
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル

　
i
『
イ
エ
ー
ナ
時
代
の
論
理
学
』
研
究
⇔
l
i

酒
　
井

修

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
「
資
格
試
験
」
…
問
題
の
概
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
　
一
－
鞠
　
一
八
〇
一
年
八
月
十
三
日
（
木
曜
日
）
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
イ
エ
ー
ナ
大
学
の
哲
学
部
に
、
一
通
の
書
状
を
（
所
定
の
通
り
ラ
テ
ン

　
　
　
　
し
た
た

　
　
語
で
認
め
て
）
提
出
し
た
。
一
愚
生
は
令
名
い
や
高
き
貴
大
学
に
お
い
て
（
貯
良
器
け
ユ
プ
⇔
o
＞
o
呂
①
ヨ
剛
。
）
、
理
論
哲
学
お
よ
び
実
践
哲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ア
ク
ル
タ
ス

　
　
学
を
講
じ
た
く
存
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
開
講
の
御
許
可
と
、
ま
た
愚
生
が
既
に
他
の
地
で
得
て
お
り
ま
す
学
位
に

　
　
　
　
　
　
ノ
ス
ト
リ
フ
ィ
カ
チ
オ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か
ら

　
　
つ
い
て
の
御
認
定
と
を
、
貴
大
学
か
ら
是
非
と
も
頂
戴
致
し
た
く
、
さ
や
う
に
お
取
計
ら
ひ
下
さ
い
ま
す
こ
と
を
、
そ
の
権
能
を
お

　
　
持
ち
の
皆
様
が
た
に
、
斯
く
は
切
に
お
願
ひ
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一
す
な
は
ち
、
い
ま
、
こ
の
テ
ユ
ー
ビ
ソ
ゲ
ソ
大
学

　
　
　
　
マ
ギ
ス
テ
ル
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
哲
学
博
士
が
、
イ
エ
ー
ナ
来
住
半
歳
絵
に
し
て
や
っ
と
正
式
に
願
ひ
出
て
み
る
の
は
、
所
謂
教
授
資
格
試
験
（
欝
竃
ぎ
ぎ
5
）
の
受
験

　
　
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
あ

　
　
　
し
か
し
、
出
願
そ
れ
自
体
は
素
志
を
実
現
す
る
た
め
の
未
だ
第
一
歩
で
し
か
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
、
傍
目
に
は
勿
論
、
彼
自
身
に

　
　
も
明
ら
か
な
筈
で
あ
っ
た
。
に
も
拘
ら
ず
、
彼
は
こ
の
書
状
に
、
簸
る
甚
だ
虫
の
い
い
願
望
を
、
い
な
、
寧
ろ
全
く
押
付
け
が
ま
し
い
要

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
求
を
、
既
に
一
方
的
に
託
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
1
何
が
ど
う
あ
っ
て
も
、
開
講
許
可
（
〈
①
乱
≧
⑦
σ
Q
窪
蝕
）
は
、
目
前
に
迫
っ
た
こ
の
冬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ぎ
ず
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
タ
ロ

　
　
学
期
か
ら
の
も
の
が
お
り
る
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
今
日
か
ら
毒
血
月
後
の
月
末
に
は
、
そ
の
冬
学
期
の
講
義
目

　
　
　
グ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

魏
録
が
早
く
も
印
刷
さ
れ
始
め
る
が
、
そ
れ
に
は
自
分
の
嚢
題
目
も
亦
絶
対
に
掲
載
さ
れ
て
る
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
若
し
、
さ
う
は
な

1　
　
　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
へ
…
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
七
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哲
学
研
究
第
五
百
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
八

ら
な
い
で
、
開
講
は
来
年
の
夏
学
期
か
ら
と
い
ふ
こ
と
に
で
も
な
れ
ぽ
、
た
と
へ
当
大
学
の
博
士
名
簿
（
罎
暮
臣
（
巴
ぴ
巳
げ
）
に
自
分
の
氏

名
が
記
入
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
や
う
に
出
願
し
た
こ
と
自
体
、
全
く
の
無
駄
骨
に
な
っ
て
し
ま
ふ
の
だ
一
そ
の
や
う
に
、
そ
し
て

そ
こ
ま
で
、
彼
は
意
気
込
ん
で
み
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
現
実
的
根
拠
が
あ
っ
て
、
そ
こ
ま
で
の
執
心
が
生
じ
た
の
で
あ
ら
う
。
絵
す
所
は
僅
か
二
週
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
　
ィ
　
ッ
セ
ル
タ
チ
オ
　
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
ィ
ス
ピ
ェ

と
い
ふ
の
に
、
こ
の
期
間
内
に
教
授
資
格
請
求
論
文
（
以
下
、
資
格
論
文
と
略
記
）
を
ば
書
き
、
印
刷
し
、
刊
行
し
、
配
布
し
、
更
に
公
開

タ
チ
オ
　
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

討
論
で
の
趣
旨
擁
護
ま
で
も
す
べ
て
済
ま
せ
う
る
な
ど
と
（
し
か
も
課
試
せ
ら
れ
る
も
の
は
そ
れ
ら
に
尽
き
は
し
な
か
っ
た
）
、
彼
は
抑

ヒ
、
ま
た
何
処
ま
で
、
本
気
で
考
へ
て
る
た
の
で
あ
ら
う
か
。
　
（
一
五
五
頁
参
照
）
1

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
彼
の
出
願
に
接
し
た
学
部
長
の
フ
ォ
イ
ク
ト
教
授
（
冒
冨
諺
国
・
博
琶
導
く
。
陣
σ
q
3
阿
比
H
～
μ
。
。
ω
b
。
）
は
、
即
旨
、
回

章
に
よ
っ
て
六
名
の
正
教
授
に
判
断
を
求
め
た
。
爾
後
、
八
月
二
十
七
日
の
公
開
討
論
の
日
ま
で
に
更
に
三
た
び
、
学
部
長
は
圓
章
を
発

出
す
る
仕
儀
と
な
る
。
と
い
ふ
の
は
、
考
試
の
細
目
そ
の
他
に
つ
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
次
≧
薪
た
な
申
し
出
を
行
ひ
、
哲
学
部
は
そ
の
都

度
そ
れ
に
対
し
対
応
を
迫
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
公
開
討
論
の
そ
の
当
日
（
そ
れ
は
彼
三
十
一
歳
の
誕
生
臼
で
も
あ
っ
た

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

が
）
、
実
際
に
討
論
の
対
象
に
な
っ
た
の
は
、
彼
が
近
く
提
出
す
る
筈
の
（
つ
ま
り
未
だ
提
出
さ
れ
て
み
な
い
）
資
格
論
文
の
一
部
分
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ど
こ
ほ

さ
へ
も
な
く
、
や
う
や
く
（
講
義
内
容
全
般
に
関
す
る
）
テ
ー
ゼ
十
ニ
ケ
条
で
し
が
な
か
っ
た
。
　
滞
っ
て
み
た
こ
の
論
文
が
つ
ひ
に
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ロ
ト
コ
　
ル

出
さ
れ
、
次
い
で
そ
の
翌
日
、
仮
講
義
（
即
。
げ
⑦
〈
9
⑦
。
。
壼
σ
q
）
も
行
は
れ
て
、
考
試
の
一
切
が
終
了
し
た
の
は
、
哲
学
部
の
公
式
記
録
に
よ

れ
ぽ
、
実
に
十
月
十
九
日
の
こ
と
で
あ
る
。
1
こ
の
や
う
に
延
延
ニ
ケ
軽
軽
上
も
の
時
日
が
費
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
結
果
を
仔

細
に
見
る
と
、
開
講
権
に
関
す
る
彼
の
諸
要
求
は
、
甚
だ
身
勝
手
な
そ
の
姿
勢
に
も
拘
ら
ず
、
何
と
、
殆
ん
ど
が
実
現
し
て
み
た
の
で
あ

っ
た
。

　
一
一
二
　
ω
い
っ
た
い
ど
の
や
う
な
迂
絵
曲
折
を
経
て
、
彼
の
意
思
は
そ
こ
ま
で
到
達
し
え
た
の
で
あ
ら
う
か
。
ま
た
、
彼
と
哲
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
カ
デ
ミ
　

部
正
教
授
会
と
の
間
の
・
数
次
に
わ
た
っ
た
遣
り
取
り
の
中
か
ら
は
、
こ
の
時
期
の
彼
の
・
ど
の
や
う
な
人
間
像
が
、
就
中
、
大
学
に



　
　
お
い
て
開
講
す
る
と
い
ふ
事
柄
へ
の
、
彼
自
身
の
ど
ん
な
姿
勢
が
、
浮
び
出
て
く
る
で
あ
ら
う
か
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
だ
ぱ

　
　
②
し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
こ
こ
で
そ
れ
ら
の
問
ひ
に
立
ち
入
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
実
際
に
は
枝
葉
の
事
柄
に
の
め
り
こ
む
こ
と
に
な
り

　
　
は
し
な
い
か
。
即
ち
、
一
八
〇
一
年
夏
と
い
ふ
時
点
で
の
、
彼
の
私
的
心
的
状
況
、
対
社
会
的
関
係
、
更
に
そ
れ
ら
の
根
底
に
あ
る
精
神

　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
的
態
度
な
ど
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
は
、
哲
学
の
本
来
的
課
題
と
は
な
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ら
は
、
た
だ
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
記
的
個
人
史
的
研
究
に
、
な
い
し
は
社
会
史
的
野
代
史
的
研
究
に
、
一
任
し
て
お
け
ぽ
そ
れ
で
済
む
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
副
次
的
な
、
従

　
　
つ
て
「
好
奇
心
」
に
帰
着
す
る
聞
題
な
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
一
前
節
（
一
1
一
）
の
叙
述
は
必
然
的
に
、
こ
れ
ら
一
連
の
籏
出
す
る

　
　
問
ひ
に
、
吾
々
を
直
面
せ
し
め
る
で
あ
ら
う
。

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

　
　
　
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
問
ひ
に
対
し
て
は
、
既
に
吾
々
に
は
、
吾
々
自
身
に
お
け
る
先
行
理
解
に
よ
っ
て
、
前
以
て
照
明
が
与
へ
ら
れ
て

　
　
も
み
る
の
で
あ
る
一
前
半
の
ほ
う
の
問
ひ
（
即
ち
ω
）
を
問
ひ
究
め
る
こ
と
は
、
当
面
の
研
究
主
題
の
た
め
に
は
、
そ
の
ま
ま
で
、
外
堀

　
　
　
　
　
　
　
　
て
し
ゅ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ま
ご
ヒ

　
　
を
埋
め
て
ゆ
く
手
順
に
な
る
の
だ
、
と
い
ふ
ふ
う
に
。
他
方
、
②
の
や
う
な
、
ω
を
以
て
問
は
ず
も
が
な
の
閑
事
と
さ
へ
見
倣
し
か
ね

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
モ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
な
い
反
省
的
態
度
に
対
し
て
は
、
吾
々
は
寧
ろ
そ
の
無
批
判
的
な
独
断
性
を
指
摘
し
て
、
断
乎
斥
け
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ら
う
。
つ
ま
り
、

　
　
イ
エ
！
ナ
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
講
義
活
動
を
、
そ
の
理
念
的
聯
関
に
お
い
て
、
純
粋
に
哲
学
的
な
学
説
内
容
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、

　
　
と
き
一
こ
れ
が
吾
々
の
当
面
す
る
研
究
主
題
で
あ
る
が
一
、
こ
の
意
図
の
実
現
に
対
し
て
、
ω
の
論
明
は
実
在
的
且
つ
（
な
ほ
消
極
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
で
あ
る
に
せ
よ
）
必
然
的
な
制
約
を
な
す
、
と
い
ふ
や
う
に
吾
々
は
豫
め
理
解
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
こ
の
企
投
に
基
礎
を
与
へ
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
ザ
ッ
へ

　
　
次
の
や
う
な
事
態
に
他
な
ら
な
い
。

　
　
　
い
ま
、
数
篇
の
テ
キ
ス
ト
が
吾
々
に
与
へ
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
同
じ
思
想
家
の
同
じ
時
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
そ

　
　
　
　
　
ク
　
　
ロ
　
　
ノ
　
　
ロ
　
　
ギ
　
　
　

　
　
れ
ら
の
時
間
的
前
後
関
係
に
い
た
る
ま
で
、
既
に
ほ
ぼ
確
定
し
て
み
る
、
と
い
ふ
状
況
を
想
定
し
よ
う
。
し
か
し
、
た
だ
こ
れ
だ
け
の
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
提
し
か
存
し
な
い
所
へ
、
た
だ
ち
に
、
「
そ
れ
ら
は
す
べ
て
根
底
に
お
い
て
は
、
原
理
も
道
具
立
て
（
使
用
概
念
）
も
論
法
も
同
じ
で
あ

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

鵬
り
、
ひ
と
つ
の
思
想
的
脈
絡
を
多
に
お
い
て
表
現
し
て
み
る
だ
け
で
あ
る
」
と
い
ふ
豫
想
ま
で
も
加
へ
て
、
解
釈
に
着
手
し
て
も
差
支
へ

1　
　
　
　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
九



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

40　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
な

11

@
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
一
勿
論
、
端
的
に
、
そ
し
て
自
明
的
に
、
否
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
諺
語
は
、
実
は
、
そ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
の
内

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

　
　
容
が
ひ
と
つ
ひ
と
つ
実
証
的
に
吟
味
さ
れ
終
へ
で
は
じ
め
て
、
結
論
と
し
て
追
加
し
う
る
定
立
な
の
で
あ
る
。
同
時
に
多
正
面
か
ら
対
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ま
み

　
　
を
追
ら
れ
る
や
う
な
分
裂
的
状
況
は
、
生
身
の
人
間
に
は
い
く
ら
で
も
生
起
し
う
る
し
、
従
っ
て
、
一
時
に
溢
出
し
て
来
た
多
数
文
書
に

　
　
対
し
て
も
、
そ
の
根
底
に
さ
う
い
ふ
体
験
が
潜
む
可
能
性
に
つ
い
て
は
十
分
に
留
意
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
資
格
論
文
を
、

　
　
そ
れ
と
同
時
期
の
諸
文
書
と
の
関
聯
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
も
、
事
態
は
解
釈
学
的
に
は
全
く
同
一
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
即
ち
、
キ
ム
メ
ル
レ
博
士
の
手
に
な
る
『
イ
エ
ー
ナ
時
代
の
文
書
年
表
』
が
明
示
し
て
み
る
や
う
に
、
か
の
『
遊
星
軌
道
論
』
（
も
⑦

　
　
O
H
げ
薫
。
。
℃
固
き
⑦
三
会
臼
．
．
）
は
、
時
間
的
に
は
『
差
異
性
』
論
文
に
後
続
し
、
且
つ
『
エ
ル
ラ
ソ
ゲ
ソ
文
学
新
聞
』
掲
載
の
書
評
と
相
前
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、

　
　
し
て
世
に
現
は
れ
た
の
で
あ
る
が
、
然
し
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
吾
々
は
こ
の
や
う
な
同
時
性
の
故
に
こ
れ
ら
の
文
書
を
無
造
作
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
一
括
し
、
そ
の
集
積
の
中
か
ら
単
純
に
（
つ
ま
り
無
批
判
に
）
、
「
根
本
概
念
」
を
絞
り
取
ら
う
と
企
て
て
も
よ
い
の
で
あ
ら
う
か
、
ま
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
な

　
　
で
葡
萄
を
搾
っ
て
ワ
イ
ン
を
作
ら
う
と
で
も
す
る
か
の
や
う
に
！
　
「
否
、
そ
れ
は
断
じ
て
可
能
で
あ
る
」
と
反
論
す
る
の
な
ら
、
そ
の

　
　
ひ
と
は
、
さ
う
し
た
単
無
下
を
綱
止
す
る
実
在
的
制
約
が
そ
れ
ら
の
文
書
に
は
見
出
さ
れ
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
を
、
何
処
か
ら
ど
の
や
う

　
　
に
し
て
知
り
得
た
の
か
、
そ
れ
を
先
づ
提
示
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
彼
に
し
て
若
し
論
点
羅
取
の
虚
偽
に
陥
る
ま
い
と
す
る
な
ら

　
　
ば
、
結
局
、
か
の
迂
鯨
曲
折
（
即
ち
ω
の
問
ひ
）
の
そ
の
解
明
に
着
手
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
で
あ
ら
う
。
i

　
　
　
［
一
三
　
前
掲
の
キ
ム
メ
ル
レ
博
士
は
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
伝
記
的
研
究
に
資
益
す
る
こ
と
を
期
し
、
特
に
イ
エ
ー
ナ
時
代
の
公
的

　
　
ド
　
ク
　
メ
　
ソ
　
テ

　
　
証
拠
文
書
（
1
そ
れ
は
他
の
時
期
の
も
の
に
比
べ
、
未
だ
ま
っ
た
く
断
片
的
に
し
か
公
刊
さ
れ
て
る
な
か
っ
た
一
）
を
ば
、
周
到
に
且

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ

　
　
つ
丹
念
に
捜
し
求
め
た
。
探
索
は
蕾
に
イ
エ
ー
ナ
大
学
内
の
各
図
書
館
や
資
料
庫
、
公
文
書
保
管
室
を
尽
く
し
た
ば
か
り
で
は
な
い
、
同

　
　
　
　
　
ま
な
ご

　
　
博
士
の
眼
は
旧
ザ
ク
セ
ン
公
国
の
領
域
を
越
え
、
広
く
両
独
各
地
の
国
公
立
図
書
館
、
博
物
館
、
さ
ら
に
地
方
官
庁
や
教
会
の
教
区
庁

　
　
に
ま
で
注
が
れ
た
。
そ
の
成
果
は
一
九
六
七
年
、
『
イ
エ
ー
ナ
期
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
講
師
活
動
資
料
』
と
い
ふ
標
題
の
も
と
に
公
刊

　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
さ
れ
て
み
る
。
そ
し
て
、
爾
来
こ
の
資
料
は
、
特
に
伝
記
的
研
究
に
お
い
て
、
多
少
と
も
顧
慮
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
く
な
っ
て
来
て
み
る



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
の
が
実
情
で
あ
り
（
た
と
へ
ば
、
ア
ル
セ
ー
二
・
グ
…
リ
ガ
）
、
そ
れ
は
そ
の
内
容
上
の
重
要
性
に
鑑
み
て
も
、
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ

　
　
ら
う
。

　
　
　
然
し
、
爾
後
の
伝
記
的
叙
述
に
お
い
て
、
こ
の
資
料
が
、
従
来
普
及
の
見
解
を
再
認
な
い
し
増
補
す
る
た
め
の
論
拠
と
い
ふ
程
度
に
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
で
、
考
慮
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
の
理
解
の
ほ
う
は
果
し
て
、
事
態
お
よ
び
人
物
の
新
し
い
ア
ス
ペ
ク
ト
を

　
　
提
示
し
う
る
や
う
な
域
に
ま
で
進
み
得
て
み
る
だ
ら
う
か
。
ま
し
て
体
系
的
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
資
料
を
一
瞥
す
る
こ
と
の
必
要
性

　
　
が
感
知
さ
れ
る
場
所
に
さ
へ
、
ひ
と
は
到
り
え
て
み
る
で
あ
ら
う
か
。

　
　
　
そ
れ
故
、
本
稿
が
そ
の
本
来
の
研
究
主
題
（
＝
二
九
頁
参
照
）
の
た
め
に
、
ま
つ
第
一
に
意
図
し
た
の
は
、
こ
の
キ
ム
メ
ル
レ
資
料
の

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

　
　
批
判
的
活
用
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、
ω
純
粋
に
第
一
次
的
資
料
の
み
か
ら
す
る
描
出
と
し
て
、
つ
ま
り
素
材
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
あ
り
着
手
点
で
あ
る
該
資
料
に
、
そ
の
理
解
に
最
少
限
に
必
要
な
他
の
直
接
資
料
を
も
加
へ
、
た
だ
そ
れ
ら
に
の
み
基
い
て
、
い
ま
問
は

　
　
　
　
　
　
い
き
さ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
れ
て
る
る
経
緯
を
直
明
し
よ
う
と
す
る
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
試
み
と
し
て
、
遂
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
（
こ
こ
で
直
接
資
料
と
い
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ
　
ヘ

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ビ
リ
タ
ぞ
ア
オ
ロ
じ
ソ

　
　
の
は
、
伝
記
的
聯
関
の
中
へ
編
み
こ
ま
れ
る
以
前
の
、
な
ほ
原
形
を
保
持
し
て
み
る
如
き
資
料
、
た
と
へ
ぼ
こ
の
教
授
資
格
試
験
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
て
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
あ
る
ひ
は
関
係
老
が
何
ら
か
の
形
式
と
程
度
に
お
い
て
記
録
し
て
み
る
文
書
類
、
を
ぽ
指
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
）
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
が

　
　
　
し
か
る
に
、
②
（
第
一
次
資
料
に
の
み
基
い
た
・
い
は
ば
純
粋
描
出
の
）
こ
の
企
て
が
、
盤
て
髪
髭
と
さ
ぜ
る
と
こ
ろ
の
、
事
態
の
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
曲
、
ま
た
人
物
像
は
、
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
以
来
伝
承
の
そ
れ
ら
と
は
、
即
ち
伝
記
的
記
述
に
お
け
る
従
来
の
観
念
と
は
、
著
し
く
隔
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

　
　
つ
て
み
る
、
い
な
、
対
席
的
で
さ
へ
あ
る
。
そ
こ
に
現
前
し
て
み
る
の
は
、
「
全
う
の
昔
に
（
恐
ら
く
は
イ
エ
ー
ナ
来
住
前
後
に
既
に
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
出
来
上
っ
て
み
た
彪
大
な
草
稿
を
ば
、
た
だ
要
約
し
、
こ
れ
を
ラ
テ
ン
語
に
訳
出
し
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
」
と
い
っ
た
絵
裕
紳
紳
の
天
才
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
オ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
へ

　
　
そ
の
シ
ル
エ
ッ
ト
で
は
決
し
て
な
い
。
寧
ろ
、
輪
廓
に
ま
で
未
だ
定
ま
ら
な
い
渾
沌
、
途
上
に
あ
り
可
能
態
に
あ
る
が
故
の
青
さ
と
強
さ
、

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

　
　
さ
う
い
ふ
も
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
た
と
へ
ぼ
、
素
志
を
何
と
し
て
で
も
押
し
通
さ
う
と
す
る
・
軒
昂
た
る
彼
の
覇
気
と
、
（
期
限
が

蜘
　
も
う
迫
っ
て
み
る
の
に
）
遅
≧
と
し
て
資
格
論
文
を
提
出
し
な
い
緩
歩
ぶ
り
と
の
間
に
は
、
絵
り
に
も
大
き
な
落
差
が
あ
る
が
、
そ
れ
は

1　
　
　
　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
二

繊
　
　
　
　
　
　
　
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
び

－
　
彼
の
内
面
的
不
均
衡
の
、
あ
る
ひ
は
自
己
矛
盾
の
、
そ
の
酷
し
さ
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
1

　
　
　
㈲
に
も
拘
ら
ず
、
即
ち
伝
統
的
理
解
か
ら
は
著
し
く
隔
た
っ
て
み
る
け
れ
ど
も
、
吾
≧
の
描
像
は
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
は
、
ま
つ
第
一
に
、
吾
々
の
現
在
の
立
場
は
、
重
大
な
新
証
拠
に
接
し
た
第
二
審
な
い
し
第
三
審
の
判
事
の
そ
れ
に
讐
へ
ら
れ
る
、
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ふ
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
尊
重
さ
る
べ
き
判
断
（
下
級
審
の
判
決
）
が
既
に
現
前
し
て
は
み
る
。
し
か
も
、
こ
れ
を
無
批

　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
判
に
（
た
と
へ
ぼ
そ
の
時
間
的
先
行
性
の
故
に
）
受
け
容
れ
て
自
己
の
判
断
と
な
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
も
亦
、
明
明
白
白
で
あ
る
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
く
す
ぢ

　
　
更
に
、
第
二
に
、
吾
≧
の
描
出
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
資
格
論
文
の
内
容
理
解
に
関
し
て
も
幾
筋
か
の
光
が
新
た
に
さ
し
こ
み
始
め
て
ゐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
に
ゆ
ゑ

　
　
る
、
と
い
ふ
意
味
に
お
い
て
、
な
ほ
一
層
さ
う
言
へ
る
の
で
あ
る
。
何
故
に
『
遊
星
軌
道
論
』
は
、
か
う
も
不
体
裁
な
ま
で
に
不
均
衡
な

　
　
構
成
を
持
っ
て
る
る
の
か
。
テ
ー
ゼ
の
形
式
で
豫
め
討
論
さ
れ
て
る
た
内
容
の
う
ち
、
か
な
り
の
も
の
が
こ
れ
に
は
訣
け
て
る
る
が
、
そ

　
　
れ
は
ど
う
し
て
さ
う
な
の
か
。
さ
う
い
っ
た
問
ひ
へ
の
手
掛
り
を
、
吾
々
は
こ
こ
で
確
か
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
し
か
し
最
も
重
要
な
の
は
、
資
格
論
文
の
核
心
的
問
題
が
、
ず
っ
と
先
の
方
ま
で
の
・
ま
た
ず
っ
と
先
の
方
か
ら
の
聯
関
に
お
い
て
、

　
　
き
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
際
立
っ
て
来
て
み
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。
即
ち
、
『
遊
星
軌
道
論
』
に
お
け
る
若
干
の
特
殊
問
題
を
理
解
す
る
た
め
の
・
そ
の
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
掛
り
と
い
ふ
よ
り
は
、
寧
ろ
『
遊
星
軌
道
論
』
の
全
体
を
哲
学
的
内
容
の
ほ
う
か
ら
、
し
か
も
（
論
評
や
講
義
の
や
う
な
）
爾
絵
の
諸
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ち
し
る
べ

　
　
動
の
思
想
聯
関
と
関
係
さ
せ
な
が
ら
、
解
釈
し
て
ゆ
く
た
め
の
、
そ
の
道
標
が
見
出
さ
れ
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
1
こ
の
論
文

　
　
の
学
術
的
意
味
は
決
し
て
、
そ
れ
が
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
・
ボ
ー
デ
の
法
則
と
そ
こ
か
ら
の
或
る
推
論
と
を
否
定
し
た
、
と
い
ふ
こ
と
に
尽
き

　
　
る
の
で
は
な
い
、
従
っ
て
、
こ
の
年
の
一
月
一
日
に
小
遊
星
ケ
レ
ス
が
火
星
と
木
星
と
の
あ
ひ
だ
に
発
見
さ
れ
て
以
降
、
こ
の
論
文
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
身
は
発
表
さ
れ
る
以
前
に
既
に
悉
く
無
に
帰
し
て
み
た
、
と
い
ふ
や
う
に
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
寧
ろ
、
吾
々
は
、
こ
の
論
文
の
意
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
ィ
　
シ
　
カ

　
　
を
、
彼
が
言
ふ
所
に
従
っ
て
素
直
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
、
ω
哲
学
そ
の
も
の
を
復
興
し
、
②
物
理
学
を
（
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
）

　
　
メ
カ
ニ
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
力
学
か
ら
引
離
し
て
、
こ
の
（
復
興
さ
れ
た
）
哲
学
の
も
と
に
取
戻
し
、
③
か
く
し
て
哲
学
に
、
同
一
性
の
原
理
を
、
そ
れ
も
差
異
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
内
に
定
立
す
る
や
う
な
同
一
性
の
原
理
（
窟
冒
9
℃
ご
ヨ
匡
・
簿
ぎ
笛
。
。
”
ρ
き
餌
貯
。
。
ゆ
冒
。
鳥
駅
。
冨
づ
け
貯
ヨ
。
。
主
膳
）
と
し
て
、
確
保
せ
し
め
る



1
こ
れ
が
資
格
論
文
の
基
本
的
構
想
な
の
で
あ
り
、
こ
の
論
文
の
学
術
的
意
味
も
そ
れ
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
て
、
さ
う
い
ふ
解
釈
に
必
然
的
に
向
は
し
め
る
道
標
に
、
吾
々
は
こ
こ
で
は
か
ら
ず
も
遭
遇
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
吾
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
描
像
が
、
も
は
や
資
格
論
文
だ
け
で
は
な
く
、
（
求
心
的
構
築
も
外
向
的
論
評
も
す
べ
て
含
め
た
・
）
イ
エ
ー
ナ
に
お
け
る
彼
の
思
想

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

活
動
全
体
を
、
そ
の
理
念
的
聯
関
に
お
い
て
展
示
す
る
端
緒
と
な
り
う
る
こ
と
も
亦
明
瞭
で
あ
ら
う
。

　
堅
持
す
べ
き
こ
の
描
像
を
、
吾
々
は
次
節
以
下
で
、
そ
の
発
端
か
ら
の
生
成
に
お
い
て
再
現
し
て
見
よ
う
。

二
　
各
当
事
者
の
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ビ
リ
タ
チ
オ
　
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ

　
　
　
ニ
⊥
　
実
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
受
験
を
願
ひ
出
る
よ
り
六
野
前
に
、
哲
学
部
正
教
授
会
は
、
資
格
試
験
に
関
す
る
改
正
学
則
の
厳
守
か

　
　
へ

　
　
た
を
、
改
め
て
申
し
合
せ
て
み
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
例
規
一
般
の
解
釈
を
厳
正
に
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
部
運
営
に

　
　
い
っ
そ
う
の
秩
序
を
齎
し
、
以
て
教
授
団
の
権
威
を
高
め
よ
う
と
い
ふ
・
哲
学
部
の
姿
勢
の
一
端
を
表
現
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
つ

　
　
た
。
し
か
し
、
さ
う
い
ふ
意
志
は
何
処
か
ら
生
れ
て
来
た
の
か
。
i
イ
エ
ー
ナ
大
学
が
そ
の
当
時
置
か
れ
て
み
た
状
況
を
、
更
に
は
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
代
の
背
景
と
い
ふ
も
の
を
、
歴
史
的
記
述
を
ぽ
二
、
三
顧
み
な
が
ら
、
一
瞥
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
一
十
八
世
紀
最
後
の
十
年
、
「
啓
蒙
」
は
愈
≧
遠
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
既
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
登
場
に
よ
っ
て
、
啓
蒙
期
哲
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
は
三
世
代
九
十
年
に
わ
た
る
そ
の
命
数
を
終
へ
て
る
た
。
（
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ソ
ト
）
　
し
か
し
、
文
学
的
創
作
、
社
会
的
風
潮
、
更
に
現
実
政

　
　
治
と
い
ふ
や
う
な
文
脈
で
の
・
生
の
諸
聯
関
に
お
い
て
は
、
無
常
の
鋼
来
は
い
っ
そ
う
迅
速
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
啓
蒙
か
ら
生
れ
な
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
マ
ニ
テ
　
ト

　
　
啓
蒙
を
斌
慨
し
た
鬼
子
ど
も
に
も
亦
、
裁
き
と
滅
び
の
日
が
早
く
も
訪
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
理
性
・
寛
容
・
人
間
愛
・
世
界
市
民

　
　
性
、
そ
し
て
自
由
、
と
い
っ
た
理
念
に
は
、
激
情
あ
る
ひ
は
古
典
性
・
自
己
主
張
お
よ
び
権
威
否
定
・
革
命
と
祖
国
愛
、
の
や
う
な
起
原

　
　
理
が
取
っ
て
代
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
も
亦
、
自
分
の
背
後
か
ら
自
分
自
身
に
よ
っ
て
突
刺
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
う
い
ふ
イ

螂
　
ロ
ニ
ー
は
、
特
に
政
治
的
現
実
の
中
で
、
革
命
か
ら
恐
怖
政
治
へ
の
転
換
と
し
て
、
あ
る
ひ
は
啓
蒙
君
主
の
．
専
制
君
主
へ
の
豹
変
と
し

1　
　
　
　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三



1］44

　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
．
　
、
　
　
　
　
　
　
一
四
四

て
、
万
人
誰
し
も
が
見
届
け
得
る
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
　
ベ
　
ラ
　
ロ
　
ル

　
ザ
ク
セ
ン
ー
ワ
イ
マ
ー
ル
公
カ
ー
ル
・
ア
ウ
グ
ス
ト
（
O
。
匹
》
置
σ
Q
霧
鉾
唱
竃
～
H
。
。
卜
。
。
。
．
）
は
、
も
と
も
と
自
由
主
義
的
な
心
術
の
ひ
と
で

あ
り
、
「
精
神
の
完
全
な
自
由
を
所
有
し
て
み
て
こ
そ
、
大
学
は
繁
栄
し
得
る
の
だ
」
と
い
ふ
信
念
に
お
い
て
は
終
生
一
貫
し
て
み
た
一

　
　
　
の
ち

は
る
か
後
、
カ
ー
ル
ス
パ
ー
ト
会
議
（
一
八
一
九
年
）
の
と
き
で
さ
へ
、
た
だ
ひ
と
り
、
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
に
楯
突
い
て
大
学
の
自
由
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

め
に
弁
明
し
た
ほ
ど
に
も
。
従
っ
て
、
九
十
年
代
の
初
期
、
フ
ィ
ヒ
テ
や
G
・
フ
ー
フ
ェ
ラ
ン
ト
た
ち
が
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
に
発
す
る

自
由
の
理
念
に
、
著
述
や
講
義
の
中
で
公
然
と
賛
意
を
表
明
し
た
と
き
も
、
ま
た
神
学
部
の
中
に
、
啓
蒙
の
立
場
に
立
っ
て
正
統
派
神
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

や
教
会
の
権
威
に
対
し
批
判
す
る
動
き
が
現
は
れ
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
そ
れ
に
一
枚
加
は
つ
た
折
も
、
更
に
こ
の
人
が
神
学
者
パ
ウ
ル
ス
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

も
に
、
学
生
結
社
へ
の
反
対
組
織
た
る
「
自
由
人
同
盟
（
b
σ
口
乱
伍
臼
ヰ
Φ
冨
鵠
ζ
ぎ
コ
費
）
」
と
結
ん
で
自
由
を
実
践
し
た
場
合
も
一
い
つ

