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最
後
の
神

　
　
　
ー
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
に
於
け
る
一

辻
　
村
　
公
　
一

序

　
　
　
マ
ル
チ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
（
一
八
八
九
・
九
・
二
六
一
一
九
七
六
・
五
・
二
六
）
の
死
去
し
た
直
後
、
雑
誌
『
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』

　
　
は
、
一
九
六
六
年
九
月
二
三
日
に
彼
と
な
し
た
長
い
対
話
を
、
雑
誌
側
の
提
出
し
た
幾
つ
か
の
辛
辣
な
質
問
を
幾
ら
か
穏
や
か
な
も
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
改
憂
し
た
上
で
発
表
し
た
。
そ
の
対
話
に
は
「
辛
う
じ
て
逆
な
る
者
だ
け
が
吾
々
を
救
出
し
得
る
」
（
2
脅
コ
。
。
げ
Φ
ヨ
O
。
g
ざ
導
毒
。
。

　
　
器
け
8
p
）
と
い
ふ
標
題
が
附
け
ら
れ
て
み
る
。
多
少
の
春
楡
を
ま
じ
へ
た
こ
の
セ
ン
セ
イ
シ
ョ
ナ
ル
な
標
題
は
、
勿
論
『
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』

　
　
の
附
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
対
話
中
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
の
言
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
切
の
も
の
が
機
能
と
化
し
人
受
が
そ

　
　
の
根
を
大
地
か
ら
引
き
抜
か
れ
た
根
無
し
草
の
や
う
な
者
に
な
る
と
い
ふ
現
代
技
術
の
支
配
す
る
世
界
に
向
っ
て
、
哲
学
が
何
か
を
な
し

　
　
得
る
か
と
い
ふ
問
に
対
し
て
、
哲
学
の
み
な
ら
ず
「
単
に
人
間
的
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
一
切
の
意
図
と
努
力
」
と
は
、
直
接
的
に
は
今
の

　
　
世
界
状
態
を
変
革
す
る
こ
と
を
な
し
得
ず
、
「
辛
う
じ
て
神
な
る
者
だ
け
が
吾
々
を
救
出
し
得
る
」
と
い
ふ
聯
関
の
内
で
、
語
ら
れ
た
言

　
　
葉
で
あ
る
。
併
し
、
こ
の
言
葉
は
仮
初
に
言
は
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
箇
所
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
附
言
し
て
み
る
や
う
に
、
「
簡
単
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

01

@
そ
し
て
幾
ら
か
大
雑
把
に
、
併
し
長
い
間
の
省
察
に
も
と
づ
い
て
」
答
へ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。

10　
　
　
　
　
　
最
後
の
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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二

　
形
式
論
理
と
経
験
的
実
証
と
を
武
器
と
す
る
現
代
の
科
学
者
や
大
多
数
の
哲
学
者
に
は
、
こ
の
言
葉
は
命
題
と
は
認
め
ら
れ
ず
一
笑
に

附
せ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
ら
う
。
事
実
、
そ
れ
は
命
題
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
長
い
間
の
省
察
に
も
と
づ
い
て
、
簡
単
に
、
幾
ら
か
大
雑

把
に
」
言
は
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
長
い
間
の
省
察
」
と
は
、
少
な
く
と
も
三
十
年
、
見
方
に
依
っ
て
は
五
十
年
以
上
の
長
き
に
亙
る
思

索
を
意
味
し
て
み
る
。
そ
の
こ
と
の
回
顧
を
通
し
て
、
「
簡
単
に
、
幾
ら
か
大
雑
把
に
」
言
は
れ
た
こ
の
言
葉
の
意
味
を
な
し
得
る
限
り

的
確
に
理
解
し
、
そ
の
理
解
に
も
と
づ
い
て
彼
の
思
索
と
の
対
決
を
幾
ら
か
で
も
試
み
る
こ
と
が
、
小
論
の
企
図
で
あ
る
。

　
そ
の
企
図
に
も
と
づ
い
て
拙
論
は
以
下
の
如
く
に
分
節
さ
れ
る
。
す
な
は
ち
、
0
『
有
と
時
』
…
そ
れ
以
前
、
そ
の
根
本
構
想
、
そ
の

挫
折
、
C
⇒
変
貌
一
「
有
の
学
」
よ
り
「
有
の
歴
史
」
へ
、
⇔
後
期
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
思
索
空
間
」
と
そ
の
根
本
構
図
、
⑳
最
後
の
神

の
立
寄
り
、
㊨
対
決
。

『
有
と
時
』
1
そ
れ
以
前
、
そ
の
根
本
構
想
、
そ
の
挫
折

　
『
有
と
時
』
（
ω
⑦
一
路
　
匡
鐸
伍
　
N
①
一
け
．
　
μ
O
卜
⊃
刈
）
以
前
の
習
得
期
に
於
け
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
摸
索
が
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
や
フ
ッ
サ
ー
ル
の
強
い
影

響
の
下
に
あ
っ
た
に
も
拘
は
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
の
親
密
な
関
係
の
内
で
遂
行
さ
れ
て
る
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
ド
イ
ツ

観
念
論
の
大
き
な
哲
学
者
達
と
同
様
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
神
学
か
ら
出
て
思
索
の
道
に
来
た
老
で
あ
る
。
彼
の
就
職
論
文
の
「
序
論
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
冒
頭
に
は
、
「
神
へ
の
魂
の
超
越
的
原
関
係
」
（
脅
。
。
け
8
房
N
窪
幽
窪
8
d
『
く
⑦
呼
巴
9
δ
α
興
ω
①
Φ
冨
昌
O
。
ε
と
い
ふ
「
中
世
的
人
間
の
生

活
態
度
全
体
の
根
本
構
造
」
へ
の
深
い
共
感
が
語
ら
れ
て
み
る
。
就
職
論
文
執
筆
後
に
書
か
れ
た
そ
の
「
結
語
」
の
内
に
は
、
当
時
彼
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

抱
懐
し
て
み
た
自
分
の
哲
学
の
理
念
が
「
生
け
る
精
神
の
哲
学
、
行
為
に
濫
れ
た
愛
の
哲
学
、
尊
崇
に
於
け
る
神
と
の
親
密
性
の
哲
学
」

（
O
冨
℃
匪
。
。
・
8
田
。
曾
。
。
写
げ
9
臼
σ
q
g
O
o
韓
Φ
。
・
℃
q
費
9
什
く
。
頴
口
ζ
①
ぴ
ρ
儒
曾
く
實
筈
『
⑦
＆
魯
Ω
。
践
コ
三
α
q
ざ
搾
）
と
し
て
吐
露
さ
れ
て
る
る
。

　
併
し
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
講
師
時
代
の
彼
の
思
索
が
ど
の
や
う
な
摸
索
を
経
て
、
ど
の
や
う
な
展
開
を
遂
げ
た
か
は
、
今
な
ほ
殆
ど
闇

　
　
　
　
　
（
5
）

に
包
ま
れ
て
る
る
。
一
九
一
九
年
か
ら
一
九
二
一
年
ま
で
の
筒
に
書
か
れ
た
「
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
世
界
観
の
心
理
学
へ
の
書
評
」
の
内
で
は
、



　
　
　
（
6
）

　
　
「
心
労
」
（
し
d
①
匿
ヨ
ヨ
2
毒
σ
q
）
と
い
ふ
、
後
に
『
有
と
時
』
の
内
で
「
関
心
」
（
ω
。
茜
。
）
と
言
は
れ
る
に
至
る
人
間
の
現
有
の
有
を
表
は
す
言

　
葉
が
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
未
だ
「
有
と
時
」
と
い
ふ
構
想
は
現
は
れ
て
る
な
い
。
そ
れ
は
書
評
と
い
ふ
性
格
の
た
め
か
も
知
れ
な

　
　
い
。
併
し
、
こ
の
時
期
の
彼
の
最
終
講
義
す
な
は
ち
一
九
二
三
年
夏
学
期
の
講
義
を
紹
介
さ
れ
た
田
辺
元
先
生
の
論
文
「
現
象
学
に
於
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
る
新
し
き
転
向
i
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
生
の
現
象
学
一
」
（
一
九
二
四
年
）
の
内
に
は
既
に
、
『
有
と
時
』
の
思
索
の
荒
削
り
な
初
発
段
階
が

　
示
さ
れ
て
み
る
。
そ
こ
に
は
既
に
「
死
」
、
「
関
心
」
、
「
配
慮
」
、
「
頽
落
」
、
「
時
性
」
等
の
『
有
と
時
』
に
現
は
れ
て
来
る
人
問
の
「
現
有
」

　
（
U
器
。
ぎ
）
の
根
本
的
規
定
が
語
ら
れ
て
み
る
。
そ
こ
で
は
、
就
職
論
文
に
見
ら
れ
た
神
へ
の
関
係
は
影
を
潜
め
る
。

　
　
　
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
の
教
授
に
就
任
し
た
翌
年
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
そ
こ
の
神
学
唾
壷
を
前
に
し
て
一
九
二
四
年
七
月
二
五
日
に
「
時
の

　
概
念
」
と
題
す
る
講
演
を
な
し
て
み
る
。
こ
の
講
演
も
既
に
『
有
と
時
』
の
根
本
思
想
を
彫
琢
さ
れ
ざ
る
仕
方
で
述
べ
て
み
る
。
併
し
、

　
有
（
る
）
と
い
ふ
こ
と
を
時
か
ら
理
解
し
解
釈
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
時
を
永
遠
か
ら
見
る
と
い
ふ
見
方
が
排
除
さ
れ
ね
ぽ

　
　
な
ら
な
い
。
通
常
、
永
遠
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
「
常
に
有
る
」
（
戸
ヨ
b
P
①
『
乙
n
①
旧
債
）
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は

　
　
神
の
「
超
時
間
的
不
変
性
」
を
意
味
す
る
。
前
者
の
い
は
ば
形
式
的
な
意
味
で
の
永
遠
は
、
時
か
ら
「
時
の
派
生
態
」
と
し
て
解
明
さ
れ

　
　
得
る
と
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
豫
想
を
述
べ
て
み
る
。
後
者
の
実
質
的
な
意
味
で
の
永
遠
は
神
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
し
て
は
彼
は
こ
の
講
演

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

　
　
の
冒
頭
で
次
の
や
う
に
語
っ
て
み
る
。
す
な
は
ち
「
神
へ
の
通
路
が
信
仰
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
自
身
を
心
得
て
み
る
哲
学
は
永
遠
を
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
し
て
も
っ
こ
と
は
出
来
ず
、
哲
学
の
な
す
解
明
の
内
で
永
遠
を
方
法
的
に
使
ひ
得
な
い
で
あ
ら
う
」
（
傍
点
筆
者
）
と
。
神
の
超
時
間
的

　
　
不
変
性
と
し
て
の
永
遠
は
、
哲
学
の
範
囲
か
ら
、
い
は
ば
括
弧
に
入
れ
ら
れ
て
排
除
さ
れ
る
。
「
神
学
は
人
間
の
現
有
を
、
永
遠
へ
の
そ

　
　
れ
の
有
に
診
て
取
扱
ふ
」
が
、
哲
学
は
さ
う
い
ふ
こ
と
を
な
し
得
な
い
と
い
ふ
一
種
の
決
意
を
含
ん
だ
自
己
制
限
が
、
こ
こ
に
は
表
明
さ

　
　
れ
て
る
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
永
遠
と
い
ふ
こ
と
を
軽
々
し
く
語
る
神
学
に
対
す
る
批
判
の
意
味
を
含
ん
で
み
る
。
「
神
へ
の
通
路
が
信

　
　
仰
で
あ
る
な
ら
ぽ
：
・
」
と
言
は
れ
る
時
、
こ
の
前
提
条
件
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
無
条
件
に
受
け
容
れ
て
み
る
と
は
思
は
れ
な
い
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

03

@
は
勿
論
、
神
へ
の
信
仰
を
排
斥
し
て
み
る
の
で
は
な
い
が
、
神
へ
の
通
路
は
信
仰
で
あ
る
と
は
限
ら
ぬ
と
い
ふ
意
味
合
ひ
が
感
知
さ
れ
る
。

10
　
　
　
　
　
　
最
後
の
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

彼
の
ず
っ
と
後
の
言
葉
で
い
へ
ぼ
、
「
・
：
神
の
神
性
は
、
信
仰
に
と
っ
て
よ
り
も
思
索
に
と
っ
て
一
層
近
く
に
あ
り
さ
へ
も
す
る
」
の

で
あ
る
。
更
に
こ
の
講
演
の
中
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
「
さ
れ
ど
時
満
つ
る
に
及
び
て
、
神
は
そ
の
御
子
を
遣
は
し
、
こ
れ
を
女
よ
り
生

れ
し
め
、
律
法
の
下
に
生
れ
し
め
給
へ
り
」
（
ガ
ラ
テ
ア
書
第
四
章
四
）
を
念
頭
に
置
い
て
次
の
や
う
に
語
っ
て
み
る
、
す
な
は
ち
「
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
時
の
内
で
起
つ
た
亘
る
こ
と
、
而
も
時
《
満
つ
る
に
及
び
て
》
と
言
は
れ
る
時
の
内
で
起
っ
た
或
る
こ
と
へ
関
聯
を

　
　
　
（
1
1
）

も
っ
て
み
る
」
と
。
更
に
彼
は
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
講
師
時
代
の
出
る
講
義
の
中
で
「
兄
弟
よ
、
時
と
期
と
に
就
き
て
は
汝
ら
に
書
き
お
く
る

に
及
ば
ず
。
汝
ら
は
主
の
日
の
盗
人
の
咲
き
た
る
が
如
く
に
来
る
こ
と
を
、
自
ら
詳
細
に
知
れ
ば
な
り
」
（
テ
サ
ロ
ニ
ケ
前
書
第
五
章
一

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

一
二
）
を
引
用
し
て
み
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
永
遠
な
る
神
へ
の
信
仰
を
括
弧
に
容
れ
て
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

れ
に
つ
い
て
は
沈
黙
す
る
が
、
人
間
の
歴
史
の
内
へ
の
神
の
到
来
の
時
に
は
思
ひ
を
潜
め
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
『
有
と
時
』
の
根
本
構
想
は
、
「
有
（
る
）
」
と
い
ふ
こ
と
を
「
時
」
か
ら
理
解
し
解
釈
せ
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
吾
々
の

日
常
的
な
生
と
世
界
と
が
破
れ
る
と
い
ふ
こ
と
が
存
す
る
。
そ
れ
が
破
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
吾
々
の
瞬
常
的
な
生
と
世
界
と
の
根
底
で

あ
り
な
が
ら
日
常
的
な
生
と
世
界
と
に
依
っ
て
覆
蔽
さ
れ
て
る
る
「
死
へ
の
有
」
（
ω
O
一
跡
　
　
N
賃
ヨ
　
　
の
り
O
q
①
）
が
、
そ
の
覆
蔽
を
「
不
安
」
に

於
て
破
り
つ
つ
現
は
れ
て
来
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
「
死
へ
の
有
」
に
於
て
吾
々
の
有
は
、
或
る
独
自
な
意
味
に
於
け
る
「
時
性
」

（
N
①
集
。
葬
簿
）
と
し
て
経
験
さ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
日
常
的
な
生
と
世
界
と
に
と
っ
て
は
重
要
性
を
も
つ
て
み
た
一
釘
の
「
有
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
」
が
重
要
性
を
喪
失
し
て
、
「
有
る
も
の
し
で
は
な
い
「
有
（
る
）
」
と
い
ふ
こ
と
が
、
問
は
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
し
て
吾
々
に
迫

っ
て
来
る
。
こ
の
や
う
な
経
験
に
も
と
づ
い
て
、
従
来
は
実
体
と
か
本
質
と
し
て
理
解
さ
れ
て
来
た
「
有
る
も
の
の
有
」
（
　
り
　
　
、
O
に
q
へ
袋
）
の
内

に
「
現
前
」
（
議
§
き
q
ミ
）
と
い
ふ
時
的
規
定
が
看
取
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
『
有
と
時
』
と
い
ふ
根
本
構
想
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

は
人
間
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
有
る
も
の
の
中
の
一
種
の
有
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
を
超
越
し
て
、
「
有
」
が
現
に
開
示
さ
れ
る
処

に
有
る
と
い
ふ
意
味
に
於
て
「
現
有
」
（
σ
飴
。
。
①
冒
）
と
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
然
る
に
、
著
作
『
有
と
時
』
は
、
人
間
の
「
現
有
」
を
独
自
な
意
味
で
の
「
時
冒
し
す
な
は
ち
「
根
源
的
な
時
」
と
し
て
解
釈
し
、
そ
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こ
か
ら
種
々
な
性
格
に
於
け
る
時
乃
至
時
間
一
例
へ
ぽ
、
時
計
で
計
ら
れ
る
時
間
1
の
成
立
し
て
来
る
筋
道
を
解
明
す
る
こ
と
に
は
成
功

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

し
た
が
、
「
有
と
そ
の
諸
性
格
と
諸
様
態
と
が
時
か
ら
根
源
的
に
意
味
を
限
定
さ
れ
て
る
る
こ
と
」
を
現
示
す
べ
き
「
時
と
有
」
と
い
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

中
心
問
題
の
箇
所
に
於
て
挫
折
し
た
。
そ
の
挫
折
の
根
拠
は
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
考
察
さ
れ
得
る
が
、
要
す
る
に
「
形
而
上
学
の
根
底
」

