
述
の
大
半
を
、
イ
エ
ー
ナ
の
出
版
社
ガ
ー
プ

　
レ
ル
（
O
p
げ
一
〇
貝
）
か
ら
刊
行
し
て
み
た
が
、
こ
の
一
八
〇
二
年
、
印
税
の
支
払
ひ
等
の
問
題
で
、
こ
の
出
版
社
と
不
和
に
な
り
、
問
題
は
裁
判
沙

　
汰
に
ま
で
発
展
し
た
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
や
む
な
く
『
思
弁
的
自
然
学
雑
誌
』
を
廃
刊
に
し
、
一
八
〇
二
年
以
後
は
『
思
弁
的
自
然
学
新
誌
』
と

　
題
し
て
、
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
コ
ッ
タ
社
か
ら
刊
行
す
る
。
b
u
目
薫
く
8
置
Φ
σ
q
色
婁
ω
畠
①
一
一
ぎ
σ
q
く
。
ヨ
b
。
8
男
①
訂
e
一
。
。
O
餅
（
じ
d
巴
薫
ρ
ω
畠
・
H
…

　
ω
●
刈
㊤
麟
o
Q
・
A
9
）

（
2
6
）
　
男
≦
●
い
ω
。
ゲ
亀
ぎ
σ
q
“
＜
o
ユ
Φ
。
。
昌
昌
σ
q
①
⇒
自
げ
興
山
…
Φ
ζ
簿
げ
。
匹
。
α
Φ
ω
群
巴
①
ヨ
…
ω
。
ゲ
魯
ω
θ
乞
置
ヨ
。
。
・
（
H
c
。
O
G
。
）
く
霞
≦
o
讐
（
ω
。
ず
亀
ぎ
σ
Q
ω

　
毛
。
蒔
①
”
ヒ
d
g
G
◎
．
ω
●
ぴ
3
Q
◎
轡
）

（
2
7
）
　
閃
．
毛
■
胴
ω
o
ゲ
巴
一
ぎ
σ
q
鱒
》
島
田
曾
冒
ゲ
き
q
畠
Φ
ヨ
山
景
ζ
巴
一
N
ぎ
巴
。
。
≦
凶
。
。
の
窪
。
。
o
訂
｛
r
（
μ
o
。
8
）
．
＜
o
隣
⑦
山
。
（
ω
o
プ
蹉
ぎ
σ
Q
ω
≦
2
一
（
o
榊

　
b
d
儀
．
爵
．
ω
「
①
①
．
）

（
2
8
）
　
〈
ぴ
q
剛
．
出
。
一
轟
囚
凶
ヨ
ヨ
費
同
①
”
（
3
）
一
（
同
）
脚
ψ
一
駅
｛
｛
．

（
2
9
）
　
姶
d
ぴ
Φ
H
黛
Φ
9
。
。
。
。
窪
。
。
o
訂
｛
砕
ぽ
冨
訂
b
d
Φ
冨
⇒
色
二
謡
α
q
ω
巽
け
①
昌
審
㏄
乞
舞
ξ
器
。
揮
ω
幅
給
言
①
ω
8
訟
①
ぎ
ユ
2
℃
蛇
毒
一
ω
o
プ
①
昌
コ
艶
。
。
・
o
喝
ぽ
Φ

論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ

七
五
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哲
学
研
究
第
五
百
四
十
三
号

七
六

　
償
旨
餌
ω
①
ぎ
く
①
浮
巴
琶
δ
弩
畠
。
詳
冨
。
・
叢
く
窪
図
①
玉
璽
鼠
ω
ω
①
p
。
。
o
訂
浄
窪
、
、
（
μ
o
ひ
O
b
o
～
H
O
O
O
Q
◎
）

（
3
0
）
　
以
下
に
、
こ
れ
ら
の
論
文
の
原
題
を
示
す
。
『
論
評
の
本
質
』
…
…
秘
…
巳
①
ぎ
コ
σ
q
．
d
げ
臼
母
。
・
毛
①
器
コ
氏
臼
冨
一
一
〇
。
。
o
o
匿
ω
昏
幽
囚
搬
三
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