れ
も
、
彼
は
反
対
勢
力
に
動
か
さ
れ
な
い
で
み
た
。
し
か
し
か
う
し
た
「
ジ
ャ
コ
バ
ン
主
義
者
」
の
そ
の
ひ
と
り
が
、
い
か
に
純
学
術
的

な
信
怠
か
ら
に
せ
よ
、
「
無
神
論
」
を
頑
強
に
主
張
す
る
に
及
ん
で
は
、
大
学
の
維
持
者
た
る
ザ
ク
セ
ソ
ー
ワ
イ
マ
ー
ル
公
に
残
さ
れ
た

道
は
、
最
早
ひ
と
つ
し
が
な
か
っ
た
。
（
一
七
九
八
年
）
ー
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
は
、
中
部
ド
イ
ツ
の
こ
の
名
門
大
学
の
中
に
、
こ
の
や
う

な
波
紋
を
、
即
ち
教
授
団
内
部
の
、
ま
た
理
事
者
と
教
授
団
と
の
あ
ひ
だ
の
、
最
後
に
各
自
の
内
面
の
、
思
想
法
政
治
的
な
対
立
・
蔦

藤
・
動
揺
を
ば
、
惹
き
起
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。

　
イ
エ
ー
ナ
大
学
は
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
学
生
運
動
学
の
う
へ
に
不
朽
の
名
を
と
ど
め
て
み
る
。
対
仏
解
放
戦
役
か
ら
復
学
し
た
こ
こ
の
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
プ
ル
シ
ェ
ソ
シ
ャ
フ
ト

生
だ
ち
は
、
一
八
一
五
年
六
月
、
は
じ
め
て
全
学
的
な
学
生
組
合
を
結
成
し
、
そ
れ
が
全
ド
イ
ツ
の
大
学
に
波
及
し
て
、
　
一
八
一
七
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

十
月
の
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
祭
に
お
け
る
全
国
学
生
組
合
の
結
成
に
ま
で
発
展
す
る
。
し
か
し
、
元
来
は
郷
国
別
の
学
生
結
社
（
ω
窪
島
窪
8
苧

。
a
窪
）
が
（
祖
国
愛
と
い
ふ
）
理
念
に
基
い
た
精
神
的
組
織
に
ま
で
そ
の
や
う
に
変
容
し
て
ゆ
く
運
動
を
、
逆
に
、
イ
エ
ー
ナ
大
学
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

お
け
る
抑
≧
の
原
点
に
ま
で
撃
っ
て
ゆ
く
と
、
そ
こ
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
に
触
発
さ
れ
た
数
≧
の
学
生
騒
擾
（
就
中
、
　
一
七
九
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

の
紛
争
）
が
見
出
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
の
波
動
が
次
の
世
紀
に
ま
で
引
き
継
が
れ
て
み
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
一
の
み
な
ら
ず
、
大
学
の
外
か
ら
も
亦
、
い
ろ
い
ろ
な
鴛
音
が
あ
る
ひ
は
近
づ
き
、
あ
る
ひ
は
既
に
通
り
過
ぎ
つ
つ
あ
っ
た
。
大
学

に
お
け
る
精
神
的
生
の
そ
の
変
革
に
直
面
し
て
、
教
授
陣
や
制
度
面
を
充
実
し
ょ
う
と
す
る
努
力
が
、
こ
の
頃
か
ら
漸
く
各
国
で
顕
著
に

な
っ
て
く
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
で
も
．
ハ
ー
デ
ソ
で
も
大
学
の
諸
制
度
の
再
編
成
な
い
し
新
組
織
が
着
手
さ
れ
る
。
特
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
は
ザ

ク
セ
ン
を
上
回
る
待
遇
に
よ
っ
て
学
者
の
招
聰
に
乗
り
出
し
た
。
に
も
拘
ら
ず
、
ザ
ク
セ
ン
：
ワ
イ
マ
ー
ル
公
に
は
十
分
な
資
力
が
な
い
。

こ
れ
ら
が
重
な
っ
て
、
特
に
一
八
〇
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
、
イ
エ
ー
ナ
か
ら
大
量
の
頭
脳
が
流
聞
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
気
に
か
か
る
の
は
、
同
僚
の
去
就
や
動
静
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
大
学
町
に
、
「
理
性
の
世
紀
」
が
終
り
ゆ
く
頃
か
ら
一
気
に

　
　
　
　
　
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
　
　
　

ロ
マ
ン
テ
ィ
ユ
ク

燃
え
上
っ
た
観
念
論
哲
学
お
よ
び
浪
漫
主
義
文
学
の
運
動
は
、
群
れ
集
ふ
数
多
の
天
才
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
・
精
神
的
世
界
の
霊
的
出

来
事
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
「
象
牙
の
塔
」
で
撲
学
を
講
ず
る
者
に
と
っ
て
は
、
寧
ろ
「
文
士
た
ち
の
お
祭
り
騒
ぎ
（
侮
霞
簿
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

屋
誌
。
冨
ω
窪
。
。
）
」
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
文
士
ら
の
向
う
意
気
の
強
さ
や
私
生
活
も
、
狭
い
大
学
町
で
は
、
目
障
り
耳
障
り
で

は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
い
な
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
ら
が
大
学
の
講
壇
に
関
与
す
る
と
き
、
屡
≧
災
厄
が
齎
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
後
述
一
五
八
更
九
頁
）

　
1
要
す
る
に
、
大
学
も
大
学
人
も
、
十
年
こ
の
か
た
、
外
か
ら
の
、
ま
た
内
か
ら
の
激
し
い
衝
迫
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
掻
き
立
て
ら

れ
、
そ
し
て
自
分
で
も
活
溌
に
動
い
て
み
た
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
不
安
定
且
つ
不
透
明
な
状
況
を
念
頭
に
お
い
て
こ
そ
、
正
教
授
会
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

い
か
な
る
意
図
の
も
と
に
学
則
を
励
行
し
よ
う
と
し
て
み
た
の
か
、
更
に
、
こ
の
申
し
合
せ
か
ら
僅
か
六
日
し
か
経
っ
て
る
な
い
時
点
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
に
、
何
故
に
、
学
部
長
の
第
一
次
回
章
に
対
し
正
教
授
の
半
数
が
、
学
則
通
り
公
開
討
論
を
実
施
す
る
や
う
わ
ざ
わ
ざ
念
を
押
し
て
ゐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
ォ
　
ツ
ム

る
の
か
、
が
理
解
さ
れ
得
よ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
申
請
に
対
し
、
正
教
授
会
の
判
断
は
、
好
意
的
・
実
務
的
・
消
極
的
と
三
分
し
た
け
れ

ど
も
、
「
学
則
遵
守
」
は
そ
れ
ら
す
べ
て
に
共
通
し
て
み
た
の
で
あ
っ
た
。
1
し
か
し
、
資
格
試
験
に
お
い
て
厳
守
さ
れ
る
こ
と
が
そ
れ

ほ
ど
ま
で
に
も
望
ま
し
か
っ
た
学
則
と
は
、
こ
の
と
き
、
い
っ
た
い
ど
の
や
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ピ
リ
タ
チ
オ
ほ
ソ

　
ニ
ー
ニ
　
イ
エ
ー
ナ
大
学
哲
学
部
の
そ
の
当
時
の
規
約
で
は
、
開
講
許
可
の
申
請
（
つ
ま
り
資
格
試
験
実
施
の
願
ひ
出
）
が
出
来
る
の

　
　
　
　
一
八
○
扁
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五
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折
口
学
研
究
　

臨
弟
五
百
一
血
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
ニ
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
ク
ト
ル
　
　
　
　
　
　
マ
ギ
ス
テ
ル

は
、
学
位
取
得
者
（
づ
同
O
ヨ
O
偉
償
q
摩
）
、
即
ち
博
士
ま
た
は
修
士
の
称
号
（
注
（
2
）
参
照
）
を
所
有
す
る
者
、
に
限
ら
れ
て
み
た
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

へ
ー
ゲ
ル
の
や
う
に
学
位
を
他
の
地
で
取
得
し
た
者
が
、
こ
こ
の
大
学
で
開
講
し
・
そ
れ
に
よ
っ
て
大
学
教
師
と
し
て
の
経
歴
を
始
め
よ

う
と
志
す
場
合
に
は
、
彼
は
ω
先
づ
、
自
分
の
学
位
が
こ
こ
で
授
与
さ
れ
る
或
る
学
位
に
相
当
す
る
こ
と
の
、
そ
の
認
定
（
乞
。
。
・
践
穿
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
ク
ト
ル

ぎ
誘
）
を
受
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
イ
エ
ー
ナ
で
博
士
と
な
っ
た
・
他
の
開
講
志
望
者
と
、
そ
の
や
う
に
し
て
形
式
上
同
じ
立
場
に
立
つ

た
あ
と
で
は
じ
め
て
、
②
彼
に
対
し
本
来
の
資
格
試
験
が
、
即
ち
ω
自
著
に
基
く
公
開
討
論
（
U
9
蓉
註
8
）
と
㈹
仮
講
義
と
が
、
実

施
さ
れ
た
。
1
か
う
し
た
内
容
や
順
序
は
、
既
に
十
八
世
紀
の
中
葉
か
ら
、
次
第
に
規
約
と
し
て
定
式
化
し
始
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
緯

を
経
て
、
最
近
、
こ
の
や
う
な
秩
序
に
到
達
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
世
紀
が
降
る
に
つ
れ
、
そ
れ
ら
の
他
に
も
更
に
い
ろ

い
ろ
な
要
求
が
開
講
志
望
の
博
士
た
ち
に
提
出
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
て
み
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
申
請
に
対
し
、
学
部
長
は
最
初
の
公
式
回
答

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
際
、
③
郷
国
に
お
け
る
公
的
関
係
、
所
有
資
産
、
今
後
の
生
活
計
画
な
ど
個
人
的
な
生
活
状
況
に
つ
い
て
、
文
書
等
を
以
て
説
明
す

る
や
う
彼
に
求
め
て
み
る
が
、
こ
れ
は
一
七
九
九
年
十
月
の
教
授
団
決
定
に
基
い
た
照
会
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
「
建
学
以
来
そ
の
第

三
世
紀
に
入
っ
た
我
が
大
学
を
、
ま
る
で
創
立
し
直
さ
う
と
で
も
す
る
か
の
ご
と
く
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
か
ら
先
生
方
が
続
ヒ
移
住
し
て

来
る
」
と
囁
か
れ
た
や
う
に
、
私
講
師
や
そ
の
候
補
者
た
ち
が
大
学
問
を
頻
り
に
（
た
と
へ
ぼ
漫
吟
の
先
輩
を
頼
っ
て
）
移
動
し
て
み
た

時
代
背
景
が
窺
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
i
そ
れ
は
と
も
か
く
、
以
下
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
素
志
実
現
の
経
過
を
、
㈹
↓
ω
↓
②
の
順
序
に

追
ひ
か
け
て
見
よ
う
。

　
二
一
三
　
〔
第
二
次
請
願
書
。
前
半
〕
一
（
開
講
す
る
と
し
て
も
）
生
計
の
ほ
う
は
今
後
ど
う
し
て
ゆ
く
の
か
、
生
活
を
保
証
す
る
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
レ
ソ
き

産
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
ふ
お
尋
ね
に
つ
き
ま
し
て
は
、
聖
哲
学
部
が
若
し
、
才
能
や
才
能
に
基
い
た
生
活
の
可
能
性
を
ば
〔
本
人

　
　
　
フ
ェ
ア
メ
　
ゲ
ソ

固
有
の
〕
資
産
と
し
て
は
御
考
へ
に
な
ら
ず
、
ま
た
、
生
活
を
保
証
す
る
に
足
る
・
十
分
な
不
労
翫
得
が
あ
る
か
ど
う
か
を
お
尋
ね
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
し
　
ト

な
っ
て
み
る
の
で
も
な
く
て
、
真
実
、
苦
境
に
陥
っ
た
と
き
の
保
証
の
こ
と
を
指
し
て
お
い
で
な
の
で
し
た
ら
、
愚
生
は
至
極
明
瞭
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

答
へ
出
来
ま
す
、
さ
う
い
ふ
緊
急
の
場
合
に
は
、
第
一
に
数
千
グ
ル
デ
ン
も
あ
る
資
産
（
①
ぢ
9
墓
①
慧
σ
q
窪
3
拐
窪
山
睾
O
昆
脅
p
ぴ
⑦
。
・
什
？



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
訂
強
要
く
2
ヨ
α
σ
q
魯
）
が
、
第
二
に
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
に
お
け
る
愚
生
の
具
体
的
立
場
が
愚
生
を
保
護
致
し
ま
す
、
と
。
（
傍
点
は
筆
者
の

　
　
附
加
）
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
デ
　
ィ
　
プ
　
ロ
　
ム

　
　
　
哲
学
部
か
ら
第
一
次
回
章
の
結
論
を
通
知
さ
れ
る
と
（
八
月
十
五
日
）
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
即
日
学
位
証
書
を
提
出
し
、
そ
れ
に
第
二
次
の

　
　
請
願
書
を
添
へ
た
。
そ
の
前
半
が
右
に
掲
げ
た
陳
述
で
あ
っ
て
、
哲
学
部
は
こ
の
申
告
に
満
足
し
た
。
即
ち
、
哲
学
部
は
こ
の
陳
述
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ャ
ン
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ム
ト

　
　
容
を
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
氏
は
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
と
具
体
的
な
繋
が
り
が
あ
り
、
時
節
が
来
れ
ば
彼
の
郷
国
で
公
職
に
就
く
で
あ
ら
う
か
ら
、

　
　
必
ず
し
も
当
地
に
長
居
し
な
い
で
あ
ら
う
。
更
に
、
彼
は
数
千
グ
ル
デ
ン
の
個
人
資
産
の
規
有
を
も
吾
々
に
申
告
し
て
来
て
み
る
」
と
い

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

　
　
ふ
ふ
う
に
受
取
っ
て
、
公
式
記
録
に
そ
の
や
う
に
載
せ
た
の
で
あ
る
。
一
し
か
し
、
こ
こ
で
吾
々
は
、
当
事
者
と
同
時
代
に
み
る
の
で

　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

　
　
は
な
い
利
点
を
、
解
釈
の
中
に
努
め
て
生
か
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
吾
々
は
、
所
謂
『
履
歴
書
草
稿
』
（
資
格
試
験
の
約
三
年

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
後
に
書
か
れ
、
更
に
百
年
以
上
経
っ
て
漸
く
公
刊
さ
れ
た
文
書
）
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
掲
の
彼
の
言
葉
の
、
そ
の
真
意
を
い

　
　
つ
そ
う
批
判
的
に
問
ひ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
一

　
　
　
先
づ
、
「
郷
国
と
の
具
体
的
な
繋
が
り
（
＜
o
浮
睦
9
尻
。
。
①
）
」
と
い
ふ
の
は
P
　
l
そ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
一
七
九
三
年
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ

　
　
ト
ガ
ル
ト
で
正
牧
師
候
補
者
試
験
に
合
格
し
、
そ
の
結
果
、
彼
に
は
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
に
お
い
て
、
正
牧
師
候
補
老
（
》
誉
註
詳
禽
帥
三

　
　
ゆ
ぎ
Φ
国
母
露
亀
①
）
と
い
ふ
身
分
が
生
じ
、
こ
れ
が
爾
来
（
副
牧
師
勤
務
は
未
だ
済
ん
で
み
な
い
も
の
の
）
ず
っ
と
存
続
し
て
み
る
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
い
っ
た
事
摺
を
指
す
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
客
観
的
に
は
同
一
の
こ
の
公
的
身
分
に
対
し
、
第
二
次
請
願
書
と
『
履
歴
書
草
稿
』
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
つ
ぎ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

　
　
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
姿
勢
が
微
妙
に
、
し
か
し
判
然
と
異
な
っ
て
み
る
。
資
格
試
験
に
臨
む
ヘ
ー
ゲ
ル
の
念
頭
に
は
、
な
ほ
発
艦
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
つ
ま
り
聖
職
者
へ
転
進
す
る
道
が
、
思
ひ
浮
べ
ら
れ
て
み
た
一
少
く
と
も
哲
学
部
は
彼
の
陳
述
を
そ
の
や
う
に
理
解
し
た
し
、
第
二
次

　
　
請
願
書
に
は
た
し
か
に
そ
の
や
う
に
読
み
と
ら
せ
る
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
た

　
　
　
と
こ
ろ
が
、
『
履
歴
書
草
稿
』
に
登
場
し
て
来
る
の
は
、
哲
学
教
授
へ
の
道
を
直
走
ら
う
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
。
1
だ
い
た
い

即
　
正
牧
師
候
補
者
の
身
分
を
得
た
の
は
両
親
の
希
望
に
沿
っ
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
大
学
で
神
学
を
始
終
積
極
的
に
研
究
し
た
の
も
、

1　
　
　
　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
八

4811

@
且
つ
副
牧
師
の
勤
務
に
は
就
か
な
い
で
家
庭
教
師
の
道
を
選
ん
だ
の
も
、
そ
れ
が
結
局
は
古
典
文
学
お
よ
び
哲
学
の
研
究
に
い
っ
そ
う
便

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

　
　
利
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
否
、
こ
の
イ
エ
ー
ナ
に
か
う
し
て
来
住
し
た
こ
と
自
体
が
、
〔
聖
職
に
で
は
な
く
〕
豫
て
天
職
と
思
ひ
定
め

　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
た
す
ら

　
　
て
る
た
哲
学
の
道
に
只
管
専
念
し
切
る
た
め
の
決
定
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
　
（
前
野
、
一
六
頁
）
i
し
か
し
こ
の
や
う
な
語
気
の
中
に
、
吾

　
　
々
は
、
果
し
て
、
人
生
の
最
高
決
断
点
に
到
達
し
な
が
ら
・
な
ほ
も
諸
可
能
性
の
問
で
揺
れ
動
い
て
み
る
不
決
断
な
い
し
不
透
明
な
人
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
を
認
め
う
る
で
あ
ら
う
か
。
寧
ろ
、
彼
が
述
べ
て
み
る
の
は
、
学
問
へ
の
一
筋
道
を
最
後
的
に
選
択
し
た
の
は
、
開
講
の
地
を
イ
エ
ー
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
と
決
定
す
る
よ
り
も
か
な
り
以
前
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
が
ひ

　
　
　
そ
し
て
、
結
局
、
二
通
の
文
書
の
あ
ひ
だ
の
、
か
う
し
た
相
違
を
ど
う
理
解
す
る
に
せ
よ
一
た
と
へ
ば
、
『
履
歴
書
草
稿
』
の
と
き
は
、

　
　
彼
は
、
三
年
と
い
ふ
歳
月
の
経
過
や
、
員
外
教
授
へ
の
任
命
を
請
願
す
る
現
在
（
一
八
〇
四
年
）
の
立
場
な
ど
に
よ
っ
て
、
資
格
試
験
当

　
　
時
の
記
億
を
い
つ
し
か
改
寄
し
て
み
た
の
だ
、
と
い
ふ
ふ
う
に
心
理
的
に
理
解
す
る
に
せ
よ
、
あ
る
ひ
は
は
じ
め
に
、
将
来
帰
郷
す
る
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
能
性
を
彼
が
ほ
の
め
か
し
た
の
は
、
開
講
権
を
取
得
し
や
す
く
す
る
た
め
の
駈
引
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
推
定
す
る
に
せ
よ
、
等
≧
i

　
　
い
つ
れ
に
し
て
も
、
彼
が
、
立
ち
い
っ
た
解
釈
が
必
要
な
ほ
ど
に
相
違
し
た
説
明
を
前
後
に
与
へ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、

　
　
彼
が
一
応
「
感
じ
が
よ
く
、
信
用
し
う
る
人
物
（
ぴ
q
暮
臼
§
庫
。
。
。
ま
自
浄
p
暮
）
」
1
哲
学
部
長
は
初
対
面
の
際
、
さ
う
い
ふ
印
象
を
受
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
た
一
に
見
え
な
が
ら
、
実
は
、
（
恐
ら
く
は
自
分
自
身
で
も
）
し
か
と
は
断
定
し
尽
せ
な
い
不
透
明
な
動
揺
を
内
に
蔵
し
て
み
た
、
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
ふ
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
し
か
も
こ
の
不
透
明
さ
は
、
彼
の
内
面
的
生
全
体
の
実
存
的
不
安
か
ら
、
つ
ま
り
、
学
そ
の
も
の
へ
集

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
中
し
ょ
う
と
す
る
運
動
も
、
そ
れ
と
同
じ
く
内
面
的
生
に
属
し
な
か
ら
、
い
は
ば
「
内
に
お
け
る
外
」
と
も
言
ふ
べ
き
遠
心
的
・
世
界
志

　
　
向
的
運
動
（
た
と
へ
ぼ
評
論
活
動
）
も
、
更
に
そ
れ
ら
の
相
互
競
舎
さ
へ
も
、
す
べ
て
無
化
す
る
や
う
な
不
安
の
中
か
ら
、
発
現
し
て
き

　
　
て
る
た
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
（
前
稿
、
一
七
頁
）
一
と
も
あ
れ
、
い
ま
暫
く
第
二
次
請
願
書
の
分
析
を
続
け
て
見
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ニ
ァ
メ
ド
ゲ
ソ

　
　
　
ニ
ー
囚
ま
た
、
「
資
産
数
千
グ
ル
デ
ン
」
と
言
ふ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
ど
こ
ま
で
彼
を
現
実
に
支
へ
う
る
能
力
で
あ
っ
た
の
だ

　
　
ら
う
か
。
ー



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
　
唄
七
九
九
年
三
月
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
父
親
の
遺
産
こ
し
て
、
三
｝
五
四
グ
ル
デ
ン
除
り
を
受
取
る
。
こ
の
金
員
は
、
た
し
か
に
、
彼
に
、

　
家
庭
教
師
と
い
ふ
孤
独
な
環
境
か
ら
離
陸
し
・
大
学
私
講
師
の
世
界
へ
向
け
て
飛
翔
す
る
決
意
を
固
め
さ
せ
る
の
に
、
十
分
な
額
で
は
あ

　
　
つ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
客
観
的
に
は
、
ど
れ
だ
け
の
価
値
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ら
う
か
。

　
　
　
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
一
年
半
滞
在
し
て
お
り
ま
し
た
あ
ひ
だ
に
、
私
は
文
筆
の
仕
事
を
し
、
サ
ラ
リ
ー
を
倹
約
し
て
五
〇
〇
フ
ロ
リ

　
　
ン
（
踵
。
ユ
鐸
グ
ル
デ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
名
）
を
貯
め
ま
し
た
。
五
〇
〇
グ
ル
デ
ン
あ
れ
ば
、
世
界
の
ど
こ
に
る
て
も
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
ほ
ど

　
　
物
価
の
高
く
な
い
と
こ
ろ
な
ら
、
少
な
く
と
も
一
年
間
の
経
済
は
保
証
さ
れ
る
と
思
ひ
ま
す
。
」
t
一
七
九
八
年
十
月
十
日
、
ヘ
ル
ダ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
リ
ー
ン
は
ホ
ン
ブ
ル
ク
か
ら
、
母
に
あ
て
て
こ
の
や
う
に
書
き
送
っ
た
、
尤
も
詩
人
の
こ
の
胸
算
用
は
大
き
く
は
つ
れ
、
十
一
ケ
聖
目
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
ら
立
続
け
に
送
金
を
仰
ぐ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
。
即
ち
、
青
年
哲
学
者
に
分
与
さ
れ
た
も
の
は
、
詩
人
で
も
六
十
三
ケ
月
間
は
生
活

　
　
出
来
る
ほ
ど
の
額
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
　
ま
た
、
『
イ
エ
ー
ナ
大
学
史
』
は
次
の
や
う
な
、
興
味
深
く
は
あ
る
が
少
≧
不
思
議
な
数
字
を
挙
げ
て
み
る
。
ー
イ
エ
ー
ナ
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
当
時
、
大
学
生
が
か
つ
か
つ
生
活
し
て
ゆ
く
（
ε
緯
曹
霊
σ
q
一
。
げ
曾
）
の
に
、
年
間
約
二
五
〇
グ
ル
デ
ン
は
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
初
等

　
　
中
等
教
育
の
教
師
は
概
し
て
一
二
五
グ
ル
デ
ン
以
下
、
達
て
い
の
場
合
、
八
七
・
五
な
い
し
一
〇
〇
グ
ル
デ
ン
し
か
所
得
が
な
か
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
そ
れ
位
は
未
熟
練
勤
労
老
や
日
傭
ひ
で
も
稼
い
で
み
た
の
で
あ
る
、
と
。
一
従
っ
て
、
吾
≧
の
哲
学
老
は
、
学
生
貴
族
な
み
の
生
活
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
過
す
場
合
に
は
、
イ
エ
ー
ナ
で
約
十
二
年
半
は
持
堪
へ
ら
れ
た
の
で
な
い
だ
ら
う
か
。

　
　
　
勿
論
、
所
得
体
系
も
物
価
体
系
も
、
居
住
地
に
よ
り
職
業
に
よ
り
身
分
に
よ
っ
て
全
く
ま
ち
ま
ち
な
時
代
で
あ
っ
た
。
社
会
的
身
分
と

　
　
実
質
的
収
入
と
の
間
に
は
、
屡
≧
懸
り
に
も
大
き
な
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
あ
っ
た
。
た
と
へ
ぼ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
一
八
〇
五
年
二
月
に
員
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
へ

　
　
教
授
と
し
て
任
用
さ
れ
、
翌
年
夏
に
は
、
宰
相
ゲ
ー
テ
の
発
議
で
、
年
俸
が
特
旨
を
以
て
承
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
年
額
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ギ
　
ム
　
ナ
　
ジ
ウ
ム

　
　
○
ラ
イ
ヒ
ス
タ
ー
レ
ル
（
約
一
二
五
グ
ル
デ
ン
）
で
し
か
な
い
。
し
か
る
に
、
一
八
○
八
年
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
高
等
中
学
校
の
校
長

即
　
兼
教
授
と
な
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
、
そ
の
年
俸
は
、
何
と
一
一
〇
〇
グ
ル
デ
ン
で
あ
っ
た
。
ー

ユ　
　
　
　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
へ
！
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
〇

　
他
方
、
次
の
や
う
な
諸
事
実
も
勘
合
さ
る
べ
き
で
あ
牡
う
。
ω
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
や
う
な
物
価
の
高
い
土
地
に
お
い
て
さ
へ
、
そ

し
て
詩
人
で
さ
へ
、
一
年
半
に
五
〇
〇
グ
ル
デ
ン
を
貯
へ
得
て
み
る
こ
と
。
（
し
か
も
、
哲
学
者
の
同
地
滞
在
は
ほ
ぼ
四
年
に
お
よ
ん
で

み
る
。
）
　
②
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
一
七
九
三
年
以
来
、
一
八
〇
五
年
六
月
末
ま
で
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
の
宗
務
庁
（
剛
（
Q
P
o
唐
一
㎝
け
O
婦
一
¢
5
P
）
を

通
じ
、
正
牧
師
候
補
者
と
し
て
年
額
二
〇
グ
ル
デ
ン
を
故
国
か
ら
受
け
取
っ
て
み
た
こ
と
。
（
注
（
1
8
）
参
照
）
③
イ
エ
…
ナ
来
住
以
後
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
新
し
い
収
入
の
途
が
開
か
れ
た
こ
と
。
た
と
へ
ば
、
『
哲
学
評
論
』
の
発
行
者
た
る
書
蜂
コ
ッ
タ
は
、
そ
の
発
行
部
数
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ノ
ラ
　
ル

僅
少
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
（
年
間
五
百
部
程
度
と
推
定
さ
れ
る
）
、
印
税
を
筆
頭
編
輯
者
シ
ェ
リ
ン
グ
に
〔
一
括
し
て
〕
支
払
っ
て
み
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

（
H
・
ブ
フ
ナ
ー
博
士
の
調
査
結
果
。
）
そ
れ
が
、
こ
の
論
評
誌
全
体
の
少
く
と
も
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
執
筆
し
た
副
編
輯
老
に
全
く
届
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
い

か
っ
た
、
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
一
し
か
も
収
入
源
は
こ
れ
ら
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
寧
ろ
、
私
講
師
に
と
っ
て
は
、
聴
講
料
こ
そ
米

え
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

塩
の
源
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
㈲
『
キ
ム
メ
ル
レ
資
料
』
に
よ
れ
ぽ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
イ
エ
ー
ナ
大
学
で
実
際
に
講
義
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
タ
ロ
じ
ク

得
た
の
は
、
一
八
〇
一
～
二
年
冬
学
期
か
ら
一
八
〇
六
年
夏
学
期
ま
で
の
都
合
一
〇
ゼ
メ
ス
タ
ー
で
あ
る
が
、
こ
の
期
間
の
講
義
目
録

に
現
は
れ
た
・
彼
の
講
義
題
目
の
数
は
二
十
一
に
達
す
る
。
そ
の
う
ち
、
九
つ
の
講
義
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
実
際
に
行
は
れ
た
と
い

ふ
直
接
間
接
の
証
拠
が
あ
り
、
更
に
そ
れ
ら
の
う
ち
七
講
義
ま
で
は
聴
講
者
数
も
判
明
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
七
講
義
に
は
、

最
も
多
い
と
き
に
は
三
〇
名
、
少
い
場
合
に
も
十
一
名
、
総
数
一
四
二
名
の
聴
講
者
が
訪
れ
て
み
る
。
（
倶
し
、
実
施
さ
れ
た
と
い
ふ
証

拠
の
な
い
十
二
講
義
も
、
す
べ
て
が
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
た
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
、
掲
示
板
で
公
示
さ
れ
る
だ
け
の
追
加
講
義
を
、

彼
が
一
度
も
行
っ
た
こ
と
が
な
い
か
ど
う
か
、
判
定
す
る
に
足
る
資
料
も
な
い
。
）
1
聴
講
老
は
、
そ
の
う
ち
五
講
義
に
つ
い
て
は
三
ラ

　
　
　
　
　
（
2
3
）

ウ
プ
タ
ー
レ
ル
（
約
六
．
一
グ
ル
デ
ン
）
を
、
　
一
講
義
（
聴
講
者
十
一
名
）
に
つ
い
て
は
ニ
ラ
ウ
プ
タ
ー
レ
ル
を
納
入
し
た
。
（
十
七
名
が

聴
講
し
た
・
一
八
〇
五
～
六
年
冬
学
期
の
「
哲
学
史
」
講
義
に
つ
い
て
は
、
聴
講
料
の
額
は
不
明
で
あ
る
。
）
従
っ
て
、
イ
エ
ー
ナ
大
学

出
納
局
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
講
師
の
六
講
義
の
聴
講
生
か
ら
総
計
三
六
四
ラ
ウ
プ
タ
ー
レ
ル
（
約
七
四
〇
グ
ル
デ
ン
）
を
五
年
間
に
わ
た
っ
て

領
収
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
か
ら
ど
れ
だ
け
の
も
の
が
こ
の
私
講
師
に
還
元
さ
れ
た
か
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。
－
然
し
、
い
つ
れ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に
せ
よ
、
『
キ
ム
メ
ル
レ
資
料
』
を
仔
細
に
分
析
す
る
な
ら
ば
、
右
に
記
し
た
限
り
の
数
字
は
、
ま
つ
確
実
に
算
出
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ん
き
ょ

　
　
加
へ
て
、
ザ
ク
セ
ン
ー
ワ
イ
マ
ー
ル
公
が
の
ち
に
彼
に
允
許
し
た
年
俸
は
正
心
二
五
グ
ル
デ
ン
（
一
四
九
頁
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
ω
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ら
③
ま
で
の
状
況
と
考
へ
合
せ
る
な
ら
ぽ
、
今
や
吾
々
は
、
イ
エ
ー
ナ
来
住
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
、
不
十
分
な
が
ら
そ
こ
そ
こ
の
収
入
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
あ
っ
た
、
と
推
定
し
う
る
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
故
、
「
資
産
出
逢
グ
ル
デ
ン
」
は
、
た
し
か
に
、
右
の
や
う
な
諸
条
件
と
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
待
っ
て
、
彼
の
学
問
的
構
築
を
ば
実
質
面
か
ら
極
め
て
強
力
に
支
へ
得
た
筈
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
し
ほ

　
　
　
ニ
ー
五
　
ま
さ
に
さ
う
推
理
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
こ
そ
、
次
の
や
う
な
諸
事
実
に
出
逢
つ
た
と
ぎ
、
吾
々
は
一
入
意
外
の
思
ひ
に
う

　
　
た
れ
る
の
で
あ
る
。
1
即
ち
、
一
八
〇
四
年
十
二
月
置
「
資
産
数
千
グ
ル
デ
ン
」
を
断
言
し
て
か
ら
未
だ
僅
か
三
年
四
ケ
月
に
し
か
な
ら

　
　
な
い
時
点
で
、
彼
が
早
く
も
、
借
金
の
返
済
の
千
三
を
、
し
か
も
同
郷
の
輝
け
る
先
輩
二
ー
タ
ソ
マ
ー
（
裟
Φ
チ
§
ヨ
①
斜
閃
μ
H
●
”
H
蕊
①
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
H
G
。
ら
。
。
）
に
対
し
乞
う
て
み
る
の
を
見
、
そ
し
て
そ
の
更
に
三
ケ
月
後
、
こ
の
人
に
用
立
て
て
も
ら
っ
て
み
た
六
〇
タ
ー
レ
ル
（
少
く
と
も
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
七
一
な
い
し
七
五
グ
ル
デ
ン
）
を
や
っ
と
半
額
だ
け
、
苦
心
惨
憺
の
末
、
返
済
し
え
た
に
す
ぎ
ぬ
姿
を
見
出
し
て
、
吾
々
と
し
て
は
柳
か
驚

　
　
き
且
つ
呆
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
頃
に
な
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
員
外
教
授
に
任
命
さ
れ
た
ぼ
か
り
な
の
に
、
も
う
、
イ
ェ

　
　
ー
ナ
を
去
り
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
そ
の
他
に
新
し
い
地
位
を
見
出
さ
う
と
し
て
積
極
的
に
動
き
廻
っ
て
み
る
。
が
、
そ
の
こ
と
は
、
彼
の
経