を
な
ほ
形
而
上
学
的
思
惟
で
究
明
し
よ
う
と
企
て
た
こ
と
の
無
理
に
存
す
る
。

　
形
而
上
学
は
「
有
る
も
の
と
は
何
で
あ
る
か
」
（
臥
3
轡
甲
芝
目
的
匹
窃
o
Q
a
⑦
欝
自
鳴
）
を
聞
ふ
。
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
「
有
る
も
の
」

か
ら
出
発
し
て
、
そ
の
も
の
を
無
で
は
な
く
し
て
有
ら
し
め
て
み
る
「
有
る
も
の
の
根
拠
」
を
、
「
有
る
も
の
の
有
」
（
＆
q
“
8
山
器
ω
。
ぎ

痔
。
。
ω
・
貯
a
。
ρ
象
①
ω
Φ
一
二
煽
げ
簿
）
と
し
て
問
ふ
。
「
有
る
も
の
の
有
」
は
、
例
へ
ぽ
、
プ
ラ
ト
ン
に
依
っ
て
は
「
イ
デ
ア
」
と
し
て
観
ら

れ
た
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
っ
て
は
「
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
」
と
し
て
規
定
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
変
遷
を
経
て
ニ
イ
チ
ェ
の

「
権
力
へ
の
意
志
」
や
、
最
近
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、
ロ
ム
バ
ッ
ハ
の
「
構
造
」
に
ま
で
到
っ
て
み
る
。
併
し
、
形
而
上
学
は
、
「
有
る
も
の

の
有
」
に
留
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
越
え
て
そ
れ
の
根
拠
を
「
最
高
の
有
る
も
の
」
（
儀
O
o
陰
　
ゲ
α
O
ゲ
ロ
摩
け
①
　
ω
O
博
⑦
鐸
α
①
）
に
置
く
。
そ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン

や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
そ
の
都
度
「
善
」
と
か
「
神
的
な
る
も
の
」
と
か
「
神
」
と
称
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
後
に
「
哲

学
老
の
神
」
と
称
せ
ら
れ
る
「
永
遠
な
る
も
の
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
は
拒
否
す
る
。
何
故
拒
否
さ
れ
る
か
と
い

へ
ば
、
こ
の
や
う
な
「
焦
し
は
、
「
有
る
も
の
」
の
究
極
的
根
拠
づ
け
を
求
め
る
形
而
上
学
的
思
惟
を
完
結
せ
し
め
る
た
め
に
、
形
而
上

学
的
思
惟
の
方
か
ら
裏
面
に
於
て
定
立
さ
れ
限
定
さ
れ
た
「
神
」
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
真
に
神
的
な
る
神
で
は
な
い
と
看
取
さ
れ
た
か
ら

で
あ
り
、
更
に
言
へ
ぽ
、
「
有
る
も
の
」
か
ら
出
発
し
て
そ
の
根
拠
を
究
明
す
る
こ
と
が
、
永
遠
に
し
て
最
高
で
あ
る
に
し
て
も
、
再
び

「
有
る
も
の
」
へ
逆
戻
り
し
て
し
ま
ふ
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
は
、
こ
の
や
う
な
「
最
高
の
有
る
も
の
」
と
し
て
の
「
神
」

に
向
は
ず
し
て
、
「
有
る
も
の
」
と
か
「
有
る
も
の
の
有
」
と
言
ふ
時
既
に
、
辛
め
理
解
さ
れ
て
み
る
「
有
（
る
こ
と
）
そ
れ
自
身
の
意

味
」
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
て
、
そ
れ
を
「
時
」
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

　
併
し
、
「
有
の
意
味
」
（
o
。
一
霞
く
8
ω
①
ε
が
そ
こ
か
ら
限
定
さ
れ
る
べ
き
「
時
」
は
、
人
間
の
現
有
が
脱
自
的
に
形
成
し
て
み
る
「
地

　
　
　
　
最
後
の
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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折
q
学
研
究
　
雌
昂
五
百
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

平
」
一
つ
ま
り
「
将
来
」
、
「
既
在
」
、
「
現
在
」
と
い
ふ
時
の
三
つ
の
次
元
の
統
一
と
し
て
の
世
界
地
平
一
で
あ
っ
た
。
併
し
乍
ら
、
「
時
」

を
「
地
平
」
と
し
て
捉
へ
る
そ
の
捉
へ
方
が
既
に
、
周
囲
に
そ
の
地
平
を
開
き
つ
つ
そ
の
地
平
の
内
で
「
有
る
も
の
」
を
観
る
と
い
ふ
超

越
論
的
主
観
性
の
立
場
を
、
示
し
て
み
る
。
『
有
と
時
』
の
内
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
人
間
を
人
問
と
は
呼
ば
ず
、
「
有
の
意
味
へ
の
問
」
へ

の
聯
関
の
内
で
「
現
有
」
と
し
て
規
定
し
た
こ
と
は
、
人
閥
の
人
間
た
る
所
以
を
「
意
識
」
と
か
「
生
」
と
か
「
体
験
」
と
し
て
把
握
し

た
フ
ッ
サ
ー
ル
や
デ
ィ
ル
タ
イ
の
立
場
の
主
観
性
－
従
っ
て
ま
た
近
世
哲
学
の
主
観
性
一
を
確
か
に
克
服
し
た
と
言
へ
る
で
あ
ら
う
。
併

し
、
そ
の
や
う
な
意
味
に
於
け
る
「
現
有
」
が
な
ほ
地
平
形
成
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
点
に
於
て
、
『
有
と
時
』
に
於
け
る
「
現
有
」
は
、

な
ほ
超
越
論
的
主
観
性
の
立
場
を
完
全
に
は
脱
却
し
得
て
は
み
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
や
う
な
立
場
と
そ
の
地
平
と
か
ら
「
有
の
意

味
」
が
限
定
さ
れ
る
と
す
れ
ぽ
、
「
有
の
意
味
」
は
、
意
味
と
い
ふ
表
現
が
既
に
示
し
て
み
る
や
う
に
、
超
越
論
的
に
主
観
化
一
従
っ
て

ま
た
客
観
化
一
さ
れ
る
こ
と
を
免
れ
得
な
い
。
然
も
『
有
と
時
』
の
内
に
於
て
は
「
現
有
」
は
実
質
的
に
人
間
と
い
ふ
「
有
る
も
の
」
と

等
置
さ
れ
て
る
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
や
う
な
立
場
に
於
て
は
結
局
「
有
の
意
味
」
は
、
「
有
の
理
解
」
を
本
質
と
し
て
み
る
人
間
と
い
ふ

「
有
る
も
の
」
の
方
か
ら
限
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
れ
は
近
世
の
主
観
性
の
形
而
上
学
に
逆
戻
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し

て
「
形
而
上
学
の
根
底
」
を
も
な
ほ
形
而
上
学
的
に
究
明
せ
ん
と
し
た
企
図
は
挫
折
し
た
の
で
あ
る
。

二
　
変
貌
一
「
有
の
学
」

よ
り

「
有
の
歴
史
」
へ
一

　
こ
の
挫
折
の
経
験
を
通
っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
は
変
貌
す
る
。
『
有
と
時
』
と
い
ふ
思
索
の
課
題
は
維
持
さ
れ
て
み
る
が
、
そ
の

遂
行
の
仕
方
は
変
る
。

　
先
づ
第
一
に
「
時
」
は
、
第
一
次
的
に
人
間
の
有
り
方
と
さ
れ
て
み
た
こ
と
か
ら
、
「
歴
史
」
と
し
て
、
す
な
は
ち
歴
史
上
の
「
エ
ポ

ッ
ク
」
（
9
8
ぽ
）
と
し
て
考
へ
直
さ
れ
て
来
る
。
従
っ
て
「
有
」
は
、
歴
史
上
の
エ
ポ
ッ
ク
に
於
て
而
も
エ
ポ
ッ
ク
と
し
て
現
は
れ
て
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

る
、
そ
れ
に
対
応
し
て
『
有
と
時
』
の
時
期
に
講
想
さ
れ
て
る
た
「
有
の
学
」
（
ミ
奮
・
屡
。
冨
津
く
。
ヨ
ω
魚
♪
○
箕
。
一
。
α
q
ε
と
い
ふ
哲
学
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の
理
念
は
放
棄
さ
れ
て
、
「
有
る
も
の
」
に
非
ら
ざ
る
「
有
」
と
い
ふ
レ
ヴ
ェ
ル
は
維
持
さ
れ
つ
つ
「
有
の
歴
史
」
（
ω
①
ぎ
ω
σ
q
①
。
。
。
窯
。
江
。
）
も

し
く
は
「
有
の
歴
史
的
思
索
」
（
ω
・
訂
鴨
。
。
。
寓
。
疑
器
冨
。
・
O
。
鼻
窪
）
が
現
は
れ
て
来
る
。
こ
れ
は
、
学
と
し
て
の
哲
学
も
し
く
は
形
二
上
学

へ
の
断
念
を
意
味
す
る
。

　
第
二
に
、
「
有
の
意
味
」
と
し
て
超
越
論
的
主
観
性
の
方
か
ら
考
へ
ら
れ
て
る
た
事
柄
は
、
有
を
保
有
す
る
（
げ
⑦
暴
冨
窪
）
場
所
と
い
ふ

意
味
に
於
て
「
有
の
真
性
」
（
ノ
＜
P
ず
弓
】
P
O
一
瞥
　
餌
⑦
ψ
　
ω
⑦
一
昌
ω
　
　
イ
く
餌
ゲ
憎
二
一
ロ
　
侮
O
雛
　
ω
①
吊
目
o
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
）
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
来
る
。
「
有
の
真
性
」
は
、
「
そ

こ
」
に
於
て
有
が
一
従
っ
て
ま
た
、
有
る
も
の
が
i
現
は
れ
て
来
る
「
現
」
の
場
所
と
し
て
「
有
の
現
」
（
固
）
効
　
畠
ω
o
ロ
　
ω
①
一
5
0
聰
）
と
も
言
は
れ

る
。
併
し
そ
れ
は
、
有
が
単
純
に
有
と
し
て
開
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
有
が
覆
蔵
さ
れ
忘
却
さ
れ
た
こ
と
と
し
て
開
か
れ
て
来
る

場
所
で
あ
る
。
従
っ
て
有
の
歴
史
的
エ
ポ
ッ
ク
も
、
エ
ポ
ッ
ク
と
い
ふ
言
葉
が
示
し
て
み
る
や
う
に
、
有
が
「
そ
れ
自
身
に
留
ま
っ
て
そ

れ
自
身
を
吾
々
人
間
の
方
に
表
明
し
な
い
」
と
い
ふ
意
味
で
の
エ
ポ
ッ
ク
で
あ
り
、
つ
ま
り
「
有
の
忘
却
」
の
エ
ポ
ッ
ク
で
あ
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

や
う
に
し
て
「
有
の
現
」
す
な
は
ち
「
有
の
開
け
」
（
ご
。
耳
§
σ
q
餌
①
q
。
ω
・
ぎ
。
。
）
は
、
「
有
の
覆
蔵
」
（
＜
碧
げ
興
α
q
墓
σ
q
号
m
ω
⑦
ぎ
。
。
）
が
覆
蔵
と

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
て
開
け
る
こ
と
で
あ
る
と
い
ふ
事
態
の
内
に
、
そ
の
事
態
の
内
へ
入
り
込
ん
だ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
が
「
問
ふ
こ
と
」
に
留
ま
ら
ざ

る
を
得
な
い
根
拠
の
一
端
が
存
す
る
。

　
第
三
に
、
「
現
有
」
が
「
有
の
現
し
に
し
て
「
現
の
有
」
と
い
ふ
二
重
の
性
格
を
示
し
て
来
た
こ
と
は
、
「
現
有
」
が
「
人
間
し
と
い
ふ

「
有
る
も
の
」
と
最
早
同
一
視
さ
れ
得
な
く
な
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
「
有
の
現
」
と
し
て
の
「
現
有
」
は
、
最
早
直
接
的
に
人
聞
で

あ
る
の
で
は
な
く
な
り
、
「
そ
こ
」
（
∪
麟
）
へ
入
間
が
脱
型
的
に
曝
し
出
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
、
そ
の
場
所
の
「
建
立
」
（
○
急
＆
暮
σ
q
）
の

内
へ
人
間
が
投
げ
出
さ
れ
「
用
ひ
」
（
げ
尽
q
o
ゲ
窪
）
ら
れ
る
こ
と
に
於
て
人
間
が
「
有
の
真
性
の
番
人
」
と
し
て
真
に
人
間
に
な
る
と
い
ふ

や
う
な
場
所
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
、
「
現
有
」
は
人
間
の
本
質
の
所
在
で
は
あ
る
が
、
直
ち
に
人
間
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と

を
逆
に
見
れ
ば
、
入
間
が
「
現
有
」
と
の
等
置
か
ら
引
離
さ
れ
て
、
い
は
ば
一
種
の
独
立
性
を
得
て
来
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
こ
と
に
対
応
し
て
第
四
に
、
「
有
の
現
」
す
な
は
ち
「
有
の
真
性
」
か
ら
、
そ
の
内
に
匿
ま
は
れ
て
み
た
「
神
」
が
独
立
し
て
来

　
　
　
　
最
後
の
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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曇

る
。
そ
の
こ
と
は
勿
論
、
「
有
の
真
性
」
か
ら
「
神
」
が
切
離
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
「
神
」
は
「
神
に
な
る
」
（
σ
q
α
§
ヨ
）
た
め
に

は
「
有
の
真
性
」
を
「
必
要
と
す
る
し
（
げ
①
舞
「
目
窪
）
。
併
し
、
「
神
」
は
「
有
の
真
性
」
で
は
な
い
。
か
く
し
て
多
少
と
も
図
式
化
し
て
言

へ
ぽ
、
神
i
有
の
真
性
－
人
間
と
し
て
図
示
さ
れ
る
や
う
に
、
「
有
の
真
性
」
を
中
間
境
域
と
し
て
、
そ
の
境
域
に
関
聯
し
つ
つ
も
、
そ

の
境
域
か
ら
い
は
ぽ
突
出
し
た
両
極
と
し
て
「
神
」
と
「
人
間
」
と
が
立
つ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
「
有
の
真
性
」
と
は
有

の
エ
ポ
ッ
ク
と
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
歴
史
的
な
世
界
で
あ
る
。

　
第
五
に
、
既
に
言
は
れ
た
こ
と
の
内
に
含
ま
れ
て
み
る
こ
と
で
あ
る
が
、
形
而
上
学
の
根
底
を
も
形
而
上
学
的
に
究
明
せ
ん
と
し
た
企

図
の
挫
折
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
し
て
彼
自
身
の
思
索
の
内
に
ま
で
喰
ひ
入
っ
て
み
る
形
而
上
学
的
思
惟
の
強
力
さ
を
経
験
せ
し
め
た
と

と
も
に
、
そ
の
思
惟
が
現
代
の
世
界
を
も
根
底
か
ら
支
配
し
て
み
る
こ
と
に
気
附
か
し
め
た
。
前
髪
の
経
験
は
、
彼
を
し
て
「
形
而
上
学

的
思
惟
と
は
別
の
思
索
」
（
o
言
。
民
2
窃
U
①
翠
玉
。
尻
匹
器
暴
0
3
要
旨
。
。
。
冨
）
の
道
を
切
り
拓
く
こ
と
を
早
算
な
く
せ
し
め
た
。
後
者
の

経
験
は
、
『
有
と
時
』
の
内
で
解
明
さ
れ
た
日
常
的
世
界
の
構
造
を
極
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
捉
へ
直
す
こ
と
へ
導
い
た
。
両
方
は
密
接
に

聯
関
し
て
み
る
が
、
「
別
の
思
索
」
に
つ
い
て
は
後
に
言
及
さ
れ
る
故
、
こ
こ
で
は
日
常
的
世
界
構
造
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
把
握
に
つ
い
て

の
み
言
及
し
て
置
く
。

　
『
有
と
時
』
の
内
で
は
周
知
の
如
く
、
「
道
具
」
の
構
造
分
析
か
ら
出
発
し
て
、
そ
の
内
に
於
て
道
具
が
道
具
で
あ
り
得
る
日
常
的
環

境
世
界
（
q
ヨ
≦
o
刷
け
）
の
構
造
を
解
明
し
、
そ
こ
か
ら
「
現
有
」
の
超
越
論
的
地
平
と
し
て
の
世
界
へ
移
行
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
る
た
。

簡
単
に
言
へ
ぽ
、
「
道
具
」
は
単
な
る
物
で
は
な
く
、
7
：
す
る
た
め
し
（
ロ
ヨ
N
厩
…
）
の
物
と
し
て
最
初
か
ら
他
の
諸
道
具
と
の
聯
関
の

内
に
あ
る
。
こ
の
「
：
・
す
る
た
め
」
と
い
ふ
聯
関
を
最
後
に
締
め
括
り
、
否
最
初
か
ら
企
投
し
て
み
る
も
と
に
は
、
「
現
有
は
彼
自
身

　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

の
た
め
に
実
存
す
る
」
（
］
）
。
。
の
U
飴
。
。
o
冨
①
凶
ω
菖
㊦
鳥
地
塁
≦
旨
2
器
『
無
’
）
と
い
ふ
人
間
の
実
存
而
も
．
．
償
ヨ
鼠
辞
⇒
。
。
ゆ
ぎ
①
『
、
．
と
い
ふ
根

本
的
な
意
味
で
の
「
自
己
意
志
」
に
貫
ぬ
か
れ
た
人
間
の
実
存
が
存
す
る
。
こ
の
や
う
な
人
間
の
自
己
意
志
に
も
と
づ
い
て
展
開
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