　
口
ぴ
Φ
浮
P
昌
？
…
・
．
．
（
芝
①
蒔
Φ
H
＜
い
ω
■
賃
貸
～
お
c
Q
）
『
常
識
と
哲
学
』
…
…
ヒ
≦
δ
餓
2
σ
q
O
ヨ
O
ぎ
①
蜜
①
湊
鼻
窪
く
Φ
轟
碧
畠
臼
O
℃
び
ま
。
。
O
勺
露
㊦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

　
嵩
O
ぴ
ヨ
①
匂
：
：
：
、
．
（
≦
O
昏
①
H
＜
…
ω
．
乱
心
～
昌
G
o
『
）
『
懐
疑
論
と
哲
学
』
・
：
：
ど
く
O
浮
巴
9
一
。
。
侮
①
。
・
ω
H
8
冥
凶
N
冨
ヨ
島
N
母
℃
び
臨
O
ω
8
窪
①
：
：
：
．
．
（
≦
①
鐸
O

　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

　
H
＜
脚
ω
」
ミ
～
卜
。
G
。
c
。
●
）
．
『
信
と
知
』
…
…
思
Ω
舞
ぴ
窪
登
山
芝
誘
。
訓
。
α
醇
蜘
一
①
カ
①
自
己
。
器
喜
ま
。
。
。
菩
…
Φ
餌
臼
ω
魯
芭
＾
牙
譲
酔
…
・
－
、
、
（
芝
臼
冨

　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

　
H
〈
脚
ω
．
G
。
嵩
～
心
置
）

（
3
1
）
　
こ
の
概
念
は
、
こ
こ
で
は
、
「
真
理
の
歴
史
性
を
塞
げ
て
、
無
時
間
的
に
永
遠
な
超
絶
的
真
理
を
主
張
す
る
立
場
」
と
い
ふ
ほ
ど
の
、
一
般
的

　
意
味
で
用
ひ
た
。
神
学
的
意
味
は
、
こ
こ
で
は
特
に
読
み
こ
ま
れ
て
は
み
な
い
。

（
3
2
）
　
ラ
イ
ン
ボ
ル
ト
（
際
p
二
い
o
o
昌
7
下
山
矯
Φ
ぎ
げ
。
罷
）
は
、
　
一
七
九
四
年
に
キ
ー
ル
大
学
に
招
か
れ
る
ま
で
、
イ
エ
ー
ナ
で
約
七
年
間
、
講
じ
た
。

　
イ
エ
ー
ナ
で
彼
の
あ
と
を
襲
っ
た
の
が
フ
ィ
ヒ
テ
で
あ
る
。

（
3
3
）
　
毛
Φ
築
Φ
H
＜
い
ψ
Q
Q
鱒
刈
瞭
（
密
・
F
9
着
し
d
畠
’
卜
σ
m
ω
．
G
o
O
薩
蹴
）
二
●
ψ
Q
。
卜
⊃
㊤
～
ω
○
σ
O
（
竃
．
拝
ζ
己
切
削
卜
⊃
脚
ω
●
G
◎
O
c
o
～
O
o
O
O
Y
特
に
、
「
カ
ン

　
ト
自
身
の
決
定
」
に
つ
い
て
は
、
芝
Φ
誉
①
即
く
脚
ω
●
ω
幽
O
～
ω
a
（
竃
貫
　
餌
・
ζ
ご
　
ヒ
d
島
・
ぴ
。
い
ω
・
ω
込
⊃
薩
～
ω
卜
⊃
O
）
を
参
照
。
こ
れ
ら
の
箇
所
で
ヘ
ー
ゲ
ル

　
が
特
に
念
頭
に
お
い
て
み
る
の
は
一
図
口
重
韓
国
高
く
‘
ゆ
H
ρ
切
胡
日
切
爲
り
～
b
ご
ば
O
ロ
匿
囚
葺
障
滑
節
¢
洋
。
一
『
犀
鑓
P
り
伽
蕊
～
刈
。
。

　
と
見
ら
れ
る
。

（
3
4
）
　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
論
評
の
対
象
と
し
て
主
題
的
に
名
指
し
た
十
＝
名
と
は
一
1
閤
「
炉
　
肉
。
ぎ
ぴ
。
一
辞
O
ぼ
．
O
．
し
d
錠
畠
㎞
鞘
鳴
．
し
d
o
暮
。
『
乏
葵
℃
い