　
　
済
的
苦
境
の
件
と
と
も
に
、
こ
の
大
学
卒
で
次
第
に
周
知
の
こ
と
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
い
な
、
カ
ー
ル
・
ア
ウ
グ
ス
ト
公
や
顧
問
官
た

　
　
ち
ま
で
も
が
聞
知
し
つ
つ
あ
っ
た
。
1
い
つ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
や
う
に
窮
し
且
つ
浮
足
立
っ
て
る
る
彼
の
現
実
の
姿
と
、
さ
き
ほ
ど

　
　
か
ら
の
推
論
に
よ
っ
て
描
出
さ
れ
う
べ
き
像
と
の
そ
の
あ
ひ
だ
に
は
、
何
と
い
ふ
大
き
な
開
き
が
存
す
る
こ
と
か
。
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の

　
　
か
　
げ
き

　
　
簿
隙
を
充
填
す
る
に
足
る
伝
記
的
資
料
は
、
今
の
所
与
へ
ら
れ
て
る
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ニ
ア
メ
ヒ
ゲ
ソ

　
　
　
し
か
し
、
想
像
力
の
馳
駆
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
吾
々
は
端
的
に
断
言
出
来
よ
う
1
彼
の
資
産
な
る
も
の
は
実
は
客
観
的
に
は

　
　
　
　
　
ノ
コ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ェ
ア
メ
　
ゲ
ン

　
　
（
つ
ま
り
苦
境
の
と
き
に
は
）
、
彼
に
　
力
　
と
な
る
ほ
ど
の
も
の
で
な
か
っ
た
の
だ
、
と
。
そ
し
て
吾
々
は
更
に
、
若
干
の
状
況
証
拠

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

m
　
か
ら
し
て
、
彼
自
身
も
亦
自
分
の
足
許
の
そ
の
や
う
な
脆
さ
崩
れ
易
さ
を
ぬ
目
心
識
し
て
み
た
か
ら
こ
そ
、
資
格
試
験
の
と
き
、
あ
の
や
う
に

1　
　
　
　
　
　
一
八
○
＝
ヰ
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
二

旧－
　
身
勝
手
な
ま
で
に
攻
撃
的
に
振
舞
つ
た
の
だ
、
と
い
ふ
ふ
う
に
推
理
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
そ
の
状
況
は
又
、
多
く
の
私
講

　
　
師
候
補
者
に
も
共
通
し
た
一
般
的
状
況
で
あ
っ
た
。

　
　
　
二
⊥
ハ
　
こ
こ
で
ひ
と
つ
の
比
喩
を
用
ひ
て
、
彼
ら
出
願
者
の
立
場
を
具
体
的
に
思
ひ
浮
べ
て
見
よ
う
。
一
教
授
団
の
諸
賢
諸
公
（
ω
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ギ
　
　
ル
　
　
ド
　
　
　
　
　
サ
イ
ス
タ
じ

　
　
巳
9
・
。
9
鼠
ρ
ロ
。
》
ω
ω
ゆ
ω
ω
。
N
・
。
・
）
に
開
講
権
の
認
可
を
願
ひ
出
て
み
る
候
補
者
た
ち
は
、
い
は
ぽ
、
さ
る
地
の
同
業
組
合
聯
合
の
親
方
衆

　
　
に
開
業
認
可
を
申
請
し
て
み
る
・
新
来
の
職
人
（
匂
毒
σ
q
σ
q
。
ω
巴
①
）
の
や
う
な
立
場
に
あ
っ
た
。
他
の
地
の
ギ
ル
ド
が
彼
ら
に
つ
い
て
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
く
ど

　
　
の
徒
弟
修
業
の
修
了
を
証
明
し
て
み
る
以
上
、
ま
た
当
地
の
君
主
が
領
国
の
文
運
興
隆
の
た
め
に
国
狢
を
開
い
て
自
分
た
ち
に
給
凝
し
て

　
　
み
る
以
上
、
ギ
ル
ド
聯
合
と
し
て
は
、
こ
の
開
業
申
請
は
、
為
し
う
る
限
り
受
理
し
認
定
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
候
補

　
　
　
　
ノ
ス
ト
リ
フ
ィ
カ
チ
オ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
者
は
認
　
定
の
段
階
ま
で
は
主
導
的
で
あ
り
得
た
。
の
み
な
ら
ず
、
彼
が
既
に
し
っ
か
り
し
た
資
格
論
文
を
仕
上
げ
て
み
る
場
合
に

　
　
浄
、
学
位
証
書
を
提
示
し
・
認
定
料
お
よ
び
検
定
料
を
納
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
試
験
は
実
質
的
に
は
ほ
ぼ
終
了
し
た
、
と
言
っ
て
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ス
ボ
ン
デ
ソ
ト
　
　
オ
ポ
ネ
ソ
ト

　
　
か
っ
た
。
そ
の
あ
と
、
公
開
討
論
の
臼
ま
で
に
候
補
者
が
済
ま
せ
て
お
く
べ
き
こ
と
と
い
へ
ぼ
、
当
日
臨
席
の
応
答
者
・
反
論
者
お
よ

　
　
び
学
部
長
以
下
の
諸
教
授
用
に
、
孕
め
式
辞
と
謝
辞
と
を
ラ
テ
ン
語
で
起
草
し
て
お
く
こ
と
ぐ
ら
み
し
か
な
か
っ
た
。
1
そ
し
て
実
際
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
へ
：
ゲ
ル
が
そ
の
た
め
に
用
意
し
た
草
稿
が
見
出
さ
れ
て
み
る
。
ま
た
、
認
定
料
と
し
て
ル
イ
金
貨
四
枚
（
換
算
し
て
、
約
二
八
・
五
グ
ル

　
　
デ
ン
）
、
検
定
料
と
し
て
ニ
ス
ペ
キ
エ
ス
・
タ
ー
レ
ル
（
換
算
し
て
、
約
三
・
五
グ
ル
デ
ン
）
を
納
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
名
は
、
八
月

　
　
二
十
日
付
け
で
、
ザ
ク
セ
ン
公
国
の
博
士
名
簿
に
記
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
、
認
定
手
続
き
の
ほ
う
は
格
別
の
こ
と
も
な
く

　
　
済
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
（
学
位
証
書
は
既
に
十
五
日
に
直
接
提
示
さ
れ
て
み
る
。
）
1
だ
が
、
そ
れ
で
は
、
肝
腎
の
資
格
論
文
の
ほ
う
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
き

　
　
ど
う
な
っ
て
み
た
の
で
あ
ら
う
か
。
時
機
か
ら
い
へ
ぼ
、
少
く
と
も
、
重
切
に
ま
で
あ
と
一
笹
、
と
い
ふ
段
階
に
来
て
み
る
筈
で
あ
っ
た

　
　
け
れ
ど
も
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
し
か
し
、
候
補
者
に
と
っ
て
は
、
資
格
試
験
そ
の
も
の
よ
り
も
寧
ろ
、
開
講
権
を
得
た
の
ち
の
私
講
師
生
活
こ
そ
関
心
の
的
な
の
で
あ

　
　
り
、
そ
れ
が
ま
た
、
果
て
し
な
い
不
安
の
根
源
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
一
専
門
能
力
が
確
認
さ
れ
開
業
が
承
認
さ
れ
た
と
し
て



　
　
も
、
そ
の
あ
と
、
そ
の
営
業
が
果
し
て
、
そ
し
て
ど
う
成
り
立
っ
て
ゆ
く
か
は
、
勿
論
当
の
職
人
個
人
の
力
量
に
か
か
っ
て
み
る
問
題
で

　
　
あ
っ
て
、
ギ
ル
ド
の
親
方
衆
に
そ
こ
ま
で
面
倒
を
見
る
べ
き
責
任
は
な
い
。
同
様
、
開
講
権
の
認
可
と
い
ふ
の
は
、
「
構
内
で
の
講
義
、

　
　
勝
手
た
る
べ
し
」
と
い
ふ
御
墨
付
き
の
下
付
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
俸
禄
や
給
与
の
約
束
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
だ
か
ら
こ
そ
、
開

　
　
業
に
あ
た
っ
て
、
営
業
資
金
の
有
無
や
程
度
に
つ
い
て
あ
れ
ほ
ど
念
を
押
し
た
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
貴
君
は
胸
を
張
っ
て
「
資
産
数
千

　
　
グ
ル
デ
ン
」
と
申
告
し
た
で
は
な
い
か
。
i
）
従
っ
て
、
新
私
講
師
を
待
ち
う
け
て
み
る
の
は
、
大
学
教
師
と
し
て
生
き
残
る
た
め
の
、

　
　
苛
烈
極
ま
り
な
い
闘
争
の
一
日
一
日
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
開
業
資
金
が
洞
渇
し
て
し
ま
は
な
い
う
ち
に
、
彼
は
何
と
し
て
も
営
業
実
績
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
ん
こ
う

　
　
あ
げ
て
顧
客
を
確
保
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
資
金
が
減
耗
し
尽
す
ま
で
に
彼
の
工
房
な
り
店
舗
な
り
が
好
評
を
博
し
得
た
な
ら
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
ト
ロ
じ
ソ

　
　
あ
る
ひ
は
金
主
の
、
更
に
は
学
芸
の
庇
護
者
の
目
に
も
と
ま
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
さ
う
い
ふ
幸
運
に
恵
ま
れ
な
い
場
合
、
彼
は
空

　
　
し
く
工
房
を
閉
ぢ
店
を
た
た
ん
で
他
の
地
に
去
ら
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
、
そ
こ
で
再
度
運
命
に
挑
戦
す
る
た
め
に
。
一
た
と
へ
ば
、
少

　
　
し
の
ち
、
イ
エ
ー
ナ
大
学
哲
学
部
の
学
生
の
あ
ひ
だ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
フ
リ
ー
ス
と
並
び
、
最
も
崇
拝
者
の
多
か
っ
た
・
か
の
ク
ラ
ウ
ゼ

　
　
（
2
7
）

　
　
は
生
涯
不
住
不
遇
の
天
才
の
一
例
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
故
、
青
年
哲
学
者
が
掌
中
に
し
た
亡
父
の
遺
産
は
、
「
今
だ
！
戦
機
は
も
う
あ
と
に
は
来
な
い
」
と
い
ふ
・
生
涯
戦
略
上
最
高
の

　
　
決
断
を
彼
に
強
ひ
た
ぽ
か
り
で
な
く
、
実
は
、
い
つ
果
て
る
と
も
逆
賭
し
難
い
死
闘
の
渦
中
に
彼
を
投
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ン
ロ
ナ
ル

　
　
資
格
試
験
の
頃
に
彼
が
発
出
し
た
言
辞
や
文
書
の
、
そ
の
不
透
明
さ
、
ま
た
不
整
合
性
は
、
そ
れ
を
単
に
合
理
的
に
解
釈
し
、
戦
術
的
駈

　
　
引
き
や
性
格
的
偏
侮
に
の
み
帰
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
況
ん
や
、
全
く
懸
絶
し
た
状
況
を
尺
度
と
し
て
一
た
と
へ
ぼ
、
吾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
く
し
よ
じ
ん

　
　
々
に
も
な
ほ
残
存
し
て
み
る
読
書
人
の
理
想
を
以
て
、
あ
る
ひ
は
、
法
規
と
制
度
と
の
網
密
が
「
揺
藍
か
ら
墓
場
ま
で
」
の
一
切
を
（
勿

　
　
論
、
大
学
を
も
）
管
理
し
て
み
る
産
業
社
会
の
そ
の
発
想
を
以
て
一
批
評
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
彼
の

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

　
　
現
実
的
状
況
に
即
し
て
、
従
っ
て
生
そ
の
も
の
の
昏
さ
の
中
か
ら
現
出
し
た
実
存
的
不
安
と
し
て
、
理
解
さ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ら
う

塒
か
。

1　
　
　
　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
三
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
四

　
－
個
人
の
現
実
的
生
を
支
配
し
て
み
る
の
は
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
ま
だ
ま
だ
運
で
あ
り
偶
然
で
あ
っ
た
。
欄
度
的
な
も
の
の

多
く
は
た
だ
無
秩
序
に
錯
綜
す
る
の
み
で
、
な
ほ
罵
る
所
に
遣
漏
が
あ
り
、
個
人
の
生
涯
計
画
を
安
ん
じ
て
そ
の
上
に
展
開
出
来
る
や
う

な
基
盤
で
は
到
底
あ
り
得
な
か
っ
た
。
さ
う
い
ふ
堅
牢
な
実
在
的
聯
関
に
厳
し
く
制
約
さ
れ
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
学
的
体
系
と
い
ふ
理
念

的
聯
関
を
創
り
出
す
こ
と
は
、
さ
な
が
ら
、
爪
先
で
浅
瀬
を
探
り
つ
つ
奔
流
を
簸
る
に
も
等
し
か
っ
た
。
こ
の
状
況
で
は
、
精
神
的
生
は
、

た
だ
自
分
自
身
に
内
在
す
る
も
の
だ
け
を
（
そ
れ
が
い
か
に
青
臭
く
粗
削
り
で
あ
ら
う
と
も
）
信
じ
き
っ
て
、
捨
身
に
生
き
る
ほ
か
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

で
あ
ら
う
。
然
し
そ
の
一
方
、
個
人
も
時
代
も
、
も
は
や
夢
を
見
な
く
な
る
ほ
ど
に
老
化
し
て
は
み
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
、
急
滞
に
架
橋

な
き
は
著
し
い
不
正
で
あ
り
不
合
理
で
あ
る
と
非
を
鳴
ら
す
や
う
な
驕
慢
を
未
だ
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
　
ハ
　
リ
　
ヒ

　
か
く
し
て
、
資
格
試
験
と
い
ふ
具
体
的
な
問
題
を
機
縁
に
、
ふ
た
つ
の
意
志
が
、
つ
ま
り
正
教
授
会
と
私
講
師
候
補
者
ヘ
ー
ゲ
ル
氏
と

　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
あ
ひ
ま
み

が
、
こ
こ
で
ひ
と
つ
の
場
に
お
い
て
稲
見
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
前
老
が
意
図
す
る
の
は
学
則
の
励
行
で
あ
り
、
そ
の
目
的
と

す
る
所
は
大
学
の
権
威
の
確
立
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
前
者
の
こ
の
立
場
に
留
意
す
る
だ
け
の
絵
裕
が
後
者
に
1
即
ち
、
実
存
的
不
安

に
耐
へ
な
が
ら
敢
へ
て
精
神
的
生
（
そ
れ
自
体
が
亦
、
求
心
的
構
築
的
意
欲
と
外
向
的
論
評
的
志
向
と
の
あ
ひ
だ
の
緊
張
で
あ
り
競
合
で

あ
っ
た
け
れ
ど
も
）
を
創
出
し
つ
つ
あ
る
こ
の
候
補
者
に
、
果
し
て
ど
こ
ま
で
残
っ
て
み
た
で
あ
ら
う
か
。
寧
ろ
、
彼
に
お
い
て
は
自
分

の
企
投
が
自
分
自
身
の
運
命
と
な
り
、
自
分
の
課
題
以
外
に
は
最
早
何
も
の
も
（
自
分
の
実
情
さ
へ
も
）
自
に
入
ら
ず
、
か
く
て
爾
鯨
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
が
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ひ
ち
が

一
息
は
手
段
化
し
て
し
ま
っ
て
み
た
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
1
そ
し
て
、
両
者
の
立
場
の
・
さ
う
い
ふ
相
違
は
、
い
な
、
食
違
ひ
は
、

先
程
か
ら
吾
々
が
分
析
し
て
来
た
や
う
に
、
媒
辞
が
周
延
す
る
に
つ
れ
て
、
つ
ま
り
、
資
格
試
験
の
内
容
が
生
活
状
況
の
申
告
か
ら
認
定

手
続
き
へ
と
（
㈹
↓
ω
、
一
四
六
頁
参
照
）
解
明
さ
れ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
愈
≧
観
察
者
に
は
鮮
明
に
看
取
さ
れ
て
き
て
る
る
の
で
あ
る
。

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

従
っ
て
、
当
面
の
研
究
主
題
の
た
め
に
更
に
課
せ
ら
れ
て
く
る
研
究
は
、
進
ん
で
、
実
在
的
聯
関
に
お
け
る
限
り
で
の
資
格
論
文
を
ぽ
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
モ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

明
し
（
↓
ク
一
）
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
資
格
試
験
全
体
の
実
在
的
聯
関
の
解
明
に
完
結
を
齎
す
（
外
堀
を
埋
め
終
る
）
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら



な
い
。
と
い
ふ
の
は
、
精
神
的
生
の
理
念
的
聯
関
を
自
体
的
に
現
象
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の
現
出
を
実
在
的
に
制
約
し
て
み
る
も
の
の

全
体
が
ま
つ
見
渡
さ
れ
且
つ
見
通
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
遊
星
軌
道
論
』
の
学
説
内
容
を
純
粋
に
対
自
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
グ
ラ
イ
フ
ェ
ソ

（
勿
論
、
原
著
者
の
体
験
聯
関
に
も
制
約
さ
れ
な
い
で
）
概
念
把
握
す
る
た
め
に
は
、
吾
々
は
魚
礁
の
周
延
（
実
在
的
制
約
全
体
の
提

示
）
を
急
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
そ
れ
の
完
遂
は
同
時
に
こ
の
両
者
（
候
補
者
と
正
教
授
会
）
が
対
立
す
る
悪
無
限
的
な
次

元
を
廃
棄
し
、
理
念
的
聯
関
へ
吾
々
を
超
出
せ
し
め
る
で
あ
ら
う
か
ら
。

三
　
資
格
試
験
の
迂
鯨
曲
折

　
　
　
三
⊥
　
　
〔
第
二
次
請
願
書
。
後
半
〕
－
一
本
日
、
貴
学
部
か
ら
、
候
補
者
は
開
講
許
可
を
受
け
る
に
先
立
ち
、
薦
め
（
資
格
論
文
に
基

　
　
い
た
）
公
開
討
論
を
行
は
ね
ぽ
な
ら
ぬ
、
と
い
ふ
御
考
へ
を
お
知
ら
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
貴
学
部
で
は
、
ω
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
き
ず
ゑ

　
　
学
期
の
講
義
目
録
に
掲
載
さ
る
べ
き
講
義
題
目
等
は
、
（
今
か
ら
月
末
ま
で
の
）
こ
の
十
二
日
間
な
い
し
十
四
日
間
の
う
ち
に
提
出
さ
れ

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
②
こ
の
期
間
内
に
資
格
論
文
を
書
き
、
印
撮
し
、
刊
行
し
、
論
旨
の
弁
明
ま
で
行
ふ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、

　
　
と
御
判
断
な
の
で
は
な
い
か
、
と
思
は
れ
ま
す
。
然
し
、
若
し
愚
生
が
こ
の
期
限
内
に
資
格
論
文
の
大
部
分
か
又
は
全
部
（
島
窪
げ
q
＆
ご
。
山
際

　
　
臼
冨
誠
。
画
賃
象
。
α
q
p
。
9
。
O
一
。
。
・
①
昌
山
酔
一
儀
）
を
提
出
し
た
な
ら
ば
、
学
部
長
殿
も
貴
学
部
も
き
っ
と
御
満
足
な
さ
る
で
あ
ら
う
、
と
愚
生
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ス
ト
リ
フ
ィ
カ
チ
オ

　
　
確
信
致
し
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
も
、
愚
生
が
求
め
て
お
り
ま
す
の
は
、
開
講
許
可
の
な
い
・
た
だ
の
認
　
定
と
そ
の
公
告
だ
け
な

　
　
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
同
様
、
資
格
論
文
の
印
刷
や
論
旨
の
弁
明
が
遅
延
し
た
場
合
（
そ
の
場
合
で
も
、
公
開
討
論
は
来
月
中
に
致
し

　
　
た
い
と
存
じ
ま
す
が
）
、
貴
哲
学
部
は
一
旦
認
可
さ
れ
た
開
講
権
を
も
停
止
す
る
だ
け
の
権
限
を
ま
さ
し
く
お
持
ち
な
の
で
あ
り
ま
す
か

　
　
ら
、
愚
生
の
目
的
が
結
局
何
ひ
と
つ
実
現
し
な
か
っ
た
と
い
ふ
こ
と
も
生
じ
得
る
で
あ
ら
う
か
ら
で
す
。
（
以
下
省
略
。
）
i
だ
が
、
こ
れ

　
　
は
ま
た
何
と
鼻
差
な
表
現
で
あ
ら
う
か
。
再
読
し
、
更
に
復
読
を
重
ね
て
も
、
彼
の
意
図
が
な
か
な
か
見
え
て
こ
ぬ
あ
り
さ
ま
に
、
神
経

搦
　
が
苛
立
つ
の
を
、
ひ
と
は
い
か
ん
と
も
し
難
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
学
部
長
を
は
じ
め
正
教
授
団
は
、
こ
の
文
面
の
う
ち
に
彼
の
真
意

1　
　
　
　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五
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一
五
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

を
読
み
取
っ
て
み
た
、
即
ち
娩
曲
に
す
ぎ
る
ほ
ど
の
彼
の
言
葉
の
そ
の
裏
側
に
は
、
実
は
、
全
く
自
己
中
心
的
な
積
極
的
逆
提
案
が
隠
れ

て
み
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
や
う
な
内
容
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
一

　
　
　
　
　
　
い
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
ニ
ア
サ
レ
ゲ
ソ
デ
ィ

　
ω
た
し
か
に
現
在
と
な
っ
て
は
、
こ
の
資
格
試
験
を
期
限
内
に
学
則
通
り
完
遂
し
て
開
講
権
を
得
、
そ
の
う
へ
で
、
講
義
厨
録
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
掲
載
を
申
し
出
る
こ
と
は
、
時
間
的
に
最
早
不
可
能
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
、
そ
の
代
り
に
、
②
資
格
論
文
の
原
稿
を
少
く
と
も
大
部

へ分
、
期
限
内
に
（
つ
ま
り
講
義
目
録
の
印
刷
開
始
ま
で
に
）
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
候
補
者
に
、
開
講
す
る
こ
と
、
並
び
に
講
義

目
録
へ
講
義
題
目
を
掲
載
す
る
こ
と
、
の
こ
の
ふ
た
つ
を
許
可
し
て
い
た
だ
け
ま
い
か
。
勿
論
、
資
格
論
文
は
必
ず
完
成
し
て
提
出
し
、

公
開
討
論
も
実
行
す
る
所
存
で
あ
る
。
但
し
、
論
文
の
印
刷
や
討
論
の
段
取
り
な
ど
が
手
間
取
つ
た
場
合
、
公
開
討
論
の
実
施
は
来
月
、

と
い
ふ
こ
と
も
有
り
得
よ
う
。
し
か
し
、
③
万
一
こ
の
約
束
が
、
次
学
期
の
始
業
ま
で
に
実
行
出
来
な
か
っ
た
と
き
は
、
哲
学
部
が
そ

の
権
限
を
行
使
し
、
い
っ
た
ん
認
可
し
た
開
講
権
を
停
止
（
ω
雲
切
①
＆
げ
『
g
）
せ
ら
れ
て
も
、
当
候
補
者
に
異
存
は
毛
頭
な
い
と
、
さ
う

申
し
上
げ
る
。
一
さ
う
い
ふ
提
案
が
実
は
表
現
さ
れ
て
み
た
の
で
あ
る
。
端
的
に
い
へ
ぼ
、
未
完
草
稿
の
（
大
部
分
と
は
雷
っ
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぢ
　
　
　
へ

要
す
る
に
）
一
部
分
を
い
は
ぽ
担
保
の
品
と
し
て
、
開
講
権
お
よ
び
掲
載
権
が
前
渡
し
さ
れ
る
や
う
に
、
換
言
す
れ
ぽ
、
論
文
は
未
完
・

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

討
論
は
未
済
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
義
務
を
完
済
し
た
候
補
老
と
同
等
に
扱
は
れ
る
こ
と
を
、
彼
は
申
し
出
て
み
る
の
で
あ
っ

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
さ
く

　
そ
れ
に
し
て
も
、
か
う
し
た
窮
鯨
の
下
策
に
（
い
な
、
正
教
授
会
の
機
嫌
を
損
じ
か
ね
な
い
と
い
ふ
点
で
は
乱
丁
で
す
ら
あ
る
方
途

に
）
出
る
く
ら
み
な
ら
、
ど
う
し
て
も
っ
と
早
く
か
ら
、
時
宜
に
適
ふ
や
う
に
手
続
き
を
進
め
て
お
か
な
か
っ
た
の
か
。
イ
エ
ー
ナ
に
来

住
し
て
既
に
半
歳
餓
。
そ
の
間
、
彼
は
何
に
か
ま
け
て
み
た
の
か
。
一
然
り
、
彼
は
同
一
性
哲
学
の
吸
収
と
敷
衛
と
に
自
ら
身
を
挺
し

て
み
た
、
そ
し
て
つ
い
先
月
、
『
差
異
性
』
論
文
を
書
き
あ
げ
た
ぽ
か
り
の
所
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
三
一
二
　
い
つ
ぼ
う
学
部
長
の
方
は
、
前
々
日
（
八
月
十
三
日
）
に
発
出
し
た
最
初
の
回
章
の
中
で
既
に
、
こ
の
直
々
の
処
理
に
関
し
、

ひ
と
つ
の
試
案
を
ば
提
示
し
て
み
た
。
1
「
候
補
者
ヘ
ー
ゲ
ル
博
士
は
、
来
学
期
用
講
義
目
録
の
印
刷
開
始
（
八
月
末
）
ま
で
に
、
公
開



　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
討
論
か
、
又
は
仮
講
義
を
実
施
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
但
し
仮
講
義
の
方
を
撰
ん
だ
場
合
は
、
同
氏
は
更
に
、
来
年
夏
学
期
の
講
義
目

　
　
録
が
印
刷
さ
れ
る
ま
で
に
（
即
ち
来
年
の
復
活
祭
以
前
に
）
、
公
開
討
論
を
行
ふ
や
う
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
」
1
そ
し
て
学
部
長
自
身
の

　
　
気
持
が
、
二
番
目
の
可
能
性
の
ほ
う
に
傾
い
て
み
る
こ
と
は
、
前
後
の
事
情
や
こ
の
文
面
の
上
か
ら
略
≧
察
し
得
る
所
で
あ
っ
た
。
然
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
た

　
　
肝
腎
の
問
題
、
即
ち
、
開
講
権
お
よ
び
掲
載
権
が
い
つ
・
ど
の
学
期
以
降
発
効
す
る
の
か
、
来
る
冬
学
期
か
ら
か
、
そ
れ
と
も
来
年
夏
学

　
　
期
か
ら
の
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
れ
は
、
少
く
と
も
こ
の
文
辞
だ
け
か
ら
は
判
然
と
し
な
い
。
第
一
次
回
章
を
検
討
し
た
正
教
授
会
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ケ
ソ
テ
ィ
ア
ロ
レ
ゲ
ソ
デ
ィ

　
　
結
論
と
し
て
「
該
候
補
者
は
開
講
許
可
を
受
け
る
に
先
立
ち
、
公
開
討
論
を
行
ふ
べ
き
で
あ
る
」
と
い
ふ
・
学
則
上
全
く
自
明
的
な

　
　
判
断
を
下
し
た
の
は
、
こ
の
学
部
長
試
案
で
は
、
仮
講
義
を
済
ま
せ
た
だ
け
の
候
補
者
が
早
く
も
次
の
学
期
か
ら
開
講
し
得
る
、
と
い
ふ

　
　
事
態
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
つ
い
最
近
に
も
、
そ
の
例
が
あ
っ
た
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
他
方
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
来
学
期
か
ら
開
講
す
る
可
能
性
よ
り
以
外
の
可
能
性
、
た
と
へ
ば
来
学
期
は
差
当
り
こ
こ
の
大
学
の
博

　
　
士
名
簿
に
記
入
さ
れ
る
だ
け
に
と
ど
ま
る
可
能
性
は
、
全
く
慮
外
の
こ
と
、
い
な
滅
相
も
な
い
こ
と
で
さ
へ
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
出
願
の

　
　
翌
々
日
、
哲
学
部
の
意
思
を
知
ら
さ
れ
る
や
否
や
、
彼
は
即
碍
、
既
述
の
や
う
に
第
二
次
請
願
書
を
提
出
す
る
。
そ
の
前
半
が
、
あ
の
不

　
　
透
明
で
疑
点
の
多
い
身
上
申
告
で
あ
り
、
そ
の
後
半
が
今
し
が
た
見
た
通
り
の
、
極
め
て
攻
撃
的
な
逆
提
案
な
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
三
－
三
　
新
し
い
週
が
明
け
た
十
七
日
、
学
部
長
は
、
こ
の
質
請
願
書
に
対
応
す
る
た
め
、
第
二
次
回
章
を
発
出
す
る
。
そ
の
中
で
学

　
　
部
長
は
次
の
や
う
な
修
正
試
案
を
開
陳
し
た
。
1
学
位
の
認
定
手
続
き
が
済
ん
だ
あ
と
、
講
義
目
録
の
印
刷
開
始
ま
で
に
、
従
来
か
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
い
ふ
場
合
に
通
例
と
な
っ
て
み
る
仮
講
義
を
ぽ
必
ず
実
施
さ
せ
る
、
と
い
ふ
さ
う
い
ふ
条
件
で
、
玩
名
と
講
義
題
目
と
を
カ
タ
p
ー
ク
に

　
　
掲
載
す
る
こ
と
を
、
へ
！
ゲ
ル
氏
に
大
目
に
見
て
（
瓢
餌
O
ゲ
一
p
ゆ
も
o
m
Φ
一
P
）
や
っ
て
は
ど
う
で
あ
ら
う
か
？
1
然
し
、
こ
れ
は
、
公
開
討
論
を

　
　
行
は
ず
と
も
既
に
事
実
上
開
講
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ら
う
、
つ
ま
り
、
正
教
授
会
の
こ
の
た
び
の
判
断
に
抵
触
す
る
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
は

　
　
で
は
、
義
務
の
履
行
に
先
立
ち
権
利
の
先
渡
し
を
願
ひ
出
て
み
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
逆
提
案
と
、
そ
れ
ほ
ど
楡
る
も
の
で
は
な
い
。
か
く
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
オ
　
ツ
ム

餅
彼
の
面
繋
の
波
紋
は
広
が
軌
状
況
は
尖
鋭
化
す
る
の
で
あ
る
、
建
前
か
ら
す
れ
ば
、
老
熟
者
の
判
断
皇
．
年
の
逆
提
案
と
は
到
底

1　
　
　
　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七
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両
立
し
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
正
教
授
会
は
論
議
で
沸
い
た
。
1
「
講
義
目
録
に
載
せ
て
ほ
し
い
の
な
ら
、
学
則
で
決
め
ら
れ
た
通
り
、
先
づ
公
開
討
論
を
実
行
す

る
の
が
当
然
で
は
な
い
か
。
ゼ
う
し
て
こ
の
問
題
に
よ
っ
て
、
最
近
折
角
確
定
し
た
規
約
が
又
し
て
も
穴
だ
ら
け
に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
か
。
」
「
吾
々
が
こ
の
問
題
で
ヘ
ー
ゲ
ル
氏
に
譲
歩
し
た
（
g
。
ゲ
σ
q
⑦
ぴ
§
）
場
合
、
す
ぐ
に
そ
れ
が
前
例
と
な
っ
て
、
み
ん
な
が
講

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

義
目
録
の
門
限
直
前
に
資
格
試
験
の
受
験
を
申
し
出
る
や
う
に
な
る
だ
ら
う
。
さ
う
な
る
と
、
候
補
者
に
そ
の
都
度
門
限
の
注
意
を
す
る

と
い
ふ
・
ま
こ
と
に
や
り
き
れ
な
い
仕
事
を
、
学
部
長
は
引
受
け
ね
ぽ
な
ら
な
く
な
る
だ
ら
う
。
…
…
」
「
仮
講
義
と
い
ふ
も
の
を
、
候

補
者
が
す
ぐ
に
は
公
開
討
論
を
行
へ
な
い
場
合
の
・
単
な
る
応
急
手
段
の
や
う
に
考
へ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
私
講
師
た
る
に
値
し

な
い
候
補
者
を
却
け
る
た
め
に
も
、
公
開
討
論
の
ほ
か
に
〔
そ
れ
と
並
ぶ
〕
義
務
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
…
…
」
等
≧
、
等
≧
。
そ
し

て
正
教
授
に
就
任
し
て
日
が
浅
い
ひ
と
ほ
ど
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
逆
提
案
を
強
硬
に
拒
否
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
事
態
は
全
く
暗

礁
に
乗
り
上
げ
た
か
に
見
え
た
。

　
へ

　
前
学
部
長
ウ
ル
リ
ヒ
教
授
（
H
o
ゲ
。
。
目
》
償
σ
Q
器
け
頃
働
コ
ユ
。
び
望
ユ
。
∬
嵩
き
～
目
。
。
ド
G
。
）
は
、
つ
い
先
日
、
こ
の
候
補
者
が
『
差
異
性
』
論

文
を
脱
稿
し
た
と
き
、
当
局
側
の
検
閲
官
を
つ
と
め
、
そ
の
筆
者
を
「
頭
が
切
れ
る
哲
学
者
（
。
『
ω
。
訂
臥
ω
ぎ
急
σ
q
①
『
勺
三
一
。
ω
。
筈
）
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ビ
リ
タ
チ
ナ
ヨ
ソ

ふ
や
う
に
鑑
定
し
た
ぽ
か
り
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
哲
学
関
係
の
資
格
試
験
が
行
は
れ
る
際
、
彼
の
発
言
に
は
特
別
の
重
み
が
認
め
ら
れ

　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
　
　
　
　
い
ま

て
る
た
の
で
あ
る
が
、
然
し
現
在
の
彼
の
脳
裡
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
評
価
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
寧
ろ
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

ル
の
資
格
試
験
の
と
き
の
一
そ
れ
は
昨
年
夏
か
ら
今
年
三
月
ま
で
か
か
っ
て
、
や
っ
と
完
了
し
た
1
甚
だ
後
味
の
わ
る
い
一
部
始
終
が