「
：
・
す
る
た
め
」
の
聯
関
と
し
て
の
日
常
的
環
境
世
界
の
構
造
は
、
「
指
示
性
」
（
じ
d
。
脅
葺
。
。
§
訂
己
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
や
う



な
日
常
的
世
界
の
構
造
は
、
若
干
の
論
者
が
指
摘
す
る
や
う
に
、
手
職
人
（
寓
助
民
ミ
Φ
捧
曾
）
の
住
む
世
界
の
構
造
に
過
ぎ
な
い
と
も
言
へ

る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
、
人
間
の
「
自
己
意
志
」
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
に
依
っ
て
支
配
さ
れ
得
る
一
種
の
自
的
論
的
世
界
で
あ
っ
た
。
然

る
に
、
「
：
・
す
る
た
め
」
と
い
ふ
規
定
は
、
道
具
や
使
用
物
の
規
定
た
る
に
留
ま
ら
ず
、
「
機
能
」
と
し
て
現
代
の
技
術
的
世
界
の
構
造

に
転
化
す
る
。
そ
こ
で
は
人
間
を
も
含
め
て
一
切
の
「
有
る
も
の
」
が
、
最
早
主
体
で
も
物
で
も
道
具
で
も
対
象
で
も
な
く
な
り
、
一
定

の
機
能
を
遂
行
す
る
も
の
と
し
て
の
み
有
り
、
「
：
・
す
る
た
め
」
と
い
ふ
道
具
聯
関
は
、
機
能
と
機
能
と
の
連
鎖
聯
関
に
な
る
。
こ
の

や
う
な
機
能
的
連
鎖
聯
関
と
し
て
の
「
：
・
す
る
た
め
」
は
、
既
に
そ
の
内
に
人
間
を
も
一
定
の
機
能
の
遂
行
者
と
し
て
取
り
込
ん
で
み

る
が
故
に
、
最
早
人
間
の
「
自
己
意
志
」
の
支
配
と
統
御
と
を
脱
却
し
て
し
ま
っ
て
み
る
。
そ
れ
が
現
代
の
技
術
的
世
界
の
根
本
動
向
で

あ
る
。
7
：
す
る
た
め
」
と
い
ふ
機
能
的
連
鎖
聯
関
は
、
最
早
そ
の
外
部
に
存
立
す
る
「
目
標
」
と
か
「
意
味
」
が
無
い
故
に
、
現
代

の
技
術
的
世
界
は
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
の
現
代
的
形
態
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
現
代
の
技
術
的
世
界
は
、
「
有
る
も
の
の
有
」
を
「
機
能
」

と
し
て
限
定
し
て
み
る
点
に
於
て
、
「
有
る
も
の
の
有
」
を
問
題
と
し
て
来
た
形
而
上
学
的
思
惟
の
現
代
的
展
開
で
あ
る
。
以
上
が
日
常

的
環
境
世
界
の
構
造
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
把
握
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
現
代
世
界
の
苛
酷
な
歴
史
的
運
命
の
内
で
彼
は
「
最
後
の
神
の
立
寄

り
」
（
く
。
「
ぴ
9
σ
q
塁
o
Q
号
吻
鐸
N
8
コ
○
。
け
一
①
。
。
）
と
い
ふ
こ
と
に
思
ひ
を
潜
め
る
。
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三
　
後
期
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
思
索
空
間
」
と
そ
の
根
本
構
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
公
刊
さ
れ
た
著
作
の
内
で
「
最
後
の
神
」
と
い
ふ
表
現
は
、
一
九
四
一
年
に
書
か
れ
た
「
合
図
」
（
芝
ヨ
ぼ
）
と
題
さ

れ
て
み
る
詩
の
や
う
な
「
思
索
の
言
葉
」
の
最
後
に
見
出
さ
れ
る
。
併
し
、
「
最
後
の
神
」
と
い
ふ
こ
と
が
最
初
に
言
は
れ
た
の
は
、
筆

者
の
知
る
限
り
で
は
、
一
九
三
六
年
か
ら
一
九
三
九
年
に
亙
っ
て
書
か
れ
た
未
公
刊
の
二
大
な
覚
書
た
る
『
哲
学
へ
の
寄
与
』
（
b
u
簿
＆
σ
q
Φ

N
葺
勺
窪
。
。
。
8
三
・
）
の
内
に
於
て
で
あ
る
。

　
『
哲
学
へ
の
寄
与
』
と
い
ふ
さ
り
げ
な
い
標
題
を
附
せ
ら
れ
た
こ
の
覚
書
は
、
『
有
と
時
』
の
時
期
に
於
け
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
初
期

　
　
　
　
最
後
の
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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1010

@
の
問
ひ
方
を
内
在
的
に
自
己
批
判
し
て
、
後
期
の
思
索
へ
の
展
望
と
そ
の
「
思
索
空
間
」
の
根
本
構
図
と
を
示
し
て
み
る
点
に
干
て
極
め

　
　
て
重
要
で
あ
る
。
『
哲
学
へ
の
寄
与
』
と
は
表
向
き
の
標
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
来
の
標
題
は
「
性
起
に
つ
い
て
」
（
＜
。
ヨ
即
飢
σ
q
巳
ω
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
言
は
れ
る
。
「
性
起
」
と
は
、
有
の
真
性
が
起
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
『
有
と
時
』
と
い
ふ
標
題
中
の
「
と
」
を
究
明
す
る
。

　
　
　
「
性
起
に
つ
い
て
」
は
本
質
的
に
次
の
六
つ
の
部
分
に
分
節
さ
れ
て
み
る
。
す
な
は
ち
、
（
1
）
「
鳴
り
初
め
」
（
》
導
冨
5
σ
Q
）
。
（
2
）
「
球

　
　
戯
」
（
N
器
讐
Φ
剛
）
、
（
3
）
「
飛
躍
」
（
o
Q
胃
§
σ
Q
）
、
（
4
）
「
建
立
」
（
O
互
選
窪
α
Q
）
、
（
5
）
「
将
来
的
な
者
達
」
（
U
一
・
N
午
薮
β
建
σ
。
窪
）
、
（
6
）

　
　
「
最
後
の
神
」
（
U
⑦
二
欝
8
0
。
巳
で
あ
る
。
こ
の
分
節
が
、
こ
れ
以
後
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
思
索
空
夢
」
の
根
本
構
図
を
描
い
て
み
る
。

　
　
そ
の
思
索
空
間
の
細
部
に
立
ち
入
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
故
、
そ
の
根
本
構
図
（
○
凄
民
ユ
ゆ
）
を
次
の
極
度
に
圧
縮

　
　
さ
れ
た
一
句
の
解
釈
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
留
め
る
。
そ
の
一
句
は
次
の
如
く
に
書
か
れ
て
み
る
。
す
な
は
ち
、

　
　
　
．
．
≦
霧
σ
q
①
。
。
。
σ
q
け
乱
鼠
L
ω
け
σ
q
Φ
h
㎏
鋤
σ
q
け
置
昌
α
σ
q
＆
⇔
。
馨
一
§
》
N
器
℃
一
①
一
《
傷
①
。
。
①
簗
窪
に
乱
脅
。
・
p
。
鼠
臼
①
づ
》
課
¢
。
茜
。
・
窪
。
。
伍
。
ヨ
》
》
巳
島
器
σ
q
《

　
　
侮
窃
ω
Φ
巻
。
・
ぎ
似
g
寓
9
似
。
『
ω
①
川
霧
く
巽
σ
q
①
。
・
。
。
窪
冨
坤
欝
同
齢
⑦
旨
》
ω
實
億
冨
σ
q
《
ヨ
賢
ω
o
◎
o
覧
N
口
醜
》
O
騰
四
目
鐸
ロ
σ
q
《
。
。
o
葺
2
≦
聾
『
冨
曽
巴
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
＜
o
「
げ
霞
鉱
ε
昌
α
Q
侮
①
『
》
N
ロ
言
鑑
諏
σ
q
窪
《
創
。
ω
》
冨
§
窪
O
o
雰
①
。
。
《
’
．
．

　
　
　
仮
に
訳
せ
ば
、
次
の
や
う
に
な
る
で
あ
ら
う
。
「
　
言
は
れ
る
こ
と
は
、
有
の
忘
却
と
い
ふ
困
窮
の
内
に
於
け
る
真
有
の
《
鳴
り
初
め
》

　
　
に
も
と
づ
い
て
、
第
一
の
元
初
と
別
の
元
初
と
の
《
球
戯
》
の
内
で
、
真
有
の
内
へ
の
《
飛
躍
》
の
た
め
に
、
真
有
の
真
性
の
《
建
立
》

　
　
に
向
っ
て
、
《
最
後
の
神
》
に
属
す
る
《
将
来
的
な
者
達
》
を
準
備
す
る
こ
と
と
し
て
、
問
は
れ
そ
し
て
思
索
さ
れ
て
る
る
」
と
。
併
し
、

　
　
ド
イ
ツ
語
と
日
本
語
と
の
語
順
が
甚
だ
し
く
相
違
す
る
故
、
こ
の
一
句
は
十
分
に
は
訳
さ
れ
得
な
い
。
そ
れ
で
以
下
に
干
て
は
ド
イ
ツ
語

　
　
の
表
現
に
も
と
づ
い
て
考
へ
て
み
る
。

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

　
　
「
言
は
れ
る
こ
と
」
（
≦
⇔
。
。
σ
q
①
鈴
α
q
け
鼠
a
）
と
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
依
っ
て
言
は
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
彼
を
通
し
て
言
葉
に
な
っ
て
来

　
　
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
の
一
切
を
意
味
し
て
を
り
、
す
な
は
ち
彼
の
講
演
、
講
義
、
論
文
、
著
作
の
一
切
を
、
特
に
こ
の
『
哲
学
へ
の
寄

　
　
与
』
と
そ
れ
以
後
と
に
於
て
言
は
れ
る
こ
と
の
一
切
を
、
意
昧
し
て
み
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
問
は
れ
そ
し
て
思
索
さ
れ
て
る
る
」



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
（
…
蜂
σ
q
①
欝
α
Q
什
償
邑
σ
q
①
魯
。
ぎ
）
、
す
な
は
ち
思
索
し
つ
つ
求
め
ら
れ
企
投
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
は
一
体
如
何
な
る
仕
方

　
　
に
於
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
か
。

　
　
　
（
1
）
、
「
有
の
忘
却
と
い
ふ
困
窮
の
内
に
於
け
る
真
有
の
《
鳴
り
初
め
》
に
も
と
づ
い
て
」
（
碧
ω
曾
旨
》
》
巳
（
ポ
・
α
Q
《
曾
。
・
ω
①
愚
。
。
冒
像
費
冥
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
畠
2
ω
§
ω
σ
q
・
ω
。
・
・
島
上
）
と
第
一
に
言
は
れ
て
る
る
。
こ
の
言
葉
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
問
ひ
つ
つ
思
索
す
る
こ
と
の
「
出
発
点
」
（
〉
ロ
。
。
－

　
　
σ
q
磐
α
q
。
・
薯
コ
ζ
）
を
示
し
て
み
る
。
「
有
の
忘
却
と
い
ふ
困
窮
の
内
に
於
け
る
岩
蟹
の
鳴
り
初
め
」
と
は
、
如
何
な
る
こ
と
を
言
っ
て
み
る
の

　
　
か
。
「
有
」
が
通
常
は
「
有
る
も
の
」
の
方
か
ら
「
有
る
も
の
の
有
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
み
る
の
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
；
は
『
有

　
　
と
時
』
の
内
で
「
有
そ
れ
自
身
」
（
ω
o
ぎ
。
・
巴
げ
。
。
賞
し
。
①
冒
p
・
げ
。
。
〇
一
〇
冨
ω
）
と
称
し
て
み
た
こ
と
を
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
形
而
上
学
的
な
意

　
　
味
で
の
「
有
」
す
な
は
ち
「
有
る
も
の
の
有
」
か
ら
区
別
し
て
、
．
ω
①
讐
、
、
と
書
く
。
．
．
ω
①
讐
．
、
は
恐
ら
く
、
「
有
る
も
の
の
有
」
よ
り
も
つ

　
　
と
古
い
有
と
い
ふ
意
味
と
か
、
「
有
る
も
の
の
有
」
に
依
っ
て
覆
蔵
さ
れ
忘
却
さ
れ
て
る
る
有
と
い
ふ
意
味
を
も
含
め
て
、
さ
う
書
か
れ

　
　
た
の
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
は
「
そ
の
真
性
の
内
に
覆
蔵
さ
れ
て
み
る
有
」
（
山
巡
ω
9
p
留
ω
冒
器
ぎ
興
≦
9
。
ゴ
チ
・
煙
く
・
ま
g
σ
q
窪
聾
）
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
る
が
故
に
、
こ
こ
で
は
仮
に
「
真
有
」
と
訳
す
。
併
し
、
真
有
が
そ
の
真
性
の
内
に
覆
蔵
さ
れ
て
み
る
な
ら
ぽ
、
一
体
如
何
に
し
て
吾
々

　
　
は
真
有
と
言
ひ
得
る
の
で
あ
ら
う
か
。

　
　
　
こ
こ
に
於
て
吾
々
は
も
う
一
歩
手
前
の
問
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
今
日
「
有
る
も
の
」
は
如
何
に
有
る
か
、
と

　
　
い
ふ
問
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
に
言
及
さ
れ
た
機
能
と
い
ふ
こ
と
で
答
へ
ら
れ
て
る
る
が
、
こ
こ
で
は
具
体
的
な
実
例
に
つ
い
て
考
へ
て

　
　
み
る
。
第
二
次
世
界
戦
争
後
に
日
本
に
も
現
代
的
な
養
鶏
技
術
が
輸
入
さ
れ
た
。
そ
れ
を
筆
老
は
郷
里
の
町
で
見
て
愕
然
と
し
た
こ
と
が

　
　
あ
る
。
夜
通
し
煙
煙
と
照
明
さ
れ
た
鶏
舎
の
中
で
、
そ
れ
自
身
人
工
的
に
艀
化
さ
れ
た
鶏
は
、
一
定
の
位
置
に
釘
づ
け
に
さ
れ
て
身
動
き

　
　
も
出
来
ず
、
餌
を
喰
ひ
卵
を
産
む
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
卵
は
ベ
ル
ト
コ
ソ
ヴ
ェ
イ
ア
ー
で
容
器
の
中
へ
運
ば
れ
集
め
ら
れ
る
。
鶏
が
一
定

　
　
数
の
卵
を
産
ま
な
く
な
る
と
、
絞
殺
さ
れ
て
今
度
は
鶏
肉
と
し
て
売
り
に
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
現
代
的
な
食
糧
産
業
の
工
場
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

11

@
と
も
に
鶏
の
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ツ
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
鶏
は
鶏
で
あ
る
が
、
併
し
製
卵
機
械
と
し
て
の
鶏
で
あ
る
。
卵
は
卵
で
あ
る
が
、
併

10　
　
　
　
　
　
最
後
の
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

し
蛋
白
源
と
し
て
の
卵
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
こ
と
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
人
間
は
人
間
で
あ
る
が
、
養
鶏
場
の
経
営
者
に
し
て
管
理
者
と

し
て
否
応
な
し
に
非
人
間
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
や
う
な
有
り
方
を
し
て
み
る
「
有
る
も
の
」
は
、
鶏
も
卵
も
人
間
も
、
そ
れ
ら
が

各
々
の
自
然
本
性
に
従
っ
て
真
に
有
る
や
う
に
は
、
最
早
有
る
の
で
は
な
い
。
鶏
も
卵
も
人
間
も
今
日
で
は
「
有
の
真
性
か
ら
見
捨
て
ら

れ
て
あ
る
」
。
こ
れ
に
類
似
し
た
実
例
は
今
日
到
る
処
で
見
出
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
如
何
な
る
「
有
る
も
の
」
も
多
か
れ
少
な
か
れ
有
の
真
性
か
ら
見
捨
て
ら
れ
て
あ
る
と
い
ふ
意
味
で
の
「
有
か
ら
見
捨
て
ら
れ
て
あ
る

ヘ
　
　
　
へ

こ
と
」
（
o
o
①
ぎ
こ
。
〈
亀
。
。
。
器
島
魯
）
は
、
現
代
世
界
の
内
に
有
る
も
の
の
有
り
方
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
意
味
で
の
「
有
か
ら
見
捨
て
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

あ
る
こ
と
」
は
、
「
有
る
も
の
」
に
即
し
て
「
有
る
も
の
」
の
方
か
ら
経
験
さ
れ
た
「
有
の
忘
却
」
（
ω
・
博
臨
く
興
σ
q
⑦
。
・
ω
①
昏
魯
）
に
他
な
ら
な
い

　
「
有
の
忘
却
」
と
は
、
有
が
そ
の
真
性
に
於
て
覆
蔵
さ
れ
て
を
り
、
従
っ
て
問
は
れ
ず
思
索
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
み
る
と
い
ふ
こ

と
で
あ
る
。
併
し
、
「
有
の
忘
却
と
い
ふ
困
窮
」
と
は
如
何
な
こ
と
で
あ
ら
う
か
。
「
有
の
忘
却
」
は
吾
々
の
日
常
生
活
の
内
で
は
、
抑
々

「
有
の
忘
却
」
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
存
し
な
い
か
の
如
く
に
、
そ
れ
自
身
忘
却
さ
れ
て
る
る
。
他
方
吾
々
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
日
常
的
な
困