　
O
驚
．
閃
．
≦
①
毎
Φ
げ
霞
σ
q
v
駁
．
男
≦
・
O
Φ
鵠
薮
。
訂
さ
妻
’
日
■
囚
謡
σ
q
暫
ρ
国
●
ω
o
ゲ
巳
N
ρ
駒
G
o
鉱
簿
お
よ
び
、
囚
。
。
葺
M
閃
ざ
ぽ
P
男
舞
・
蜜
o
o
ぴ
ど

　
男
ω
。
窯
日
豊
ヨ
ρ
。
巨
峯
で
あ
る
。
但
し
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
に
つ
い
て
は
、
常
に
そ
の
著
『
宗
教
論
（
口
①
α
o
P
警
碧
象
。
閃
亀
σ
q
δ
戸

　
H
遷
り
）
』
の
名
の
み
が
挙
げ
ら
れ
て
み
る
。
な
ほ
、
散
逸
し
た
と
老
懸
さ
れ
る
書
評
に
、
ヘ
ル
ダ
ー
お
よ
び
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ハ
ー
パ
！
（
ρ
O
訂
．
男

　
霊
。
。
。
導
筈
霞
）
の
著
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
。
い
つ
れ
も
一
八
〇
一
年
な
い
し
二
年
ご
ろ
の
作
成
と
見
ら
れ
る
。

（
3
5
）
　
反
省
世
界
の
根
源
そ
の
も
の
を
一
挙
に
衝
く
問
題
は
、
三
一
五
以
下
で
検
討
す
る
。

（
3
6
）
　
組
織
神
学
が
、
イ
エ
ス
の
十
字
架
上
の
死
一
復
活
と
最
後
の
審
判
と
の
統
一
的
理
解
を
、
根
本
課
題
と
し
て
問
う
て
み
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

　
こ
の
論
文
は
、
こ
の
ふ
た
つ
の
観
念
を
、
否
定
性
概
念
と
し
て
の
異
同
は
如
何
、
と
い
ふ
一
点
に
限
っ
て
比
較
す
る
に
と
ど
ま
る
。

（
3
7
）
　
ρ
鼠
．
毛
Φ
奮
。
の
問
ひ
合
せ
に
対
す
る
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
の
回
答
で
あ
っ
て
、
そ
の
β
付
は
一
八
三
八
年
十
月
三
十
一
目
に
な
っ
て
み
る
。
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（
国
霧
け
ヨ
暮
じ
d
二
〇
ゲ
⇒
臼
”
》
”
ω
．
目
Q
◎
幽
～
お
9
）

（
3
8
）
　
シ
ュ
ー
ラ
ー
女
史
の
分
祈
で
は
、
編
輯
者
に
よ
っ
て
『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
の
草
稿
の
、
第
二
節
か
ら
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゅ
づ

　
五
節
に
か
け
て
の
部
分
は
、
初
稿
が
一
七
九
八
年
か
ら
九
九
年
に
お
よ
ぶ
秋
冬
の
候
に
、
最
終
稿
が
一
七
九
九
年
中
な
い
し
一
八
○
○
年
に
か
け

　
て
、
成
立
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
罪
、
裁
き
、
刑
、
弄
し
、
と
い
っ
た
主
題
は
、
こ
の
部
分
の
前
半
で
印
象
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
る
る
。

　
国
’
Z
o
置
”
鵠
。
σ
q
Φ
尻
叩
8
H
o
α
q
一
・
。
o
ゲ
Φ
冒
σ
q
g
仙
ω
o
町
薄
g
（
H
O
O
刈
ソ
ぴ
。
。
。
o
昌
α
①
誘
”
ω
．
卜
⊃
蕊
～
的
G
。
㎝
●
〈
σ
q
ド
Ω
貯
Φ
鼠
ω
畠
窪
①
「
”
猶
p
O
‘
¢
お
ω
．