去
来
し
て
み
た
に
相
違
な
い
。

　
こ
の
浪
漫
主
義
者
に
は
、
教
授
資
格
を
未
だ
得
て
も
み
な
い
の
に
、
早
く
も
自
分
の
開
講
計
画
を
密
か
に
世
間
に
流
布
さ
せ
、
「
小
説

『
ル
チ
ン
デ
』
の
作
者
の
哲
学
体
系
と
は
ど
う
い
ふ
も
の
か
、
是
非
と
も
聴
講
し
た
い
」
と
煽
ら
れ
た
群
集
の
中
か
ら
鳴
し
い
昏
昏
者
を

集
め
て
く
る
、
と
い
ふ
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
い
か
が
は
し
い
所
が
あ
っ
た
。
彼
の
資
格
試
験
は
特
例
に
よ
っ
て
軽
減
さ
れ
、
十
月
十
八
日



　
　
（
一
八
○
○
年
）
に
は
先
づ
仮
講
義
が
行
は
れ
る
。
し
か
も
既
に
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
彼
の
講
義
題
目
が
こ
の
冬
学
期
（
一
八
○
○
－
〇
一

　
　
年
）
の
講
義
目
録
の
中
に
、
正
式
に
掲
載
さ
れ
公
け
に
さ
れ
て
み
た
の
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
即
ち
、
実
際
上
中
に
講
義
権
を
行
使
し

　
　
て
る
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
詩
人
は
冬
学
期
が
終
る
ま
で
公
開
討
論
を
実
行
し
よ
う
と
し
な
い
。
や
う
や
く
三
月
十
四
日
に
な
っ
て
実

　
　
施
さ
れ
た
そ
れ
も
、
資
格
論
文
に
基
い
て
で
は
な
く
、
若
干
の
テ
ー
ゼ
ー
そ
れ
ら
は
、
彼
の
講
義
全
般
の
方
向
を
概
観
さ
せ
る
や
う
な

　
　
テ
ー
ゼ
で
あ
る
こ
と
が
指
定
さ
れ
て
る
た
（
↓
冨
ω
Φ
ρ
告
。
ω
。
Φ
彗
塁
註
①
①
ぎ
・
浄
書
匙
ミ
犠
ミ
職
。
§
馬
ミ
①
三
凱
・
ぎ
算
…
…
）
1
に
基
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
じ
つ

　
　
て
の
も
の
で
あ
っ
た
、
但
し
、
彼
に
は
、
後
日
学
部
長
の
も
と
に
提
出
す
べ
き
資
格
論
文
の
そ
の
傍
題
を
、
こ
れ
ら
の
テ
ー
ゼ
と
一
緒
に

　
　
印
醐
し
て
公
示
す
る
、
と
い
ふ
義
務
が
学
則
に
従
っ
て
負
は
さ
れ
て
み
た
け
れ
ど
も
。

　
　
　
更
に
、
こ
の
公
開
討
論
会
そ
の
も
の
が
、
全
く
見
苦
し
く
且
つ
忌
は
し
い
騒
動
に
な
り
下
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
当
日
、
東
洋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ポ
ネ
ソ
ト

　
　
学
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
教
授
（
重
訂
目
O
ぼ
蜂
ぎ
≦
誹
Φ
ざ
》
ロ
σ
q
器
守
旧
ミ
ド
～
目
。
。
自
）
が
哲
学
部
側
の
公
式
反
論
者
と
し
て
彼
の
テ
ー
ゼ

　
　
に
切
り
込
む
と
（
そ
こ
に
は
た
し
か
に
嫌
が
ら
せ
が
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
）
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
自
身
が
目
に
は
目
を
以
て
報
ひ
た
ば
か

　
　
り
か
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
派
の
学
生
か
ら
一
斉
に
、
喚
声
・
怒
号
・
弥
次
…
…
が
飛
ぶ
騒
ぎ
と
な
り
、
口
論
の
嵐
と
討
論
会
そ
の
も
の
と
を

　
　
終
ら
せ
る
の
が
、
当
時
学
部
長
の
ウ
ル
リ
ヒ
教
授
に
は
や
っ
と
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
氏
に
実
際
上
先
渡
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
し
て
あ
る
開
講
権
を
今
更
回
収
す
る
す
べ
も
な
か
っ
た
。
こ
の
一
件
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
、
哲
学
部
は
公
開
討
論
に
関
す
る
規
定
の
そ

　
　
の
改
正
に
着
手
す
る
。
そ
し
て
改
正
規
定
が
確
定
し
た
と
こ
ろ
へ
、
資
格
試
験
を
願
ひ
出
た
の
が
、
吾
々
の
テ
ユ
ー
ビ
ソ
ゲ
ン
大
学
哲
学

　
　
博
士
な
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
従
っ
て
、
現
学
部
長
が
提
示
し
た
・
試
案
（
第
一
次
回
章
）
お
よ
び
修
正
試
案
（
第
二
次
回
章
）
は
ど
ち
ら
も
、
前
学
部
長
が
候
補
者
シ

　
　
ュ
レ
ー
ゲ
ル
氏
に
対
し
て
執
っ
た
措
置
に
比
べ
、
講
義
目
録
の
印
刷
開
始
以
前
に
義
務
の
う
ち
の
少
く
と
も
ひ
と
つ
を
終
ら
せ
よ
う
と
し

　
　
て
る
る
点
で
、
い
っ
そ
う
厳
正
と
な
っ
て
お
り
、
多
少
と
も
容
認
し
易
い
内
容
で
は
あ
る
。
と
は
い
へ
、
公
開
討
論
を
先
務
と
し
て
規
定
し

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

囎
　
た
現
在
の
学
期
本
文
に
は
、
候
補
者
自
身
の
逆
提
案
と
同
様
、
明
白
に
矛
盾
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
前
学
部
長
が
結
局
、
学
則

1　
　
　
　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九
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折
口
学
研
究
　
　
第
五
甲
臼
五
十
占
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
〇

の
例
外
規
定
を
適
用
す
る
や
う
判
断
し
た
の
は
、
必
且
当
然
の
こ
と
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
彼
に
と
っ
て
、
学
部
長

在
籍
当
時
の
自
分
の
措
置
を
義
補
し
追
認
す
る
や
う
な
規
定
で
も
あ
っ
た
。
即
ち
、
「
全
く
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
公
開
討
論
を

自
分
の
講
義
の
公
示
に
先
立
っ
て
実
施
出
来
な
い
場
合
、
そ
の
候
補
者
は
、
特
例
に
よ
る
免
除
を
豫
め
学
部
に
ま
で
願
ひ
出
で
、
そ
の
許

可
を
得
て
か
ら
、
〔
当
大
学
で
講
ず
べ
く
計
画
中
の
〕
諸
講
義
の
綱
要
（
ω
。
冨
含
げ
一
①
9
び
珪
華
）
を
、
資
格
論
文
へ
の
表
題
と
同
時
に
公

示
し
、
そ
れ
に
基
い
た
公
開
討
論
を
少
く
と
も
八
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
実
施
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
ふ
の
が
そ
の
内
容
な
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
ご

る
。
こ
の
例
外
規
定
に
準
拠
し
て
ウ
ル
リ
ヒ
教
授
は
、
「
学
部
決
定
（
（
）
O
露
O
一
β
こ
。
昌
ヨ
　
　
燭
⇔
O
賃
一
げ
醇
げ
一
乙
。
）
を
反
古
に
す
る
（
伊
蔑
。
ず
δ
o
ず
設
づ
）
　
よ

り
は
寧
ろ
、
シ
ェ
レ
ー
ゲ
ル
属
の
場
合
と
同
様
、
ヘ
ー
ゲ
ル
氏
に
も
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
の
公
開
討
論
を
許
可
す
べ
き
で
あ
る
。
同
氏
は
又
、

仮
講
義
も
行
は
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
、
そ
の
判
断
を
示
し
た
が
、
そ
れ
が
哲
学
部
の
大
方
の
意
見
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
に
ゆ
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

　
三
－
四
　
こ
こ
に
い
た
っ
て
吾
々
は
は
っ
き
り
理
解
し
う
る
の
で
あ
る
1
何
故
哲
学
部
は
学
則
本
文
に
基
い
て
、
こ
の
候
補
者
に
そ
の

開
講
を
、
断
乎
と
し
て
次
の
次
の
学
期
（
つ
ま
り
一
八
〇
二
年
夏
学
期
）
ま
で
待
た
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
。

i
そ
れ
は
、
そ
こ
ま
で
厳
格
に
学
則
を
彼
に
適
用
す
る
な
ら
ぽ
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
へ
の
対
応
と
の
問
に
絵
り
に
も
大
き
な
懸
隔
が
生
ま

れ
、
却
っ
て
遙
か
に
大
き
な
不
正
を
哲
学
部
は
犯
す
こ
と
に
な
ら
う
か
ら
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
は
哲
学
部
自
身
が
前
学
部
長
の

措
置
を
、
従
っ
て
結
局
は
自
分
自
身
（
哲
学
部
）
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
ら
う
か
ら
で
あ
る
。
1
他
方
、
逆
提
案
者
も
、
こ
れ
以
外
の

仕
方
で
は
決
し
て
説
得
さ
れ
な
か
っ
た
に
違
ひ
な
い
。
彼
の
提
案
は
、
た
し
か
に
自
己
中
心
的
な
内
容
の
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で

も
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
与
へ
ら
れ
た
権
利
の
数
≧
に
比
べ
れ
ば
、
正
教
授
会
の
意
向
に
敬
意
を
払
ひ
、
そ
れ
を
言
い
っ
ぽ
い
斜
向
し
、
自

分
の
要
求
を
自
ら
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
制
限
し
た
・
彼
な
り
に
控
へ
目
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
亦
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
一
自
分
は
、
資
格
論

文
の
大
半
を
講
義
目
録
の
印
刷
開
始
ま
で
に
提
出
す
る
、
公
開
討
論
は
遅
く
と
も
九
月
中
に
（
即
ち
冬
学
期
が
始
ま
る
前
に
）
実
施
す
る
、

と
い
ふ
ふ
た
つ
の
こ
と
を
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
実
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
開
講
権
の
停
止
を
も
甘
受
す
る
、
と
い
ふ
こ
と
ま
で
、
約
束

し
て
み
る
の
で
あ
る
。
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
磯
の
場
合
と
比
べ
て
い
た
だ
き
た
い
。
彼
は
、
や
っ
と
今
年
の
三
月
半
ぽ
に
な
っ
て
、
テ
ー
ゼ
に



　
　
つ
い
て
の
公
開
討
論
を
済
ま
せ
た
の
で
あ
る
が
、
開
講
権
の
ほ
う
は
既
に
昨
年
の
夏
以
降
、
完
全
な
行
使
が
許
さ
れ
て
み
る
で
は
な
い
か
。

　
　
そ
こ
ま
で
自
分
と
彼
と
の
間
に
差
が
つ
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の
理
由
は
何
か
、
う
か
が
ひ
た
い
。
そ
の
や
う
に
へ
：
ゲ
ル
は

　
　
詰
問
し
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、
彼
の
盟
友
シ
ェ
リ
ン
グ
が
浪
漫
主
義
老
の
サ
ー
ク
ル
、
特
に
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
兄
弟
と
深
い
交
友
関

　
　
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
へ
合
せ
る
と
、
こ
れ
か
ら
受
験
し
よ
う
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
資
格
試
験
に
つ
い
て
、
そ
の
経

　
　
過
を
何
も
聞
知
し
て
み
な
か
っ
た
、
と
は
到
底
考
へ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
い
つ
れ
に
せ
よ
、
学
部
長
フ
ォ
イ
ク
ト
教
授
が
、
そ
の
第
二
次
回
章
（
十
七
日
付
）
に
対
す
る
（
従
っ
て
同
時
に
彼
の
第
二
次
請
願
書

　
　
に
対
す
る
）
哲
学
部
の
・
前
述
の
ご
と
き
意
饗
を
ば
、
翌
十
八
日
、
こ
の
候
補
者
に
伝
へ
た
と
き
、
彼
は
あ
っ
さ
り
同
意
す
る
。
事
態
は

　
　
こ
こ
に
、
テ
ー
ゼ
に
よ
る
公
開
討
論
の
そ
の
実
施
と
資
格
論
文
の
（
冬
学
期
開
始
以
前
の
）
提
出
、
と
い
ふ
・
さ
う
い
ふ
方
向
を
図
指
し

　
　
て
動
き
始
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
場
合
、
舞
台
を
設
営
し
事
態
を
前
進
さ
せ
る
（
b
H
O
ヨ
O
〈
【
①
吋
①
旨
）
こ
と
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
主
に
候
補
者
（
国
9
。
匿
ぎ
＆
層
箏
d
・

　
　
ミ
ミ
§
）
の
側
の
責
任
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
数
日
の
あ
ひ
だ
ヘ
ー
ゲ
ル
は
多
忙
と
な
る
。
彼
は
先
づ
哲
学
部
に
赴
き
、
認
定
料
お
よ
び

　
　
検
定
料
を
納
入
し
て
認
定
手
続
き
を
完
了
す
る
。
（
そ
の
結
果
、
八
月
二
十
日
付
け
で
、
彼
の
名
が
ザ
ク
セ
ン
公
国
の
博
士
名
簿
に
追
加

　
　
記
入
さ
れ
た
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
）
次
い
で
彼
は
、
公
開
討
論
に
つ
い
て
の
特
例
措
置
（
臣
。
・
℃
窪
。
。
ρ
。
底
§
）
を
願
ひ
出
て
許
可
さ

　
　
れ
る
が
、
テ
ー
ゼ
に
よ
る
公
開
討
論
は
一
週
間
後
の
二
十
七
日
（
木
曜
日
）
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
（
前
掲
の
例
外
規
定
に
従
へ
ぽ
、

　
　
ど
ん
な
に
急
い
で
も
、
そ
れ
以
上
早
い
施
行
は
許
さ
れ
な
い
。
）

　
　
　
然
し
さ
う
な
る
と
、
哲
学
部
の
学
期
カ
レ
ン
ダ
ー
の
運
行
と
の
あ
ひ
だ
に
翻
鶴
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
1
も
と
も
と
、
次
の
学

　
　
期
の
講
義
題
目
は
、
講
義
呂
録
に
掲
載
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
哲
学
部
の
公
用
掲
示
板
（
畠
口
o
o
　
ω
O
げ
≦
9
『
N
Φ
　
じ
ご
H
①
誉
什
）
に
も
掲
示
さ
れ
た
が
、

　
　
実
際
上
は
、
こ
の
掲
示
板
用
の
題
目
草
稿
（
同
し
Φ
O
菅
同
O
コ
ω
N
①
肯
け
O
一
）
が
、
講
義
鼠
録
の
ほ
う
に
も
下
敷
き
と
し
て
転
用
さ
れ
て
る
た
。
と
こ
ろ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

撤
．
．
の
掲
秀
草
稿
は
、
↑
ゲ
ル
に
セ
。
曇
れ
た
公
開
討
論
の
具
一
一
‡
日
）
よ
り
も
前
に
、
既
に
印
刷
所
へ
廻
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

1　
　
　
　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
へ
！
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
一
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哲
巌
子
研
究
　
第
五
｝
臼
五
十
口
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
二

候
補
者
が
こ
の
冬
学
期
の
た
め
に
計
画
中
の
講
義
題
目
（
即
ち
、
論
理
学
お
よ
び
形
而
上
学
）
を
、
彼
が
講
義
資
格
を
取
得
し
終
へ
る
に

先
立
っ
て
印
刷
に
付
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
正
教
授
会
の
諸
賢
、
特
に
論
理
学
形
而
上
学
講
座
の
担
当
者
（
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ソ
ゼ
ソ
ス

出
の
ヘ
ニ
ン
グ
ス
教
授
）
が
そ
隼
れ
に
同
意
を
与
へ
れ
ば
問
題
は
な
い
で
あ
ら
う
。
1
つ
ま
り
、
講
義
目
録
へ
の
掲
載
問
題
が
、
こ
こ
で
こ

の
形
式
に
お
い
て
再
度
問
は
れ
て
来
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
び
す

　
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
折
柄
夏
期
休
暇
の
さ
な
か
で
も
あ
り
、
又
、
他
の
公
開
討
論
会
が
二
十
八
、
二
十
九
日
と
踵
を
接
し
て
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り
て

こ
と
も
あ
り
、
討
論
の
公
式
参
加
老
（
即
ち
応
答
者
お
よ
び
反
論
者
）
を
見
出
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
為
手
の
殆
ど
見
当
ら
な

い
反
論
者
に
、
こ
の
際
、
特
に
学
生
た
ち
（
。
・
讐
感
。
し
。
一
）
を
加
へ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ら
う
か
。
1
さ
う
い
ふ
こ
ま
ご
ま
し
た
具

体
的
問
題
が
、
学
部
長
に
第
三
次
回
章
の
発
出
を
強
ひ
た
の
で
あ
る
。

　
八
月
二
十
一
日
付
の
こ
の
文
書
は
、
先
づ
慎
重
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
氏
に
対
す
る
今
回
の
資
格
試
験
の
・
そ
の
実
施
要
領
に
つ
い
て
、
正
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

授
会
に
確
認
を
求
め
て
み
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
氏
へ
の
資
格
試
験
は
、
ω
テ
…
ぜ
に
関
す
る
公
開
討
論
、
②
資
格
論
文
、
㈹
仮
講
義
、
と
い

ふ
三
項
目
に
わ
た
っ
て
実
施
す
る
、
但
し
ω
に
は
講
義
願
録
の
印
捌
開
始
ま
で
に
、
②
お
よ
び
③
に
は
冬
学
期
の
開
始
ま
で
に
、
と
い

ふ
実
施
又
は
提
出
の
期
限
を
設
け
る
一
と
、
さ
う
処
理
す
る
こ
と
に
致
し
て
も
御
異
存
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
所
定
の
認
定
料
と
検
定

料
と
を
完
納
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
で
彼
を
当
大
学
の
博
士
名
簿
に
加
へ
て
も
宜
し
い
か
ど
う
か
。
i

　
そ
れ
ら
に
つ
い
て
念
を
押
し
て
か
ら
、
学
部
長
は
掲
示
用
草
稿
の
問
題
に
移
り
、
次
の
や
う
に
提
案
す
る
の
で
あ
る
。
1
公
開
討
論

の
準
備
が
着
々
整
っ
て
来
て
み
る
現
段
階
を
顧
み
て
、
学
部
長
が
、
こ
の
候
補
者
の
掲
示
用
草
稿
を
公
開
討
論
の
日
よ
り
も
前
に
印
刷
所

へ
送
る
や
う
手
配
し
た
ら
い
け
な
い
で
あ
ら
う
か
。
仮
に
、
来
週
の
末
に
な
っ
て
も
未
だ
公
開
討
論
が
実
施
さ
れ
て
み
な
い
、
と
い
ふ
事

態
に
な
っ
た
と
し
た
ら
（
一
そ
れ
は
万
に
ひ
と
つ
も
無
い
と
思
ふ
げ
れ
ど
も
）
、
そ
の
場
合
、
こ
の
候
補
者
が
計
画
し
た
諸
講
義
を
、
講

義
目
録
の
本
格
的
印
刷
（
今
月
宋
開
始
）
に
先
立
っ
て
取
り
の
け
る
こ
と
は
勿
論
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
一
さ
う
提
案
し
た
あ
と
で
、

最
後
に
追
伸
の
形
で
、
反
論
者
の
中
に
学
生
を
も
加
へ
う
る
か
否
か
の
問
題
に
関
し
、
学
部
長
は
正
教
授
た
ち
の
意
見
を
徴
し
て
み
る
。



　
　
そ
し
て
こ
れ
ら
の
諮
問
に
対
し
、
正
教
授
会
の
判
断
は
、
い
つ
れ
の
問
題
に
つ
い
て
も
す
べ
て
海
！
で
あ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、

　
　
も
う
そ
れ
以
外
の
判
断
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。

　
　
　
か
く
し
て
、
事
態
は
こ
の
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
哲
学
博
士
に
と
っ
て
、
豫
期
し
て
み
た
よ
り
も
遙
か
に
好
都
合
に
進
展
し
つ
つ
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
た
。
彼
が
執
着
し
て
み
た
掲
載
権
は
（
公
示
用
草
稿
の
問
題
を
介
し
て
）
事
前
に
保
証
さ
れ
た
し
、
資
格
論
文
に
つ
い
て
も
、
そ
の
負
担

　
　
が
、
討
論
の
ほ
う
は
講
義
全
般
の
基
礎
的
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
行
ひ
・
論
文
そ
の
も
の
は
冬
学
期
開
始
ま
で
に
提
出
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
ふ

　
　
や
う
に
（
学
則
が
本
来
定
め
る
所
に
比
べ
れ
ば
勿
論
、
彼
自
身
が
哲
学
部
に
提
案
し
た
条
件
一
そ
れ
が
実
現
す
れ
ぽ
、
彼
は
論
文
の
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
く
と
も
大
半
を
旬
日
の
う
ち
に
提
出
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
の
だ
が
一
と
比
較
し
て
も
な
ほ
）
全
く
軽
減
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
彼
は
今
や
安
ん
じ
て
自
分
の
計
画
に
没
頭
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
の
結
果
、
彼
は
数
日
の
う
ち
に
、
反
論
者
と
し
て
、
二
ー
タ
ン
マ
ー
、

　
　
シ
ェ
リ
ン
グ
の
両
教
授
お
よ
び
バ
ン
ベ
ル
ク
出
身
の
学
生
シ
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
ォ
ッ
ト
氏
を
、
ま
た
応
答
者
と
し
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
教
授
の
弟
、

　
　
若
年
十
九
歳
の
学
生
シ
ェ
リ
ン
グ
氏
を
、
そ
れ
ぞ
れ
確
保
す
る
、
つ
ま
り
、
正
式
参
加
老
の
殆
ん
ど
が
同
郷
の
ひ
と
で
あ
る
や
う
な
公
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

　
　
討
論
会
を
組
織
し
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
現
在
執
筆
中
の
筈
の
資
格
論
文
に
関
し
て
は
、
そ
の
衷
題
『
遊
星
軌
道
論
』
が
既
に
第
三
次
回

　
　
章
の
発
出
に
先
立
っ
て
学
部
長
の
許
に
届
け
ら
れ
て
み
た
が
、
い
ま
そ
れ
は
回
覧
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
掲
示
板
に
も
公
示
さ
れ
る
。
他
方
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
た

　
　
彼
は
公
開
討
論
会
の
た
め
に
テ
ー
ゼ
を
十
二
箇
条
、
ラ
テ
ン
語
で
認
め
て
プ
ラ
ー
ゲ
ル
（
勺
琶
σ
q
費
）
社
に
託
し
た
が
、
そ
れ
が
五
ペ
ー
ジ

　
　
の
小
冊
子
と
し
て
刷
り
上
っ
て
来
る
。
（
そ
の
表
紙
に
は
、
学
則
通
り
、
「
哲
学
の
資
格
論
文
『
遊
星
軌
道
論
』
に
前
提
さ
れ
て
る
る
諸
テ

　
　
ー
ゼ
《
望
。
・
。
・
舞
p
。
け
ご
巳
書
出
。
ω
。
℃
三
。
⇔
⑦
b
Q
O
さ
ミ
賄
国
ミ
～
無
ミ
§
い
軍
器
巳
ω
。
・
器
↓
ゲ
。
。
。
。
。
。
》
」
と
印
刷
さ
れ
て
る
た
。
）
こ
の
小
冊
子
が
正

　
　
教
授
会
に
配
布
さ
れ
た
の
は
恐
ら
く
八
月
二
十
三
日
（
日
曜
日
）
の
こ
と
で
あ
ら
う
、
か
う
い
ふ
性
質
の
文
書
は
日
曜
日
の
礼
拝
後
に
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
　
布
さ
れ
る
の
が
大
学
の
規
定
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
こ
の
や
う
に
、
設
営
は
す
べ
て
順
調
に
い
っ
て
み
る
か
の
や
う
に
見
え
た
。
然
し
資
格
論
文
そ
の
も
の
は
、
い
っ
た
い
何
処
ま
で
捗
つ

鵬
て
る
た
の
で
あ
ら
う
か
。
少
く
と
転
あ
と
二
、
三
歩
と
い
ふ
所
に
ま
重
し
て
る
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
筈
で
あ
っ
た
が
…
。
と
．
．
ろ

1　
　
　
　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
へ
：
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
三
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折
四
愚
†
研
究
　
　
第
五
百
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

が
、
馳
駆
画
策
の
渦
中
か
ら
ク
リ
ー
プ
シ
ュ
タ
イ
ニ
ッ
シ
エ
ル
・
ガ
ル
テ
ン
の
住
居
に
戻
っ
て
来
た
と
き
、
彼
が
先
づ
取
り
あ
げ
て
み
た

の
は
、
『
遊
星
軌
道
論
』
の
草
稿
で
は
な
く
、
数
日
前
『
エ
ル
ラ
ソ
ゲ
ソ
文
学
新
聞
』
の
編
輯
者
メ
…
メ
ル
氏
（
O
。
け
集
魯
卑
蓬
け
諺
億
σ
q
湧
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

鎮
多
ヨ
⑦
ご
ミ
2
～
H
。
。
S
）
か
ら
送
ら
れ
て
来
た
ば
か
り
の
書
物
、
即
ち
ブ
ー
テ
ル
ヴ
ェ
ー
ク
の
『
思
弁
哲
学
の
基
礎
』
な
の
で
あ
っ
た
。

メ
！
メ
ル
は
こ
の
書
物
の
書
評
者
を
も
と
め
て
シ
ェ
リ
ン
グ
に
打
診
し
て
み
た
と
き
、
こ
の
ひ
と
の
推
薦
に
よ
っ
て
営
め
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

名
を
知
り
、
彼
に
接
近
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
両
全
の
あ
ひ
だ
に
合
意
が
成
立
し
メ
ー
メ
ル
が
最
終
の
回
答
を
発
し
た
の
は
八
月
十
六
日

で
あ
る
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
一
両
日
後
に
は
こ
の
書
物
を
受
取
っ
て
み
た
筈
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
が
本
文
二
百
四
十
二
頁
の
こ
の
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

物
の
書
評
を
書
き
あ
げ
て
メ
ー
メ
ル
宛
て
に
発
送
し
た
の
は
、
実
に
公
開
討
論
の
前
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
し
か
し
、
さ
う
な
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
イ
エ
ー
ナ
大
学
哲
学
部
に
資
格
試
験
の
実
施
を
願
ひ
出
た
ま
さ
に
そ
の
時
、
同
時
に
書
評
の

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

仕
事
を
進
ん
で
引
受
け
て
み
た
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
十
五
日
に
彼
の
行
っ
た
逆
提
案
が
、
駈
引
の
な
い
・
真
実
の
吐
露
で
あ
る
と
し

た
ら
、
（
彼
が
哲
学
部
か
ら
例
外
規
定
の
適
用
を
知
ら
さ
れ
た
の
は
十
八
日
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
）
彼
は
、
当
初
、
書
評
と
資
格
論
文
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、

い
ふ
・
ふ
た
つ
の
純
学
術
的
な
仕
事
（
の
少
く
と
も
大
部
分
）
を
、
し
か
も
旬
日
の
う
ち
に
仕
上
げ
る
つ
も
り
で
る
た
こ
と
は
間
違
ひ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か
ら

い
で
あ
ら
う
。
彼
は
本
当
に
そ
こ
ま
で
自
分
の
能
力
に
自
信
を
持
っ
て
る
た
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
こ
に
自
己
過
信
、
い
な
、
過
剰
な
ま
で

の
攻
撃
性
が
あ
り
は
し
な
か
っ
た
か
。
あ
る
ひ
は
彼
は
、
哲
学
部
は
ど
っ
ち
み
ち
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
対
し
て
執
っ
た
の
と
同
じ
措
置
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
か

自
分
に
対
し
て
も
執
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
、
と
見
透
し
て
（
な
い
し
見
艦
っ
て
）
み
た
の
だ
ら
う
か
。
と
す
れ
ば
、
あ
の
逆
提
案
は
実

は
戦
術
的
駈
引
な
い
し
虚
勢
で
あ
っ
た
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
う
。
し
か
し
い
つ
れ
に
せ
よ
、
こ
の
時
点
で
の
彼
の
軒
昂
た
る
活
気
、
ま

た
行
動
の
積
極
性
に
は
瞠
目
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。

　
三
一
五
　
他
方
、
正
教
授
会
は
甚
だ
後
味
の
悪
い
思
ひ
に
悩
ま
さ
れ
て
み
た
に
相
違
な
い
。
学
則
励
行
と
い
ふ
建
前
は
、
門
限
後
の
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
ォ
　
ツ
ム

理
押
し
の
前
に
あ
へ
な
く
も
潰
え
、
辛
う
じ
て
名
の
み
が
保
た
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
三
次
回
章
に
対
す
る
諸
教
授
の
判
断
か
ら
は
、

い
た
る
所
に
憤
葱
や
遺
憾
の
情
念
が
噴
き
出
し
て
来
て
み
る
。
「
”
テ
ー
ゼ
の
討
論
”
に
ま
で
軽
減
す
る
や
う
な
例
外
的
措
置
は
、
絶
対
に



　
　
提
案
し
て
い
た
だ
き
た
く
な
か
っ
た
の
に
…
…
。
い
つ
れ
特
例
は
前
例
と
な
り
前
例
は
通
例
と
な
る
で
あ
ら
う
。
L
「
ヘ
ー
ゲ
ル
氏
が
約
束

　
　
を
守
っ
て
、
資
格
論
文
を
討
論
の
す
ぐ
あ
と
に
（
σ
q
ζ
。
7
ぽ
簿
①
暮
8
7
）
届
け
る
や
う
、
私
は
断
乎
要
求
す
る
。
公
用
掲
示
板
に
掲
示
す

　
　
る
と
き
に
な
っ
て
、
資
格
論
文
が
提
出
さ
れ
て
み
な
い
場
合
に
は
、
同
氏
に
は
掲
示
も
講
義
も
許
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
「
学
部
長
殿
に
は
、

　
　
員
外
教
授
か
私
講
師
を
少
く
と
も
ひ
と
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
氏
へ
の
反
論
者
と
し
て
探
し
出
さ
れ
る
や
う
、
是
非
努
力
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　
多
分
ウ
ル
リ
ヒ
教
授
殿
御
自
身
も
お
断
り
に
は
な
ら
れ
ま
す
ま
い
。
」
等
≧
。
1
さ
う
言
は
れ
て
は
前
学
部
長
も
弁
明
せ
ざ
る
を
え
な
か

　
　
つ
た
。
「
折
角
な
が
ら
、
私
は
他
の
ふ
た
り
の
候
補
者
に
、
反
論
者
を
つ
と
め
る
こ
と
を
約
束
し
て
し
ま
っ
て
み
る
。
そ
れ
に
、
私
と
て
、

　
　
そ
れ
が
特
例
と
し
て
許
さ
れ
る
こ
と
で
な
か
っ
た
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
氏
の
一
件
で
あ
の
や
う
な
提
案
を
し
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
し
か
し
今

　
　
後
は
、
教
授
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
老
に
は
す
べ
て
、
候
補
者
は
正
規
の
資
格
論
文
を
提
出
し
な
け
れ
ぽ
開
講
を
許
さ
れ
な
い
旨
を
、
前

　
　
以
て
通
告
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
」
1

　
　
　
お
互
ひ
の
あ
ひ
だ
の
か
う
し
た
気
ま
つ
さ
は
、
当
然
、
そ
れ
の
機
縁
と
な
っ
た
人
物
の
そ
の
人
柄
や
言
動
に
対
す
る
苛
立
ち
を
、
な
い

　
　
し
は
不
審
の
感
じ
を
、
正
教
授
た
ち
の
中
に
惹
き
起
し
つ
つ
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
i
さ
う
い
へ
ぼ
、
思
ひ
当
る
節
も
な
い
わ
け
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
か

　
　
な
い
。
実
は
、
先
日
の
第
二
次
回
章
の
な
か
で
、
学
部
長
は
正
教
授
会
に
、
「
（
“
資
産
数
千
グ
ル
デ
ン
”
を
自
ら
申
告
し
た
者
を
も
含
め
）

　
　
今
回
の
候
補
者
た
ち
に
、
彼
ら
に
は
将
来
年
俸
の
支
給
を
請
願
し
て
大
学
や
学
部
に
負
担
を
か
け
る
意
志
が
な
い
こ
と
を
、
念
書
（
閃
。
・

　
　
く
。
邑
に
よ
っ
て
約
束
さ
せ
る
べ
き
か
ど
う
か
」
と
い
ふ
問
題
に
つ
い
て
も
判
断
を
求
め
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
「
候
補
者
た
ち

　
　
は
、
念
書
と
い
ふ
こ
と
に
相
当
不
快
を
感
じ
て
み
る
（
o
o
p
ρ
q
O
「
　
　
飢
9
Ω
N
償
　
　
ω
O
プ
O
霞
）
や
う
だ
か
ら
、
こ
の
念
書
が
ど
う
あ
っ
て
も
必
要
と
い
ふ

　
　
の
で
な
い
な
ら
、
念
書
の
要
求
は
し
な
い
で
済
ま
せ
た
い
」
と
私
見
を
述
べ
て
み
る
。
正
教
授
の
殆
ん
ど
は
こ
の
問
題
に
鷹
揚
で
あ
っ
た

　
　
が
、
最
長
老
の
ズ
ッ
コ
フ
教
授
（
冒
訂
暮
8
醜
窪
N
望
巳
鉱
G
。
離
。
ぎ
ヨ
ミ
ト
。
ω
～
H
c
。
O
ド
）
だ
け
は
、
今
後
を
正
し
く
洞
察
し
て
み
た
。
「
生

　
　
活
問
題
で
年
俸
を
請
願
し
て
来
る
候
補
者
が
み
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
博
士
殿
た
だ
ひ
と
り
に
違
ひ
な
い
。
他
の
候

65

@
補
老
が
大
学
に
負
担
を
か
け
ぬ
で
あ
ら
う
こ
と
は
断
言
し
て
も
よ
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
氏
が
申
し
立
て
て
み
る
こ
と
は
満
更
偽
り
で
も
な
い
や