窮
を
も
つ
て
み
る
。
併
し
、
吾
々
は
ま
た
、
そ
の
や
う
な
諸
々
の
困
窮
を
除
去
し
た
り
軽
減
し
た
り
す
る
手
段
を
、
す
な
は
ち
技
術
を
、

も
っ
て
み
る
。
技
術
は
今
日
既
に
、
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
、
吾
々
を
「
困
窮
無
き
こ
と
」
（
署
g
酬
。
。
。
屯
鼠
瞥
）
と
い
ふ
状
態
の
内
へ
齎
ら
し

て
み
る
。
併
し
、
「
困
窮
無
き
こ
と
」
を
惹
き
起
し
つ
つ
あ
る
現
代
技
術
は
、
「
有
の
忘
却
」
を
克
服
す
る
こ
と
も
自
覚
す
る
こ
と
も
出
来

な
い
。
何
故
な
ら
ぽ
、
現
代
の
養
鶏
技
術
と
い
ふ
先
述
の
実
例
が
示
し
て
み
る
や
う
に
、
現
代
技
術
そ
れ
自
身
が
「
有
の
忘
却
」
の
現
代

的
形
態
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
現
代
技
術
に
依
っ
て
目
指
さ
れ
実
現
さ
れ
つ
つ
あ
る
「
困
窮
無
き
こ
と
」
は
、
そ
れ
が

困
窮
の
内
に
於
け
る
転
換
を
全
く
不
可
能
に
し
て
し
ま
ふ
と
い
ふ
こ
と
に
於
て
は
、
「
最
高
の
困
窮
」
で
あ
る
。
「
麿
の
忘
却
」
は
「
困
窮

無
き
こ
と
」
と
い
ふ
形
態
に
於
け
る
「
困
窮
」
（
累
9
）
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
「
困
窮
無
き
こ
と
」
が
「
最
高
の
困
窮
」
と
し
て
吾
々
を

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

襲
ふ
な
ら
ぼ
、
そ
の
時
「
露
語
」
は
「
，
有
の
忘
却
と
い
ふ
困
窮
の
内
で
鳴
り
初
め
る
」
。
こ
の
鳴
り
初
め
に
看
て
血
糖
は
そ
れ
自
身
と
し

て
で
は
な
く
、
「
有
の
忘
却
し
と
し
て
、
す
な
は
ち
有
が
推
絶
さ
れ
て
み
る
こ
と
と
し
て
、
鳴
り
初
め
る
。
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こ
の
鳴
り
初
め
は
多
分
、
現
代
の
世
界
に
於
け
る
真
有
の
唯
一
可
能
な
開
示
で
あ
ら
う
。
そ
の
際
、
有
が
拒
絶
さ
れ
て
み
る
と
い
ふ
こ

と
は
、
真
髄
を
最
も
厳
し
い
苛
酷
な
仕
方
で
贈
与
す
る
こ
と
で
あ
り
得
る
。
「
有
の
忘
却
と
い
ふ
困
窮
の
内
で
の
真
有
の
鳴
り
初
め
」
を
こ

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
や
う
に
聴
く
こ
と
か
ら
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
問
ひ
つ
つ
思
索
す
る
こ
と
が
留
ま
る
。
そ
れ
故
に
、
「
鳴
り
初
め
」
と
言
は
れ
る
の
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
（
2
）
、
「
言
は
れ
る
こ
と
は
、
有
の
忘
却
と
い
ふ
困
窮
の
内
に
於
け
る
真
有
の
《
鳴
り
初
め
》
に
も
と
づ
い
て
、
第
一
の
元
初
と
別
の
元

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

初
と
の
《
球
戯
》
の
内
で
…
問
は
れ
そ
し
て
思
索
さ
れ
て
る
る
」
（
…
旦
》
N
鵠
覧
巴
《
腎
。
。
2
。
・
8
5
門
院
似
9
⇔
＆
巽
窪
》
濠
磐
昌
σ
q
ω
…
）
。

「
元
初
」
（
》
課
碧
σ
Q
）
と
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
の
内
で
は
、
単
な
る
「
発
端
」
（
じ
σ
・
σ
Q
一
言
）
で
は
な
く
し
て
、
「
発
端
」
に
し
て
そ
れ

に
後
続
す
る
も
の
を
最
初
か
ら
統
べ
て
み
る
「
支
配
」
（
甲
H
Φ
円
「
o
α
0
7
ρ
◎
一
け
）
た
る
も
の
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
薯
慧
に
し
て
書
R
建
で
あ

る
。
「
第
一
の
元
初
」
と
は
、
形
而
上
学
的
思
惟
と
そ
の
思
惟
に
依
っ
て
限
定
さ
れ
た
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
西
洋
の
歴
史
と
の
元

初
で
あ
る
。
「
別
の
元
初
」
と
は
、
そ
の
や
う
な
歴
史
と
は
別
な
歴
史
の
元
初
で
あ
り
、
究
極
的
に
は
「
最
後
の
神
」
で
あ
る
が
、
差
当

っ
て
は
、
そ
の
神
を
準
備
し
つ
つ
そ
の
神
に
仕
へ
る
思
索
す
な
は
ち
「
形
而
上
学
的
思
惟
と
は
別
の
思
索
」
（
⑦
獣
。
。
昆
興
・
。
。
σ
Φ
酵
窪
）
の

元
初
で
あ
る
。
第
一
の
元
初
は
、
「
有
る
も
の
と
は
何
で
あ
る
か
し
と
い
ふ
問
を
以
っ
て
初
ま
っ
た
。
こ
の
問
は
、
形
而
上
学
的
思
惟
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

一
貫
し
て
導
い
て
来
た
が
故
に
、
「
形
而
上
学
の
主
導
的
問
し
（
凸
①
い
①
窪
琶
σ
q
・
α
2
ζ
魯
⇔
℃
ξ
。
。
涛
）
と
称
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

こ
の
間
の
内
で
既
に
豫
め
理
解
さ
れ
て
み
る
「
有
（
る
）
と
は
何
を
謂
ふ
の
か
」
と
い
ふ
問
は
、
そ
れ
が
形
而
上
学
的
思
惟
の
根
本
に
横

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

た
は
っ
て
を
り
而
も
正
し
く
そ
の
故
に
形
而
上
学
的
思
惟
の
内
部
で
は
決
し
て
問
は
れ
た
こ
と
が
な
い
故
に
、
「
形
而
上
学
の
根
本
の
問
」

（
窪
o
O
姦
謀
律
帥
σ
q
⑦
密
「
ζ
9
ρ
。
喝
ξ
ω
障
）
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
後
者
の
問
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
「
別
の
思
索
」
を
要
求
し
て
来

た
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
然
る
に
「
別
の
元
初
」
は
、
「
第
一
の
元
初
し
を
一
層
元
初
的
に
思
索
す
る
こ
と
を
五
っ
て
初
ま
る
他
は

な
い
故
に
、
「
第
一
の
元
初
と
別
の
元
初
と
の
球
戯
」
と
い
ふ
こ
と
が
起
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
こ
こ
で
仮
に
「
球
戯
」
と
訳
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
N
器
営
巴
は
、
第
一
の
元
初
と
別
の
元
初
と
の
い
は
ぽ
球
の
投
げ
合
ひ
で
あ
り
、

　
　
　
　
最
後
の
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
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研
究
　
第
五
百
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
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@
働
き
合
ひ
で
あ
り
、
試
合
で
あ
る
。
そ
の
試
合
に
於
て
第
｝
の
元
初
も
別
の
元
初
も
、
ど
う
な
る
か
と
い
ふ
こ
と
が
賭
け
ら
れ
て
み
る
。

　
　
こ
の
試
合
に
於
て
、
両
方
の
元
初
の
間
の
対
話
と
対
決
と
の
「
活
働
空
間
」
（
o
D
筥
Φ
罵
声
ヨ
）
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
N
塁
℃
芭
の

　
　
内
で
は
、
実
質
的
に
は
。
フ
ラ
ト
ン
か
ら
ニ
イ
チ
ェ
に
至
る
ま
で
の
形
而
上
学
と
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
の
思
索
と
の
対
決
が
遂
行
さ
れ
て
を
り
、

　
　
そ
の
対
決
を
通
し
て
第
一
の
元
初
を
一
層
元
初
的
に
思
索
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
み
る
。
歴
史
上
の
諸
哲
学
に
関
す
る
彼
の
解
釈
は
す

　
　
べ
て
、
ζ
の
や
う
な
N
岳
皿
①
一
と
し
て
遂
行
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
学
的
な
従
っ
て
ま
た
哲
学
史
的
な
叙
述
や
批
判
で
は
な
い
。

　
　
歴
史
上
の
諸
哲
学
に
つ
い
て
の
彼
の
解
釈
が
、
多
か
れ
少
か
れ
牽
強
附
会
の
感
を
ひ
と
に
与
へ
る
と
と
も
に
独
自
な
開
示
力
を
も
つ
て
ゐ

　
　
る
の
は
、
そ
れ
が
こ
の
や
う
な
N
二
畳
。
一
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。

　
　
　
》
三
魯
ロ
σ
Q
と
N
話
鳳
巴
と
の
間
に
は
内
面
的
な
聯
関
が
存
す
る
。
有
の
忘
却
と
い
ふ
困
窮
の
内
で
真
有
が
鳴
り
初
め
た
と
い
ふ
こ
と
は

　
　
既
に
、
形
而
上
学
的
思
惟
と
は
別
の
思
索
へ
の
呼
び
掛
け
で
あ
り
、
か
く
し
て
N
群
島
色
へ
の
呼
び
掛
け
で
あ
る
。
》
三
賀
一
き
σ
Q
が
真
有
の

　
　
岡
話
σ
q
≦
牙
象
ぴ
q
正
立
の
根
本
経
験
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
N
湧
冨
一
は
、
こ
の
閏
話
σ
q
≦
辞
象
σ
Q
ぼ
津
を
聞
ひ
つ
つ
歴
史
的
に
展
開
す
る
こ
と
に
他

　
　
な
ら
な
い
。
併
し
乍
ら
、
》
爵
『
ロ
α
q
も
N
三
脚
巴
も
、
そ
れ
自
身
だ
け
で
成
り
立
っ
て
る
る
の
で
は
な
く
し
て
、
「
真
金
の
内
へ
の
《
飛

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
躍
》
の
た
め
に
」
い
は
ぽ
そ
の
飛
躍
へ
の
助
走
と
し
て
存
し
て
み
る
。

　
　
　
（
3
）
　
「
言
は
れ
る
こ
と
は
、
有
の
忘
却
と
い
ふ
困
窮
の
内
に
於
け
る
真
有
の
《
鳴
り
初
め
》
に
も
と
づ
い
て
、
第
一
の
元
初
と
別
の

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

　
　
元
初
と
の
《
球
戯
》
の
内
で
、
真
有
の
内
へ
の
《
飛
躍
》
の
た
め
に
…
間
は
れ
そ
し
て
思
索
さ
れ
た
み
る
」
（
…
h
母
山
導
》
Q
。
冒
毎
嶺
《

　
　
毛
母
。
。
ω
。
巻
：
・
）
。
「
真
有
の
内
へ
の
飛
躍
」
と
は
、
「
有
る
も
の
」
と
「
有
る
も
の
の
有
」
と
か
ら
「
真
有
の
内
へ
飛
び
込
む
こ
と
で

　
あ
り
、
飛
び
降
り
る
こ
と
で
あ
る
」
。
思
惟
に
つ
い
て
い
へ
ぼ
、
そ
れ
は
「
形
而
上
学
的
思
惟
」
か
ら
「
別
の
思
索
」
へ
の
飛
躍
で
あ
る
。

　
　
両
者
の
間
に
は
次
元
の
落
差
が
あ
る
故
に
、
前
者
か
ら
後
者
へ
連
続
的
に
推
移
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
そ
の
移
行
は
飛
躍
に
於
て
遂
行
さ

　
れ
る
他
は
な
い
。
併
し
、
こ
の
飛
躍
は
、
吾
々
が
一
方
の
岸
か
ら
他
方
の
岸
へ
飛
躍
す
る
こ
と
の
や
う
に
、
表
象
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
何
故
な
ら
ぽ
、
こ
の
飛
躍
に
依
っ
て
初
め
て
、
そ
れ
ま
で
は
拒
絶
と
し
て
鳴
り
初
め
て
み
た
「
真
有
」
が
「
開
け
た
処
」
（
密
。
。
O
h
｛
魯
⑦
）



　
　
と
し
て
開
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
真
有
の
内
へ
の
飛
躍
」
は
「
真
有
を
開
く
こ
と
」
（
甲
黙
呂
茜
山
霧
ω
①
ヨ
。
。
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
以
前

　
　
に
は
「
有
の
企
投
」
（
国
鼻
霞
h
傷
。
。
。
ω
①
5
。
。
）
ζ
　
一
同
は
れ
て
る
た
こ
と
で
あ
る
。
有
の
企
投
が
被
投
的
企
投
で
あ
っ
た
の
と
同
様
に
、
真
有

　
　
を
開
く
こ
と
と
し
て
の
「
真
有
の
内
へ
の
飛
躍
」
は
、
》
コ
鷺
き
σ
q
と
N
臣
嵐
巴
と
に
拘
束
さ
れ
て
る
る
。

　
　
　
飛
躍
は
真
綿
を
「
開
け
た
処
」
と
し
て
開
く
が
、
そ
れ
は
、
吾
々
飛
躍
す
る
者
達
が
吾
々
自
身
を
、
そ
の
や
う
に
し
て
「
開
け
た
処
」

　
　
の
内
へ
立
て
、
而
も
「
開
け
た
処
」
に
立
て
続
け
に
最
後
ま
で
立
つ
と
い
ふ
仕
方
で
、
真
有
を
開
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
入
間
の

　
　
本
質
の
変
転
を
意
味
す
る
。
す
な
は
ち
、
飛
躍
を
通
っ
て
吾
々
が
吾
々
自
身
を
、
開
け
た
処
と
し
て
の
真
平
の
内
に
立
て
続
け
に
立
て
る

　
　
と
い
ふ
こ
と
は
、
「
理
性
的
動
物
」
と
し
て
形
而
上
学
的
に
限
定
さ
れ
て
る
た
人
間
本
質
が
、
「
至
徳
の
番
人
た
る
こ
と
」
（
芝
ぎ
ぼ
2
ω
。
乙
津

　
　
α
窃
ω
・
旨
。
。
）
へ
と
変
転
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
真
有
の
内
へ
の
飛
躍
」
は
、
「
別
の
思
索
」
の
G
話
賢
毒
σ
q
と
な
る
。
併
し
、

　
　
こ
の
根
源
の
内
へ
の
飛
躍
と
い
ふ
意
味
で
の
根
源
的
飛
躍
は
更
に
「
建
立
」
へ
と
「
転
回
」
　
（
囚
①
訂
①
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
（
4
）
　
「
言
は
れ
る
こ
と
は
、
有
の
忘
却
と
い
ふ
困
窮
の
内
に
於
け
る
真
有
の
《
鳴
り
初
め
》
に
も
と
づ
い
て
、
第
一
の
元
初
と
別
の

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

　
　
元
初
と
の
《
球
戯
》
の
内
で
、
真
言
の
内
へ
の
《
飛
躍
》
の
た
め
に
、
翌
翌
の
真
性
の
《
建
立
》
に
向
っ
て
：
・
問
は
れ
そ
し
て
思
索
さ

　
　
れ
て
る
る
」
（
：
・
N
霞
》
○
感
鼠
量
ぴ
Q
《
。
・
①
ぎ
臼
≦
夢
筈
葺
…
…
）
。

　
　
　
「
建
立
」
（
○
蝕
昆
§
α
q
）
と
は
こ
こ
で
は
、
「
詩
話
の
真
性
を
建
立
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
真
有
の
真
性
と
は
、
そ
こ
に
真
弓
が
匿
ま
は

　
　
れ
保
有
さ
れ
て
み
る
「
有
の
現
」
（
U
鋤
留
。
。
ω
。
ぎ
。
。
）
、
も
し
く
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
「
有
の
開
け
」
（
ご
。
馨
毒
σ
q
畠
窪
ω
臥
扇
）
で
あ
り
、

　
　
以
前
に
「
有
の
意
味
」
（
ω
一
昌
昌
　
　
く
O
”
　
　
ω
①
一
訂
）
と
言
は
れ
て
る
た
境
域
で
あ
る
。
真
有
の
真
性
を
建
立
す
る
と
は
、
真
有
の
真
性
を
真
に
有

　
　
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
併
し
、
そ
の
や
う
な
建
立
は
、
一
体
如
何
な
る
仕
方
で
遂
行
さ
れ
得
る
の
か
。

　
　
　
こ
の
や
う
な
建
立
の
た
め
に
は
差
当
っ
て
先
づ
、
「
根
底
」
（
O
謡
乱
）
が
、
す
な
は
ち
こ
こ
で
は
「
真
有
の
真
性
」
が
、
到
達
さ
れ
ね

　
　
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
「
建
立
す
る
」
こ
と
の
第
一
の
意
味
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
概
に
、
真
有
を
開
け
た
処
と
し
て
潴
く
「
真
有
の
内
へ

15

@
の
飛
躍
」
に
依
っ
て
達
成
さ
れ
て
み
た
。
第
二
に
、
「
飛
躍
」
に
依
っ
て
到
達
さ
れ
た
「
真
有
の
真
性
」
が
「
真
性
の
定
有
」
へ
「
転
回
」