（
3
9
）
　
切
工
臨
ぐ
8
頃
Φ
σ
Q
鉱
§
ω
。
ゲ
鉱
一
ぎ
σ
Q
〈
o
ヨ
ト
。
●
宏
。
＜
幽
H
。
。
0
9
（
じ
d
肘
一
無
ρ
じ
d
α
曾
凝
ω
．
8
）
そ
こ
に
は
、
瓢
寄
島
。
σ
q
⑦
含
。
げ
U
①
9
尉
・
：
…
℃

　
≦
①
♂
冨
菊
ぎ
葬
①
聞
讐
ヨ
図
ぎ
α
q
H
亀
9
ぎ
侮
霧
い
①
び
魯
侮
賃
ζ
Φ
瓢
ω
島
窪
鑓
津
山
8
蜂
「
．
．
と
あ
る
。

（
4
0
）
　
局
臨
Φ
曾
…
o
げ
H
ヨ
房
帥
5
昌
蝕
Z
δ
8
ゲ
¢
。
ヨ
ヨ
臼
（
ミ
3
～
μ
c
◎
似
c
o
）

（
4
1
）
　
智
岸
。
ぴ
頃
甑
。
牙
ざ
ゲ
男
ユ
。
ω
（
嵩
高
～
H
c
◎
お
）
悔
国
陣
甑
○
訂
尻
甑
9
。
コ
男
ユ
。
恥
甑
。
ゲ
内
話
信
。
・
Φ
（
ミ
G
Q
昌
～
H
G
Q
器
）
噂
旨
。
ゲ
Ω
。
欝
⇒
男
ユ
⑦
儀
ユ
。
げ
出
。
浮
日
け

　
（
H
刈
刈
①
～
ド
G
Q
彊
目
）
．
な
ほ
、
一
八
〇
三
年
以
降
、
『
精
神
の
現
象
学
』
ま
で
に
、
ブ
リ
！
ス
は
、
ω
”
菊
①
ぎ
『
9
辞
霊
。
簿
Φ
賃
昌
鳥
ω
。
ゲ
①
讐
コ
α
Q
．
．
（
お
O
ω
）

　
②
博
b
場
8
ヨ
鳳
輿
℃
ぽ
一
〇
ω
8
ゲ
一
Φ
巴
ω
①
ゑ
畠
①
簿
臼
≦
一
。
。
ω
窪
ω
o
訂
諭
．
、
（
一
〇
Q
O
似
）
③
と
≦
一
ω
。
。
o
罰
O
智
償
ぴ
。
口
琴
》
ゲ
雛
α
最
α
q
．
．
（
H
。
。
O
㎝
）
の
諸
著
を
、

　
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
ω
㌶
○
遷
5
色
P
σ
q
①
飢
①
。
。
2
自
。
昌
昌
『
①
O
簿
。
。
．
、
（
H
c
Q
O
G
Q
）
　
②
と
O
議
5
時
蕊
畠
魯
眠
。
。
8
ユ
。
。
O
げ
Φ
罫
い
O
σ
q
捧
、
晒
（
日
o
Q
O
Q
O
）
③
と
国
簿
≦
償
篤

　
山
。
。
・
ω
篇
9
ヨ
。
・
傷
臼
℃
臣
ざ
ω
o
℃
げ
届
①
．
．
（
H
O
。
O
膳
）
を
公
刊
し
た
。
ま
た
、
一
八
〇
六
年
に
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
、
と
器
量
唱
試
漕
コ
ぎ
Φ
畠
臼
西
面
餌
冨
緒
。
。
岡
履
．

　
の
第
一
巻
を
公
刊
し
て
み
る
。
〈
σ
q
轡
乞
圏
8
或
缶
①
簿
ヨ
睾
『
U
δ
℃
竃
o
o
o
℃
駿
Φ
畠
。
ω
血
。
葺
ω
島
9
短
①
o
H
置
§
自
（
お
b
⊃
ω
～
卜
⊃
㊤
ソ
ら
。
．
》
島
鋤
σ
q
ρ

　
ω
■
ト
ユ
G
Q
ω
．
N
①
一
簿
駄
①
一
山
興
頃
鋤
¢
冥
芝
巽
瞠
Φ
儒
⑦
。
。
伍
①
三
。
。
o
げ
①
p
冠
Φ
巴
閂
。
。
ヨ
餌
ω
’