耳　
　
　
　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
五
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哲
学
研
究
　
　
第
五
百
五
十
凸
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
山
ハ
六

う
だ
が
、
い
つ
れ
に
せ
よ
、
大
学
に
他
日
様
≧
な
要
求
を
持
ち
出
し
て
く
る
こ
と
が
な
い
や
う
、
彼
は
〔
念
書
な
ど
に
よ
っ
て
〕
義
務
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
－
こ
の
曲
言
は
鹸
り
に
も
正
し
す
ぎ
た
、
「
他
日
」
ど
こ
ろ
か
、
公
開
討
論
会
の
そ
の
前
日
に
、
も
う
早
く

も
的
中
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
三
⊥
ハ
　
八
月
二
十
六
日
。
こ
の
日
、
午
前
五
時
、
前
掲
の
ズ
ッ
コ
フ
教
授
が
急
逝
し
た
。
何
か
と
慌
し
い
こ
の
日
の
哲
学
部
に
、
ヘ

ー
ゲ
ル
は
（
彼
自
身
も
多
忙
を
極
め
て
み
た
筈
で
あ
る
が
）
第
三
次
請
願
書
を
敢
へ
て
提
出
す
る
。
「
…
…
。
こ
の
請
願
書
に
は
講
義
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ル
ト
ヌ
ソ
ク

厨
の
掲
示
用
草
稿
を
同
封
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
草
稿
に
は
ま
た
、
愚
生
が
聞
き
及
ん
で
お
り
ま
す
・
序
列
の
問
題
に
つ
い
て
、
愚
見

を
1
即
ち
、
貴
学
部
の
学
則
に
従
へ
ぽ
、
私
講
師
名
が
講
義
目
録
に
記
載
さ
れ
る
順
序
は
、
本
人
が
公
開
討
論
を
済
ま
せ
た
順
番
に
従

ふ
、
と
解
釈
さ
れ
る
旨
を
一
記
入
致
し
ま
し
た
。
明
臼
、
御
指
定
の
時
刻
に
出
頭
致
し
ま
す
の
で
、
こ
の
聞
題
へ
の
御
判
断
を
頂
載
出

来
ま
す
れ
ぽ
、
誠
に
有
難
く
存
じ
ま
す
。
」
つ
ま
り
、
自
分
は
、
二
十
八
日
、
二
十
九
日
に
そ
れ
ぞ
れ
討
論
を
行
ふ
他
の
二
候
補
者
よ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

も
、
一
日
な
い
し
二
日
早
く
討
論
を
済
ま
す
の
で
あ
る
か
ら
、
講
義
目
録
に
お
い
て
も
他
の
候
補
老
よ
り
も
先
に
〔
先
任
者
と
し
て
〕
記

載
し
て
ほ
し
い
一
さ
う
い
ふ
こ
と
を
、
彼
は
哲
学
部
の
学
則
の
解
釈
を
根
拠
に
し
て
願
ひ
出
て
み
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
キ
ム
メ
ル

　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

レ
博
士
の
分
析
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ま
さ
に
現
行
学
則
の
不
備
な
い
し
盲
点
を
衝
き
、
学
則
中
の
類
縁
条
項
を
援
用
し
て
、
将
来
、
年
俸

　
　
　
　
　
チ
ャ
ン
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
と

を
請
願
す
る
機
会
が
生
れ
た
と
き
、
少
し
で
も
有
利
に
事
態
が
運
ぶ
や
う
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
既
に
地
歩
を
固
め
よ
う
と
し
て
み
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
き

と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
だ
と
す
れ
ぽ
、
そ
こ
に
は
、
他
者
に
お
け
る
・
た
だ
一
瞬
の
隙
も
た
だ
一
点
の
短
評
も
見
逃
さ
な
い
や
う

な
翌
夕
さ
が
、
又
、
す
べ
て
を
自
分
の
勝
機
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
・
非
情
な
ま
で
の
攻
撃
性
が
、
隠
顕
し
て
み
る
の
で
は
な
い
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ら
う
か
。
の
み
な
ら
ず
、
吾
々
は
こ
こ
で
確
か
に
ひ
と
り
の
個
性
に
1
自
分
自
身
も
実
存
の
根
底
か
ら
揺
れ
動
い
て
み
る
の
に
、
否
、

　
　
　
　
　
　
　
そ
と

そ
れ
故
に
こ
そ
、
外
を
か
う
も
激
し
く
攻
め
立
て
て
辟
易
さ
せ
て
る
る
渾
沌
不
透
明
な
生
に
一
出
逢
っ
て
み
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ
ニ
オ
ラ
ユ
ト

　
さ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
博
士
か
ら
の
無
理
難
題
（
》
房
凹
⇔
⇒
窪
）
に
接
し
た
学
部
長
は
、
先
任
教
授
ヘ
ニ
ソ
グ
ス
氏
（
冒
ω
ε
。
。
O
ず
ユ
。
。
け
置
昌

国
①
毒
ぎ
鵯
㎞
H
認
H
～
旨
。
。
H
㎝
）
に
意
見
を
求
め
、
こ
の
人
の
意
見
書
を
添
へ
て
、
第
四
次
回
章
を
発
出
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
請
願
し
て
来
た
問



　
　
題
に
つ
い
て
は
、
学
則
に
明
確
な
規
定
が
な
く
、
慣
例
で
は
ど
う
な
っ
て
み
る
か
を
先
任
者
に
尋
ね
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
先

　
　
任
教
授
の
判
断
は
然
し
、
先
例
に
基
い
て
と
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
常
識
に
従
っ
て
の
判
断
で
あ
っ
た
。

　
　
　
t
ヘ
ー
ゲ
ル
氏
の
望
む
所
は
、
秩
序
に
も
正
義
に
も
反
し
て
み
る
。
先
づ
、
他
の
二
候
補
老
は
彼
よ
り
も
先
に
資
格
論
文
を
、
し
か

　
　
も
テ
…
ゼ
で
は
な
く
資
格
論
文
全
体
を
提
出
し
て
み
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
他
の
二
候
補
者
は
今
週
は
ず
っ
と
公
開
討
論
の
た
め
に
待
機

　
　
し
て
み
て
、
い
つ
で
も
討
論
に
応
じ
う
る
態
勢
に
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
中
の
S
氏
は
前
≧
か
ら
、
自
分
に
先
任
講
師
た
る
権
利
が
あ

　
　
る
、
と
申
し
出
て
み
る
の
で
あ
る
。
…
…
も
し
ヘ
ー
ゲ
ル
氏
が
吾
々
の
考
へ
方
に
従
は
う
と
し
な
い
な
ら
、
学
部
長
は
、
部
長
権
限
で
、

　
　
明
日
お
よ
び
明
後
罠
を
他
の
二
候
補
者
の
公
開
討
論
日
に
あ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
博
士
に
は
土
曜
日
（
二
十
九
日
）
を
割
り
当
て
る
べ
き
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
プ
ロ
メ
モ
リ
ア

　
　
る
。
－
こ
の
覚
書
に
快
哉
を
叫
ん
だ
の
は
学
部
長
だ
け
で
は
な
い
、
す
べ
て
の
正
教
授
が
完
全
に
同
調
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
「
た
し
か
に
学
則
で
は
、
教
師
（
竃
鋤
σ
q
蜂
臼
）
お
よ
び
助
教
師
（
〉
住
甘
冨
江
）
の
序
列
は
、
討
論
終
了
の
順
番
に
従
ふ
、
と
定
め
ら
れ
て

　
　
は
み
る
。
し
か
し
他
の
二
候
補
者
（
S
氏
お
よ
び
P
氏
）
は
ヘ
ー
ゲ
ル
氏
よ
り
も
先
に
当
国
の
博
士
（
竃
働
σ
q
韓
ユ
β
。
。
・
霞
舞
①
。
。
）
と
な
っ
て

　
　
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今
の
場
合
、
序
列
に
つ
い
て
論
争
の
網
地
は
な
い
。
」
「
S
氏
た
ち
が
既
に
資
格
論
文
を
提
出
し
て
み
る
の
に
ひ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
　
か
へ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
氏
は
自
分
の
論
文
に
未
だ
取
り
掛
っ
て
も
み
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
同
氏
は
た
だ
特
例
に
よ
っ
て
開
講
を
許
可
さ
れ
る

　
　
の
だ
か
ら
、
講
義
目
録
に
お
い
て
S
氏
た
ち
の
名
が
彼
の
上
位
に
来
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
私
案
で
あ
る
が
、
三
候
補
老
の
討
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
ニ
ア
の
レ
ゲ
ソ
デ
ィ

　
　
が
す
べ
て
終
了
す
る
土
曜
日
に
は
じ
め
て
、
三
人
置
開
講
権
を
与
へ
る
こ
と
に
し
て
は
ど
う
か
。
」
等
≧
。
一
こ
れ
ら
の
反
応
の
中

　
　
に
は
、
（
無
理
難
題
を
）
断
乎
拒
絶
す
る
者
の
、
但
し
多
少
冷
静
さ
を
失
っ
た
正
義
感
が
認
め
ら
れ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
（
若
し
も
真
実
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ロ
モ
チ
ナ
ほ
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
へ

　
　
「
私
講
師
の
序
列
を
決
定
す
る
も
の
は
、
学
位
取
得
の
順
序
で
も
資
格
論
文
提
出
の
そ
れ
で
さ
へ
も
な
い
、
公
開
討
論
を
実
施
し
た
順
序

　
　
　
（
3
8
）

　
　
で
あ
る
」
と
い
ふ
の
で
あ
れ
ぽ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
請
願
す
る
所
は
、
少
く
と
も
形
式
的
に
は
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
）

　
　
　
然
し
、
こ
の
青
年
哲
学
者
は
更
に
、
別
の
手
続
き
問
題
で
も
（
尤
も
こ
れ
は
彼
の
ほ
う
が
学
則
に
違
背
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
）
正
教
授

卿
　
た
ち
の
神
経
を
逆
撫
で
に
し
て
る
た
。
即
ち
、
「
討
論
資
料
た
る
資
格
論
文
（
彼
の
場
合
は
テ
ー
ゼ
）
は
、
候
補
老
本
人
が
正
教
授
の
ひ

一　
　
　
　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
七
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一
六
八

と
り
び
と
り
に
届
け
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
応
答
者
な
ど
に
届
け
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
し
、
と
い
ふ
や
う
に
学
則
に
定
め
ら
れ
て
み
る
に
も

拘
ら
ず
、
正
教
授
た
ち
の
口
吻
か
ら
す
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
少
く
と
も
二
、
三
の
教
授
に
は
絵
人
に
届
け
さ
せ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
「
学
則
が
こ
の
点
に
お
い
て
も
遵
守
さ
れ
る
や
う
、
私
は
ど
こ
ま
で
も
主
張
し
た
い
。
も
し
こ
の
博
士
殿
が
私
に
論
文
を
送
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

て
来
た
ら
、
私
は
彼
に
そ
れ
を
突
き
返
し
て
、
自
分
の
義
務
と
い
ふ
も
の
を
彼
に
気
付
か
せ
て
や
ら
う
。
」
1
前
学
部
長
の
こ
の
剣
幕
は
、

さ
す
が
正
教
授
た
ち
も
頭
に
血
が
上
り
は
じ
め
て
み
た
こ
と
を
示
し
て
み
る
。
い
つ
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
、
こ
の
候
補
者
の
攻
勢
の
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
イ
ン

へ
に
只
管
譲
歩
を
重
ね
て
き
た
正
教
授
会
は
、
や
う
や
く
最
終
段
階
に
到
っ
て
は
じ
め
て
、
い
は
ぽ
断
乎
た
る
「
否
！
」
を
以
て
報
ひ
え

た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
「
ゼ
ロ
圃
答
」
を
彼
が
受
取
つ
た
の
は
既
に
そ
の
翌
臼
、
即
ち
公
開
討
論
会
の
当
日
の
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
彼
三
十

一
歳
の
誕
生
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
公
開
討
論
会
に
つ
い
て
は
、
哲
学
部
の
公
式
記
録
が
応
答
者
お
よ
び
反
論
者
の
名
を
列
記
し
て

み
る
以
外
に
、
殆
ん
ど
資
料
が
な
い
。
（
注
（
3
1
）
参
照
）
然
し
、
公
式
参
加
者
の
大
半
が
同
郷
の
ひ
と
で
あ
り
、
ま
た
候
補
者
が
来
場
者

に
式
辞
お
よ
び
謝
辞
を
ラ
テ
ン
語
で
語
り
か
け
る
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
雰
囲
気
の
中
で
、
す
べ
て
は
滞
り
な
く
終
了
し
た
の
で
あ
ら
う
。

そ
の
あ
と
、
学
部
長
は
口
頭
で
、
候
補
者
に
開
講
の
許
可
を
告
げ
た
こ
と
と
思
は
れ
る
。
だ
が
、
恐
ら
く
そ
の
際
、
同
時
に
告
げ
ら
れ
た

筈
の
・
か
の
拒
否
回
答
に
つ
い
て
、
彼
は
何
ご
と
を
、
あ
る
ひ
は
抑
≧
何
か
を
、
学
び
得
た
で
あ
ら
う
か
。
絵
り
に
も
昂
然
た
る
彼
の
あ

の
覇
気
は
ど
の
や
う
に
反
応
し
た
で
あ
ら
う
か
。
（
注
（
4
3
）
参
照
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
三
－
七
　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
か
う
し
て
事
態
は
、
資
格
論
文
の
提
出
お
よ
び
仮
講
義
の
実
施
と
い
ふ
・
最
終
の
段
階
に
向
っ
て
動
き

始
め
る
。
然
し
、
討
論
の
折
に
そ
の
表
題
が
公
示
さ
れ
た
所
の
、
『
遊
星
軌
道
論
』
そ
の
も
の
は
、
一
向
に
提
出
さ
れ
る
気
配
が
な
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
だ

た
。
公
開
討
論
の
当
日
ま
で
は
哲
学
部
に
頻
り
で
あ
っ
た
彼
の
楚
音
も
、
や
が
て
跡
絶
え
た
。
い
つ
し
か
九
月
は
過
ぎ
、
十
月
も
半
ば
と

な
っ
た
が
、
未
だ
に
論
文
は
提
出
さ
れ
な
い
。
彼
は
哲
学
部
へ
の
公
約
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
み
る
の
だ
ら
う
か
。
一
i

　
所
が
、
大
学
の
外
で
は
却
っ
て
、
こ
の
新
任
私
講
師
の
名
が
、
屡
≧
教
養
人
士
の
口
の
端
に
の
ぼ
る
や
う
に
な
っ
て
み
た
。
九
月
十
五



　
　
日
お
よ
び
十
六
日
の
『
エ
ル
ラ
ソ
ゲ
ソ
文
学
新
聞
』
に
は
、
ブ
ー
テ
ル
ヴ
ェ
ー
ク
の
著
書
へ
の
書
評
が
現
は
れ
る
。
更
に
、
九
月
末
（
？
）

　
　
か
ら
始
ま
っ
た
ミ
ヒ
ァ
エ
ー
リ
ス
書
籍
見
本
市
の
新
刊
書
目
録
に
は
、
か
ね
て
印
畠
中
と
伝
へ
ら
れ
て
る
た
著
書
の
表
題
（
『
差
異
性
』
）

　
　
が
見
出
さ
れ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
、
刷
り
上
っ
て
来
た
ば
か
り
の
こ
の
書
物
を
傍
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
対
し
、
十
月
三
日
付
け
の
書
簡
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
　
お
い
て
、
自
分
と
彼
フ
ィ
ヒ
テ
と
の
あ
ひ
だ
の
哲
学
上
の
相
違
点
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
、
世
間
に
は
又
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
故
国

　
　
か
ら
屈
強
の
戦
士
を
迎
へ
、
フ
ィ
ヒ
テ
で
さ
へ
も
自
分
の
学
説
に
は
遠
く
及
ば
な
い
の
だ
と
い
ふ
や
う
に
公
衆
に
宣
布
さ
せ
て
る
る
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
　
評
す
る
向
き
も
出
て
来
た
。
そ
し
て
、
大
学
の
外
で
の
彼
の
こ
の
や
う
な
活
動
ぶ
り
と
、
そ
れ
へ
の
世
間
的
反
響
と
は
、
大
学
の
内
に
も

　
　
伝
は
つ
て
来
る
の
で
あ
っ
た
。
い
っ
た
い
、
彼
に
は
資
格
論
文
を
提
出
す
る
意
志
が
あ
る
の
か
。
要
す
る
に
、
こ
の
ひ
と
も
亦
シ
ュ
レ
ー

　
　
ゲ
ル
の
同
類
で
は
な
い
の
か
。
正
教
授
た
ち
に
お
い
て
、
彼
に
対
す
る
先
日
来
の
感
情
が
、
疑
心
に
転
じ
暗
鬼
を
生
じ
た
こ
と
は
、
十
分

　
　
考
へ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ
　
ニ
　
オ
ラ
エ
ト

　
　
　
十
月
十
八
日
、
哲
学
部
長
は
先
任
教
授
ヘ
ニ
ソ
グ
ス
肉
か
ら
一
通
の
書
状
を
受
け
取
る
。
1

　
　
　
「
ヘ
ー
ゲ
ル
博
士
が
資
格
論
文
を
未
だ
提
出
し
て
み
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
は
、
私
は
存
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
提
出
す
る
と
ぽ
か
り
思
つ

　
　
て
お
り
ま
し
た
か
ら
こ
そ
、
公
示
用
の
題
目
草
稿
に
つ
い
て
も
同
意
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
学
部
長
殿
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
氏
に
、
資
格
論
文

　
　
を
提
出
し
終
へ
る
ま
で
は
開
講
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
だ
、
と
通
告
す
る
権
限
を
、
職
務
上
（
〈
2
ヨ
α
σ
q
。
幽
ぼ
Φ
。
・
○
津
。
一
）
持
っ
て
お
い

　
　
で
で
す
。
…
…
私
が
彼
を
出
頭
さ
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
ら
、
彼
は
定
め
し
食
っ
て
か
か
る
で
せ
う
i
“
先
生
は
私
に
命
令
す
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
カ
エ
ヌ
ス

　
　
お
出
来
に
な
る
の
で
す
か
？
先
生
は
学
部
長
な
の
で
す
か
？
”
1
と
。
さ
う
な
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
か
ら
、
学
部
の
名
に
お
い
て
（
コ
？

　
　
ヨ
ぎ
。
h
帥
。
氏
け
銭
。
。
）
〔
彼
の
開
講
を
〕
禁
止
し
、
彼
に
、
遣
憾
な
が
ら
学
部
の
結
論
（
留
。
。
O
。
護
巳
器
員
ヨ
）
を
お
伝
へ
す
る
の
已
む
な
き
に
到

　
　
り
ま
し
た
、
と
、
さ
う
告
げ
て
下
さ
い
。
…
…

　
　
　
ど
う
か
遠
慮
さ
れ
ず
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
博
士
の
講
義
題
鼠
を
掲
示
板
か
ら
取
り
除
い
て
下
さ
い
、
ど
れ
も
こ
れ
も
吾
々
を
欺
い
て
手
に
入

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ッ
シ
オ
ー
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
ォ
ー
ツ
ム

畑
れ
た
も
の
で
す
か
ら
。
」
一
．
」
の
文
書
は
、
学
部
の
公
式
記
録
や
学
部
長
の
回
章
、
正
養
の
判
定
な
ど
と
と
も
に
、
倉
ま
で
イ
エ

ー　
　
　
　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
九
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｝
七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
あ
ウ

ー
ナ
大
学
哲
学
部
に
保
存
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
正
教
授
会
の
（
少
く
と
も
先
任
者
に
お
け
る
）
憤
怒
の
棲
ま
じ
さ
を
、
歴
歴
と
写

し
嵐
し
て
み
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

　
然
し
、
幸
か
不
幸
か
、
振
り
上
げ
ら
れ
た
拳
は
振
り
下
さ
れ
ず
、
学
部
長
権
限
は
発
動
さ
れ
な
か
っ
た
i
丁
度
こ
の
同
じ
十
八
日
の

日
、
資
格
論
文
『
遊
星
軌
道
論
』
が
提
出
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
危
機
一
髪
で
あ
っ
た
。
次
い
で
翌
十
九
日
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
仮
講

義
を
行
な
っ
た
。
公
式
記
録
は
学
部
長
お
よ
び
五
人
の
正
教
授
（
そ
の
中
に
は
前
記
の
先
任
教
授
も
含
ま
れ
る
）
の
臨
席
を
記
入
し
て
み

る
の
み
で
あ
る
。
資
格
試
験
に
お
い
て
仮
講
義
が
占
め
る
比
重
は
、
既
に
見
て
来
た
や
う
に
、
か
な
り
大
き
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
は
、
列
席
正
教
授
の
名
前
以
外
に
（
表
題
さ
へ
も
）
知
る
手
掛
り
は
な
い
。
恐
ら
く
、
こ
れ
も
亦
、
特
に
記
録
す
べ
き
こ
と

も
な
く
、
ご
く
普
通
の
仮
講
義
と
し
て
終
了
し
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
、
仮
講
義
の
出
来
栄
え
を
振
返
つ
た
り
、
正
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ん
た
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
3
4
）

授
会
の
・
自
分
に
対
す
る
感
情
の
好
し
悪
し
を
付
度
す
る
や
う
な
鯨
裕
は
無
か
っ
た
。
盟
友
シ
ェ
リ
ン
グ
を
筆
頭
編
輯
者
と
す
る
『
哲
学

評
論
』
の
企
画
が
、
こ
の
頃
、
シ
ェ
リ
ン
グ
と
コ
ッ
タ
社
と
の
間
で
進
捗
し
て
み
た
。
既
に
共
同
編
輯
老
に
豫
定
さ
れ
て
る
た
ヘ
ー
ゲ
ル

　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

に
と
っ
て
、
十
一
月
初
め
に
置
か
れ
た
・
創
刊
号
へ
の
寄
稿
期
限
は
、
万
釣
の
重
み
を
以
て
迫
り
つ
つ
あ
っ
た
に
違
ひ
な
い
。
か
う
し
て
、

次
の
事
実
聯
関
（
即
ち
論
評
活
動
）
の
始
動
と
交
錯
す
る
や
う
な
仕
方
に
お
い
て
、
資
格
試
験
と
い
ふ
事
実
聯
関
は
完
結
し
た
の
で
あ
る
。

経
過
が
屡
≧
難
航
し
紛
糾
し
た
の
に
比
べ
る
と
、
幕
切
れ
は
ま
こ
と
に
呆
気
な
か
っ
た
。

　
素
志
を
実
現
し
得
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
冬
、
学
外
で
は
『
哲
学
評
論
』
を
刊
行
し
、
学
内
で
は
「
論
理
学
お
よ
び
形
而
上
学
」
を
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
×
4
6
）

講
ず
る
i
奇
し
く
も
、
先
任
教
授
殿
お
よ
び
前
学
部
斎
殿
と
同
じ
講
義
題
目
で
あ
っ
た
。

四
　
理
念
的
聯
関
へ
の
移
行
と
批
判
的
反
省

　
四
i
疇
　
吾
≧
は
こ
れ
ま
で
、
資
格
試
験
そ
の
も
の
を
媒
辞
と
し
当
事
者
を
両
極
と
す
る
や
う
な
推
論
関
係
を
、
そ
の
実
在
的
聯
関
に

お
い
て
解
明
し
よ
う
と
努
力
し
て
来
た
。
具
体
的
に
は
、
キ
ム
メ
ル
レ
資
料
を
は
じ
め
と
す
る
第
一
次
的
資
料
を
中
心
に
、
こ
の
聯
関
の



　
純
粋
描
出
を
試
み
て
来
た
。
こ
こ
に
そ
の
媒
辞
が
周
延
し
実
在
的
聯
関
の
提
示
が
完
結
し
た
の
で
あ
る
が
、
さ
う
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら

　
ど
の
や
う
な
描
像
が
「
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
」
と
し
て
現
前
し
て
く
る
で
あ
ら
う
か
。
そ
こ
に
髪
〃
髭
と
し
て
来
て
み
る
の
は
、
ど

　
　
の
や
う
な
人
物
像
で
あ
ら
う
か
。

　
　
ω
イ
エ
ー
ナ
時
代
を
通
じ
て
（
特
に
、
来
住
し
て
未
だ
間
も
な
い
初
期
に
お
い
て
）
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
根
底
か
ら
制
約
し
て
み
た
の
は
、

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
生
の
昏
さ
で
あ
り
渾
沌
で
あ
り
、
ま
た
生
の
未
熟
で
あ
っ
た
。
精
神
的
生
の
動
向
さ
へ
も
、
こ
の
昏
さ
に
制
約
さ
れ
て
み
た
。
た
し
か
に
、

　
彼
の
精
神
的
生
は
、
生
涯
の
志
を
果
す
べ
ぎ
・
乾
坤
一
呑
の
戦
機
を
迎
へ
て
白
熱
し
た
。
然
し
、
こ
の
精
神
的
生
の
全
体
が
（
一
そ
れ

　
　
は
自
分
の
体
系
の
構
築
へ
と
向
ふ
求
心
的
意
欲
と
学
界
言
論
界
に
乗
り
出
さ
う
と
す
る
遠
心
的
志
向
と
の
、
こ
の
ふ
た
つ
の
意
欲
方
向
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

　
交
錯
で
あ
り
競
合
で
あ
っ
た
が
一
）
い
つ
で
も
無
に
帰
し
か
ね
な
い
可
能
性
な
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
、
彼
自
身
が
誰
よ
り
も
よ
く

　
　
知
っ
て
み
た
に
相
違
な
い
。
志
が
若
し
成
ら
な
け
れ
ば
、
故
山
の
地
に
帰
っ
て
牧
師
に
な
る
可
能
性
も
、
全
く
考
へ
な
い
と
い
ふ
わ
け
に

　
　
は
い
か
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ニ
ア
メ
　
ゲ
ソ

　
　
　
彼
は
殆
ん
ど
徒
手
空
拳
で
イ
エ
ー
ナ
に
移
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
携
へ
て
る
た
「
資
産
」
に
し
て
も
、
生
活
を
当
座
支
へ
う
る
程

　
　
度
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
ま
た
、
学
に
志
し
て
か
ら
十
か
年
、
孜
々
と
し
て
蓄
積
し
て
来
た
概
鑛
の
成
果
も
、
未
だ
殆
ん
ど
が
一
私

　
　
人
の
範
囲
に
留
め
お
か
れ
て
み
た
。
即
ち
、
所
謂
「
業
績
」
に
相
当
す
る
も
の
が
、
彼
に
は
何
ひ
と
つ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
斯
く
無
名

　
　
で
あ
り
社
会
的
に
は
全
く
無
力
で
あ
る
彼
に
と
っ
て
、
頼
り
得
る
も
の
と
し
て
は
、
た
だ
自
分
自
身
の
精
神
的
生
に
内
在
す
る
力
、
つ
ま

　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ャ
ン
ス

　
　
り
自
力
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
学
究
と
し
て
生
き
残
る
た
め
に
は
す
べ
て
を
非
情
に
手
段
化
せ
ざ
る
を
え
ず
、
素
志
を
遂
げ
る
機
会
で

　
　
あ
る
な
ら
ば
ど
ん
な
も
の
で
も
捉
へ
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
資
格
試
験
全
体
の
経
過
の
な
か
で
顕
は
に
な
っ
て
く
る
・
彼
の
性
格
的
な
も

　
　
の
、
言
動
に
お
け
る
特
異
な
る
も
の
、
は
、
さ
う
い
ふ
実
存
的
状
況
の
表
現
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
つ
ぶ

　
　
　
既
に
具
さ
に
分
析
し
て
来
た
や
う
に
、
こ
の
頃
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
動
は
、
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
の
も
の
が
ま
さ
に
屡
≧
、
不
透
明
で

購
あ
臥
前
後
に
撞
着
し
さ
へ
し
て
み
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
通
じ
て
五
目
≧
に
與
つ
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
彼
の
飽
く
な
き
肇
性
で
あ

1
　
　
　
　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
一



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
第
五
百
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
二

翅
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
）
　
　
　
　
し
雍

－
　
り
、
厚
顔
（
〈
①
≧
①
σ
q
①
鼻
妥
）
と
紙
一
重
の
・
強
か
な
自
己
中
心
性
で
あ
っ
た
。
実
際
上
門
限
が
過
ぎ
て
み
る
の
に
、
駈
け
つ
け
て
執
拗

　
　
に
彼
が
食
下
っ
て
み
た
の
は
、
義
務
の
遂
行
に
先
立
っ
て
権
利
を
与
へ
よ
、
と
い
ふ
要
求
で
あ
り
、
し
か
も
、
義
務
を
す
べ
て
果
し
て
ゐ

　
　
る
他
の
候
補
者
よ
り
も
、
特
例
に
よ
り
義
務
を
軽
減
さ
れ
た
自
分
の
ほ
う
を
更
に
優
先
せ
し
め
よ
、
と
い
ふ
追
討
ち
で
あ
っ
た
。
i
然

　
　
し
な
が
ら
、
こ
の
「
攻
撃
性
」
を
更
に
仔
細
に
吟
味
す
る
と
、
到
る
処
に
人
間
的
な
綻
び
が
現
は
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
哲
学
部
の
或
る

　
　
学
則
の
中
に
不
備
を
見
出
し
て
、
そ
こ
か
ら
自
分
に
好
都
合
な
解
釈
を
導
き
出
す
ほ
ど
抜
目
な
く
怜
鋼
で
あ
る
の
に
、
ま
た
、
別
の
学
則

　
　
　
　
　
　
　
す
ご

　
　
は
ま
る
で
見
過
し
、
結
局
は
正
教
授
会
の
心
証
を
益
≧
悪
く
す
る
、
と
い
ふ
や
う
な
手
抜
か
り
の
一
面
も
あ
る
。
た
し
か
に
、
彼
の
昂
然

　
　
た
る
覇
気
に
自
信
過
剰
の
反
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ら
う
。
何
し
ろ
、
資
格
論
文
（
三
十
二
頁
、
ラ
テ
ン
語
。
一
八
八
頁
参
照
）

　
　
を
、
二
百
四
十
二
頁
の
書
物
の
書
評
と
と
も
に
、
旬
日
の
う
ち
に
ほ
ぼ
仕
上
げ
よ
う
と
企
図
し
て
み
た
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
も
彼
は
現

　
　
実
に
は
、
こ
の
論
文
を
提
出
す
る
の
に
、
書
評
の
仕
事
を
片
付
け
て
両
手
が
自
由
に
使
へ
る
や
う
に
な
っ
て
か
ら
で
も
、
更
に
七
週
間
以

　
　
上
を
要
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
彼
の
積
極
性
・
攻
撃
性
の
即
且
対
自
態
な
の
で
あ
っ
た
。
i

　
　
　
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
何
と
い
ふ
人
の
好
さ
で
あ
ら
う
か
。
完
成
し
て
み
な
く
と
も
書
き
か
け
の
紙
束
（
資
格
論
文
の
草
稿
）
を
提
出

　
　
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
何
か
に
な
る
、
と
い
ふ
ふ
う
に
彼
が
信
じ
て
み
た
と
す
れ
ば
！
　
た
と
へ
ぼ
、
自
分
が
そ
の
や
う
に
精
一
杯
誠
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に
資
格
試
験
に
対
応
し
て
み
る
こ
と
を
示
せ
ば
、
哲
学
部
の
諸
教
授
も
亦
感
応
し
、
こ
の
誠
意
を
人
間
的
に
評
価
し
、
駈
け
つ
け
受
験
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
イ
ス
ト
　
　
ガ
イ
ス
ト

　
　
無
理
も
何
と
か
配
慮
し
て
貰
へ
る
、
と
信
じ
て
み
た
と
す
れ
ば
！
　
然
し
そ
の
場
合
に
は
、
誠
意
が
誠
意
を
、
精
神
が
精
神
を
、
必
ず
喚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ュ
ブ
リ
ス

　
　
起
し
勧
請
す
る
や
う
な
構
造
の
世
界
（
共
感
的
世
界
）
を
、
自
力
以
外
に
前
提
し
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
攻
撃
性
は
最
早
不
遜

　
　
の
そ
れ
で
は
な
い
で
あ
ら
う
、
寧
ろ
機
縁
に
従
っ
て
攻
撃
的
に
活
動
し
て
み
る
精
神
的
生
の
そ
れ
で
あ
ら
う
、
つ
ま
り
、
根
源
的
不
安

　
　
に
お
け
る
・
精
神
的
生
の
ひ
と
つ
の
実
存
的
企
投
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
　
　
②
も
ち
ろ
ん
、
不
遜
の
影
す
ら
見
当
ら
な
い
、
と
ま
で
弁
護
す
る
の
も
、
却
っ
て
行
き
過
ぎ
な
の
で
あ
る
。
ー
イ
エ
…
ナ
に
来
住
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
ミ
ュ
　
ト

　
　
る
に
あ
た
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
陣
営
に
身
を
投
じ
た
の
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
こ
の
ひ
と
が
多
年
、
純
粋
に
真
心
を
以



　
　
て
自
分
と
い
ふ
人
間
を
理
解
し
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
世
間
へ
の
発
言
力
影
響
力
に
お
い
て
も
頼
も
し
い
友
人
で
あ
る
か
ら
で
あ

　
　
（
鶴
）
　
　
　
　
か
ね

　
　
つ
た
。
彼
は
豫
て
共
感
を
覚
え
て
み
た
・
こ
の
友
人
の
哲
学
と
更
め
て
取
組
む
こ
と
に
な
る
が
、
折
柄
創
造
活
動
が
最
高
潮
に
達
し
つ
つ

　
　
あ
っ
た
こ
の
友
人
の
思
想
に
、
彼
は
ど
こ
ま
で
自
分
を
滅
却
し
て
没
入
し
徹
底
す
る
こ
と
が
出
来
た
で
あ
ら
う
か
、
な
い
し
は
、
彼
に
本

　
　
来
の
思
惟
方
向
に
よ
っ
て
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
自
己
薬
籠
中
の
物
と
な
し
え
た
で
あ
ら
う
か
。
－
だ
が
、
い
つ
れ
の
可
能
性
も
そ
の
極
を