10　
　
　
　
　
　
最
後
の
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



1016

　
　
　
折
口
学
研
究
　
　
第
五
菅
一
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
山
ハ

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
転
回
は
、
「
有
の
開
け
」
を
有
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
り
、
「
性
起
し
（
申
鉱
σ
q
巳
q
・
）
の
中
心
を
成
す
「
転
回
」
で

あ
る
。
こ
の
「
転
園
」
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
；
研
究
老
が
種
々
な
る
解
釈
を
試
み
て
み
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
立
ち
入

る
こ
と
は
出
来
な
い
。
唯
こ
こ
で
言
へ
る
こ
と
は
、
こ
の
「
転
回
」
が
思
索
の
う
ち
で
は
深
い
処
で
起
る
事
実
と
し
て
経
験
さ
れ
て
み
る

が
、
歴
史
の
現
実
の
内
で
は
未
だ
性
起
し
て
み
な
い
と
い
ふ
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

　
「
転
回
」
は
、
真
平
の
真
性
を
真
性
の
真
魚
と
し
て
「
建
て
る
」
（
膨
ロ
信
①
5
）
こ
と
で
あ
る
。
更
に
、
こ
の
や
う
な
「
建
て
る
」
こ
と
と

し
て
の
「
建
立
す
る
」
こ
と
は
、
吾
々
に
次
の
こ
と
を
要
求
す
る
。
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
真
有
の
真
性
を
真
性
の
真
書
と
し
て
吾
々
が

「
有
る
も
の
」
（
ω
・
一
9
曾
。
。
）
の
内
に
匿
ま
ひ
有
ら
し
め
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
芸
術
作
品
の
根

源
」
や
「
物
」
や
「
思
ひ
」
等
の
論
文
に
於
て
明
ら
か
な
や
う
に
、
真
鶴
の
真
性
を
「
物
」
（
U
冒
α
q
㍉
。
。
。
）
の
内
に
且
つ
「
物
」
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
実
現
す
る
こ
と
」
（
H
①
ρ
自
一
一
o
q
閂
①
困
①
口
）
で
あ
る
。
真
有
の
真
性
を
宿
し
実
現
す
る
こ
と
を
通
し
て
初
め
て
、
「
有
る
も
の
」
は
「
真
に
有
る
も

の
」
に
な
り
「
物
」
は
「
本
物
」
に
な
る
。
真
有
の
真
性
の
こ
の
や
う
な
実
現
は
吾
々
「
人
間
」
を
「
用
ひ
る
」
（
訂
窪
島
窪
）
が
、
そ
の

や
う
に
用
ひ
ら
れ
る
こ
と
に
於
て
「
人
間
し
は
「
真
弓
の
真
性
の
番
人
」
と
し
て
「
現
－
有
」
（
O
㌣
ω
⑦
ぎ
）
の
内
に
建
立
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
か
く
し
て
「
建
立
し
は
、
人
間
を
一
「
有
の
現
（
真
性
）
」
に
し
て
「
現
（
真
性
）
の
有
」
と
い
ふ
転
回
的
意
味
を
も
つ
た
一
「
現

－
有
」
の
内
に
建
立
す
る
こ
と
に
至
る
。
現
－
有
の
内
に
建
立
さ
れ
た
人
間
達
が
「
将
来
的
な
老
達
」
と
言
は
れ
る
。

　
（
5
）
　
「
言
は
れ
る
こ
と
は
、
有
の
忘
却
と
い
ふ
困
窮
の
内
に
於
け
る
真
有
の
《
鳴
り
初
め
》
に
も
と
づ
い
て
、
第
一
の
元
初
と
鋼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ

元
初
と
の
《
球
戯
》
の
内
で
、
真
有
の
内
へ
の
《
飛
躍
》
の
た
め
に
、
真
平
の
真
性
の
《
建
立
》
に
向
っ
て
：
・
《
将
来
的
な
者
達
》
を

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

準
備
す
る
こ
と
と
し
て
、
問
は
れ
そ
し
て
思
索
さ
れ
て
る
る
」
（
：
・
⇔
『
＜
。
告
。
器
ぎ
づ
σ
Q
伍
2
》
N
昏
ぎ
隷
α
q
窪
《
・
：
）
。
「
将
来
的
な
者

達
」
（
巳
。
N
多
雪
露
σ
q
窪
）
は
、
「
真
相
の
真
性
」
と
し
て
の
「
有
の
現
」
の
内
へ
脱
自
的
に
曝
し
出
さ
れ
た
人
間
並
で
あ
っ
た
。
彼
等
を

し
て
有
の
現
の
内
へ
脱
自
的
に
曝
し
出
さ
れ
て
立
つ
に
至
ら
し
め
る
の
は
、
彼
等
に
五
っ
て
「
最
後
の
神
の
遠
い
合
図
」
（
脅
＝
寺
上

≦
陣
営
曾
。
。
ζ
N
8
p
O
9
審
。
・
）
が
「
将
一
来
す
る
」
（
N
ニ
ー
犀
O
ヨ
ヨ
O
P
）
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
将
来
的
な
欝
気
」
と
は
、
将
来
に
於
て



　
　
到
来
す
る
人
間
達
と
か
将
来
性
に
富
む
人
間
達
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
く
、
詳
言
は
れ
た
や
う
に
神
の
舎
図
を
受
け
た
人
間
達
と
い
ふ
こ
と

　
　
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
依
れ
ば
、
詩
人
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
「
最
も
将
来
的
な
者
」
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
「
宛
ら
祭
の
日
の
如
く

　
　
・
：
」
の
中
で
次
の
や
う
に
歌
っ
た
。
す
な
は
ち
「
さ
れ
ど
汝
等
詩
人
達
よ
i
／
頭
を
曝
し
て
神
の
雷
雨
の
下
に
立
ち
、
／
父
な
る
者

　
　
の
閃
き
を
、
聖
な
る
老
そ
れ
自
身
を
、
自
ら
の
手
で
捉
へ
て
、
／
天
上
か
ら
の
贈
物
を
歌
の
衣
に
包
ん
で
民
衆
に
手
渡
す
こ
と
が
、
／
吾

　
　
等
に
は
適
は
し
い
」
と
。
こ
の
詩
句
の
示
す
如
く
、
「
将
来
的
な
者
達
」
と
は
、
神
と
人
間
と
の
「
中
間
」
（
N
乏
一
山
o
O
び
①
添
）
の
内
へ
投
げ
出

　
　
さ
れ
て
み
る
者
達
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
自
分
自
身
を
そ
の
や
う
な
「
将
来
的
な
老
達
」
の
内
に
数
へ
て
は
を
ら
ず
、
自
分
自
身

　
　
の
思
索
を
通
し
て
、
「
将
来
的
な
老
達
」
を
「
準
備
」
す
る
先
駆
け
と
見
倣
し
て
み
る
。

　
　
　
併
し
、
神
と
人
間
と
の
「
中
間
」
と
は
何
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
「
真
似
の
真
性
」
と
か
「
有
の
開
け
」
（
ぼ
島
二
日
σ
q
餌
窃
ω
①
冒
。
・
）
と

　
　
言
は
れ
る
境
域
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
依
っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
や
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
依
っ
て
言
は
れ
た
、
紙
き
衛
偽
§

　
　
を
想
起
し
て
み
る
。
血
温
の
真
性
が
起
る
こ
と
が
「
性
起
」
（
醇
臨
σ
q
訟
。
・
）
で
あ
る
。
性
起
と
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
句
「
時
は
長
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
併
し
、
真
実
の
こ
と
は
起
る
」
（
い
弩
σ
Q
聾
象
。
N
①
銭
亀
魯
・
鼠
σ
q
受
け
ω
8
ぴ
臼
ω
≦
聾
器
）
か
ら
受
容
さ
れ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
後
期
思

　
　
索
の
根
本
語
の
一
つ
で
あ
る
。
「
真
有
の
真
性
」
も
「
性
起
」
も
同
じ
一
つ
の
こ
と
で
あ
り
、
す
な
は
ち
．
勇
鴬
ハ
ミ
を
そ
の
揚
所
的
性

　
　
格
と
そ
の
起
発
的
性
格
と
に
関
し
て
言
ひ
現
は
し
て
み
る
。

　
　
　
人
間
は
性
起
に
属
し
つ
つ
「
性
起
の
内
で
用
ひ
ら
れ
る
者
」
（
創
。
『
§
卑
①
凝
固
。
・
O
。
紅
藍
。
ゲ
8
）
で
あ
る
。
用
ひ
ら
れ
る
こ
と
に
嘗
て
、

　
　
人
間
は
彼
自
身
の
「
自
性
」
の
内
へ
斎
ら
さ
れ
「
自
性
」
の
内
に
保
持
さ
れ
る
。
神
も
幡
羅
の
内
に
匿
は
れ
て
る
る
が
、
神
が
神
と
し
て

　
　
出
現
し
得
る
た
め
に
は
、
神
は
性
起
を
「
必
要
と
す
る
」
（
げ
・
畠
母
断
窪
）
。
性
起
の
内
で
神
と
人
間
と
は
相
互
に
別
れ
て
み
る
が
、
併
し
深

　
　
い
「
静
寂
」
の
内
で
神
と
人
問
と
は
最
も
親
密
に
（
鋤
ヨ
写
鳳
σ
Q
。
。
琶
回
）
出
会
ふ
。
そ
れ
で
は
「
最
後
の
神
」
と
は
如
何
な
る
神
で
あ
ら
う

　
　
か
。

㎜
（
6
）
書
は
れ
る
・
と
は
、
有
の
忘
却
と
い
ふ
困
窮
の
内
に
於
け
る
真
有
の
《
鳴
り
初
め
》
に
も
と
づ
い
て
・
笙
の
元
初
嘉
の

　
　
　
　
　
　
最
後
の
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七

戸
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一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

㎜
元
初
と
の
《
球
戯
》
の
内
で
、
真
有
の
内
へ
の
《
諜
》
の
た
め
に
、
暑
の
真
性
の
《
建
立
》
に
向
っ
て
、
《
最
後
の
神
》
貧
す
る

　
　
《
将
来
的
な
者
達
》
を
準
備
す
る
こ
と
と
し
て
、
問
は
れ
そ
し
て
思
索
さ
れ
て
る
る
」
（
・
：
痔
。
。
三
①
§
窪
○
。
器
。
。
《
）
。
「
最
後
の
神
に
属

　
　
す
る
」
と
言
は
れ
た
場
合
の
属
格
は
、
既
述
の
如
く
、
最
後
の
神
の
合
図
の
将
－
来
を
受
け
て
、
そ
の
こ
と
に
依
っ
て
動
か
さ
れ
限
定
さ

　
　
．
れ
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
意
味
し
て
み
る
。
こ
こ
で
言
は
れ
て
る
る
「
最
後
の
神
」
と
は
、
上
述
の
如
き
後
期
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
思
索
空

　
　
間
」
の
最
後
に
位
置
す
る
神
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
最
後
の
神
」
が
最
後
に
歴
史
の
内
へ
「
立
寄
り
」
（
＜
o
浮
a
ぴ
Q
き
σ
q
）
、
そ
の
こ
と
に
依
つ

　
　
て
、
形
而
上
学
的
思
惟
に
依
っ
て
限
定
さ
れ
て
来
た
従
来
の
歴
史
を
終
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
そ
れ
と
は
別
の
歴
史
を
初
め
る
「
元
初
」

　
　
で
あ
り
「
別
の
元
初
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
に
観
て
立
ち
入
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
（
7
）
　
以
上
に
略
述
さ
れ
た
「
鳴
り
初
め
」
、
「
球
戯
」
、
「
飛
躍
」
、
「
建
立
」
、
「
将
来
的
な
言
動
」
、
「
最
後
の
神
」
の
聯
関
を
も
う
一
度

　
　
園
与
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
の
思
索
空
問
の
根
本
構
図
を
一
層
判
然
と
さ
せ
て
置
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
の
構
図
は
以
下

　
　
の
如
き
三
つ
の
次
元
か
ら
成
り
立
っ
て
み
る
。
す
な
は
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
（
a
）
、
「
鳴
り
初
め
」
と
「
球
戯
」
と
は
第
一
の
次
元
を
な
し
て
み
る
。
併
し
、
そ
れ
は
「
飛
躍
の
た
め
に
」
「
建
立
に
向
っ
て
」
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
そ
れ
故
、
「
鳴
り
初
め
」
と
「
球
戯
」
と
は
、
第
二
の
次
元
へ
の
助
走
も
し
く
は
準
備
で
あ
る
。

　
　
　
（
b
）
、
「
飛
躍
」
と
「
建
立
」
と
は
第
二
の
次
元
で
あ
る
が
、
こ
の
次
元
も
ま
た
「
将
来
的
な
者
達
」
と
「
最
後
の
神
」
と
の
「
準
備
」

　
　
で
あ
る
。

　
　
　
（
c
）
、
「
将
来
的
な
者
達
し
と
「
最
後
の
神
」
と
は
第
三
の
最
後
の
次
元
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
問
ひ
つ
つ
思
索
す
る
こ
と
を
終
結
せ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
め
る
次
元
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
見
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
底
ひ
つ
つ
思
索
す
る
こ
と
」
は
、
人
間
の
現
有
の
別
の
歴
史
の
元
初
を
「
準

　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
備
す
る
思
索
」
（
恥
笛
ロ
⇔
　
〈
O
脱
げ
O
嬬
Φ
一
貯
O
冨
偽
O
　
圏
）
O
旨
一
ハ
①
昌
）
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
得
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
こ
れ
ら
三
つ
の
次
元
は
、
「
問
ひ
つ
つ
思
索
す
る
こ
と
」
の
「
既
在
」
（
O
O
J
く
O
駒
管
①
昌
ぴ
O
曲
ひ
）
と
「
現
在
」
（
O
。
σ
q
二
日
邑
と
「
将
来
」
（
N
午

　
　
冨
駄
け
）
と
を
示
し
て
み
る
。
併
し
、
そ
れ
ら
の
三
つ
の
次
元
は
、
思
索
の
一
に
し
て
同
一
な
る
時
に
属
す
る
と
い
ふ
点
に
於
て
は
、
同
蒔



静
（
σ
Q
憲
。
冨
・
三
α
q
）
に
あ
る
。
彼
の
思
索
空
間
の
こ
の
や
う
な
根
本
構
図
は
、
『
有
と
時
』
の
拡
大
さ
れ
改
造
さ
れ
た
形
を
示
し
て
み
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の
次
元
は
ま
た
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
の
「
始
」
と
「
中
」
と
「
終
」
と
も
特
色
づ
け
ら
れ
得
る
。
そ
の
場
合
「
中
」
す

な
は
ち
第
二
の
次
元
は
、
そ
れ
が
「
始
」
と
「
終
」
と
を
結
び
着
け
る
が
故
に
、
特
別
な
重
要
性
を
も
つ
て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
更
に
各
々
の
次
元
は
そ
れ
自
身
の
内
に
そ
れ
自
身
の
着
手
と
展
開
と
を
含
ん
で
み
る
。
す
な
は
ち
「
鳴
り
初
め
」
と
「
飛
躍
」
と
「
将

来
的
な
老
達
」
と
は
各
々
の
次
元
に
於
け
る
着
手
で
あ
り
、
「
球
戯
」
と
「
建
立
」
と
「
最
後
の
神
」
と
は
そ
の
展
開
で
あ
る
。

　
以
上
の
や
う
な
思
索
空
間
の
内
で
吾
々
は
次
に
「
最
後
の
神
」
と
そ
れ
に
仕
へ
ん
と
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
と
の
理
解
を
試
み
な

け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。四

　
最
後
の
神
の
立
寄
り

　
　
　
「
最
後
の
神
」
（
畠
霞
一
①
葺
。
O
。
巳
と
二
＝
口
は
れ
る
場
合
の
「
最
後
の
」
は
、
ニ
イ
チ
ェ
が
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
中
で
「
末
人
」

　
　
（
像
臼
♂
欝
9
窪
窪
。
。
島
）
と
　
一
着
っ
た
意
味
で
の
「
末
」
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
「
最
後
の
神
」
は
、
形
而
上
学
に
依
っ
て
限
定
さ
れ
た
世

　
　
界
歴
史
に
終
末
を
齎
ら
す
と
い
ふ
意
味
に
茂
て
「
最
後
に
到
来
す
る
神
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
「
最
後
の
」
と
い
ふ
規
定
は
、
「
極

　
　
端
な
」
（
邸
煽
ゆ
。
宏
轡
）
と
い
ふ
意
味
で
あ
り
、
形
而
上
学
か
ら
「
最
も
遠
く
離
れ
た
、
極
端
な
神
」
を
意
味
す
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
先
づ
「
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
後
の
神
」
が
何
で
な
い
か
が
規
定
さ
れ
得
る
。

　
　
　
（
1
）
、
「
最
後
の
神
」
は
何
で
な
い
か
。
そ
れ
は
、
金
言
は
れ
た
や
う
に
、
形
而
上
学
の
内
部
に
於
け
る
神
で
は
な
い
。
す
な
は
ち
「
最

　
　
後
の
神
」
は
、
自
己
原
因
と
か
第
一
原
因
と
言
は
れ
る
「
哲
学
者
の
神
」
で
は
な
い
。

　
　
　
更
に
「
最
後
の
神
」
は
、
常
規
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
内
に
於
け
る
や
う
な
万
物
を
「
創
造
す
る
全
能
な
神
」
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、