（
4
2
）
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
八
〇
一
一
二
年
の
冬
学
期
に
開
講
し
て
以
来
、
一
八
〇
六
年
の
夏
学
期
ま
で
合
計
一
〇
ゼ
メ
ス
タ
ー
の
あ
ひ
だ
に
、
講
義
豫

　
告
に
お
い
て
、
近
著
又
は
自
著
の
使
用
を
都
合
旨
旨
、
告
げ
て
み
る
。
〈
σ
q
剛
．
U
o
ぎ
ヨ
。
暮
Φ
N
ロ
出
①
α
q
①
一
。
。
臼
Φ
器
。
「
U
o
N
Φ
糞
Φ
葺
餌
瓜
σ
Q
ぎ
＃
（
H
。
。
9

　
～
目
。
。
O
刈
）
”
訂
。
・
σ
q
・
く
。
⇒
鵠
鉱
菖
函
陣
ヨ
ヨ
Φ
ユ
Φ
（
出
Φ
σ
q
①
ゲ
ω
ε
敷
β
窪
』
レ
㊤
①
刈
）
．
ω
．
器
～
㎝
⑦

（
4
3
）
　
罰
『
冨
剛
く
。
詳
出
。
σ
q
Φ
一
⇔
コ
0
8
費
①
＜
o
ヨ
ト
⊃
ρ
ω
①
冥
■
μ
c
◎
O
♪
£
。
．
薗
◆
○
◆
’

（
4
4
）
　
鵠
薗
詳
ヨ
募
し
d
ロ
。
ザ
冨
Φ
誉
じ
d
馳
Q
o
◎
α
腿
O
（
口
㊦
σ
q
Φ
同
”
≦
Φ
簿
Φ
H
く
y

（
4
5
）
　
わ
れ
わ
れ
の
研
究
羅
的
の
た
め
に
は
、
「
緒
論
」
が
最
適
で
あ
る
。
「
理
性
」
に
お
け
る
「
立
法
的
理
性
（
U
冨
σ
q
①
ω
9
N
σ
q
①
ぴ
Φ
鼠
Φ
く
曾
繧
p
ε
」

　
お
よ
び
「
査
法
的
理
性
（
一
）
δ
σ
Q
①
の
Φ
言
足
無
①
a
①
く
臼
5
毒
ε
」
は
、
一
般
的
考
察
に
は
却
っ
て
不
便
で
あ
る
。

（
4
6
）
　
ア
カ
デ
ミ
ー
版
第
七
巻
（
ラ
ッ
ソ
ソ
版
第
十
八
巻
a
）
の
『
論
理
学
』
お
よ
び
『
形
而
上
学
』
を
指
す
。

論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ

七
七
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八

三
　
引
用
箇
所
対
照
一
（
一
）
ζ
．
F
ζ
4
b
d
亀
卜
。
い
ω
．
H
刈
①
～
ミ
メ
雌
●
ψ
ト
ひ
O
P
（
二
）
鼠
．
⊆
．
竃
‘
b
u
拝
b
。
脚
ρ
8
c
。
F
ω
．
鱒
¶
。
。
～
b
。
圃
⑩
・
（
三
）
言
・

　
郎
・
ζ
‘
し
d
ゆ
’
卜
⊃
…
ω
陰
H
蒔
H
’
　
（
四
）
］
≦
．
鎧
．
鑓
4
ゆ
山
■
ぴ
⊃
…
ω
・
N
H
局
～
込
0
戸
紳
（
五
）
筈
■
q
・
窯
己
し
d
阜
も
σ
w
ω
．
蔭
も
◎
劇
～
㎝
ω
O
・
（
六
）
竃
．
信
’
自
己
ゆ
側
●
さ
0
い

　
ω
．
H
葺
～
H
c
。
メ
　
（
七
）
蜜
．
信
竃
4
ヒ
σ
島
．
即
ω
．
H
c
。
G
。
～
応
。
O
メ
　
（
八
）
ζ
畠
F
鼠
4
じ
d
9
却
ω
．
b
。
お
～
鱒
お
曙
（
九
）
羅
．
彊
．
言
・
”
b
ご
幽
．
込
Q
い
ω
．
卜
⊃
c
。
唄