　
　
究
め
る
だ
け
の
絵
裕
の
な
い
ま
ま
、
彼
は
早
く
も
自
分
の
哲
学
的
立
場
を
鮮
明
に
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
は
、
一
陣
営
に
帰
属
し
た
こ
と
へ
の
代
償
と
し
て
、
元
来
は
ゆ
っ
く
り
仕
事
を
進
め
て
ゆ
く
た
ち
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
期
限
を
切
ら
れ

　
　
た
仕
事
に
次
々
と
引
起
り
こ
ま
れ
る
。
か
く
し
て
『
差
異
性
』
論
文
に
始
ま
っ
て
、
『
エ
ル
ラ
ン
ゲ
ン
文
学
新
聞
』
『
哲
学
評
論
』
と
い
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ひ
ま

　
　
や
う
に
、
息
を
継
ぐ
問
も
な
く
、
執
筆
、
寄
稿
、
企
画
、
共
編
等
≧
の
仕
事
が
殺
到
す
る
。
そ
れ
へ
の
応
接
の
相
間
を
縫
ふ
や
う
に
し
て
、

　
　
彼
は
教
授
資
格
を
取
得
し
よ
う
と
し
た
、
彼
の
生
涯
計
画
の
う
へ
か
ら
い
へ
ぼ
、
寧
ろ
こ
の
ほ
う
こ
そ
最
重
要
の
関
心
事
で
な
け
れ
ぽ
な

　
　
ら
な
い
に
も
拘
ら
ず
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ソ
ヘ
ン
ガ
　

　
　
　
そ
の
結
果
、
彼
は
不
本
意
に
も
、
外
部
か
ら
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
陣
営
の
闘
士
（
要
す
る
に
亜
　
流
）
と
見
傲
さ
れ
る
に
到
っ
た
。
彼
自

　
　
身
に
お
け
る
・
不
敵
な
ま
で
の
独
立
性
の
意
識
は
、
そ
れ
に
は
激
し
く
反
擾
し
た
け
れ
ど
も
（
一
六
九
頁
お
よ
び
注
㈹
参
照
）
、
そ
の
意
識

　
　
自
体
は
未
だ
思
想
の
洗
練
さ
れ
た
表
現
と
構
成
と
に
達
し
て
み
な
い
。
従
っ
て
彼
が
差
当
り
公
開
す
る
思
想
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
的
原
理
に

　
　
基
い
た
理
念
的
実
体
の
立
場
と
、
彼
に
本
来
的
な
精
神
的
生
（
主
体
性
）
の
方
向
、
と
い
ふ
ふ
た
つ
の
・
根
互
に
独
立
な
思
惟
聯
関
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

　
　
そ
の
交
錯
と
な
り
混
濡
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
未
だ
咀
噛
し
切
れ
ず
消
化
し
切
れ
な
い
も
の
を
そ
の
ま
ま
に
、
早
く
も
公
表
し
て

　
　
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
、
論
評
の
場
に
立
つ
も
の
の
現
実
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
論
述
の
混
雑
は
、
生
の
さ
う
い
ふ
昏
さ

　
　
に
制
約
さ
れ
た
・
精
神
的
生
の
昏
さ
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
思
想
的
渾
沌
を
本
来
あ
る
べ
き
方
向
へ
向
け
て
閾
明
し
な
け
れ
ば
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
　
ら
ぬ
、
と
い
ふ
急
追
が
、
彼
に
は
、
学
的
体
系
を
構
築
す
る
課
題
と
し
て
、
重
苦
し
く
意
識
せ
ら
れ
て
み
た
。
1
こ
の
や
う
に
、
問
題

聡
出
．
議
に
追
跡
さ
れ
る
と
と
も
に
、
文
筆
活
動
の
悪
無
限
的
循
環
の
中
へ
早
く
も
の
め
り
．
」
み
っ
つ
あ
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
制
度
と

1　
　
　
　
　
　
一
八
○
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
三



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
四

胴
し
て
の
幕
嚢
そ
し
て
こ
れ
を
実
施
す
る
社
ム
懇
棄
て
の
大
憲
歳
ど
こ
か
軽
く
見
え
て
み
な
か
っ
た
で
あ
ら
蒸

　
　
　
　
　
　
　
ザ
ウ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
な
ぎ
し

　
　
「
文
士
た
ち
の
饗
宴
」
に
加
は
つ
て
其
所
か
ら
耕
運
の
府
を
顧
み
た
と
き
、
彼
の
目
差
は
何
か
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
と
通
ず
る
も
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
し

　
　
な
っ
て
み
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
資
格
試
験
に
臨
む
彼
の
姿
勢
の
う
ち
に
、
高
を
括
っ
て
み
る
や
う
な
節
が
全
然
な
か
っ
た
、
と
言
ひ

　
　
き
れ
る
で
あ
ら
う
か
。

　
　
③
そ
れ
故
、
こ
の
青
年
哲
学
者
を
、
た
だ
単
に
好
奇
心
の
、
な
い
し
非
歴
史
的
反
省
の
、
そ
の
対
象
と
し
て
眺
め
や
る
だ
け
な
ら
ぽ
、

　
彼
の
あ
ま
り
な
自
己
中
心
性
は
屡
≧
、
い
か
に
も
堪
へ
が
た
い
も
の
に
感
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
キ
ム
メ
ル
レ
博
士
に
よ
れ
ぽ
、
一
八
三

　
　
五
年
に
公
刊
さ
れ
た
・
或
る
『
近
世
人
物
評
伝
』
に
は
、
次
の
や
う
な
記
述
が
見
い
だ
さ
れ
る
、
と
い
ふ
。
一
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
フ
ィ
ヒ

　
　
テ
か
ら
貰
っ
て
み
た
粗
悪
な
ル
イ
金
貨
で
、
資
格
試
験
の
費
用
を
支
払
つ
た
が
、
全
く
滑
稽
な
こ
と
だ
。
そ
の
哲
学
は
、
い
つ
も
粗
悪
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

　
貨
幣
の
あ
る
所
に
あ
っ
た
が
、
し
か
も
、
哲
学
部
を
な
ほ
も
麟
っ
て
挑
発
す
る
ほ
ど
に
も
図
々
し
か
つ
た
の
だ
。
」
一
た
し
か
に
こ
の
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
述
は
、
彼
の
資
格
試
験
の
表
面
的
経
過
が
、
当
時
、
局
外
老
の
眼
に
ど
の
や
う
に
映
じ
た
か
、
そ
の
一
端
を
窺
ふ
う
へ
で
興
味
深
い
資
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
で
は
あ
ら
う
。
つ
ま
り
事
態
の
皮
相
し
か
見
え
な
い
者
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
動
に
対
し
、
か
う
い
ふ
誤
解
と
悪
感
情
と
を
懐
き
か
ね
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
と
い
ふ
・
彼
が
実
際
に
直
面
し
て
み
た
危
険
の
可
能
性
を
ぽ
、
そ
れ
は
例
証
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
も
亦
、
日
常

　
的
世
俗
的
な
、
ま
た
社
会
的
制
度
的
な
実
在
聯
関
に
お
い
て
、
自
分
の
生
が
、
見
る
見
る
う
ち
に
鰻
誉
褒
疑
の
渦
の
中
へ
巻
き
こ
ま
れ
て

　
ゆ
く
こ
と
を
体
験
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
の
攻
撃
的
態
度
が
実
在
聯
関
の
中
に
生
み
出
し
た
も
の
は
、
同
じ
聯
関
を
つ
た
っ
て
反
擾

　
　
を
呼
び
戻
し
た
。
彼
が
資
格
試
験
を
通
じ
て
正
教
授
会
の
中
に
播
要
し
た
悪
印
象
は
、
種
子
か
ら
毒
麦
に
ま
で
育
ち
、
そ
の
穂
先
は
、
イ

　
　
エ
ー
ナ
在
住
の
あ
ひ
だ
屡
≧
彼
を
傷
つ
け
且
つ
屈
折
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
（
注
鰯
参
照
）
あ
る
ひ
は
、
家
庭
教
師
と
い
ふ
孤
独
な
生
活
の
中

　
か
ら
折
角
飛
び
こ
ん
だ
「
文
士
た
ち
の
饗
宴
」
も
亦
、
「
精
神
的
動
物
」
（
才
能
に
生
き
る
個
人
）
の
相
互
全
土
が
循
環
す
る
悪
無
限
的
な

　
　
　
　
（
5
3
）

　
実
在
聯
関
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
、
は
る
か
に
客
観
的
な
、
「
昨
日
今
日
成
り
い
で
し
も
の
」
に
は
非
ざ
る
何
も
の
か
に
比
べ

　
れ
ば
、
片
隅
の
私
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
一
さ
う
い
っ
た
こ
と
を
、
い
ま
へ
…
ゲ
ル
は
学
び
始
め
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
彼
は
言



　
　
は
ば
閉
さ
れ
た
書
斎
か
ら
突
如
拉
致
さ
れ
て
、
世
間
と
い
ふ
大
き
な
書
物
を
速
読
さ
せ
ら
れ
て
る
る
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
な
ざ
し

　
　
　
し
か
し
、
吾
≧
が
こ
こ
ま
で
こ
の
ひ
と
を
見
つ
め
て
き
た
目
差
は
、
世
間
が
彼
を
見
た
目
で
も
、
ま
た
彼
自
身
が
実
在
聯
関
に
没
頭
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
世
間
の
目
と
ひ
と
つ
に
な
っ
て
自
分
自
身
を
見
た
目
で
も
な
く
、
ま
さ
に
理
解
の
見
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
吾
≧
は
彼
の
言
動
や
性
格
を

　
　
山
颪
不
遜
と
徒
ら
に
裁
く
や
う
な
杓
子
定
規
に
は
関
与
せ
ず
に
、
そ
れ
ら
は
、
乏
き
に
を
り
不
透
明
に
居
る
精
神
的
生
の
（
そ
の
実
存
的

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
企
投
の
）
表
現
で
あ
る
、
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
は
シ
ラ
ー
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
と
を
「
こ
れ
は
全
く
卓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か

　
　
越
し
た
（
〈
O
門
け
目
O
胤
剛
一
同
O
び
）
人
物
で
す
。
し
か
し
、
自
分
の
考
へ
を
言
ひ
表
は
す
の
に
鹸
り
に
も
閻
へ
す
ぎ
て
、
な
か
な
か
適
切
に
言
ひ
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

　
　
は
せ
な
い
で
ゐ
ま
す
。
」
（
一
八
〇
三
年
十
一
月
二
十
七
日
）
と
い
ふ
や
う
に
評
し
て
み
る
。
こ
の
評
価
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
エ
ー
ナ
在
住
中

　
　
か
は

　
　
楡
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
二
十
一
歳
も
年
上
で
・
し
か
も
ザ
ク
セ
ン
ー
ワ
イ
マ
ー
ル
公
国
の
宰
相
た
る
こ
の
文
豪
が
そ
こ
ま
で
見
抜
い
た

　
　
の
は
、
勿
論
、
本
質
直
観
の
天
才
に
よ
っ
て
で
あ
っ
て
、
彼
が
同
時
代
の
実
在
聯
関
と
実
在
的
に
ひ
と
つ
で
あ
り
え
た
（
つ
ま
り
同
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
俗
眼
と
な
る
こ
と
が
出
来
た
）
か
ら
で
は
な
い
。
い
つ
ぼ
う
吾
≧
は
、
同
時
代
性
と
い
ふ
や
う
な
「
利
点
」
を
持
た
な
い
け
れ
ど
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ハ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
後
の
世
に
生
き
て
・
追
理
解
を
遂
行
し
得
る
と
い
ふ
可
能
性
の
故
に
、
（
本
質
ま
で
直
観
し
え
な
い
に
し
て
も
）
少
く
と
も
、
か
の
時
代

　
　
の
実
在
聯
関
に
埋
没
し
俗
眼
そ
の
も
の
に
頽
落
す
る
可
能
性
は
、
文
豪
と
同
様
に
超
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
現
に
超
出
出
来
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
吾
≧
は
、
実
在
聯
関
を
既
に
動
出
し
て
み
る
所
の
何
も
の
か
を
、
畏
め
理
解
し
て
み
る
、
そ
し
て
、
こ
の
先
行
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
解
に
先
導
さ
れ
て
実
在
聯
関
を
そ
の
つ
ど
照
明
し
つ
つ
、
理
解
の
見
を
遂
行
し
て
来
た
結
果
、
此
処
で
遂
に
、
実
在
聯
関
に
埋
没
し
た
俗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
眼
を
批
判
的
に
儲
け
う
る
や
う
な
段
階
に
ま
で
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
然
も
そ
こ
に
は
、
あ
る
決
定
的
で
根
源
的
な
事
態
が
端
な
く
も
開

　
　
示
さ
れ
て
来
て
み
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

　
　
　
四
－
二
　
ω
こ
こ
で
根
源
的
な
事
態
と
い
ふ
の
は
、
先
づ
差
し
当
っ
て
は
、
伝
記
記
述
な
い
し
個
人
史
理
解
に
お
け
る
・
最
終
で
最
高

　
　
の
循
環
が
そ
こ
に
開
示
さ
れ
て
み
る
、
と
い
ふ
事
柄
を
指
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
i
吾
≧
は
、
本
稿
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
、
資
格
試
験

恥
に
お
け
る
彼
の
実
際
（
篠
曲
折
）
を
見
極
め
る
た
め
に
、
第
一
次
資
料
に
基
い
た
純
粋
欝
を
試
み
て
来
た
。
目
葎
的
に
は
、
．
．
の
推

1　
　
　
　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五



　
　
　
　
　
　
折
四
学
研
究
　
　
日
野
五
百
一
五
十
口
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
六

7611

@
論
式
の
聖
書
お
よ
び
媒
辞
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
、
さ
う
い
ふ
資
料
に
基
き
、
専
ら
実
在
聯
関
に
お
い
て
周
延
し
、
そ
こ
か
ら
事
態
の
真
実

　
　
を
純
粋
描
像
と
し
て
浮
び
上
ら
ぜ
よ
う
と
努
力
し
て
来
た
。
そ
れ
は
吾
≧
が
真
に
に
門
三
。
・
号
で
あ
り
う
る
た
め
で
あ
る
、
換
言
す
れ
ぽ
、

　
　
時
間
が
齎
す
忘
却
や
忘
恩
か
ら
、
又
、
（
後
世
の
そ
れ
ら
は
勿
論
）
生
前
既
に
う
つ
高
く
築
き
あ
げ
ら
れ
た
偏
見
や
神
話
や
虚
像
か
ら
さ

　
　
へ
、
真
に
自
由
に
な
る
た
め
で
あ
る
。
た
と
へ
ぼ
、
偉
大
な
恩
師
の
声
貌
が
な
ほ
日
≧
に
新
た
で
あ
り
・
師
の
学
説
の
迫
力
に
今
も
満
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

　
　
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
使
徒
た
ち
（
「
故
人
の
友
の
会
」
）
の
そ
の
諸
判
断
か
ら
さ
へ
も
自
由
に
な
っ
て
（
つ
ま
り
自
分
自
身
の
先
行
判
断
と
す

　
　
る
こ
と
な
く
）
、
し
か
も
、
成
ら
う
こ
と
な
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
息
吹
き
が
感
じ
ら
れ
る
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
場
所
に
ま
で
進
む
た
め
な

　
　
の
で
あ
る
。
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
じ
ペ
ソ

　
　
　
②
し
か
し
、
そ
の
結
果
吾
≧
が
到
達
し
た
の
は
、
た
し
か
に
、
同
時
代
の
生
の
・
生
≧
し
い
鼓
動
が
、
た
と
へ
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身

　
　
の
自
己
中
心
的
な
要
求
や
そ
れ
に
対
す
る
同
時
代
人
の
反
感
・
憤
怒
・
非
難
な
ど
の
声
が
、
今
に
も
聞
え
て
来
さ
う
な
ほ
ど
現
実
的
な
、

　
　
さ
う
い
ふ
埃
っ
ぽ
い
状
況
で
は
あ
る
で
あ
ら
う
。
つ
ま
り
、
同
時
代
の
俗
眼
そ
の
も
の
が
そ
こ
で
成
立
し
且
つ
存
立
し
た
や
う
な
実
在
聯

　
　
関
で
あ
り
、
こ
の
聯
関
の
果
て
し
な
い
広
が
り
で
は
あ
る
で
あ
ら
う
。
と
は
い
へ
、
先
程
来
吾
≧
が
目
標
に
し
て
来
た
純
粋
描
像
と
は
、

　
　
同
時
代
の
こ
の
俗
眼
に
映
じ
て
み
た
や
う
な
人
物
像
を
意
味
す
る
の
で
あ
ら
う
か
、
ま
た
吾
≧
が
試
み
て
来
た
純
粋
描
出
と
は
、
さ
う
い

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ふ
人
物
像
の
復
原
を
意
味
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
い
や
、
断
じ
て
、
断
じ
て
さ
う
で
は
な
い
。

　
　
　
事
態
の
真
実
と
い
ふ
も
の
は
、
後
世
に
対
す
る
と
同
様
、
同
時
代
に
対
し
て
も
隠
蔽
さ
れ
て
る
る
、
な
い
し
は
蹟
き
の
現
実
的
可
能
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
　
ソ
　
リ
　
ヒ

　
　
と
し
て
の
み
現
出
し
て
み
る
。
体
験
的
聯
関
に
お
い
て
感
性
的
に
一
義
的
に
現
前
し
て
み
る
こ
と
が
却
っ
て
同
時
代
人
に
は
過
誤
へ
の
陥

　
　
穽
と
な
る
。
「
誰
か
同
時
代
の
者
が
敢
へ
て
崇
高
な
行
ひ
を
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
虚
栄
の
動
機
か
ら
、
と
い
ふ
や
う
に
見
倣
し
、
も
う
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

　
　
ん
で
し
ま
っ
た
人
≧
の
同
じ
行
為
に
つ
い
て
は
、
立
派
で
あ
っ
た
、
と
考
へ
る
」
の
が
吾
≧
人
間
の
愚
な
の
で
あ
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　
　
ん
な
に
も
偉
く
な
ら
う
と
は
考
へ
て
見
た
こ
と
も
な
か
っ
た
」
と
、
彼
の
同
期
生
た
ち
は
驚
き
怪
し
ん
で
み
た
、
と
い
は
れ
る
。
一
即

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ソ
コ
グ
ニ
ト

　
　
ち
、
純
粋
描
像
を
た
だ
こ
の
方
向
に
只
管
探
求
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
吾
≧
は
微
行
の
中
の
真
実
像
を
遂
に
は
群
集
の
う
ち
日
常
性
の
う



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ち
つ

　
　
ち
に
全
く
見
失
ふ
だ
け
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
た
し
か
に
、
時
間
的
な
隔
た
り
を
た
だ
一
途
に
湖
っ
て
い
っ
て
原
型
に
達
し
よ
う
と
い
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ぐ
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

　
　
復
原
志
同
は
、
空
想
や
政
治
的
意
図
な
ど
に
よ
る
神
話
伝
説
の
類
か
ら
吾
≧
を
多
少
と
も
自
由
に
す
る
で
あ
ら
う
が
、
し
か
し
、
そ
れ

　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ネ
ヒ
ト

　
　
だ
け
で
あ
る
な
ら
ぽ
（
根
源
の
開
示
に
豫
め
先
導
さ
れ
て
る
な
い
な
ら
ぽ
）
、
吾
々
の
眼
は
精
≧
の
所
、
物
欲
し
げ
な
眼
か
ら
「
僕
碑
ど

　
　
も
」
の
シ
ニ
カ
ル
な
眼
に
転
化
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
い
つ
れ
に
せ
よ
、
感
性
的
な
も
の
に
執
着
し
て
実
在
聯
関
の
中
を
果
て
し
な

　
　
く
彷
径
せ
ざ
る
を
え
な
い
限
り
に
お
い
て
、
等
し
く
「
俗
輩
し
な
の
で
あ
る
。
聖
者
や
英
雄
や
未
来
社
会
を
待
望
す
る
の
も
、
さ
う
い
ふ

　
　
待
望
が
生
み
出
し
た
神
話
を
政
治
的
に
利
用
す
る
の
も
、
そ
し
て
更
に
、
承
る
人
格
の
・
私
室
私
宅
で
の
振
舞
ひ
が
彼
の
真
実
そ
の
も
の

　
　
で
あ
る
、
と
断
定
す
る
の
も
、
い
つ
れ
も
そ
の
根
底
に
感
性
な
い
し
感
覚
へ
の
盲
信
が
存
立
し
て
み
る
こ
と
は
明
瞭
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
③
他
方
、
時
間
が
経
過
し
・
時
代
的
な
隔
た
り
が
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
、
同
時
代
の
虚
構
が
剥
離
し
、
根
源
の
真
実

　
　
に
近
づ
く
可
能
性
が
一
層
増
大
す
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
会
戦
の
推
移
を
把
握
し
・
そ
の
帰
趨
を
豫
濁
し
得
る
の
は
、
白
兵
の
下
に
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ほ
ざ
か

　
　
闘
を
繰
返
し
て
み
る
最
前
線
の
将
卒
よ
り
は
寧
ろ
、
帷
握
の
参
謀
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
様
、
体
験
聯
関
を
時
間
的
に
遠
離
つ
た
と
き
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
は
じ
め
て
、
あ
る
歴
史
的
な
事
柄
の
中
に
含
ま
れ
て
み
る
本
来
の
意
味
が
現
出
し
得
る
の
で
あ
る
。
「
あ
る
歴
史
上
の
事
柄
は
、
そ
れ
が

　
　
も
は
や
歴
史
的
関
心
を
し
か
惹
か
な
い
ほ
ど
十
分
に
死
に
切
っ
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
客
観
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

　
　
主
観
的
関
心
の
排
除
と
い
ふ
こ
と
は
、
こ
の
と
き
に
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
。
」
i
し
か
し
、
こ
の
や
う
に
、
か
の
復
原
志
向
と
は
逆
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
方
向
へ
進
む
（
即
ち
時
間
系
列
を
降
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
現
出
し
て
来
る
こ
の
も
の
は
、
実
在
聯
関
か
ら
は
独
立
し
た
・
或

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ま
な
ま

　
　
る
対
自
的
聯
関
に
属
し
て
み
る
。
そ
れ
は
体
験
の
生
≧
し
さ
か
ら
離
隔
す
る
こ
と
に
お
い
て
愈
≧
、
従
っ
て
、
感
性
的
な
も
の
が
止
揚
さ

　
　
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
益
≧
、
明
瞭
確
実
に
な
っ
て
来
る
や
う
な
音
単
味
的
内
容
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
吾
≧
は
こ
の
意
味
的
形
象
に
つ
い
て
、

　
　
そ
れ
ら
は
、
実
在
聯
関
の
悪
無
限
か
ら
（
つ
ま
り
俗
眼
の
空
し
さ
か
ら
）
独
立
し
・
ひ
と
つ
の
聯
関
を
形
成
す
る
限
り
に
お
い
て
、
理
念

　
　
的
聯
関
一
般
に
帰
属
す
る
、
と
い
ふ
ふ
う
に
言
ひ
表
は
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
し
て
、
理
念
的
聯
関
の
さ
う
い
ふ
理
解
は
、
次
の
や
う

　
　
　
　
　
　
バ
ラ
ド
フ
ク
ス
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@
な
一
種
の
逆
説
と
し
て
形
式
化
出
来
る
の
で
あ
る
。
1
「
時
間
的
に
遠
い
も
の
（
過
去
）
に
近
づ
く
た
め
に
は
、
時
間
的
に
い
よ
い
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一
七
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@
よ
そ
こ
か
ら
遠
ざ
か
ら
ね
ぽ
な
ら
ぬ
、
ま
た
そ
の
や
う
に
時
間
的
に
遠
ざ
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
こ
の
遠
い
も
の
に
は
近
づ
き
え
な

　
　
い
。
」
あ
る
ひ
は
、
「
過
去
に
お
け
る
現
在
（
同
時
代
）
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
現
在
に
と
っ
て
の
未
来
の
方
向
に
離
れ
ね
ぽ
な
ら

　
　
な
い
。
」
i

　
　
　
④
だ
が
、
そ
れ
で
は
、
あ
の
純
粋
解
像
は
、
こ
の
理
念
的
聯
関
の
対
自
化
を
極
端
に
ま
で
押
し
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
在
聯
関
か
ら
完
全
に
離
絶
し
・
ま
た
実
在
聯
関
を
完
全
に
忘
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
吾
≧
の
掌
中
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
ら
う
か
。

　
　
一
し
か
し
吾
≧
は
、
理
念
的
聯
関
一
般
に
つ
い
て
の
全
体
的
且
つ
具
体
的
論
明
は
こ
こ
で
は
省
略
し
、
た
だ
伝
記
記
述
な
い
し
個
人
史

　
　
理
解
に
関
係
し
て
く
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
を
究
明
す
る
に
と
ど
め
る
ほ
か
は
な
い
。
一
さ
う
す
る
と
、
先
の
形
式
化
に
対
し

　
　
て
、
そ
の
後
続
部
分
と
し
て
次
の
や
う
な
補
足
が
必
要
に
な
っ
て
来
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
「
然
し
、
時
間
的
に
遠
い
も
の
か
ら

　
　
（
現
代
の
方
向
へ
）
そ
の
や
う
に
遠
ざ
か
る
こ
と
は
、
そ
の
遠
い
も
の
へ
近
づ
い
て
ゆ
く
こ
と
を
目
指
し
た
運
動
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
だ

　
　
こ
の
旨
標
に
よ
っ
て
常
に
制
約
さ
れ
て
み
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
」
も
し
く
は
、
「
然
し
、
過
去
か
ら
現
在
へ
降
る
の
は
、
そ
の
過
去
に
と

　
　
つ
て
の
現
在
に
還
る
た
め
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
一
と
い
ふ
の
は
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
純
粋
影
像
と
は
、
実
際
に
は
、
後
世
に
お
け

　
　
る
あ
る
特
定
の
時
代
の
尺
度
（
た
と
へ
ぼ
、
当
代
の
流
行
観
念
）
を
そ
の
ま
ま
絶
対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
・
而
も
実
在
聯
関

　
　
か
ら
全
く
離
絶
し
て
み
る
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
形
象
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ら
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
描
出
さ
れ
て
み
る
の
は
、
プ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
よ

　
　
ク
ル
ス
テ
ス
の
宿
で
寝
台
の
長
さ
に
合
は
せ
て
裁
断
さ
れ
た
旅
人
の
や
う
に
、
血
の
通
は
な
い
・
純
粋
に
理
念
的
な
被
構
成
体
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
実
在
し
て
み
た
も
の
へ
着
せ
か
け
ら
れ
た
経
帷
子
な
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
像
の
実
例
を
、
吾
≧
は
、
独
善
的
独
断
的
世
界
観
に
お
け
る

　
白
≧
し
い
人
物
批
評
か
ら
、
い
く
つ
で
も
欲
す
る
だ
け
引
き
出
し
て
く
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
一
然
し
な
が
ら
、
い
か
に
純
粋
で
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ぐ
ひ

　
う
と
も
所
詮
は
昇
き
い
だ
さ
る
べ
き
こ
の
類
の
形
象
か
ら
、
吾
≧
は
生
き
た
も
の
実
在
し
て
み
た
も
の
の
聯
関
の
ほ
う
へ
、
し
か
も
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ず
み
ず
　
　
　
　
す
が
す
が

　
時
代
に
附
着
し
て
み
た
埃
や
塵
を
洗
ひ
流
し
て
瑞
瑞
し
さ
清
清
し
さ
の
う
ち
に
蘇
っ
て
来
た
実
在
聯
関
の
ほ
う
へ
復
帰
し
な
く
て
は
な
ら

　
な
い
。
寧
ろ
、
実
在
聯
関
へ
復
帰
し
て
く
る
や
う
に
、
そ
の
実
在
聯
関
に
よ
っ
て
本
質
的
に
制
約
さ
れ
て
み
る
の
が
、
理
念
的
聯
関
の
対



　
　
自
化
な
の
で
あ
り
、
さ
う
い
ふ
媒
介
関
係
へ
の
理
解
が
、
こ
こ
ま
で
吾
≧
の
理
解
を
常
に
、
そ
の
つ
ど
先
導
し
て
来
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
　
従
っ
て
、
吾
≧
の
理
解
は
、
循
環
す
る
全
体
の
な
か
で
解
明
を
遂
行
し
て
ゆ
く
構
造
の
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
⑤
こ
の
循
環
運
動
は
、
「
過
去
の
も
の
に
近
づ
く
た
め
に
は
、
そ
の
も
の
に
近
づ
く
こ
と
に
な
る
や
う
な
仕
方
で
、
そ
の
も
の
か
ら
遠

　
　
ざ
か
ら
ね
ぽ
な
ら
ぬ
」
と
い
ふ
や
う
に
、
逆
説
的
形
式
に
お
い
て
、
印
象
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
こ
の
循
環
は
論
理

　
　
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
解
釈
学
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
ふ
の
は
、
こ
の
運
動
の
両
極
た
る
実
在
聯
関
お
よ
び
理
念
的
聯

　
　
関
は
、
存
在
的
に
も
存
在
論
的
に
も
互
ひ
に
他
に
対
し
て
独
立
し
て
み
る
が
、
運
動
は
そ
れ
ら
を
貫
い
て
時
間
の
方
向
に
、
そ
し
て
逆
の

　
　
湖
叢
叢
方
向
に
、
し
か
も
こ
の
両
方
向
が
統
一
あ
る
全
体
を
な
す
や
う
に
往
還
す
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
第
二
に
、
実
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
い
ど
　
　
　

ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ

　
　
聯
関
そ
の
も
の
が
、
こ
の
運
動
を
通
じ
て
、
感
性
的
個
別
的
な
も
の
の
果
て
し
な
い
埃
土
か
ら
、
普
遍
的
で
然
も
具
体
的
個
性
的
な
も
の

　
　
の
聯
関
に
ま
で
、
存
在
論
的
に
い
は
ば
変
容
し
て
（
い
っ
そ
う
深
い
根
底
か
ら
見
え
る
や
う
に
な
っ
て
）
み
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
な
か

　
　
　
だ
が
、
吾
≧
に
お
け
る
・
こ
の
理
解
の
見
は
、
自
分
自
身
を
こ
の
循
環
の
只
中
に
投
じ
・
そ
の
運
動
を
み
つ
か
ら
現
実
に
遂
行
す
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か
ら

　
　
り
も
前
に
、
（
さ
う
し
な
く
て
も
）
既
に
自
分
の
循
環
構
造
全
体
を
直
観
し
え
て
み
る
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
能
力
の
主
体
で
は
決
し
て
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ェ
ア
シ
ュ
テ
　
エ
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
的
な
理
　
解
　
と
は
、
こ
の
運
動
の
或
る
特
定
聯
関
か
ら
着
手
し
て
特
定
の
方
向
に
挺
身
し
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
の
「
必
死
（
帥
8
ぢ
ω
篤
盈
信
）
」
の
先
投
に
よ
り
他
の
独
自
聯
関
を
尉
自
粛
に
言
は
ば
降
臨
せ
し
め
つ
つ
、
そ
れ
を
通
じ
・
や
う
や
く
最

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
後
に
な
っ
て
、
循
環
全
体
の
開
示
を
（
そ
れ
も
徐
≧
に
）
受
取
る
に
過
ぎ
な
い
控
へ
目
な
活
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
を
先
導
し
・
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ィ
ア
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
都
度
照
明
し
て
み
る
も
の
を
、
真
な
る
観
念
と
し
て
息
め
直
観
し
、
そ
こ
へ
向
け
て
自
己
を
方
法
的
に
教
導
し
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
能
力
で
は
断
じ
て
な
い
。
そ
の
や
う
に
、
遂
行
し
た
あ
と
で
は
じ
め
て
、
そ
の
遂
行
に
先
行
し
て
照
明
し
て
み
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
が
見
え
て
く
る
、
と
い
ふ
所
に
そ
の
本
質
規
定
が
成
り
立
つ
点
で
、
理
解
は
ま
さ
し
く
有
限
な
の
で
あ
る
。
i
然
し
、
そ
の
や
う
に

　
　
有
限
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
循
環
の
反
復
を
み
つ
か
ら
の
意
志
と
す
る
な
ら
ば
、
理
解
に
対
し
先
行
し
て
み
た
も
の
が
、
広
さ
と
深

79

@
さ
と
を
増
し
加
へ
な
が
ら
少
し
つ
つ
、
明
る
み
の
中
に
現
出
し
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
理
解
は
単
な
る
自
然
的
実
在

11　
　
　
　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
○

㎜
聯
関
を
既
に
籍
し
た
可
能
性
で
あ
る
・
即
ち
皇
を
訓
練
し
陶
冶
し
濁
す
る
罷
性
で
あ
っ
て
・
精
神
的
生
そ
の
も
の
に
震
し
て

　
　
み
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
な
ざ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
ォ
グ
ラ
フ
ィ
　

　
　
　
⑥
そ
れ
故
、
こ
の
や
う
な
理
解
の
目
差
に
よ
っ
て
摸
索
さ
れ
て
る
る
・
純
粋
潜
像
と
真
正
の
伝
記
記
述
と
は
、
当
然
、
精
神
的
生
を

　
　
四
境
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
i
尤
も
、
「
精
神
的
生
」
と
い
ふ
概
念
は
、
こ
こ
で
は
伝
記
記
述
を
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

　
　
能
に
す
る
た
め
の
・
解
釈
学
上
の
根
本
的
舗
約
を
意
味
し
て
み
る
の
で
あ
っ
て
、
哲
学
史
上
の
様
≧
な
独
断
的
形
而
上
学
や
あ
る
ひ
は
あ

　
　
る
種
の
生
の
哲
学
な
ど
に
お
け
る
意
味
内
容
か
ら
は
全
く
自
由
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
1
現
実
に
実
在
し
・
或
ひ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

　
　
実
在
し
た
個
≧
人
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
風
に
言
へ
ぽ
、
諸
≧
の
生
聯
関
の
交
叉
点
（
琴
2
N
§
σ
q
。
・
窟
艮
ひ
）
で
あ
る
。
諸
ヒ
の
実
在
的
な
い
し