　
　
こ
の
や
う
な
神
が
、
信
仰
の
内
に
於
け
る
独
自
な
意
味
で
の
創
造
が
そ
れ
に
帰
せ
ら
れ
る
と
は
い
へ
、
な
ほ
因
果
関
係
と
い
ふ
形
而
上
学

鵬
　
内
部
の
関
係
に
従
っ
て
規
定
さ
れ
て
る
る
と
、
考
へ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。

ユ　
　
　
　
　
　
最
後
の
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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二
〇

　
同
様
に
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ま
た
、
「
最
高
善
」
も
し
く
は
「
価
値
」
と
し
て
考
へ
ら
れ
た
「
神
」
も
神
で
は
な
い
と
言
ふ
。
彼
は

周
知
の
如
く
、
「
神
は
死
ん
で
み
る
」
と
言
っ
た
ニ
イ
チ
ェ
と
対
決
し
た
が
、
そ
の
対
決
の
結
論
は
要
す
る
に
、
「
価
値
」
も
し
く
は
「
最

高
の
価
値
」
と
し
て
考
へ
ら
れ
た
「
神
」
は
死
ん
だ
が
、
さ
う
い
ふ
「
神
」
は
元
々
神
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
「
か
く
し
て
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

は
死
ん
で
は
み
な
い
。
神
の
神
性
は
生
き
て
み
る
」
と
彼
は
言
ふ
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
一
般
に
「
価
値
」
（
≦
o
詳
）
と
い
ふ
こ
と
を
排
斥

す
る
が
、
そ
れ
は
彼
が
「
価
値
」
を
、
人
間
の
主
観
的
欲
求
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
考
へ
て
る
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
彼

は
「
尊
厳
」
（
≦
鋒
象
σ
q
訂
5
と
い
ふ
こ
と
を
排
斥
し
は
し
な
い
。

　
更
に
ま
た
「
最
後
の
神
は
、
一
神
論
（
竃
O
軍
O
肯
ゴ
O
一
ロ
ロ
ヨ
雌
o
q
）
、
汎
神
論
（
℃
睾
昏
①
『
ヨ
話
）
、
無
－
神
論
（
》
－
昏
。
『
ヨ
器
）
と
い
ふ
標
題
が
意
味

す
る
算
定
的
な
限
定
の
外
に
立
つ
」
と
言
は
れ
る
。
す
な
は
ち
、
神
を
一
で
あ
る
と
か
一
切
で
あ
る
と
か
無
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
に
算
定

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
考
へ
て
る
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
時
折
「
神
に
し
て
神
々
」

（
（
Ψ
O
肯
一
　
ニ
コ
恥
　
（
甲
α
ぼ
け
O
『
）
と
い
ふ
言
ひ
方
を
す
る
。
こ
の
表
現
は
、
「
一
神
論
」
と
「
多
神
論
」
（
勺
。
ぐ
夢
Φ
『
誓
事
）
と
を
合
一
し
て
み
る
の
で

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
な
く
、
多
数
の
神
々
を
定
立
し
て
み
る
の
で
も
な
い
。
「
神
に
し
て
神
々
」
と
い
ふ
言
ひ
方
は
、
神
の
も
つ
内
的
豊
富
さ
を
表
現
し
て

み
る
に
他
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
「
最
後
の
神
」
は
何
々
神
論
（
．
●
．
け
ず
Φ
一
〇
ロ
ヨ
ニ
ω
）
と
い
ふ
仕
方
で
は
通
路
づ
け
ら
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
「
形
而
上
学
」
と
結
び
着
い
た
限
り
で
の
「
神
」
は
、
神
で
は
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
2
）
、
そ
れ
で
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
の
言
ふ
「
最
後
の
神
」
と
は
、
如
何
な
る
神
で
あ
る
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
そ
れ
は
先
づ
第
一
に
、
「
合
図
・
目
配
せ
」
（
≦
ヨ
匠
）
に
於
て
現
は
れ
る
神
で
あ
る
。
「
合
図
」
は
示
す
と
と
も
に
拒
む
。
併
し
、
「
合

図
」
と
は
、
神
が
先
づ
存
在
し
て
み
て
、
そ
れ
か
ら
次
に
神
が
行
ふ
特
別
な
働
き
で
は
な
い
。
「
合
図
」
に
於
て
神
は
そ
れ
自
身
を
示
す

と
と
も
に
拒
む
の
で
あ
る
。
そ
の
「
合
図
」
と
は
、
深
く
冤
ら
れ
た
現
在
の
世
界
の
歴
史
的
運
命
で
あ
る
。
例
へ
ぽ
、
詩
人
ル
ネ
・
シ
ャ

ー
ル
に
贈
ら
れ
た
『
思
ひ
』
（
O
。
晋
。
冨
窪
）
の
う
ち
の
「
合
図
」
と
題
さ
れ
た
箇
所
で
は
次
の
如
く
に
言
は
れ
て
る
た
。
す
な
は
ち
、



合
図

計
算
す
る
者
達
が
益
々
厚
顔
し
く
な
り

社
会
が
益
々
節
度
を
失
ふ
。
・

思
索
す
る
老
達
が
益
々
稀
有
と
な
り

詩
作
す
る
者
達
が
益
々
寂
塞
と
な
る
。

豫
感
ず
る
者
達
が
益
々
困
窮
に
満
ち
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

救
出
す
る
合
図
の
遠
さ
を
豫
感
し
つ
つ
。

　
　
　
こ
の
合
図
は
、
現
在
に
於
け
る
人
間
の
有
り
方
を
言
っ
て
み
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
益
々
極
端
に
な
る
「
有
の
忘
却
」
と
「
有
の
真

　
　
性
」
と
の
交
錯
を
言
っ
て
み
る
。
最
初
の
二
行
は
「
有
の
忘
却
の
忘
却
」
を
言
っ
て
を
り
、
次
の
二
行
は
極
端
な
「
有
の
忘
却
」
と
し
て

　
　
そ
れ
自
身
を
拒
絶
的
に
示
す
「
真
有
の
真
性
」
を
言
っ
て
み
る
。
最
後
の
二
行
は
「
救
出
す
る
合
図
の
遠
さ
」
と
い
ふ
点
に
於
て
「
最
後

　
　
の
神
の
遠
さ
」
を
暗
示
し
て
み
る
。
こ
こ
に
言
は
れ
た
「
舎
図
」
と
は
、
「
有
の
非
真
性
」
と
し
て
開
か
れ
た
「
有
の
真
性
」
で
あ
り
、

　
　
換
言
す
れ
ば
「
非
性
起
」
と
し
て
の
「
性
起
」
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
の
言
ふ
「
最
後
の
神
」
が
、
「
有
る
も
の
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
関
聯
に
於
て
で
は
な
く
、
「
有
の
真
性
」
も
し
く
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
「
性
起
」
と
の
関
聯
の
内
に
立
つ
神
で
あ
る
こ
と
を
、
示
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
て
る
る
。
「
最
後
の
神
」
は
「
性
起
そ
れ
自
身
」
で
は
な
い
が
、
「
早
起
を
必
要
と
す
る
」
神
で
あ
り
、
「
性
起
」
に
は
「
現
の
建
立
者
」

㎜
（
冒
σ
q
蝕
小
集
）
と
し
て
の
「
人
間
」
が
属
し
て
み
る
。
・
の
・
と
は
、
概
述
の
如
く
、
神
（
最
後
の
神
）
一
身
の
真
性
（
性
起
）
一

　
　
　
　
　
　
最
後
の
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
一
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

人
間
（
将
来
的
な
者
達
）
と
し
て
図
示
さ
れ
、
「
有
の
真
性
」
（
性
起
）
と
い
ふ
歴
史
的
な
中
間
境
域
に
撃
て
「
神
と
人
間
と
が
遭
遇
す
る

こ
と
」
（
N
塁
鋤
ヨ
ヨ
⑦
農
8
ゆ
紆
。
・
Ω
。
§
。
・
暮
窪
ら
窃
ζ
①
屋
畠
魯
ぎ
α
Φ
「
竃
一
器
侮
＄
ω
Φ
岩
。
。
）
を
豫
示
し
て
み
る
。
そ
れ
故
、
以
下
に
於
て

吾
々
は
、
神
と
真
有
と
人
間
と
の
関
は
り
合
ひ
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
於
て
如
何
に
思
索
さ
れ
て
る
る
か
を
、
見
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
関
は
り
合
ひ
は
、
最
も
簡
単
に
は
、
次
の
如
く
に
言
へ
る
。
す
な
は
ち
、
世
界
の
歴
史
の
内
へ
「
最
後
の
神
の
立
寄
り
」
が
起
る

に
は
、
「
真
有
」
そ
れ
自
身
が
「
熟
す
る
こ
と
」
（
図
①
崖
①
）
と
「
人
間
」
の
側
で
の
「
準
備
」
（
＜
。
ひ
興
①
ぎ
茜
）
と
が
必
要
で
あ
る
と
。

　
「
二
二
」
が
熟
す
る
と
は
、
果
実
が
熟
す
る
や
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
「
真
帆
の
拒
絶
」
と
し
て
の
「
有
の
忘
却
」
が
極
ま
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
拒
絶
の
極
み
に
於
て
「
真
有
」
が
そ
れ
自
身
を
人
間
の
方
へ
「
贈
与
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。
併
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ヘ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
荏
2
）

ダ
…
リ
ン
の
句
を
以
っ
て
言
ふ
、
「
併
し
、
今
は
ま
だ
そ
の
時
で
は
な
い
」
と
。

　
併
し
、
「
真
草
」
が
熟
す
る
こ
と
は
、
人
問
の
左
右
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
人
間
な
し
に
起
る
こ
と
で
は
な
い
。
「
真
黒
」
と
い
ふ

中
間
境
域
の
内
へ
投
げ
出
さ
れ
て
「
神
の
合
図
」
を
受
け
止
め
た
者
達
が
「
将
来
的
な
二
面
」
で
あ
っ
た
。
さ
う
い
ふ
人
間
達
は
、
単
な

る
私
人
で
も
な
け
れ
ば
集
団
で
も
な
く
、
「
偉
大
な
る
隠
れ
た
個
人
達
」
で
あ
る
と
言
は
れ
る
。
彼
等
は
「
神
の
立
寄
り
」
の
た
め
に
必

要
と
さ
れ
る
「
静
寂
」
（
儀
一
①
m
Ψ
け
岡
一
一
Φ
）
を
創
る
聖
算
で
あ
り
、
彼
等
な
し
に
は
「
神
は
神
に
な
る
」
（
U
臼
O
o
窪
α
q
α
寓
・
H
什
）
こ
と
は
な
い
。

そ
の
意
味
に
於
て
「
将
来
的
な
毛
嚢
」
は
、
世
界
歴
史
の
内
へ
の
神
の
立
寄
り
を
「
準
備
」
す
る
者
達
で
あ
る
。

　
併
し
、
「
将
来
的
な
者
達
」
は
ま
た
、
「
帰
り
道
を
行
く
者
達
」
（
蝕
①
閥
口
爵
藷
σ
q
法
蓮
）
に
依
っ
て
「
準
備
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
帰
り

道
を
行
く
老
達
」
と
は
、
「
形
而
上
学
」
か
ら
「
形
而
上
学
の
根
底
の
内
へ
の
帰
行
」
を
思
索
の
変
り
行
き
に
於
て
遂
行
す
る
者
達
で
あ

り
、
換
言
す
れ
ば
、
「
有
か
ら
見
捨
て
ら
れ
て
み
る
こ
と
」
の
経
験
に
於
て
、
そ
こ
か
ら
の
「
帰
り
道
」
を
見
出
し
開
く
者
達
で
あ
り
、

而
も
さ
う
い
ふ
仕
事
に
自
分
自
身
を
全
く
捧
げ
、
そ
の
こ
と
の
た
め
に
「
生
蟄
」
（
○
窯
巽
）
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
早
撃
で
あ
る
。
「
こ
の
や

う
な
帰
り
道
を
行
く
下
達
と
い
ふ
生
愚
な
し
に
は
、
最
後
の
神
が
合
図
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
薄
明
に
は
決
し
て
至
ら
な
い
。
こ
の
や

う
潜
帰
り
道
を
行
く
者
達
は
、
将
来
的
な
者
達
の
真
の
先
駆
け
で
あ
る
」
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
書
い
て
み
る
。
「
最
後
の
神
の
立
寄
り
」



　
　
は
、
「
真
有
」
と
「
人
間
」
と
の
側
に
於
け
る
上
述
の
如
き
「
準
備
」
を
必
要
と
す
る
。

　
　
併
し
、
こ
の
や
う
な
準
備
と
時
評
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
「
神
し
も
「
真
心
」
も
各
々
の
仕
方
で
そ
れ
自
身
を
直
接
的
に
示
現
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ず
、
そ
れ
自
身
を
「
人
間
」
に
「
拒
絶
」
（
＜
①
翠
飢
σ
q
①
『
暮
σ
q
）
す
る
と
い
ふ
仕
方
で
の
み
「
贈
与
」
（
＜
。
同
ω
Ω
冨
葵
毒
σ
Q
）
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
そ
の
こ
と
を
「
真
有
」
と
「
神
」
と
の
各
々
に
つ
い
て
示
し
て
置
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
　
「
真
有
」
の
拒
絶
的
贈
与
と
い
ふ
こ
と
は
、
既
に
「
鳴
り
初
め
」
に
於
て
現
は
れ
て
る
た
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。
た

　
　
だ
次
の
こ
と
に
の
み
注
目
し
て
置
く
に
留
め
る
。
そ
れ
は
、
「
真
有
」
の
拒
絶
的
贈
与
と
こ
こ
で
言
は
れ
た
こ
と
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
身
に
依
っ
て
「
亀
裂
」
（
N
①
廷
簿
暮
σ
q
）
と
言
は
れ
た
事
態
に
属
し
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
亀
裂
と
は
、
「
有
る
も
の
」
や
「
有
る

　
　
も
の
の
有
」
と
「
真
黒
」
と
の
区
別
す
な
は
ち
広
義
に
於
け
る
オ
ン
ト
ロ
！
ギ
ッ
シ
ュ
な
差
別
で
は
な
く
し
て
、
「
真
草
そ
れ
自
身
」
の

　
　
内
に
於
け
る
裂
目
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
へ
ば
、
「
有
と
無
」
、
「
現
在
と
不
在
」
、
「
開
け
と
覆
蔵
」
、
「
贈
与
と
拒
絶
」
、
「
性
善
と
非
性
起
」
、

　
　
「
真
性
と
非
真
性
」
と
い
ふ
や
う
な
「
亀
裂
」
で
あ
る
。
こ
の
「
亀
裂
」
の
故
に
「
真
有
そ
れ
自
身
」
が
「
闘
争
的
」
に
あ
り
、
そ
の
闘

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

　
　
争
の
内
へ
入
り
込
ん
だ
「
思
索
は
思
索
に
反
対
し
て
思
索
す
る
」
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
併
し
、
そ
の
闘
争
は
、
一
方

　
　
な
し
に
は
他
方
も
あ
り
得
な
い
と
い
う
「
親
密
な
闘
争
」
（
山
①
H
ぎ
獣
σ
q
・
G
o
幕
搾
）
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
「
亀
裂
」
の
一
つ
の
有
り
方
で
あ
る
「
拒
絶
的
贈
与
」
は
、
「
最
後
の
神
」
に
つ
い
て
も
言
は
れ
て
る
る
。
「
拒
絶
に
於
け
る
最
後

　
　
の
神
の
極
端
な
遠
さ
は
、
比
類
無
く
唯
一
的
な
近
さ
で
あ
る
」
と
か
、
逆
に
「
最
後
の
神
の
最
大
な
近
さ
は
、
性
起
が
・
：
拒
絶
の
内
へ

　
　
ま
で
高
騰
さ
れ
る
時
に
、
性
起
す
る
」
と
言
は
れ
て
る
る
。
こ
こ
で
は
「
拒
絶
」
と
い
ふ
こ
と
が
、
「
最
後
の
神
」
と
「
性
起
」
と
の
各

　
　
々
に
つ
い
て
言
は
れ
て
る
る
。
神
が
拒
絶
す
る
と
は
、
神
が
そ
れ
自
身
を
人
間
に
示
す
こ
と
を
拒
絶
し
て
、
神
の
痕
跡
す
ら
な
い
程
人
聞

　
　
か
ら
遠
景
か
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
神
の
「
比
類
無
く
唯
一
的
な
近
さ
」
で
あ
る
。
こ
の
「
遠
さ
の
近
さ
」
は
、
勿
論
物
と
物
と

　
　
の
間
の
距
離
に
つ
い
て
言
は
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
更
に
ま
た
遠
く
離
れ
た
も
の
が
近
く
感
じ
ら
れ
る
と
い
ふ
や
う
な
心
理
的
経
験
を
言

23

@
っ
て
み
る
の
で
も
な
く
、
従
来
神
の
「
超
越
と
内
在
」
と
称
せ
ら
れ
て
み
た
関
係
が
神
と
人
間
の
歴
史
と
の
関
係
に
移
さ
れ
た
独
特
な
表

10　
　
　
　
　
　
最
後
の
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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二
四

現
で
あ
る
。
「
性
起
が
担
商
の
内
へ
ま
で
高
騰
さ
れ
る
時
」
と
言
は
れ
た
こ
と
は
、
上
記
と
同
じ
関
係
を
、
人
間
の
歴
史
的
世
界
の
方
か