　
～
心
ω
ω
．
（
一
〇
）
銀
．
F
竃
‘
切
創
b
。
い
ψ
鼠
G
。
（
一
一
）
ζ
．
信
．
嵐
．
“
切
字
．
b
。
…
ψ
卜
。
O
第
（
一
二
）
護
’
鼻
竃
．
”
ゆ
阜
b
。
…
ω
．
卜
⊃
逡
．
（
一
三
）

　
護
．
百
．
竃
¢
ゆ
匹
．
卜
⊃
…
ω
．
H
①
O
～
H
刈
O
・
　
（
一
四
）
竃
．
⊆
．
竃
4
ゆ
臣
讐
卜
σ
い
ψ
駆
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The　OU彦line（）f　Stich　an　ai’ticle　as　aPPears　in　more　thαn　one　numberげthis

magazine　is　to　be　9・iven　togethei’励彦h　tゐθ伽‘instalmentげ伽article

　　　Von

－Eine

　　Mit　diesem　Aufsatz　bezweckt　der　Verfasser，　d

Hegels　in　Jena

Zusammenhangs，　2．　des　kuiturell－sozialen　und

und　　sch至圭eB践。

．Phtinomeno1ogie

Denkrichtung　in　dieser　Period

jekt“，　oder　ais　d

der　Kritik　bis　zum　Aufbau　des　Systems

Untersuchung　Uber　die　Jenaer　Zeit　Hegels

　　　　　　　　　　　　von　Osamu　Sakai

　　　　　　　　　　　　Professor　des　lnstituts　fUr　Geschichte

　　　　　　　　　　　　der　Neueren　Philosophie　an　der　Philoso－

　　　　　　　　　　　phischen　Fakulttit　an　der　Universltat　Kyoto

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ie　kritischen　Tatigkeiten

　　darzustellen，　und　zwar　aufgrund　1．　des　psychischen

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．　ideell－philosophischen

h　4．　seine　damalige　ldee　der　Krltik　mit　derse1ben　der

　　　　des　Geistes“　zu　vergieichen　und　seine　eigentiiche

　　　　　　　　　　　　　　e　als　Bewegung　von　．Substanz“　zu　．Sub－

　　ieselbe　von　．ldee“　zum　．Leben　des　Geistes“　aufzuzeigen．

　　　　1．　Als　Hegel　1801　nach　Jena　kam，　hat　er　im　lnnersten　seines　Herzen

zwei　starke　Tendenzen　des　Wollens　erfahren：　die　eine　richtet　sich

zentri’ 垂?ｔａ１　auf　das　lnnere，　den　Aufbau　des　eigenen　Systems．　Er　hat

sich　also　mit　der　．Verwandlung　des　ldeals　des　JUnglingsalters　in　ein

System“　beschaftigt．　Die　andere　erweitert　sich　zentrifugal　nach　dem

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



AuBeren　und．will　ein　eigenes　Dasein　in　der　We1t　der　lntelligenz

ei箆nehlnen．　Die　letztere　hat　da皿　ais　das，　was　als　sei鼓e　kritischen

Arbeiten　bekannt　ist，　Ausdruck　und　Gestalt　angenomrnen．　（Vom　Ende

1801　bis　zum　Mai　1803）．

　　　　2．Hegel　ver6ffent1icht　nu離（玉as”Kritische　Jour且a1“gemeinsam　mit

dem　lnitiator　Schelling　unter　der　gemeinsamen　ldee　der　Kritik　und

zwar　zwecks　des　．Kampfs　gegen　Unphi1osophie“．　Er　hat　aber　in　der

Tat　ifber　600／o　der　gesamten　Seiten　des　Journa1s　（2　Btinde：　6　Hefte：　alle

Seiten　zusammen　713　Seiten）　geschrieben　und　war　noch　polemischer，

aggressiver　und　konsequenter　als　der　lnitiator．　Wie　erkltirt　sich　dieser

Unterschied　des　Verhaltens　zwischen　den　beiden？　FUr　Schelling　war

die　Kritik　gegen　．Unphilosophie“　eine　zufai1ige，　auf　ihn　von　autsen

her　zukommende　Sache，　w5hrend　er　schon　mitten　in　seinem　genialen

Schaffen，圭刀ユAufbaue且des　e圭gene皿Syste王ns　stand．：Ftir　Hege五bedeutete

sie　ei箪e　Notwendigkeit，　u皿wieder，，1皿das　Leben　des　Menschen　ein．