　
　
理
念
的
聯
関
が
、
こ
の
個
人
の
中
を
つ
き
ぬ
け
て
自
体
的
に
存
在
し
、
ま
た
自
己
立
法
的
に
展
開
す
る
の
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
然
し
他

　
　
方
、
個
≧
人
は
自
己
の
心
的
構
造
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
諸
≧
の
生
聯
関
を
結
合
し
、
更
に
そ
れ
に
自
分
独
自
の
理
解
を
加
へ
て
表
現
す
る

　
　
と
こ
ろ
の
、
生
の
統
一
単
位
（
U
①
ぴ
①
コ
ω
o
げ
げ
。
ざ
）
で
も
あ
る
。
即
ち
、
彼
は
、
実
在
的
聯
関
（
心
的
・
心
理
的
・
私
生
活
的
聯
関
の
や
う

　
　
に
内
面
的
非
外
形
的
な
聯
関
も
、
社
会
的
歴
史
的
聯
関
の
や
う
に
公
開
的
物
象
的
な
も
の
も
、
い
つ
れ
も
こ
れ
に
数
．
へ
ら
れ
る
一
）
の

　
　
そ
の
悪
無
限
的
な
形
而
下
的
広
が
り
と
、
こ
れ
を
超
絶
し
た
理
念
的
意
味
的
聯
関
（
た
と
へ
ぼ
、
学
問
・
芸
術
・
道
徳
・
宗
教
な
ど
）
と

　
　
を
、
全
く
異
域
別
個
の
聯
関
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
心
的
構
造
（
℃
超
。
鐵
ω
。
冨
ω
霞
二
葬
賃
）
を
通
じ
、
内
面
に
お
い
て
結
び
つ
け
る
能
力

　
　
で
あ
り
活
動
で
あ
る
。
自
然
的
聯
関
の
中
に
は
決
し
て
見
い
だ
す
こ
と
の
出
来
ぬ
結
合
が
、
心
的
作
用
を
通
じ
個
入
に
お
い
て
実
現
し
て

　
　
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
中
で
さ
う
い
ふ
結
合
を
可
能
に
し
た
・
生
の
根
源
（
こ
の
結
合
を
創
出
し
た
・
生
の
統
一
）
は
、
「
精
神
的

　
　
生
し
と
言
ひ
表
は
さ
れ
る
の
が
一
番
相
応
は
し
い
で
あ
ら
う
。
こ
の
精
神
的
生
が
自
分
自
身
を
、
渾
沌
と
し
た
昏
さ
（
な
い
し
途
上
的
可

　
　
能
的
な
青
さ
）
か
ら
秩
序
あ
る
明
る
さ
に
ま
で
（
つ
ま
り
理
解
の
可
能
性
が
最
も
遠
く
ま
で
開
け
て
み
る
や
う
な
地
平
に
）
齎
す
そ
の
過

　
　
程
（
陶
冶
）
が
、
伝
記
記
述
の
主
対
象
な
の
で
あ
り
、
理
解
の
眼
に
見
え
て
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
但
し
、
理
念
的
聯
関
も
亦
、
そ
れ
が
、
精
神
生
活
と
普
通
に
言
は
れ
て
る
る
も
の
の
基
礎
に
あ
り
・
且
つ
実
在
的
聯
関
に
対
し
独
自
な



聯
関
を
な
し
て
み
る
限
り
に
お
い
て
、
同
様
精
神
的
生
と
言
ひ
表
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
先
程
以
来
吾
ミ
が
こ
の
言
葉
の
も
と

に
理
解
し
て
み
る
の
は
、
寧
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
な
生
の
諸
聯
関
を
心
的
内
面
に
お
い
て
結
合
す
る
と
こ
ろ
の
、
根
源
叫
号
で
あ
り
、

従
っ
て
実
在
的
聯
関
に
対
し
て
も
積
極
的
に
関
与
し
・
こ
れ
と
理
念
的
聯
関
と
の
統
一
を
創
出
す
る
や
う
な
、
そ
れ
故
、
こ
れ
を
自
分
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
タ
　
ル

循
環
運
動
の
契
機
た
ら
し
め
る
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
全
体
的
な
生
聯
関
で
あ
っ
た
。
一
然
し
、
こ
の
ふ
た
つ
の
理
解
の
間
に
は
撞
着
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

用
語
の
混
乱
も
存
し
な
い
。
実
在
的
聯
関
と
の
対
立
に
お
い
て
際
立
っ
て
る
る
限
り
で
の
理
念
的
聯
関
と
、
前
者
と
結
合
し
て
根
源
的
統

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ヘ
　
　
　
へ一

の
一
契
機
と
な
っ
て
み
る
限
り
で
の
理
念
的
聯
関
と
は
、
実
質
的
に
は
同
一
で
あ
り
、
た
だ
、
同
じ
循
環
運
動
が
自
分
の
中
で
意
味
を

深
め
つ
つ
あ
る
だ
け
、
な
い
し
は
、
自
己
を
し
て
異
な
っ
た
役
割
を
遂
行
せ
し
め
つ
つ
あ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

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

　
然
し
、
こ
の
や
う
な
統
一
的
「
精
神
的
生
」
は
、
あ
く
ま
で
も
、
理
解
が
課
題
を
遂
行
す
る
た
め
の
、
ま
た
理
解
せ
ら
る
べ
き
（
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

へ
ぼ
伝
記
記
述
の
）
対
象
の
、
そ
の
（
解
釈
学
上
・
存
在
論
上
の
）
根
本
制
約
で
あ
っ
て
、
イ
エ
ー
ナ
時
代
の
へ
！
ゲ
ル
の
精
神
的
生
が

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

創
造
し
つ
つ
あ
っ
た
・
彼
に
本
来
的
な
理
念
聯
関
か
ら
は
、
即
ち
ひ
と
つ
の
形
而
上
学
的
立
場
と
し
て
の
「
精
神
的
生
」
か
ら
は
、
最
も

微
妙
且
つ
戴
然
と
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
ふ
の
は
、
こ
の
ふ
た
つ
の
精
神
的
生
は
、
吾
々
解
釈
遂
行
者
の
立
場
か
ら
一
言
を
以

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
蔽
ふ
な
ら
ぼ
、
根
源
的
生
と
そ
れ
に
限
定
さ
れ
た
表
現
と
い
ふ
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

1181

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

＊
　
彼
自
身
の
学
的
立
場
と
し
て
の
「
精
神
的
生
」
（
な
い
し
「
主
体
性
」
）
は
、
論
評
期
（
｝
八
○
】
～
｝
八
〇
三
）
に
は
未
だ
や
っ
と
、
混
雑
し
た
拙

象
的
な
段
階
に
し
か
、
つ
ま
り
、
（
シ
ェ
リ
ン
グ
的
な
）
理
念
的
実
体
の
立
場
な
ど
別
種
の
思
惟
聯
関
と
混
在
し
て
互
ひ
に
來
雑
物
と
な
り
互
ひ
に

互
ひ
の
理
解
を
妨
げ
あ
ふ
程
度
の
域
に
し
か
、
到
達
し
て
み
な
か
っ
た
。
（
一
七
三
頁
お
よ
び
注
（
5
0
）
参
照
）
だ
が
鰭
て
こ
の
立
場
は
、
他
の
思
隆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
ご
と

聯
関
を
自
己
内
に
契
機
と
し
て
悉
く
止
揚
す
る
方
向
で
、
さ
う
い
ふ
渾
沌
混
迷
を
脱
却
し
、
か
く
し
て
理
念
的
聯
関
と
し
て
純
化
し
、
自
己
が
体

系
構
築
の
た
め
の
唯
一
真
実
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
を
証
示
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
間
の
哲
学
的
推
移
、
ま
た
そ
の
や
う
な
展
開
の
哲
学
的
根
拠
こ
そ
、

熱
情
的
に
問
ひ
か
け
ら
れ
る
こ
と
を
待
ち
受
け
て
み
る
・
吾
≧
へ
の
ゴ
ー
デ
ィ
ア
ン
・
ノ
ッ
ト
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
l
l
・
然
し
、
そ
れ
は
果
し
て
、

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

摺
る
学
的
立
場
と
し
て
概
念
的
に
表
出
さ
れ
た
限
り
で
の
「
精
神
的
生
」
の
、
そ
の
内
側
に
留
ま
り
、
そ
の
概
念
的
表
現
と
同
じ
次
元
で
・
そ
の
間

　
に
た
だ
形
式
的
な
い
し
哲
学
的
整
合
性
を
ば
惑
い
だ
さ
う
と
す
る
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
試
み
に
よ
っ
て
把
握
し
得
る
問
題
な
の
で
あ
ら
う
か
。
寧
ろ

　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
一
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哲
学
研
究
第
五
百
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

吾
々
は
、
「
精
神
的
生
（
の
立
場
）
」
と
い
ふ
ひ
と
つ
の
学
的
立
場
を
抑
々
成
り
立
た
し
め
た
根
源
的
制
約
（
さ
う
い
ふ
も
の
と
し
て
の
「
精
神
的

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

生
」
）
に
ま
で
一
旦
棚
り
、
そ
こ
か
ら
、
学
的
立
場
に
お
け
る
「
精
神
的
生
」
と
そ
の
推
移
を
も
、
こ
の
根
源
の
生
が
み
つ
か
ら
方
向
を
決
定
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
タ
モ
ル
フ
オ
　
ゼ

進
路
を
開
拓
し
て
ゆ
く
活
動
の
そ
の
表
現
と
し
て
、
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
こ
の
生
が
同
時
に
学
的
立
場
の
（
変
　
容
さ
へ
も
間
≧

含
ま
れ
る
）
展
開
の
そ
の
根
本
動
因
を
な
す
か
ら
こ
そ
、
後
者
の
運
動
の
各
局
面
も
、
そ
の
都
度
の
切
断
面
に
お
い
て
で
は
な
く
、
前
後
と
の
一

貫
性
連
続
性
に
お
い
て
理
解
し
得
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
i

　
⑦
吾
≧
は
、
資
格
試
験
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
の
純
粋
像
を
求
め
て
心
を
砕
い
て
来
た
が
、
実
在
的
聯
関
の
解
明
が
一
段
落
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ニ
ア
シ
ュ
テ
　
ヘ
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
な
ざ
し

あ
と
、
こ
の
第
四
章
で
は
、
さ
う
い
ふ
努
力
を
遂
行
し
て
来
た
理
　
解
そ
の
も
の
の
立
場
と
そ
れ
を
先
導
し
て
み
た
目
差
と
に
、
伝

　
　
　
　
　
　
　
バ
ラ
デ
イ
グ
て

記
記
述
の
問
題
を
範
型
と
し
て
、
批
判
的
反
省
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
理
解
作
用
に
お
け
る
根
源
的
事
態
と
し
て
、
そ
れ
が
理
念
聯

関
と
実
在
聯
関
と
を
循
環
し
な
が
ら
内
面
的
に
結
合
し
て
み
る
こ
と
が
見
い
だ
さ
れ
た
。
し
か
も
更
に
、
さ
う
い
ふ
根
源
的
循
環
を
抑
≧

可
能
に
し
て
み
る
最
高
制
約
と
し
て
、
吾
≧
は
「
精
神
的
生
」
に
逢
着
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、
た
し
か
に
こ
の
概
念
の
理
解

に
関
し
て
は
、
若
干
の
批
判
的
区
別
が
必
要
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
。

　
そ
れ
故
、
先
程
は
実
在
的
聯
関
の
提
示
を
完
結
し
、
今
ま
た
、
そ
れ
に
続
い
て
こ
の
提
示
作
用
そ
の
も
の
（
即
ち
理
解
）
の
最
高
制
約

に
ま
で
棚
平
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
吾
≧
は
、
今
や
理
念
的
聯
関
の
対
自
的
解
明
の
ほ
う
へ
取
り
掛
っ
て
ゆ
く
や
う
に
、
し
か
も
（
ふ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
の
解
明
が
済
ん
だ
か
ら
今
度
は
残
り
の
ひ
と
つ
へ
、
と
い
ふ
）
実
際
的
な
仕
方
で
で
は
な
く
寧
ろ
必
然
的
な
仕
方
で

さ
う
す
る
や
う
に
、
促
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
解
釈
学
的
に
見
た
と
き
、
吾
々
に
は
今
や
、
理
念
的
聯
関
を
実
在
的
聯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
わ

関
へ
の
対
立
に
お
い
て
際
立
た
せ
な
が
ら
・
理
念
自
身
の
（
非
実
在
的
）
内
容
を
そ
れ
自
身
に
お
い
て
（
対
自
的
に
）
展
開
さ
せ
る
や
う

に
、
と
い
ふ
・
さ
う
い
ふ
課
題
が
皆
示
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
然
し
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
ふ
こ
と
な
の
か
。

1
そ
れ
は
、
ω
彼
の
資
格
試
験
に
お
け
る
実
在
的
な
迂
絵
曲
折
の
一
切
を
、
（
恰
も
そ
れ
に
は
全
く
関
心
を
抱
か
ぬ
者
で
あ
る
か
の
や

う
に
）
出
来
る
だ
け
研
究
の
遂
行
過
程
か
ら
隔
離
し
て
お
く
こ
と
、
②
彼
の
資
格
論
文
『
遊
星
軌
道
論
』
お
よ
び
（
そ
れ
に
前
提
さ
れ
た



　
　
『
テ
ー
ゼ
』
の
内
容
を
、
も
つ
ば
ら
理
論
的
哲
学
的
見
地
か
ら
の
み
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
、
③
そ
し
て
そ
の
成
果
に
基
い
て
、
イ

　
　
エ
ー
ナ
時
代
の
彼
の
諸
講
義
（
特
に
自
然
哲
学
関
係
の
そ
れ
ら
）
を
今
後
理
解
し
て
ゆ
く
た
め
の
妥
当
な
方
針
を
樹
立
す
る
こ
と
、
等
≧

　
　
が
、
差
当
り
既
に
課
題
と
し
て
命
令
さ
れ
て
み
る
、
と
い
ふ
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
事
態
を
い
っ
そ
う
直
観
し
易
く
す
る
た
め
に
、
吾
々
は
今
、
少
し
大
胆
に
な
っ
て
空
想
の
翼
を
は
ば
た
か
せ
、
タ
イ
ム
・
ト
ン
ネ
ル
を

　
　
通
っ
て
一
八
〇
一
年
夏
の
イ
エ
ー
ナ
大
学
哲
学
部
を
訪
れ
、
私
講
師
候
補
者
ヘ
ー
ゲ
ル
博
士
の
公
開
討
論
の
場
に
赴
き
、
正
面
に
み
る
岡

　
　
茂
の
発
題
に
、
教
授
諸
公
・
学
生
諸
君
と
と
も
に
傾
聴
し
て
み
る
、
と
想
像
し
て
見
よ
う
。
あ
る
ひ
は
、
同
年
冬
学
期
の
開
講
日
、
午
後

　
　
の
日
ざ
し
の
講
義
室
で
十
一
名
絵
の
聴
講
生
と
と
も
に
、
新
任
私
講
師
の
登
壇
を
待
ち
受
け
て
み
る
自
分
を
仮
構
し
て
見
よ
う
。
そ
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

　
　
合
、
吾
々
が
心
懸
く
べ
き
こ
と
は
何
で
あ
る
か
。
》
賃
や
画
筆
・
§
ω
。
『
5
。
篤
①
づ
と
と
も
に
入
室
し
て
来
た
こ
の
ひ
と
が
、
旅
券
に
記
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

　
　
れ
て
る
る
や
う
に
、
果
し
て
髪
は
褐
色
、
顔
は
爪
実
（
o
＜
巴
）
、
目
鼻
立
は
普
通
（
ヨ
。
鴇
⇔
）
等
≧
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
を
吟
味
す

　
　
　
　
　
　
　
と

　
　
る
こ
と
に
気
を
奪
ら
れ
た
り
、
彼
の
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ソ
誰
り
や
過
多
な
身
振
り
に
掻
き
廻
さ
れ
て
内
容
の
進
展
に
墨
蹟
し
損
ね
た
り
、
ま

　
　
し
て
、
　
一
部
で
悪
意
を
以
て
囁
か
れ
て
み
る
・
資
格
試
験
の
際
の
迂
餓
曲
折
の
噂
を
鵜
呑
み
に
し
て
、
最
初
か
ら
理
解
の
拒
否
を
決
め
こ

　
　
ん
だ
り
す
る
こ
と
で
あ
ら
う
か
P
　
勿
論
絶
対
に
さ
う
で
は
な
い
。
お
よ
そ
聴
講
す
る
以
上
、
講
義
の
学
術
的
内
容
の
理
解
に
集
中
す
べ

　
　
き
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
。
従
っ
て
こ
の
空
想
に
お
い
て
、
吾
々
に
反
語
的
に
直
覚
さ
れ
直
観
さ
れ
て
み
る
も
の
こ
そ
、
ま
さ
し
く
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
掲
の
課
題
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
一
か
く
し
て
吾
々
が
、
イ
エ
ー
ナ
期
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
講
義
活
動
を
、
講
義
内
容
に
即
し

　
　
て
検
討
す
べ
き
段
階
に
、
つ
ま
り
講
義
の
理
念
的
聯
関
を
し
て
純
粋
に
対
自
的
に
語
ら
し
め
・
そ
れ
に
只
管
聴
き
い
る
べ
き
蒔
機
に
、
い

　
　
ま
到
達
し
て
み
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
の
検
討
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
資
格
論
文
お
よ
び
『
テ
ー
ゼ
』
の
批
判
的
分
析
か
ら
着
手
さ

　
　
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
吾
々
は
そ
れ
を
次
稿
以
後
に
、
更
め
て
逐
次
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
四
一
三
　
「
あ
の
ひ
と
（
ヘ
ー
ゲ
ル
）
の
講
義
は
お
よ
そ
わ
か
ら
な
い
（
§
〈
Φ
聾
賢
臼
畠
）
、
と
い
ふ
話
だ
」
i
一
八
〇
七
年
頃
、
イ
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

塒
，
ナ
の
大
学
生
の
あ
ひ
だ
に
は
、
さ
う
い
奪
霜
当
根
強
く
広
ま
っ
て
み
た
や
う
で
あ
る
。
↑
ゲ
ル
自
身
も
、
イ
エ
ー
ナ
へ
の
さ
う

1　
　
　
　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
三
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哲
学
研
究
第
五
百
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

い
ふ
啄
の
置
土
産
を
長
く
遺
憾
と
し
、
十
年
近
く
経
っ
て
も
な
ほ
弁
解
し
て
み
る
の
で
あ
る
一
「
私
は
講
義
を
始
め
た
ぽ
か
り
で
、
徹

底
的
に
研
究
を
や
り
抜
い
て
明
晰
さ
に
到
達
す
る
、
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
ま
で
未
だ
い
つ
て
み
な
か
っ
た
し
、
口
述
す
る
と
き
は
ノ
ー
ト
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

文
字
に
囚
は
れ
て
し
ま
っ
て
み
た
。
」
一
然
し
本
人
自
身
が
さ
う
認
め
て
み
る
ほ
ど
難
解
な
講
義
の
そ
の
草
稿
に
、
吾
々
は
い
っ
た
い
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ソ
テ
　
　
ガ
ソ
ス

こ
か
ら
手
を
着
け
た
ら
よ
い
の
か
。
聴
講
す
る
に
は
聴
講
し
た
け
れ
ど
も
「
家
鴨
か
鷲
鳥
か
、
い
っ
た
い
何
が
論
議
さ
れ
て
み
た
の
や

（
6
5
）

ら
」
さ
つ
ば
り
理
解
出
来
な
か
っ
た
・
当
時
の
興
る
大
学
生
と
同
様
、
た
だ
講
義
草
稿
を
前
に
芒
芒
然
と
す
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。

資
格
論
文
や
『
テ
ー
ゼ
』
を
理
解
の
糸
口
に
す
る
に
し
て
も
、
こ
の
事
態
に
ど
れ
ほ
ど
の
改
善
を
望
み
う
る
で
あ
ら
う
か
。
1
だ
が
既

述
の
や
う
に
、
吾
≧
後
世
を
生
き
る
者
に
は
、
同
時
代
の
人
≧
に
対
比
し
て
、
数
多
の
特
典
が
与
へ
ら
れ
て
る
る
。
哲
学
者
自
身
の
爾
後

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
に
ち

の
発
展
や
、
彼
以
後
今
日
に
い
た
る
ま
で
の
・
専
門
的
研
究
の
蓄
積
お
よ
び
哲
学
的
解
釈
の
伝
統
な
ど
は
勿
論
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、

吾
々
が
こ
こ
ま
で
遂
行
し
て
来
た
限
り
で
の
・
実
在
聯
関
の
追
理
解
（
ま
た
は
提
示
）
の
中
か
ら
も
、
資
格
論
文
お
よ
び
『
テ
ー
ゼ
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

理
解
に
対
す
る
若
干
の
先
行
理
解
が
生
起
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
吾
≧
の
労
苦
は
著
し
く
軽
減
さ
れ
て
も
み
る
、
そ
し
て
そ
れ
ら

の
先
行
理
解
は
、
た
と
ヘ
タ
イ
ム
・
ト
ン
ネ
ル
を
通
り
抜
け
て
彼
の
時
代
へ
入
り
こ
ん
だ
と
し
て
も
、
吾
≧
が
吾
≧
で
あ
る
限
り
失
ふ
こ

と
の
出
来
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
先
行
理
解
が
示
唆
す
る
所
を
若
干
素
描
し
て
、
講
義
内
容
の
主
題
的
論
述
（
次
稿
以
後
）
へ

の
移
行
過
程
と
し
よ
う
。

　
四
－
四
　
〔
『
テ
ー
ゼ
』
の
理
解
の
た
め
に
〕
一
ω
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
テ
ー
ゼ
』
の
執
筆
に
実
際
に
取
り
掛
っ
た
の
は
八
月
十
八
日
以
後

の
こ
と
で
あ
ら
う
。
こ
の
日
、
哲
学
部
か
ら
、
第
二
次
請
願
書
に
対
す
る
回
答
と
し
て
、
資
格
試
験
に
お
け
る
・
特
例
の
適
用
が
伝
達
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
、
彼
は
資
格
論
文
の
提
出
を
と
に
か
く
積
極
的
に
申
し
出
て
み
た
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な

『
テ
ー
ゼ
』
を
学
則
に
適
つ
た
仕
方
で
正
教
授
会
に
提
出
し
配
布
し
た
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
八
月
二
十
三
日
（
日
曜
B
）
の
こ
と
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
尤
も
、
そ
れ
に
は
、
前
述
の
や
う
に
、
若
干
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
が
（
三
－
四
、
三
－
六
参
照
）
、
然
し
、
た
と
へ
実

際
の
配
布
が
二
十
三
日
よ
り
一
両
日
あ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
僅
≧
五
日
・
な
い
し
精
≧
六
、
七
日
と
い
ふ
短
時
日
の
う
ち
に
、
彼
は



　
　
『
テ
ー
ゼ
』
の
内
容
の
構
想
か
ら
始
め
て
印
刷
の
完
了
に
ま
で
漕
ぎ
着
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
こ
の
間
に
メ
ー
メ
ル
か
ら
書
評

　
　
の
た
め
の
書
物
が
送
り
届
け
ら
れ
、
彼
は
そ
の
方
を
も
顧
み
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
構
想
中
の
（
・
開
講
後
の
）
講

　
　
義
内
容
を
『
テ
ー
ゼ
』
の
形
式
に
ま
で
凝
縮
結
晶
さ
せ
る
た
め
、
彼
が
割
き
う
る
時
間
は
極
め
て
限
ら
れ
て
み
た
に
相
違
な
い
。

　
　
　
②
他
方
、
『
テ
ー
ゼ
』
の
正
式
表
題
は
、
学
則
が
指
示
す
る
所
に
従
ひ
、
「
哲
学
の
資
格
論
文
『
遊
星
軌
道
論
』
に
前
提
さ
れ
て
る
る

　
　
諸
テ
ー
ゼ
」
と
い
ふ
や
う
に
掲
げ
ら
れ
て
み
る
が
、
「
前
提
さ
れ
て
る
る
（
一
U
目
鋤
の
b
P
一
ロ
α
の
ρ
Ω
⑦
）
」
と
い
ふ
こ
の
語
は
屡
≧
誤
解
を
生
ん
で
来
た
。

　
　
一
と
い
ふ
の
も
、
こ
の
語
を
厳
格
に
論
理
的
な
意
味
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
ひ
と
は
、
『
テ
ー
ゼ
』
が
、
天
体
力
学
を
基
礎
づ
け
て
る

　
　
る
・
自
然
哲
学
上
の
根
本
命
題
か
ら
（
少
く
と
も
大
半
が
）
成
り
立
っ
て
る
る
、
と
期
待
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
然
も
『
テ
ー

　
　
ゼ
』
の
中
に
実
際
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
、
論
理
学
、
形
而
上
学
、
実
践
哲
学
に
関
す
る
思
弁
的
命
題
が
殆
ん
ど
だ
か
ら
で
あ
る
。
（
但

　
　
し
、
筆
者
に
は
第
三
命
題
も
亦
自
然
哲
学
に
算
入
出
来
る
や
う
に
判
断
さ
れ
る
、
ロ
ー
ゼ
ソ
ク
ラ
ソ
ツ
は
も
と
よ
り
、
キ
ム
メ
ル
レ
博
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

　
　
も
グ
ー
リ
ガ
氏
も
、
自
然
哲
学
に
属
す
る
の
は
、
た
だ
第
五
命
題
だ
け
で
あ
る
、
と
理
解
し
て
み
る
け
れ
ど
も
。
）
そ
れ
故
、
『
テ
ー
ゼ
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
表
題
か
ら
感
想
さ
れ
る
所
と
実
際
の
内
容
と
の
あ
ひ
だ
の
こ
の
著
し
い
相
違
を
根
拠
に
し
て
、
『
遊
星
軌
道
論
』
の
構
築
は
、
『
テ
ー
ゼ
』

　
　
の
執
筆
の
時
点
で
は
、
未
だ
そ
れ
ほ
ど
（
又
は
殆
ん
ど
）
進
捗
し
て
み
な
か
っ
た
の
だ
、
と
推
定
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。
1

　
　
然
し
、
こ
の
推
定
そ
の
も
の
は
、
恐
ら
く
正
し
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
右
に
挙
げ
ら
れ
た
の
と
は
別
の
根
拠
に
基
い
て
さ
う
な
の
で
あ
る
、

　
　
従
っ
て
こ
の
推
定
は
偶
然
、
正
解
に
的
中
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
③
も
と
も
と
、
『
テ
ー
ゼ
』
に
、
（
候
補
者
が
当
大
学
で
講
ず
べ
く
計
画
中
の
）
諸
講
義
の
そ
の
概
要
（
ω
。
冨
含
『
一
・
註
。
遷
ヨ
）
が
含

　
　
ま
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
学
則
の
明
記
す
る
所
で
あ
っ
た
。
（
エ
ハ
○
頁
参
照
）
従
っ
て
、
『
テ
ー
ゼ
』
の
中
に
自
然
哲
学
以
外
の
領
域
の

　
　
命
題
が
多
数
現
出
す
る
こ
と
は
寧
ろ
、
当
然
で
あ
り
必
然
な
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
自
然
哲
学
関
係
の
命
題
が
『
テ
ー
ゼ
』
全
体
の
な
か

　
　
で
ど
れ
だ
け
の
比
重
を
占
め
、
ど
れ
だ
け
の
役
割
を
果
た
し
て
み
る
か
、
ま
た
第
二
に
、
そ
れ
ら
が
資
格
論
文
の
内
容
と
ど
こ
ま
で
、
思

鰯
　
想
的
概
念
的
に
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
る
る
の
か
、
と
い
ふ
問
題
で
あ
る
。
こ
の
両
問
題
の
分
析
は
然
し
、
明
ら
か
に
次
稿
以
後
の
領
域

1　
　
　
　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
五
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折
口
学
硯
究
　
第
五
百
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
八
六

に
属
し
て
み
る
。
こ
こ
で
は
差
当
り
、
次
の
如
き
先
行
理
解
を
提
示
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。
即
ち
、
ω
『
テ
ー
ゼ
』
の
全
体
は
、
体
系
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
す
と
い
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
諸
≧
の
領
域
の
命
題
の
そ
の
集
積
と
い
ふ
に
近
く
、
そ
の
内
的
構
造
は
明
瞭
で
な
い
、
従
っ
て
自
然
哲
学
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
へ

係
の
命
題
と
他
の
命
題
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
一
義
的
に
断
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
㈹
自
然
哲
学
的
命
題
が
資
格
論
文
の
前
提

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
な
し
、
後
者
は
前
者
を
通
じ
て
体
系
組
織
の
中
へ
止
揚
さ
れ
て
る
る
、
と
い
ふ
理
解
は
、
間
違
ひ
で
は
な
い
に
し
て
も
、
所
謂
広
定
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

（
U
①
貼
ぎ
三
。
巨
一
自
）
に
属
し
、
十
全
的
（
践
器
ρ
ま
邑
で
は
な
い
。
圓
資
格
論
文
が
こ
の
と
き
同
時
に
現
実
に
構
築
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
そ
の
精
神
的
銀
甲
が
こ
の
程
度
に
し
か
（
十
二
命
題
中
の
一
、
又
は
精
≧
二
）
、
『
テ
ー
ゼ
』
の
中
に
反
映
し
て
み
な
い
こ
と

は
、
多
少
不
自
然
の
感
な
き
を
え
な
い
。

　
㈲
　
か
う
し
て
、
『
テ
ー
ゼ
』
の
諸
命
題
は
、
『
テ
ー
ゼ
』
成
立
の
状
況
か
ら
し
て
も
（
ω
）
、
ま
た
内
容
の
上
か
ら
見
て
も
（
②
お
よ
び

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

㈲
）
、
か
な
り
の
慌
し
さ
の
中
で
、
且
つ
資
格
論
文
の
構
築
と
は
文
脈
上
相
当
の
距
離
を
お
い
て
、
か
く
あ
る
如
く
に
定
式
化
さ
れ
た
、

と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
命
題
は
、
そ
れ
故
に
、
い
は
ば
百
錬
の
体
系
を
内
に
縮
限
し
結
晶
せ
し
め
て
み
る
か
の
や
う
に
思
ひ
傲
さ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ネ
ル
ギ
ミ

べ
き
で
は
な
い
、
寧
ろ
、
渾
沌
た
る
内
面
に
お
い
て
勢
力
を
貯
へ
つ
つ
、
麓
勃
と
し
て
今
こ
そ
進
路
を
拓
き
濫
出
し
よ
う
と
し
て
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

何
も
の
か
の
、
即
ち
精
神
的
生
の
、
そ
の
理
念
的
表
現
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
や
う
に
理
解
す
る
可
能
性
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

勿
論
、
こ
れ
ら
の
命
題
を
ぽ
、
「
幾
何
学
的
秩
序
」
に
お
け
る
定
義
か
公
理
か
の
や
う
に
、
構
成
的
原
理
と
見
倣
す
可
能
性
を
、
不
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
可
能
性
た
ら
し
め
る
。
然
し
そ
れ
ぽ
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
所
謂
「
弁
証
法
（
の
論
理
）
」
一
た
と
へ
ば
、
“
正
－
反
－
合
”
な
い
し

“
甲
：
非
甲
－
乙
”
と
い
ふ
や
う
に
極
度
に
形
式
化
さ
れ
抽
象
化
さ
れ
た
根
本
図
式
と
そ
れ
の
反
復
と
か
ら
一
切
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
・

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

さ
う
い
ふ
哲
学
的
方
法
が
弁
証
法
で
あ
る
、
と
理
解
さ
れ
た
場
合
の
弁
証
法
1
一
に
対
し
て
、
吾
々
が
真
に
批
判
的
に
検
討
し
う
る
た
め

の
・
そ
の
着
手
点
を
提
示
す
る
可
能
性
で
も
あ
る
で
あ
ら
う
。

　
四
一
五
　
〔
『
遊
星
軌
道
論
』
の
理
解
の
た
め
に
〕
一
ω
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
資
格
論
文
を
ま
つ
ド
イ
ツ
語
で
書
ぎ
、

こ
れ
を
ラ
テ
ン
語
に
訳
出
す
る
際
に
三
分
の
一
ほ
ど
に
圧
縮
し
た
、
（
そ
の
ド
イ
ツ
語
華
稿
の
）
執
筆
の
時
期
は
一
八
〇
一
年
の
春
か
ら



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

　
夏
に
か
け
て
で
あ
る
、
と
伝
へ
て
る
る
。
「
こ
の
（
ド
イ
ツ
語
）
草
稿
と
そ
れ
に
必
要
だ
つ
た
計
算
の
下
書
き
と
は
、
ま
だ
残
っ
て
み
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ギ
ム
ナ
　
ジ
ウ
ム

　
　
一
た
し
か
に
、
天
文
学
や
物
理
学
に
対
す
る
教
養
的
関
心
は
遠
く
高
等
中
学
時
代
に
ま
で
棚
っ
て
見
い
だ
さ
れ
る
、
そ
し
て
『
差
異

　
性
』
論
文
を
執
筆
し
始
め
て
か
ら
公
開
討
論
が
終
了
す
る
（
一
八
〇
一
年
の
遅
く
と
も
初
夏
か
ら
八
月
二
十
七
日
）
ま
で
は
、
そ
の
一
方

　
　
で
『
遊
星
軌
道
論
』
の
た
め
に
資
料
を
精
読
し
た
り
結
論
を
摸
索
し
た
り
す
る
餓
裕
は
ま
つ
彼
に
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
、
ま
た
さ
う
い
ふ

　
　
構
築
作
業
が
す
べ
て
公
開
討
論
終
了
後
に
ア
ル
フ
ァ
か
ら
始
め
ら
れ
七
週
間
鯨
で
オ
メ
ガ
に
到
達
し
た
、
と
い
ふ
こ
と
も
考
へ
に
く
い
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も

　
能
性
で
あ
る
。
従
っ
て
、
『
遊
星
軌
道
論
』
の
実
質
が
、
こ
の
年
の
晩
春
な
い
し
初
夏
の
頃
ま
で
に
相
当
程
度
出
来
上
っ
て
み
た
こ
と
は