ら
見
た
の
で
あ
る
。
入
に
せ
よ
物
に
せ
よ
神
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
各
々
を
そ
れ
ら
の
「
自
性
」
に
齎
ら
し
そ
れ
ら
自
身
と
す
る
こ
と
が

「
性
起
し
で
あ
り
「
真
黒
」
で
あ
る
が
、
人
も
人
に
な
り
得
ず
物
も
物
に
な
り
得
ず
神
も
神
に
な
ら
な
い
と
い
ふ
荒
涼
と
し
た
現
代
の
歴

史
世
界
が
、
つ
ま
り
「
性
起
」
の
「
拒
絶
」
が
、
こ
の
歴
史
的
世
界
へ
の
「
最
後
の
神
の
立
寄
り
の
近
さ
」
で
あ
る
と
、
考
へ
ら
れ
て
る

る
。　

「
最
後
の
神
」
と
「
真
白
（
性
起
）
」
と
に
各
々
本
質
的
に
属
し
て
み
る
「
拒
絶
的
贈
与
」
と
い
ふ
「
亀
裂
」
か
ら
「
問
ひ
つ
つ
思
索

す
る
こ
と
」
が
喚
起
さ
れ
て
み
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
思
索
が
既
述
の
如
く
、
第
一
の
次
元
と
第
二
の
次
元
と
へ
展
開
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

た
。
そ
こ
ま
で
は
或
る
限
界
内
に
於
て
人
間
の
思
索
と
努
力
と
に
依
っ
て
遂
行
さ
れ
得
る
で
あ
ら
う
。

　
併
し
、
何
故
に
、
吾
々
の
画
し
た
第
三
の
次
元
に
於
て
「
最
後
の
神
」
と
そ
の
合
図
を
受
け
止
め
た
「
将
来
的
な
者
達
」
と
が
現
は
れ

て
来
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
は
畢
寛
、
「
第
一
の
元
初
」
か
ら
「
別
の
元
初
」
へ
の
世
界
歴
史
の
未
曽
有
の
「
移
行
」
（
O
げ
①
7

σQ
吹E

戟
j
が
、
人
間
の
思
索
と
努
力
と
行
為
だ
け
で
は
遂
行
さ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
既
に
「
第
一
の
元
初
」
と
そ
れ
に
依
っ
て
支
配
さ
れ

て
来
た
世
界
の
歴
史
と
雛
も
、
人
間
の
力
だ
け
で
展
開
さ
れ
て
来
た
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
こ
に
は
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
や
キ
リ
ス
ト
教
の

神
が
共
働
し
て
み
た
。
そ
の
や
う
な
「
第
一
の
元
初
」
か
ら
「
別
の
元
初
」
へ
の
「
移
行
」
は
、
到
底
人
間
の
思
索
と
努
力
と
行
為
だ
け

で
遂
行
さ
れ
得
る
筈
は
な
く
、
従
来
と
は
別
な
神
の
出
現
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
や
う
な
洞
察
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
を
導
い
て
み
る
。

　
勿
論
、
こ
の
や
う
な
未
曽
有
の
「
移
行
」
1
す
な
は
ち
世
界
時
代
（
芝
①
ぎ
冨
5
》
§
）
の
転
換
i
が
果
し
て
実
際
に
遂
行
さ
れ

る
か
否
か
は
、
如
何
な
る
入
間
も
知
り
得
な
い
。
唯
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
知
っ
て
み
る
こ
と
は
、
こ
の
「
移
行
」
が
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
、

入
間
も
物
も
、
現
代
技
術
の
支
配
下
に
撃
て
各
々
　
閃
肇
窪
§
鐸
と
閃
言
窪
9
と
に
化
し
て
、
何
処
ま
で
続
く
か
解
ら
な
い
技
術
的
な

「
世
界
文
明
」
の
内
で
発
死
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
何
処
ま
で
続
く
か
解
ら
ぬ
「
第
一
の
元
初
」
の
自
民
。
・
。
壽
ぎ
『

を
終
止
せ
し
め
る
「
最
後
の
も
の
」
（
臼
。
。
ピ
⑦
翼
⑦
）
が
、
「
最
後
の
神
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
次
の
や
う
に
言
ふ
、
す
な



　
　
は
ち
「
最
後
の
神
は
、
終
末
で
は
な
く
し
て
、
吾
々
の
歴
史
の
も
つ
測
り
知
れ
な
い
諸
可
能
性
の
別
の
元
初
で
あ
る
」
（
］
）
①
二
①
茸
ω
O
。
窪

　
　
謬
三
〇
響
α
器
切
＆
Φ
一
8
a
O
ヨ
傷
賃
帥
民
O
器
》
課
睾
σ
Q
§
O
二
日
縞
ぎ
『
窪
竃
α
σ
Q
ぽ
算
①
搾
①
自
己
。
。
銭
費
O
O
。
。
O
謀
O
算
O
）
と
。

　
　
　
「
最
後
の
神
の
立
寄
り
」
が
何
時
起
る
か
と
い
ふ
こ
と
も
、
人
間
に
依
っ
て
計
算
さ
れ
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
神
の
不
在
」
（
閃
⑦
三

　
　
〇
。
g
畠
）
と
し
て
の
現
在
の
世
界
の
歴
史
の
内
に
あ
っ
て
吾
々
人
間
の
な
す
こ
と
は
、
「
最
後
の
神
の
立
寄
り
」
を
「
準
備
」
す
る
こ
と
で

　
　
あ
る
。
そ
れ
は
、
思
索
す
る
老
に
と
っ
て
は
、
先
述
の
第
二
の
次
元
に
於
け
る
「
真
黒
の
内
へ
の
飛
躍
」
と
そ
こ
か
ら
の
「
現
の
建
立
」

　
　
と
に
挺
身
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
「
最
後
の
神
の
立
寄
り
」
を
準
備
す
る
こ
と
は
、
如
何
な
る
「
民
族
や
国
家
」
（
＜
α
一
婦
O
「
　
早
舞
匹
　
ω
紳
①
聾
け
①
誹
）
も
な
し
得
な
い
。
そ
の
こ
と

　
　
の
た
め
に
は
民
族
や
国
家
は
「
小
さ
過
ぎ
る
」
し
、
そ
れ
ら
は
既
に
現
代
技
術
の
本
質
に
引
渡
さ
れ
て
し
ま
っ
て
を
り
、
そ
れ
ら
自
身
が

　
　
技
術
的
な
も
の
の
一
つ
に
な
り
下
が
っ
て
み
る
。
同
様
に
し
て
「
従
来
の
す
べ
て
の
宗
教
的
祭
式
と
か
教
会
と
か
そ
の
や
う
な
も
の
は
総

　
　
じ
て
、
真
有
の
中
問
に
於
け
る
神
と
人
間
と
の
遭
遇
を
本
質
的
に
整
へ
る
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
」
と
言
は
れ
る
。
何
故
か
と
言
へ
ば
、

　
　
神
と
人
間
と
が
遭
遇
し
得
る
た
め
に
は
、
そ
の
遭
遇
の
場
所
た
る
「
真
有
の
真
性
し
が
先
づ
「
建
立
」
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
ず
、
そ
の
「
建

　
　
立
」
は
、
従
来
と
は
「
溺
の
元
初
」
か
ら
な
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
は
、
既
存
の
政
治
と
宗
教
、

　
　
従
来
の
国
家
と
教
会
と
に
、
見
切
り
を
つ
け
る
。
そ
れ
は
、
個
人
に
於
け
る
神
信
仰
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
個
人
に
於
け
る
神
信
仰

　
　
だ
け
で
は
「
別
の
元
初
」
が
歴
史
の
内
に
開
か
れ
な
い
と
、
言
ふ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
要
す
る
に
、
「
神
が
、
真
有
の
真
性
の
建
立
を
待
っ
て
る
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
現
－
有
の
内
へ
人
間
が
飛
び
込
む
こ
と
を
待
っ
て
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
る
」
の
で
あ
っ
て
、
「
人
間
が
神
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
か
待
つ
で
あ
ら
う
」
と
い
ふ
こ
と
は
肝
要
で
は
な
い
。
「
人
間
が
神
を
待
つ
」

　
　
と
い
ふ
こ
と
は
「
多
分
、
最
も
深
い
神
喪
失
（
○
。
三
。
。
・
黄
評
葺
）
の
最
も
宿
命
的
な
形
態
で
あ
る
」
と
彼
は
言
ふ
。
そ
れ
は
、
人
間
が
人
間

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

　
　
と
し
て
な
す
べ
き
「
準
備
」
を
な
さ
ず
、
人
間
の
方
か
ら
「
待
つ
」
と
い
ふ
仕
方
で
神
の
出
現
を
期
待
し
、
規
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。

25

@
「
神
は
、
真
有
そ
れ
自
身
と
い
ふ
深
淵
的
な
《
空
間
》
の
内
に
の
み
出
現
す
る
」
。

10
　
　
　
　
　
　
最
後
の
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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前
節
に
全
て
吾
々
は
、
な
し
得
る
限
り
解
釈
を
混
へ
る
こ
と
な
し
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
ふ
「
最
後
の
平
し
と
そ
の
「
立
寄
り
」
と

い
ふ
こ
と
を
、
叙
述
し
た
。
併
し
、
彼
の
所
論
と
い
ふ
よ
り
は
所
見
は
、
殆
ど
理
解
を
絶
す
る
で
あ
ら
う
。
正
統
的
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の

立
場
か
ら
は
、
明
白
に
異
端
と
し
て
断
罪
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
科
学
的
・
技
術
的
に
啓
蒙
さ
れ
た
現
代
の
無
神
論
者
達
は
、
こ
の
や
う
な

所
見
と
所
論
と
を
、
論
理
と
経
験
と
を
無
視
し
た
思
索
者
の
抱
い
た
途
方
も
な
い
妄
想
と
見
倣
す
で
あ
ら
う
。
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主

義
の
陣
営
か
ら
は
、
晩
期
資
本
主
義
の
産
出
し
た
反
動
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
つ
に
数
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

　
併
し
、
こ
の
や
う
な
外
在
的
批
判
を
な
す
立
場
は
マ
ル
ク
ス
闘
レ
ー
ニ
ン
主
義
は
も
と
よ
り
、
科
学
主
義
に
し
て
も
正
統
的
キ
リ
ス
ト

教
信
仰
に
し
て
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
が
克
服
せ
ん
と
す
る
形
而
上
学
乃
至
技
術
に
依
っ
て
多
か
れ
少
か
れ
限
定
さ
れ
た
立
場
で
あ

り
、
而
も
そ
の
こ
と
に
自
ら
気
附
く
こ
と
の
な
い
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
や
う
な
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
批
判
や
非
難
は
、
彼
の
思

索
の
次
元
に
は
届
い
て
は
み
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
吾
々
は
、
彼
の
「
思
索
の
事
柄
」
に
、
な
し
得
る
限
り
密
接
し
つ
つ
、
そ
こ
に
於
け

る
「
最
後
の
神
」
に
対
し
て
態
度
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
上
述
し
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
や
う
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
に
は
次
の
や
う
な
根
本
的
諸
前
提
が
存
す
る
。
そ
れ
は
先
づ
第
一
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
モ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

現
代
と
い
ふ
時
代
が
人
間
の
歴
史
上
未
曽
有
の
「
過
渡
・
移
行
」
の
時
期
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
途
方
も
な
い
移
行
と
い

ふ
こ
と
を
無
視
し
た
り
軽
視
し
た
り
す
る
立
場
に
立
つ
人
達
に
と
っ
て
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
は
何
の
意
味
を
も
も
た
な
い
妄
想
に

過
ぎ
な
い
。
第
二
に
、
こ
の
移
行
の
行
先
と
か
目
標
と
か
が
解
っ
て
み
る
と
い
ふ
立
場
に
立
つ
人
達
に
と
っ
て
は
、
彼
の
思
索
は
無
用
で

あ
る
。
こ
の
途
方
も
な
い
移
行
は
、
科
学
・
技
術
の
進
歩
が
齎
ら
し
た
歴
史
上
の
変
遷
で
あ
る
よ
り
は
、
寧
ろ
科
学
・
技
術
・
産
業
の
支

配
を
齎
ら
し
た
深
層
の
歴
史
の
移
行
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
深
層
の
歴
史
1
そ
れ
を
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
は
「
有
の
歴
史
」
と
称
す
る

一
を
認
め
ず
に
、
「
移
行
」
を
科
学
・
技
術
の
所
産
と
し
て
し
か
見
な
い
立
場
に
立
つ
人
達
に
と
っ
て
も
、
彼
の
思
索
は
無
縁
で
あ
る
。
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さ
う
い
ふ
立
場
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
の
事
柄
を
、
。
邑
。
。
島
H
匡
ω
8
誘
象
に
表
象
し
て
み
る
に
過
ぎ
な
い
。
第
四
に
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
は
ギ
リ
シ
ア
以
来
現
代
に
至
る
ま
で
の
形
而
上
学
の
全
体
に
つ
い
て
微
細
に
探
究
し
た
結
果
、
形
而
上
学
の
歴
史
全
体
を
「
有
の
忘

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

却
の
歴
史
」
と
し
て
断
定
す
る
。
こ
の
断
定
を
受
け
容
れ
な
い
立
場
に
立
つ
人
達
に
と
っ
て
は
、
彼
の
思
索
は
殆
ど
無
意
味
で
あ
る
。
こ

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

の
大
胆
な
断
定
を
反
駁
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
「
最
高
の
有
る
も
の
」
に
帰
着
さ
れ
得
な
い
「
有
そ
れ
自
身
」
の
思
索
が
形
而
上
学
の

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

内
部
で
遂
行
さ
れ
て
る
た
こ
と
を
、
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
示
さ
う
と
試
み
た
若
干
の
学
老
は
み
る
が
、
彼
等
の
反
証
は
説

得
的
で
は
な
い
。
第
五
に
、
こ
の
や
う
な
「
移
行
」
の
内
に
あ
っ
て
そ
の
移
行
に
内
的
に
関
与
す
る
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
の
思
索
は
「
移
り
行

く
思
索
し
（
曹
。
。
登
霞
σ
q
ぎ
α
q
冒
冨
∪
。
爵
①
緊
）
で
あ
り
、
思
索
す
る
こ
と
に
於
て
思
索
す
る
こ
と
が
変
り
行
く
思
索
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な

「
移
り
行
く
思
索
」
は
、
そ
れ
に
追
随
出
来
な
い
立
場
か
ら
は
、
恣
意
的
な
思
索
と
見
倣
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
に
追
随
出
来
な
い

立
揚
と
は
、
例
へ
ば
論
理
的
論
証
の
立
場
で
あ
る
。
論
証
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
論
証
遂
行
の
間
は
、
論
証
す
る
思
惟
が
変
ら
ず
に
自
己

同
一
性
に
留
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
要
求
す
る
。
然
る
に
、
「
移
り
行
く
思
索
」
は
、
こ
の
要
求
を
満
た
さ
な
い
。
そ
れ
故
に
、
そ

の
思
索
は
恣
意
的
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
併
し
、
「
移
り
行
く
思
索
」
は
、
論
理
的
論
証
の
整
合
性
よ
り
一
層
厳
格
な
掟
に
従
ふ
の
で

あ
り
、
す
な
は
ち
、
思
索
さ
れ
る
べ
き
事
柄
の
移
行
を
思
索
そ
れ
自
身
が
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
掟
に
従
ふ
の
で
あ
っ
て
、

恣
意
的
で
は
な
い
。
第
六
に
、
「
拒
絶
的
贈
与
」
す
な
は
ち
一
般
に
「
真
有
の
亀
裂
」
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
ず
、
亀
裂
の
両
側
面
を
、

例
へ
ぽ
「
拒
絶
」
と
「
贈
与
」
と
を
二
つ
に
切
り
離
し
て
し
ま
ふ
通
常
の
思
惟
の
立
場
か
ら
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
は
誰
弁
の
如
く

に
見
敏
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
拒
絶
」
に
於
て
「
贈
与
」
を
経
験
出
来
な
い
立
場
に
立
つ
人
達
に
と
っ
て
は
、
彼
の
思
索
は
不
可
解
に

留
ま
る
。
同
時
に
彼
の
思
索
は
「
弁
証
法
的
」
で
も
な
い
。
「
拒
絶
」
に
於
て
「
贈
与
」
を
経
験
す
る
こ
と
は
、
思
索
を
し
て
「
問
ふ
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

と
（
求
め
る
こ
と
）
」
た
ら
し
め
る
が
、
「
弁
証
法
」
は
「
問
を
失
っ
た
も
の
の
独
裁
」
（
陣
鉦
課
業
皆
。
。
㌍
＆
。
。
・
①
口
）
で
あ
る
。
以
上
に
於

て
、
吾
々
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
前
提
と
思
は
れ
る
こ
と
を
、
幾
つ
か
述
べ
た
。

　
併
し
、
以
上
の
諸
前
提
を
受
け
容
れ
得
た
と
し
て
も
、
吾
々
は
果
し
て
「
最
後
の
神
の
立
寄
り
」
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
を

　
　
　
　
最
後
の
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
七
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二
八

背
定
し
得
る
で
あ
ら
う
か
。

　
「
第
一
の
元
初
」
か
ら
「
別
の
元
初
」
へ
の
「
移
行
」
は
、
「
移
り
行
く
思
索
」
を
、
す
な
は
ち
「
形
而
上
学
的
思
惟
」
か
ら
「
別
の