zugreifen“　und　sich　eln　festes　Dasein　zu　erhalten，　da　es　zu　diesem

Zeitpunkt　noch　gar　keine　Ver6ffentlichung　von　ihm　gab，　und　er　sich

gerade　erst　habilitiert　hatte．　Hierln　verstand　Hege1　sich　selbst　seine

SelbstAndigkeit　gegenttber　selnem　Partner　angesichts　derselben　Arbeit．

　　　　3．　Weiche　ldee　liegt　aber　dieser　seiner　Tatigkeit　zugrunde？　Zwei

verschieclene　Denkzusammenhange　haben　sie　vermischt　motiviert：　der

eine　ist　der　Standpunkt　der　ldee－Substanz，　von　dem　aus　man　die

Gegensttinde　mit　der　ldee　als　MaBstab　prttft，　bewertet　und　nur　das

Ideelle　davon　aufnimmt．　Dem　anderen，　clem　Standpunkt　des－wie

Hegel　sagt一　．Leben　des　Geistes“　gelten　die　NegativitEten　auch　in　der

Notwendigkeit　ihrer　Erscheinung，　obwohl　sie　doch　kritisch　geprttft

und　als　Formen　der　Refiexion＄welt　negiert　werden　mUBten．　Diese

beiden　Standpunkte　stimmen　miteinander　nicht　Uberein，　aber　Hegel
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hat　trotzdem　seine　Kritik　durch　die　Vermischung　der　beiden　fortgesetzt

und　woilte　daher　die　Geistesformen　der　Neuzeit　als　zur　Reflexionswelt

zugeh6rig　zusammenfassen．　lm　Augenblick，　wo　man　solche　Kritik

vervollsttindigen　wttrde，　wttrden　alle　Formen　ins　Nichts　versinken，　woraus

sie　aber　als　Momente　der　h6chsten　ldee　auferstehen　mUBten．　lndem

Hegel　den　Augenblick　als　den　spel〈ulativen　Karfreitag　bezeichnet　hat，

hat　er　aber　schon　den　Standpunkt　der　ldee－Substanz　in　den　des　gelstigen

Lebens　tatstichiich　aufgehoben　und　in　dieser　Richtung　die　oben　er－

wtihnte　Vermischung　geordnet．

　　　　4．　Wir　k6nnten　gewits　den　Strom　seiner　soichen　Denkbewegung

nachvoHziehen，　wenn　wir　die　Einleitung　der”Phtinomenologie“皿it

der　des　．Kritischen　Journals“　vergleichen：　denn　wir　finden　dabei，　daB

das　wirl〈lich　Neue　in　die　erstere　eingetreten　ist，　d．　h．，　das　．Wir“，　das

nur　Zusehende，　das　sogar　den　ideellen　MaBstab　verwande｝t．　Dieses

．Wir“　wtire　nichts　anderes　als　das　vormalige　．Leben　des　Geistes“，　der

jetzt　als　solcher　erscheint．　ln　der　Periode　der　Kritik　hat　Hegel　zwar

schon　den　echten　Begriff　des　．Abso1uten“　als　．Subjekt“　oder　．Geist“

erreicht，　aber　er　hat　ihn　nur　forrnal，　also　als　im　Gegensatz　zum

Endlleh－Relativen　auffassen　mUssen，　da　er　zunachst　sich　ln　den　Kampf

gegen　die　Unphilosophie　．a　corps　perdu“　hineinstttrzen　muBte．　Er

muBte　insofern　zunAchst　noch　das　Absolute　a1s　Geist　nur　a1s　Substanz

oder　a1s　ldee，　die　als　MaBstab　der　Priffung　dient，　vetstehen．　Auf

seine皿Wege　vo且der　Kritik　zum　Aufbau　des　eigenen　Syste磁s　hat

．das　Leben　des　Geistes“　in　ihm　seiber　solche　Verworrenheit　ifberwun－

den，　dessen　Strom　wir　ais　Denkbewegung　von　Substanz　zu　Subjelgt

chatal｛terisieren　dttrfen．
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