思
索
」
へ
の
「
飛
躍
」
を
通
っ
た
移
り
行
き
を
必
要
と
す
る
。
併
し
、
「
第
一
の
元
初
」
か
ら
「
別
の
元
初
」
へ
の
移
行
は
、
歴
史
的
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

界
の
現
実
的
移
行
を
意
味
し
て
み
る
が
故
に
、
「
移
り
行
く
思
索
」
に
依
る
準
備
を
必
要
と
は
す
る
が
、
そ
の
思
索
だ
け
で
は
到
底
達
成

さ
れ
得
な
い
。
仮
に
そ
の
移
行
が
思
索
だ
け
で
達
成
さ
れ
得
る
と
し
た
ら
、
そ
の
場
合
に
は
「
移
り
行
く
思
索
」
は
全
能
に
な
り
、
思
索

と
思
索
の
事
柄
と
の
有
限
性
を
強
調
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
の
本
質
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
歴
史
的
世
界
の
現
実
的
移

行
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
思
索
と
の
間
に
は
深
淵
的
な
裂
目
が
常
に
存
す
る
。
こ
の
裂
目
の
内
か
ら
而
も
こ
の
裂
目
を
裂
目
と
し
つ
つ
裂
目

を
越
え
る
も
の
と
し
て
「
最
後
の
神
」
が
出
現
し
、
そ
の
「
立
寄
り
」
に
依
っ
て
歴
史
的
世
界
の
「
捌
の
元
初
」
が
初
ま
る
と
、
考
へ
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
併
し
、
そ
れ
は
デ
ウ
ス
・
エ
ッ
ク
ス
・
マ
キ
ナ
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ぽ
、
「
最
後
の
神
の
立
寄
り
」
は
、
歴
史
的
世

界
が
益
々
窮
す
る
こ
と
に
調
て
熟
す
る
こ
と
と
「
現
の
建
立
」
と
い
ふ
人
間
の
側
で
の
準
備
と
を
待
っ
て
る
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
の
内
で
言
は
れ
た
歴
史
的
世
界
へ
の
「
最
後
の
神
の
立
寄
り
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
恐
ら
く
第
一
節
で
引
用
さ
れ

た
「
主
の
日
は
盗
人
が
夜
き
た
る
が
如
く
に
来
る
」
と
い
ふ
こ
と
に
、
対
応
し
て
み
る
と
思
は
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
（
自
§
ミ
ミ
黛
）

に
依
っ
て
旧
い
世
界
時
代
が
終
末
に
達
す
る
と
同
時
に
新
し
い
世
界
時
代
が
初
ま
る
と
皿
言
は
れ
た
レ
魯
の
転
換
が
、
歴
史
的
世
界
の
未

曽
有
な
「
移
行
」
に
即
し
て
、
信
仰
の
立
場
か
ら
思
索
の
立
場
へ
而
も
思
索
の
極
限
と
し
て
移
さ
れ
た
の
が
、
「
最
後
の
神
の
立
寄
り
」

で
あ
ら
う
。
さ
う
い
ふ
点
か
ら
見
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
ふ
「
将
来
的
な
脚
達
」
は
、
旧
約
の
「
預
言
者
」
と
か
新
約
の
「
使
徒
」

と
い
ふ
人
間
の
有
り
方
に
対
応
し
て
み
る
と
思
は
れ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
の
第
三
の
次
元
は
、
従
来
「
宗
教
」
が
成
り
立
っ
て
る

た
次
元
で
あ
る
が
、
「
形
而
上
学
的
思
惟
し
か
ら
「
捌
の
思
索
」
へ
の
移
り
行
き
に
当
て
、
「
形
而
上
学
」
と
「
宗
教
」
と
は
「
別
の
思
索
」

の
内
へ
い
は
ば
止
揚
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
最
後
に
、
こ
の
や
う
な
「
最
後
の
神
」
を
背
面
し
得
る
か
と
問
は
れ
る
な
ら
ぽ
、
筆
者
は
「
否
」
と
答
へ
ざ
る
を
得
な
い
。



　
　
そ
の
根
拠
は
種
々
な
る
側
面
か
ら
挙
げ
ら
れ
得
る
が
、
一
口
に
言
へ
ぽ
、
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
の
書
ふ
「
最
後
の
神
」
が
、
「
哲
学
者
の
神
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
は
い
へ
、
な
ほ
「
思
索
者
の
神
帰
で
あ
る
と
思
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
思
索
に
於
て
最
早

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
思
索
不
可
能
な
極
限
と
し
て
立
て
ら
れ
た
「
神
」
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
「
別
の
思
索
」
を
喚
起
す
る
「
神
」
で
あ
っ
た
。
「
最
後
の
神
一

　
　
は
「
別
の
思
索
」
を
喚
起
す
る
と
と
も
に
、
　
「
別
の
思
索
」
は
そ
の
最
後
に
於
て
「
最
後
の
神
」
を
立
て
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
に

　
　
は
「
別
の
思
索
」
と
「
最
後
の
神
」
と
の
問
に
深
い
循
環
が
存
す
る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
「
悪
し
き
循
環
し
で
は
な
い
。
併
し
、
彼
の
言

　
　
ふ
「
最
後
の
神
」
は
絵
り
に
も
「
思
索
」
と
の
聯
関
の
内
に
立
ち
過
ぎ
て
み
る
。
そ
れ
は
勿
論
、
「
最
後
の
神
」
が
、
考
へ
ら
れ
た
神
と

　
　
い
ふ
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
最
早
思
索
で
は
「
近
寄
り
難
い
も
の
」
（
侮
器
¢
門
口
σ
q
毯
ぴ
q
冨
器
）
に
し
て
而
も
思
索
を
召
喚
す
る
「
神
」
で
あ

　
　
る
。
併
し
、
さ
う
い
ふ
仕
方
で
思
索
と
の
聯
関
の
内
に
立
つ
「
神
し
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
何
故
に
、
こ
の
や
う
な
聯
関
が
成
り
立
つ
の
か
と
言
へ
ぽ
、
「
思
惟
」
も
し
く
は
「
思
索
」
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
の
内
で
は
、

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
「
人
聞
の
本
質
」
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
る
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
や
う
な
思
索
者
の
な
す
思
索
と
一
般
に
人
間

　
　
の
本
質
と
考
へ
ら
れ
る
思
惟
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
が
、
今
は
そ
の
問
題
に
は
立
ち
入
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
は
、
信
仰
者
は
「
信

　
　
仰
」
を
「
人
間
の
本
質
」
と
信
じ
る
で
あ
ら
う
し
、
詩
人
は
「
詩
作
」
を
「
人
間
の
本
質
」
と
見
敬
し
て
詩
作
す
る
か
も
知
れ
な
い
し
、

　
　
「
労
働
者
」
は
「
労
働
」
を
「
人
間
の
本
質
」
と
考
へ
る
で
あ
ら
う
。
更
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
ふ
「
思
索
」
と
は
、
単
な
る
知
性
的
活

　
　
働
で
は
な
く
し
て
、
全
身
全
霊
を
挙
げ
て
の
思
索
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
併
し
、
そ
れ
に
も
拘
は
ら
ず
、
筆
者
は
、
思
索
は

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

　
　
人
間
の
本
質
の
極
め
て
重
要
な
働
き
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
「
人
間
の
本
質
」
そ
れ
自
身
で
は
な
い
と
考
へ
る
。
「
人
間
の
本
質
」
は
思
索

　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
根
源
で
は
あ
る
が
、
思
索
が
直
ち
に
「
人
間
の
本
質
」
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
於
て
筆
者
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
別
の
思
索
」
と
も
訣

　
　
別
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　
さ
う
い
ふ
点
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
別
の
思
索
」
を
更
め
て
考
へ
て
み
る
と
、
次
の
や
う
に
な
る
。
彼
の
言
ふ
「
別
の
思
索
」
は
、

29

@
「
有
る
も
の
」
に
つ
い
て
の
思
惟
で
は
な
く
、
就
中
「
真
冬
の
内
へ
の
飛
躍
」
を
通
っ
て
来
た
思
索
で
あ
る
。
併
し
、
そ
の
飛
躍
は
、
「
有

10　
　
　
　
　
　
最
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神
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
も
の
し
か
ら
「
真
有
」
の
内
へ
の
「
思
索
の
飛
躍
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
飛
躍
に
於
て
思
惟
も
し
く
は
思
索
が
一
度
消
滅
し
再
び
蘇
生
す

る
と
い
ふ
こ
と
は
起
っ
て
を
ら
な
い
。
も
し
こ
の
消
滅
と
蘇
生
と
が
実
際
に
経
験
さ
れ
る
な
ら
ば
、
思
索
は
人
闘
本
質
の
重
要
な
働
き
で

は
あ
る
が
、
「
人
間
の
本
質
」
そ
れ
自
身
と
は
考
へ
ら
れ
な
く
な
る
筈
で
あ
る
。
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へ

　
彼
の
言
ふ
「
別
の
思
索
」
就
中
「
幾
寅
の
内
へ
の
飛
躍
」
は
、
思
索
の
最
早
（
そ
し
て
未
だ
）
思
索
で
は
な
い
思
索
の
根
源
（
d
錺
喝
凄
コ
σ
Q
）
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へ

に
ま
で
は
届
い
て
み
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
の
み
な
ら
ず
如
何
な
る
思
索
に
依
っ
て
も
到
達
出
来
な
い
思
索
の
根

へ
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ヘ
　
　
　
へ

源
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
に
於
て
は
「
最
後
の
神
」
と
し
て
一
す
な
は
ち
「
近
寄
り
難
い
も
の
」
に
し
て
「
救
出
す
る
も
の
」
と

し
て
一
「
真
有
そ
れ
自
身
と
い
ふ
深
淵
的
な
《
空
間
》
の
内
に
出
現
せ
」
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
言
へ
ぽ
、
ハ
イ
デ
ッ
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ヘ
　
　
　
ヘ

ガ
ー
が
「
最
後
の
神
」
と
そ
の
「
立
寄
り
」
に
つ
い
て
言
っ
て
み
る
す
べ
て
の
こ
と
は
、
思
索
の
思
索
不
可
能
な
根
源
が
思
索
の
次
元
に

映
っ
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
「
真
菰
」
の
内
な
る
「
亀
裂
」
も
「
思
索
は
思
索
そ
れ
自
身
に
反
対
し
て
思
索
す
る
」
と
い
ふ
こ
と
も
、

最
早
一
々
反
復
的
に
解
釈
す
る
暇
は
な
い
が
、
す
べ
て
思
索
の
思
索
不
可
能
な
根
源
が
思
索
と
そ
の
事
柄
た
る
真
有
の
真
性
と
の
次
元
に

反
映
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　
吾
々
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
に
於
け
る
「
最
後
の
神
」
を
、
思
索
の
思
索
不
可
能
な
根
源
に
還
元
し
た
。
然
る
に
「
最
後
の
神
の

立
寄
り
」
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
思
索
に
於
て
仕
へ
ん
と
し
た
神
の
到
来
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
「
最
後
の
神
」
が
思
索
の
思
索
不

可
能
な
根
源
に
還
元
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
「
神
」
を
「
最
後
」
と
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
思
索
空
間
」
と
そ
の
根
本
構
図
と
は
、
最

早
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
り
、
吾
々
は
新
た
な
る
思
索
の
道
に
出
発
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

　
併
し
、
思
索
の
根
源
に
ま
で
は
到
達
せ
ず
「
根
源
近
く
」
の
場
に
留
ま
っ
た
と
は
い
へ
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
別
の
思
索
」
は
思
索
と

し
て
は
極
め
て
透
徹
し
た
筋
道
を
示
し
て
を
り
、
容
易
に
追
思
索
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
彼
の
思
索
の
道
を
理
解
す
る

人
達
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
沈
黙
し
、
彼
の
思
索
を
論
じ
る
人
達
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
理
解
し
て
み
な
い
と
い
ふ
事
態
が
現
は
れ
て
来
る
。

そ
こ
に
彼
の
思
索
の
孤
独
が
存
す
る
。
併
し
そ
の
孤
独
は
畢
寛
、
平
な
る
老
が
思
索
す
る
者
を
襲
ふ
仕
方
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
多
く
の



間
が
な
ほ
残
さ
れ
て
み
る
が
、
今
は
こ
こ
で
欄
筆
す
る
。

（
一
九
八
三
・
＝
一
・
一
三
）
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）
　
｝
九
三
〇
年
十
二
月
五
日
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
の
神
学
者
達
を
前
に
し
て
「
哲
学
的
思
惟
と
信
仰
」
（
凄
M
一
〇
u
・
8
臣
臼
。
鋤
讐
α

　
O
冨
誉
田
）
と
題
す
る
講
演
を
な
し
て
み
る
。
そ
の
講
演
の
冒
頭
で
彼
は
「
信
仰
す
る
こ
と
と
信
仰
す
る
こ
と
へ
の
関
は
り
合
ひ
と
は
、
哲
学
的
に

　
思
惟
す
る
こ
と
に
と
っ
て
は
、
紙
黙
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
ふ
仕
方
で
吾
々
は
信
仰
へ
の
関
は
り
舎
ひ
と
を
取
扱
ふ
」
と
言
っ
て

　
み
る
。
こ
の
講
演
の
内
容
は
、
彼
の
著
作
「
真
性
の
本
質
に
つ
い
て
」
（
＜
o
ヨ
署
⑦
。
。
窪
匹
2
≦
呈
出
簿
）
と
殆
ど
同
じ
で
あ
る
。
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六
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九
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年
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学
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ま
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兵
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依
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中
断
は
あ
る
が
ー
ハ
イ
デ
ッ
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一
五
の
講
義
を

　
　
　
　
そ
の
内
の
七
つ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
に
依
っ
て
廃
棄
さ
れ
、
八
つ
が
残
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み
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。
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義
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The　OU彦linθ（ゾsuch　an　a7’ticleα∫aPt》θ〃‘∫～217nor’θthan　one　numberげthis

maga2ine　is　to　be　given　together　with　the　last　instalment　of　the　af’ticle．

Der　letzte　Gott　im　Denken　Heideggers

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　K6ichi　Tsujimura

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professor　ordinarius　der　Philosophie

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　an　der　philosophischen　Fakultat

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　der　Universitat　Kyoto

　　Im　vorliegenden　Aufsatz　ist　ein　Versach　gewagt　worden，　den　Gott　im

Denken　Martin　Heideggers　zu　er6rtern　und　eine　Stellung　zu　dieser　Proble－

matik　zu　nehmen．

　　Nach　der　Ubersicht　Uber　diese　Problematik　vom　Anfang　bis　zum　Ende

des　Denkwegs　von　Heidegger　ist　der　GrundriB　seines　spaten　Denkens　aus

dem　folgenden　Satz　geklart　worden：　“Was　gesagt　wird，　ist　gefragt　und

gedacht　im　‘Zuspiel’　des　ersten　und　des　anderen　Anfang　aus　dem　‘Anklang’

des　Seyns　in　der　Not　der　Seinsvergessenheit　fUr　den　‘Sprung’　in　das　Seyn

zur　‘Grttndung’　seiner　Wahrhek　als　Vorbereitung　der　‘Zukitnftigen’　des

‘letzten　Gottes”’．

　　Durch　eine　ausfUhrliche　lnterpretation　zum　angeftihrten　Satz　haben　wir

die　folgenden　drei　Dimensionen　des　fragenden　Denkens　von　Heidegger

herausgestellt：　Anklang　und　Zuspiel　als　die　erste　Dimension，　Sprung　und

Grtindung　als　die　zweite，　und　die　ZukUnftigen　und　den　letzten　Gott　als　die

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3



dritte．　Dabei　vermittelt　und　verbindet　die　zweite　Dimension　die　erste　und

die　drltte　miteinander．　Das　besagt　zug1eich，　dats　die　zweite　Dimension　den

Zwischenbereich　von　dem　Gott　und　dem　Menschen　ausmacht，　der　par　ex－

cellenee　geschichtlich　bleibt．　Der　letze　Gott，　zu　dem　Heidegger　durch　sein

denkendes　Gesprtich　mit　H61derlin　den　Zugang　gefunden　hat，　ist　der　andere

Anfang　・zur　Menschheitsgeschichte　im　Unterschied　zum　ersten　Anfang　der

durch　die　Metaphysik　bestmmten，　bisherigen　Geschichte．

　　Der　letzte　Gott，　der　zwar　nicht　der　sogenannte　“Gott　der　Philosophen”

ist，　ist　doch　m．　E．　“ein　Gott　des　Denkenden”　geblieben．　Er　bleibt　ein

Widerschein　des　undenkbaren　Ursprungs　des　Denkens　auf　die　Ebene　des

Denkens．

　　　　　　　　　Change　of　Situation　and　Change　of　Thing：

　　　　　　　　　　　　　Philosophical　Significance　of　the　Puzzles

　　　　　　　　　　　　　concerning　Size　and　Number　in　Plato’s

　　　　　　　　　　　　　Theaetetus

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のNor三〇Fuj呈sawa

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professor　of　Occidental　．Ancient

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Philosophy，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Faculty　of　Letters，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　In　the　course　of　discussion　of　Theaetetus’　definition　that　knowledge　is

perception，　Piato　interpolates　some　puzzles　about　what　we　call　‘relations’

of　size　and　number　（Theaetetus　154B－155D），　which　have　been　various！y

interpreted　by　commentators．　Some　regard　them　as　unreal　problems　due　to

Plato’s　fai1ure　to　understand　the　nature　of　relational　terms　or　‘incomplete

predicates’　（a　type　of　interpretation　originating　from　B．　Russell，　followed

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4