　
　
確
か
で
あ
ら
う
、
そ
の
仕
事
の
着
手
も
或
ひ
は
イ
エ
ー
ナ
以
前
に
孕
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
②
　
し
か
し
、
そ
れ
は
ど
の
程
度
ま
で
進
捗
し
て
み
た
の
だ
ら
う
か
。
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
が
報
告
し
グ
ー
リ
ガ
氏
が
追
随
し
て
み
る

　
　
や
う
に
（
注
⑨
参
照
）
、
ド
イ
ツ
語
草
稿
は
概
成
し
て
を
り
、
こ
れ
を
圧
縮
し
て
ラ
テ
ン
語
に
訳
出
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
っ
た
・
楽
観
し

　
　
う
る
状
況
で
あ
っ
た
の
だ
ら
う
か
。
さ
う
い
ふ
推
定
に
陶
意
す
る
た
め
に
は
、
次
の
諸
問
題
が
解
明
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
（
6
8
）

　
　
ω
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
が
実
際
に
目
撃
し
報
告
し
て
み
る
所
の
、
ド
イ
ツ
語
草
稿
お
よ
び
計
算
草
稿
は
、
現
存
し
な
い
。
　
従
っ
て
吾

　
　
々
は
彼
の
言
明
を
批
判
的
に
検
討
す
る
た
め
の
手
掛
り
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
が
、
然
し
、
　
一
方
で
吾
≧
は
、
ロ
ー
ゼ
ソ
ク
ラ
ソ
ッ
が
、

　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
草
稿
の
年
代
を
お
ほ
む
ね
早
い
方
へ
引
寄
せ
て
見
て
み
た
こ
と
を
知
っ
て
み
る
。
た
と
へ
ば
、
彼
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
原
初
の

　
　
（
葺
。
。
管
柱
σ
Q
一
日
号
）
体
系
と
見
倣
し
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
に
帰
属
さ
ぜ
て
る
た
或
る
草
稿
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
実
は
一
八
〇
四
年
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

　
　
五
年
に
か
け
て
の
講
義
草
稿
な
の
で
あ
る
。
ロ
ー
ゼ
ソ
ク
ラ
ソ
ッ
の
さ
う
い
ふ
傾
向
は
、
亡
き
師
は
そ
の
思
想
的
偉
大
さ
に
（
外
か
ら
の

　
　
影
響
を
待
た
な
い
で
）
独
力
で
独
自
に
到
達
し
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
ふ
（
「
故
人
の
友
の
会
」
と
も
共
通
の
）
理
念
に
先
導

　
　
さ
れ
て
顕
在
化
し
て
来
た
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
さ
う
い
ふ
一
般
的
傾
向
が
資
格
論
文
の
「
ド
イ
ツ
語
草
稿
」
や
「
計
算
の
下
書
き
」
に

　
　
接
し
た
と
き
だ
け
は
作
用
し
な
か
っ
た
、
と
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
し
か
も
自
然
哲
学
的
内
容
の
草
稿
は
す
べ
て
イ
エ
ー
ナ
来
佐
以

　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
（
7
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

87

@
後
に
も
の
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
（
ヘ
ー
ゲ
ル
は
明
ら
か
に
イ
エ
ー
ナ
に
到
っ
て
は
じ
め
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
影
響
の
も
と
に
、
構

11　
　
　
　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
七



1188

　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
八

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

築
的
態
度
で
自
然
哲
学
的
研
究
に
乗
り
だ
し
た
の
で
あ
る
）
、
『
遊
星
軌
道
論
』
の
や
う
な
特
殊
的
主
題
の
論
文
の
草
稿
だ
け
が
い
ち
早

く
（
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
イ
エ
ー
ナ
来
住
以
前
に
既
に
）
完
成
し
て
み
た
、
と
推
定
す
る
の
は
、
ど
う
も
多
少
問
題
が
あ
り
は
し
な
い
か
。

い
つ
れ
に
せ
よ
、
吾
≧
は
今
の
所
、
判
断
を
停
止
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
従
っ
て
こ
の
権
威
あ
る
伝
記
作
者
の
記
述
に
対
し
て
も
積
極
的
同

音心

ﾍ
控
へ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
㈲
他
方
、
資
格
論
文
は
、
初
版
で
は
三
十
二
頁
あ
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
る
る
が
、
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
版
で
は
正
味
二
十
七
頁
、
急
行
数

は
八
百
六
十
九
行
あ
る
。
そ
し
て
、
概
に
明
ら
か
に
し
た
や
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
論
文
を
提
出
し
た
の
は
、
こ
れ
以
上
一
日
で
も
遅
延
す

れ
ば
開
講
停
止
の
処
分
を
受
け
か
ね
な
い
・
ぎ
り
ぎ
り
の
旨
（
＋
月
＋
八
口
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
八
月
十
五
日
に
彼
が
第
二
次
請
願
書

を
提
出
し
た
と
き
、
資
格
論
文
は
（
彼
の
申
し
立
て
で
は
）
、
八
月
末
（
約
二
週
閲
後
）
に
は
確
実
に
大
部
分
が
（
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
全

体
が
）
完
成
す
る
と
見
込
ま
れ
る
や
う
な
段
階
に
あ
っ
た
が
、
あ
と
二
週
間
絵
も
あ
れ
ば
、
と
い
ふ
こ
の
感
覚
は
そ
の
ま
ま
公
開
討
論
の

終
了
（
八
月
二
十
七
貝
）
ま
で
持
ち
越
し
た
に
違
ひ
な
い
。
従
っ
て
、
『
遊
星
軌
道
論
』
の
実
質
が
何
ら
か
の
形
で
概
成
し
て
を
り
、
こ
れ

を
圧
縮
し
ラ
テ
ン
語
に
訳
出
す
る
作
業
の
み
が
残
っ
て
み
た
の
だ
と
仮
定
す
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
時
点
で
は
、
日
≧
六
十
な
い
し
六

十
五
行
の
ラ
テ
ン
語
作
文
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
格
論
文
を
完
成
出
来
る
、
と
豫
上
し
て
み
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
が
十
月
十
八

日
と
い
ふ
や
う
に
、
印
刷
等
に
必
要
の
時
日
を
約
十
日
と
見
込
ん
で
も
、
な
ほ
三
倍
以
上
の
日
子
を
費
し
た
の
は
ど
う
し
て
で
あ
ら
う
か
。

何
が
彼
の
目
算
を
大
き
く
狂
は
せ
た
の
か
。

　
㈹
　
更
に
、
資
格
論
文
の
体
裁
や
内
容
の
そ
の
乱
雑
さ
も
問
題
で
あ
る
。
1
一
頁
足
ら
ず
の
序
論
に
つ
づ
き
、
第
一
章
は
、
ニ
ュ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
ィ
　
シ
　
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ト
ン
力
学
を
批
判
し
つ
つ
、
物
理
学
を
哲
学
に
取
り
戻
す
必
要
を
論
じ
て
十
六
頁
（
全
体
の
六
割
）
に
わ
た
っ
て
み
る
。
第
二
章
は
、
世

界
の
普
遍
的
力
（
募
8
日
ヨ
質
屋
日
§
寸
た
る
重
力
が
、
物
質
の
次
元
で
客
体
化
し
て
ゆ
く
仕
方
を
論
じ
、
そ
の
方
向
で
天
体
間
の
距

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
き
や
く

離
の
比
例
関
係
を
思
弁
的
に
考
察
す
る
。
敵
役
ニ
ュ
…
ト
ソ
は
、
七
頁
半
の
こ
の
一
章
で
、
ふ
た
た
び
、
随
処
に
登
場
せ
し
め
ら
れ
て
は

痛
め
つ
け
ら
れ
て
み
る
。
か
う
し
て
、
僅
か
二
頁
足
ら
ず
の
第
三
章
に
到
っ
て
は
じ
め
て
、
太
陽
と
各
遊
星
と
の
間
の
距
離
関
係
を
理
解



す
る
た
め
の
・
ヘ
ー
ゲ
ル
の
方
式
が
提
案
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
論
文
で
実
際
に
主
題
と
な
っ
て
み
る
の
は
寧
ろ
、
ニ
ュ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
ス
ク
ル
ス

ト
ン
力
学
の
批
判
と
自
然
哲
学
の
真
の
理
念
と
で
あ
っ
て
、
『
遊
星
軌
道
隔
の
実
質
的
研
究
は
却
っ
て
要
論
で
あ
る
か
の
如
き
位
置
附

け
に
な
っ
て
み
る
。
あ
る
ひ
は
何
か
一
層
包
括
的
な
研
究
が
突
如
中
断
な
い
し
中
止
せ
し
め
ら
れ
て
る
る
か
の
や
う
に
見
え
な
く
も
な
い
。

い
つ
れ
に
せ
よ
、
　
一
旦
概
成
し
た
草
稿
を
圧
縮
す
る
と
い
ふ
場
合
、
通
常
は
、
形
は
圧
縮
以
前
よ
り
も
整
っ
て
く
る
も
の
な
の
に
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ま
な
ま

論
文
に
は
何
か
整
は
ざ
る
生
生
し
さ
が
全
面
的
に
現
前
し
て
来
て
み
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

　
③
着
の
や
う
な
問
題
点
（
即
ち
②
の
全
体
）
を
十
分
に
考
慮
し
た
と
き
、
吾
≧
に
は
、
次
の
や
う
な
描
像
が
、
勿
論
、
未
だ
蓋
然
的
で

は
あ
る
が
相
当
の
現
実
性
を
持
つ
た
可
能
性
と
し
て
、
開
示
さ
れ
て
く
る
で
あ
ら
う
。
一
約
束
の
原
稿
を
発
送
し
且
つ
公
開
討
論
を
終

へ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
今
や
絵
事
に
煩
は
さ
れ
る
こ
と
な
く
資
格
論
文
の
完
成
に
取
り
か
か
っ
た
。
然
し
や
が
て
突
如
と
し
て
、
彼
は
当
初

は
全
く
幽
棲
だ
に
し
な
か
っ
た
障
壁
に
定
着
し
、
ど
う
に
も
動
き
が
と
れ
な
く
な
る
。
そ
れ
は
ラ
テ
ン
語
に
訳
出
す
る
う
へ
で
生
じ
た
語

学
的
技
術
的
な
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
即
ち
、
彼
は
、
彼
自
身
の
従
来
の
立
場
を
問
ひ
直
さ
せ
・
こ
れ
ま
で
の
発
想
の
転
換
を
迫
る
や
う

な
、
さ
う
い
ふ
根
本
的
な
間
ひ
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。
然
し
根
本
的
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
問
題
は
一
朝
一
夕
に
片
付
く
も

の
で
は
な
い
、
そ
し
て
彼
自
身
の
焦
慮
を
よ
そ
に
提
出
期
限
は
日
≧
迫
っ
て
来
る
。
粘
り
得
る
だ
け
粘
っ
た
け
れ
ど
も
、
開
講
権
が
取
り

消
さ
れ
な
い
た
め
に
は
、
彼
は
、
疑
問
や
不
備
や
不
体
裁
を
種
≧
残
し
た
ま
ま
、
論
文
と
し
て
の
整
合
性
が
成
立
し
た
所
で
提
出
に
ふ
み

切
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
然
も
、
彼
の
眼
前
に
は
早
く
も
、
『
哲
学
評
論
』
創
刊
号
へ
の
寄
稿
期
限
が
迫
っ
て
来
て
み
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
㈲
従
っ
て
、
こ
の
論
文
の
根
本
意
図
は
、
火
星
と
木
星
と
の
間
に
新
遊
星
を
（
算
術
級
数
の
立
場
で
）
発
見
し
よ
う
と
す
る
企
て
は
、

　
　
す
べ
て
無
用
無
益
で
あ
る
、
と
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
数
論
に
基
い
て
証
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
い
ふ
ふ
う
に
若
し
解
釈
す
る
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
ィ
　
シ
　
カ

　
　
ぽ
、
こ
れ
は
全
く
正
鵠
を
得
て
み
な
い
で
あ
ら
う
。
既
に
豫
示
さ
れ
た
や
う
に
（
一
四
二
頁
参
照
）
、
物
理
学
を
ニ
ュ
ー
ト
ン
か
ら
引
離

鵬
し
．
復
興
さ
れ
た
哲
学
の
も
と
最
り
戻
す
．
．
と
が
、
．
」
の
論
文
の
渠
意
饗
の
で
あ
っ
て
、
「
テ
ィ
テ
。
ウ
ス
、
ギ
デ
の
法
則
」

1　
　
　
　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
九



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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@
の
批
判
は
、
そ
こ
か
ら
演
繹
さ
れ
る
・
い
は
ぽ
応
用
問
題
な
の
で
あ
る
、
然
し
、
さ
う
い
ふ
根
本
の
意
図
が
一
義
的
で
明
晰
な
表
現
に
到

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
く
ば
く

　
　
達
す
る
に
は
、
な
ほ
幾
許
か
の
距
離
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
彼
に
お
い
て
、
理
念
的
聯
関
は
い
ま
な
ほ
実
在
的
聯
関
に
、
あ
る
ひ
は
阻
ま

　
　
れ
あ
る
ひ
は
繋
が
れ
て
、
純
粋
に
現
出
し
え
な
い
で
る
た
、
た
と
へ
ば
、
心
的
聯
関
に
お
け
る
・
“
求
心
的
”
と
”
遠
心
的
”
の
両
運
動

　
　
の
競
合
に
制
約
さ
れ
て
み
た
。
い
な
、
理
念
的
聯
関
自
体
が
、
そ
の
内
に
相
互
に
異
質
な
思
惟
聯
関
を
混
在
さ
せ
た
未
分
岐
未
展
開
の
混

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
つ
さ

　
　
罪
な
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
精
神
的
生
は
ま
だ
ま
だ
昏
き
も
の
に
囚
は
れ
て
る
た
、
　
剰
へ
彼
の
実
存
そ
の
も
の
が
内
外
か
ら
問
は
れ
て
る

　
　
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
故
に
こ
そ
、
吾
≧
は
資
格
論
文
を
、
理
念
的
聯
関
そ
の
も
の
が
其
処
で
自
由
に
且
つ
対
自
的
に
展
開
し
て
み
る
か
の
や
う
に
は
、

　
　
取
り
あ
げ
て
こ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
さ
う
取
り
あ
げ
る
べ
き
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
理
解
に
は
、
外
堀
を
埋
め
て
ゆ
く
辛
労

　
　
が
、
即
ち
、
実
在
的
聯
関
の
推
論
式
を
完
結
さ
せ
る
・
い
は
ば
ミ
書
き
隔
§
、
富
蹄
が
、
先
行
し
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
に
よ
っ
て
の
み
、
表
現
の
奥
底
に
根
本
の
意
図
な
い
し
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
吾
々
は
、

　
　
こ
の
晦
渋
且
つ
不
恰
好
な
論
文
に
対
向
す
る
と
き
、
最
も
無
批
判
な
仕
方
で
過
度
の
疑
損
な
い
し
過
剰
な
解
釈
の
中
に
の
め
り
こ
ん
で
ゆ

　
　
く
危
険
に
、
い
つ
も
、
そ
し
て
い
つ
ま
で
も
、
曝
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
み
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
一
言
し
、
こ
こ
ま
で
の
解
釈
学
的
批

　
　
判
を
通
じ
、
吾
≧
は
今
や
資
格
論
文
の
解
釈
に
お
い
て
、
真
に
自
由
に
な
り
得
た
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
と
い
ふ
の
は
、
こ
の
論
文
を

　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
　
理
念
的
聯
関
の
生
ま
の
露
呈
（
た
と
へ
ば
、
定
義
・
公
理
・
…
…
Q
・
E
・
D
の
体
系
）
で
あ
る
か
の
や
う
に
無
批
判
に
断
定
し
て
、
あ

　
　
る
ひ
は
逐
語
霊
感
的
に
、
あ
る
ひ
は
逐
語
問
責
的
に
、
攻
究
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
全
て
斥
け
ら
れ
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
吾
≧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
は
、
最
早
一
語
一
語
の
表
面
に
必
ず
し
も
難
渋
す
る
必
要
は
な
い
、
こ
れ
を
表
現
と
し
て
、
精
神
的
生
と
の
照
応
の
中
で
（
軽
重
や
強
弱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
レ

　
　
の
諸
椙
に
お
い
て
）
意
味
づ
け
る
こ
と
が
、
吾
≧
に
可
能
と
な
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
か
の
理
念
的
聯
関
は
寧
ろ
、
解
釈
と
い
ふ
こ
の
境

　
　
メ
ソ
ト

　
　
位
で
は
じ
め
て
対
自
化
し
て
く
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
解
釈
の
端
緒
も
既
に
徐
≧
に
明
る
み
に
現
は
れ
始
め
て
み
る
。
一

　
　
　
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
自
然
観
に
対
す
る
反
対
の
態
度
と
そ
の
具
体
的
根
拠
と
は
、
こ
の
資
格
論
文
に
お
い
て
早
く
も
混
成
し
、
そ
の
後
は
さ
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ほ
ど
大
幅
に
変
化
し
て
み
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
然
し
な
が
ら
、
そ
の
や
う
に
他
を
断
罪
す
る
彼
自
身
の
そ
の
自
然
観
な
い
し
自
然
概

念
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
実
は
、
ニ
ェ
ー
ト
ン
的
自
然
観
に
反
対
す
る
姿
勢
だ
け
は
共
通
し
て
み
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ

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

は
独
自
な
・
相
互
に
区
別
さ
る
べ
き
い
く
つ
か
の
自
然
観
の
、
そ
の
混
濡
で
あ
り
集
合
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
そ
し
て
「
自
然
」

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
い
ふ
ひ
と
つ
の
概
念
で
こ
れ
ま
で
自
分
の
理
解
し
て
来
た
も
の
が
、
実
は
相
互
に
異
質
な
思
惟
聯
関
の
渾
沌
で
あ
っ
て
、
改
め
て
問
ひ

直
さ
る
べ
き
混
合
概
念
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
と
き
、
彼
は
恐
ら
く
、
小
遊
星
ケ
レ
ス
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
を
は
じ
め
て
知
ら
さ
れ
た

と
き
と
同
様
（
そ
し
て
こ
の
両
者
が
同
一
事
態
に
属
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
）
、
絶
句
し
二
面
し
、
苦
悩
低
迷
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
で
あ
ら
う
。
（
然
し
、
十
全
の
解
決
を
見
出
す
絵
裕
が
、
果
し
て
そ
の
時
の
彼
に
許
さ
れ
て
み
た
だ
ら
う
か
。
）
1
だ
が
、
そ
れ
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

も
こ
の
渾
沌
の
中
か
ら
（
「
神
的
自
然
」
す
ら
も
混
入
し
て
み
る
集
合
体
の
内
か
ら
）
、
い
か
に
し
て
「
無
力
な
自
然
」
と
い
ふ
概
念
が

結
実
し
て
来
る
こ
と
が
出
来
た
の
か
。
か
う
し
た
問
ひ
が
既
に
吾
≧
に
は
開
示
さ
れ
て
み
て
、
そ
れ
が
、
か
の
理
念
的
聯
関
自
体
に
向
は

せ
惹
衝
迫
に
な
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
解
釈
に
到
る
道
は
、
こ
こ
に
拓
か
れ
た
。
吾
≧
は
こ
の
新
任
講
師
の
資
格
論
文
を
進
ん
で
手
に
取
り
、
ま
た
自
ら
赴
い
て
、
自
然
哲
学

関
係
の
講
義
を
聴
講
し
て
見
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
こ
の
項
了
）

　
主
　
記

一
　
本
稿
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
所
謂
『
イ
エ
ー
ナ
時
代
の
論
理
学
』
を
主
題
と
し
た
一
聯
の
研
究
の
、
そ
の
第
二
章
で
あ
り
、
前
稿
『
論
評
と
構
築
と
の

　
あ
ひ
だ
』
（
本
誌
第
五
百
四
十
三
号
、
　
一
六
t
七
八
頁
、
昭
和
五
十
六
年
）
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
テ
キ
ス
ト
を
は
じ
め
、
略
記
法
、
転

　
写
方
式
な
ど
に
変
更
は
な
い
。

鳳
　
主
要
資
料
i
左
の
二
文
書
。

ω
U
o
ぎ
ヨ
。
g
①
皇
国
。
ぴ
q
・
尻
｝
g
p
・
圏
U
o
N
①
艮
・
鼻
ま
σ
Q
冨
津
（
H
o
Q
O
目
－
μ
c
Q
O
刈
）
”
冨
ω
σ
q
．
く
。
p
出
Φ
ヨ
N
〆
ぎ
筥
匿
ρ
（
国
①
σ
Q
①
学
ω
ε
象
・
p
切
鐸
♪

　
ω
■
さ
。
ド
～
ω
b
Φ
”
搭
鶏
）
i
以
下
、
閤
冒
冨
①
ユ
。
”
》
を
以
て
指
示
。
（
訳
語
は
『
キ
ム
メ
ル
レ
資
料
』
。
）

②
謬
ω
8
α
母
冒
器
興
ω
。
聞
幽
h
什
2
日
目
σ
q
募
｝
ξ
・
。
σ
q
．
〈
自
嵩
ユ
づ
N
含
益
ヨ
・
浩
．
（
〈
一
〉
α
費
ω
・
副
げ
2
N
霞
O
訂
§
2
。
α
q
δ
〈
§
嵩
①
σ
q
Φ
『
｝
2
器
同

　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
号

一
九
ご

Go

B
げ
一
〔
冨
員
ψ
お
。
。
～
二
宮
躍
①
σ
Q
①
一
あ
ε
黛
。
♂
ω
ユ
■
離
層
お
①
メ
会
V
ユ
㊦
冨
。
ひ
①
”
○
餌
。
・
宰
〇
三
Φ
三
山
。
目
〉
び
α
q
o
ω
。
三
〇
。
・
ω
①
島
①
胃
畠
。
。
。
O
昌
ぎ
ロ
伊

ω
響
ω
誌
～
ω
卜
。
ω
■
お
刈
ρ
）
一
以
下
、
駁
ぎ
ヨ
①
【
一
Φ
“
b
ご
を
以
て
、
ω
を
指
示
。
（
訳
語
は
『
文
書
年
表
』
。
）

　
但
し
、
本
稿
に
お
い
て
、
特
に
ω
の
一
部
を
訳
出
し
引
用
す
る
場
合
、
多
少
、
増
補
な
い
し
注
釈
の
附
加
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は

そ
の
訳
文
が
、
挿
入
さ
れ
る
前
後
の
文
脈
と
譜
調
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
ま
た
資
料
自
体
の
特
性
が
そ
れ
を
必
要
と
す
る
か
ら
で

も
あ
る
ゆ
即
ち
、
資
料
の
梢
当
部
分
は
、
本
来
官
公
庁
文
書
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
、
当
事
者
相
互
の
理
解
だ
け
を
目
的
に
し
て
み
た
り
、
逆
に
広
く

適
用
さ
れ
る
や
う
に
表
現
に
含
み
を
持
た
さ
れ
た
り
し
て
を
り
、
直
訳
し
た
だ
け
で
は
、
徒
ら
に
模
糊
と
し
て
、
却
っ
て
混
乱
を
招
く
か
ら
で
あ
る
。

三
　
（
1
）
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
書
状
（
第
一
次
請
願
書
）
は
、
八
月
八
日
付
け
で
あ
る
が
、
別
人
の
筆
跡
で
、
「
八
月
十
三
日
提
出
」
と
記
入
さ
れ
て

　
み
る
。
函
ぎ
ヨ
。
蕃
鱒
鋭
ω
・
b
。
G
。
．

（
2
）
　
キ
ム
メ
ル
レ
博
士
の
注
に
よ
る
と
、
十
八
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
で
は
、
ζ
餌
σ
q
翼
興
と
O
o
9
自
と
は
同
じ
学
位
を
指
し
て
み
た
。
テ
ユ
ー
ビ

　
ン
ゲ
ン
、
で
の
ζ
鶴
σ
q
一
ω
8
巴
は
イ
エ
ー
ナ
で
は
、
概
ね
一
）
0
9
0
目
、
然
し
亦
、
屡
≧
竃
⇔
∬
Q
一
。
・
8
【
　
と
も
呼
称
さ
れ
た
。
国
用
ヨ
ヨ
①
出
①
”
♪
ω
．
b
。
鉾

（
3
）
　
前
稿
、
「
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
」
（
『
哲
学
研
究
』
、
第
五
百
四
十
三
号
、
六
六
頁
。
）

（
4
）
　
キ
ム
メ
ル
レ
博
論
の
『
イ
エ
ー
ナ
蒋
代
の
文
書
年
表
』
（
〆
ぎ
ヨ
①
尉
一
Φ
”
b
σ
）
か
ら
、
『
遊
星
軌
道
論
』
と
、
そ
れ
に
前
後
す
る
文
書
と
に
つ
い
て
、

　
文
書
番
号
、
表
題
、
通
称
又
は
内
容
、
推
定
成
立
時
期
な
ど
を
抽
出
す
る
と
、
左
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
蝸
　
『
差
異
性
』
論
文
…
…
…
一
八
〇
一
年
七
月
末
よ
り
前
。

　
　
6
、
資
格
論
文
に
前
提
さ
れ
た
『
テ
；
ゼ
』
…
一
八
〇
一
年
八
月
二
十
三
日
よ
り
前
。

　
　
皿
　
ブ
ー
テ
ル
ヴ
ェ
ー
ク
の
著
書
へ
の
書
評
…
一
八
〇
一
年
八
月
二
十
六
日
か
、
そ
れ
以
前
。

　
　
捻
　
公
開
討
論
に
お
け
る
挨
拶
の
ラ
テ
ン
語
草
稿
…
一
八
〇
一
年
八
月
二
十
七
日
よ
り
前
。

　
　
凱
　
『
遊
星
軌
道
論
』
の
た
め
の
ド
イ
ツ
語
草
稿
と
計
算
草
稿
（
現
存
せ
ず
）
…
…
一
八
〇
一
年
十
月
十
八
日
よ
り
前
。

　
　
船
　
『
遊
星
軌
道
論
』
…
…
…
…
一
八
〇
一
年
八
月
二
十
七
日
以
後
、
十
月
十
八
日
よ
り
前
。

　
　
鉱
　
『
論
評
の
本
質
』
…
…
…
…
一
八
〇
一
年
十
一
月
。

（
5
）
　
即
ち
本
稿
の
資
料
た
る
閤
一
ヨ
ヨ
。
ユ
。
”
》
で
あ
る
。

（
6
）
　
》
誘
①
臥
O
巳
話
p
”
0
8
お
閤
｝
ジ
巴
旨
閏
詠
＆
ユ
畠
国
。
σ
Q
Φ
囲
．
（
お
。
。
μ
）

（
7
）
　
従
っ
て
、
本
稿
で
第
一
次
資
料
な
い
し
直
接
資
料
と
い
ふ
と
き
は
、
最
も
厳
密
な
意
味
で
の
そ
れ
、
即
ち
オ
リ
ジ
ナ
ル
そ
の
も
の

（
当
然
、
こ
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れ
は
常
に
た
だ
ひ
と
つ
で
あ
る
一
）
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
い
。
複
製
は
勿
論
、
判
読
や
編
輯
な
ど
、
あ
る
程
度
解
釈
が
入
っ
た
資
料
で
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
問
は
れ
て
る
る
事
態
に
関
し
て
直
接
の
証
言
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
れ
ば
す
べ
て
、
こ
の
概
念
の
も
と
に
包
括
さ
れ
て
る
る
。

（
8
）
　
隈
p
。
ユ
切
。
。
・
o
巳
（
δ
昌
§
O
o
o
『
σ
q
≦
＝
げ
匹
日
亀
嵩
。
餌
臨
。
ゲ
出
①
σ
q
①
一
。
。
ピ
φ
げ
。
巨
ρ
G
。
念
）
び
。
。
・
σ
ω
●
置
刈
～
描
㊤
．
な
ほ
同
書
に
は
中
埜
肇
氏
の
訳
書

　
『
ヘ
ー
ゲ
ル
伝
』
（
昭
和
五
十
八
年
）
が
あ
り
、
参
看
し
た
。

（
9
）
諮
ユ
濁
。
ω
巴
自
§
餌
・
鋤
．
ρ
ω
●
H
黛
～
・
。
■
》
》
．
O
巳
話
帥
；
．
蝉
．
ρ
ω
■
o
ド

（
1
0
）
　
渡
辺
祐
邦
茂
「
『
惑
星
軌
道
論
』
と
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
古
典
力
学
の
問
題
」
（
「
哲
学
」
《
北
海
道
大
学
文
学
部
》
第
一
冊
、
昭
和
三
十
九
年
）
。

　
同
論
文
の
第
二
節
に
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
稿
と
同
様
の
見
解
が
、
別
の
観
点
か
ら
論
述
さ
れ
て
る
る
。

A　A　A　A　A　A16　15　14　13　12　11

V　LI　V　V　V　V

　
ま
で
デ
モ
行
進
を
す
る
、

（
1
7
）

　
口
①
ぴ
q
o
ポ
b
d
像
．

（
1
8
）

　
学
の
員
外
教
授
に
就
任
し
て
も
、

　
ト
ガ
ル
ト
の
宗
務
庁
に
願
ひ
出
て
み
る
。
そ
し
て
願
ひ
出
た
時
点
で
は
じ
め
て
、

　
学
金
は
打
ち
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
1
9
）
　
囚
効
ユ
菊
。
器
爵
鑓
壽
”
勲
⇔
◎
O
●
り
ω
・
置
卜
。
．

（
2
0
）
　
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
全
集
』
（
手
塚
富
雄
編
）
、
第
四
巻
、
三
二
】
頁
。
横
田
ち
ゑ
氏
訳
。
河
出
書
房
新
社
。
ま
た
、
同
訳
書
三
二
四
頁
の
注
6
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
1
）
　
〆
一
戸
ヨ
〇
二
Φ
”
》
”
ω
．
α
ド
》
旨
5
b
。
蒔
．
但
し
、
ラ
イ
ヒ
ス
タ
ー
レ
ル
（
困
．
）
は
す
べ
て
グ
ル
デ
ン
に
換
算
し
て
掲
げ
た
。
注
の
（
2
3
）
を
参
照
。

雷
。
σ
Q
Φ
『
留
ヨ
ニ
ざ
ゲ
①
≦
①
蒔
ρ
（
冨
ω
σ
q
．
〈
言
国
①
H
ヨ
碧
昌
9
0
。
犀
器
「
）
ゆ
伍
．
ど
ω
噂
b
。
O
・

閑
一
日
ヨ
〇
二
Φ
”
》
噸
¢
滋
卑
・

寓
ρ
。
×
奢
目
臼
”
9
0
α
①
暮
ω
。
冨
ω
。
含
ぢ
ぼ
一
〇
ω
8
瓢
⑦
一
日
N
一
団
①
盲
目
山
①
H
＞
偉
＝
（
㌶
瞳
§
σ
q
．
（
お
＆
）
ω
卜

Ω
o
巳
δ
げ
頃
皿
〔
巴
碧
α
（
峯
①
O
～
H
G
。
ミ
）
●
法
学
者
。
一
七
八
六
年
か
ら
一
八
〇
三
年
ま
で
、
イ
エ
ー
ナ
で
講
じ
た
。

国
●
国
．
ρ
勺
裁
一
口
。
。
（
目
刈
①
H
～
戸
c
o
α
困
）
。
神
学
者
、
ま
た
教
育
家
。
一
七
八
九
年
か
ら
一
八
〇
三
年
ま
で
、
イ
エ
ー
ナ
で
講
ず
。

閑
冒
ヨ
。
ユ
㊦
”
》
”
ω
．
悼
。
。
・
キ
ム
メ
ル
レ
博
士
に
よ
る
と
、
一
七
九
二
年
に
は
、
約
五
百
人
の
学
生
が
、
イ
エ
ー
ナ
か
ら
ノ
ー
ラ
（
Z
o
鐸
⇔
）
村

　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
ふ
事
件
が
あ
っ
た
。
な
ほ
、
一
八
○
一
年
頃
の
大
学
在
籍
者
は
約
八
百
名
で
あ
っ
た
、
と
い
ふ
。

鎖
①
σ
q
①
『
虫
α
Q
窪
漆
器
蒔
Φ
円
い
ゆ
げ
窪
巴
煙
硝
”
囚
一
片
ヨ
。
ユ
㊦
”
炉
》
’
じ
d
嵩
鳳
ρ
ズ
円
■
卜
。
G
。
．
窯
．
特
旨
・
”
切
ユ
』
”
ω
．
α
c
。
P
隼
δ
｛
o
〈
o
訂
　
償
「
9
。
ロ

　
　
　
H
＜
’
G
o
．
㊤
舞
（
以
下
、
し
d
ユ
①
♂
と
略
記
。
）

隅
｛
ヨ
ヨ
①
瓢
臼
》
”
ψ
お
．
》
昌
ヨ
◎
一
9
キ
ム
メ
ル
レ
博
士
の
報
告
に
よ
る
と
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
　
一
八
〇
五
年
六
月
二
十
八
日
、
　
イ
エ
ー
ナ
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
で
の
正
牧
師
候
補
者
た
る
身
分
が
失
効
す
る
こ
と
の
な
い
や
う
、
配
慮
を
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九
三
年
以
来
支
給
さ
れ
て
み
た
・
年
額
ご
○
グ
ル
デ
ン
の
奨

一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル

一
九
三
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
号

一
九
四

　
な
ほ
、
こ
れ
ら
の
数
字
に
つ
い
て
は
、
現
在
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
御
留
学
中
の
長
沢
邦
彦
氏
を
通
じ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
・
ア
ル
ヒ
ー
ブ
に
照
会
、
確
認
し
た
。

　
同
氏
に
御
礼
を
申
し
あ
げ
た
い
。

（
2
2
）
　
頃
曳
け
二
身
じ
d
暑
ゲ
9
コ
国
。
σ
q
皿
に
昌
飢
山
臥
国
臨
二
ω
o
ゲ
。
．
甘
環
誓
鋤
一
画
雪
気
三
ざ
。
・
o
O
謀
Φ
．
ω
・
ニ
ド
～
ド
μ
b
⊇
●
（
国
£
①
7
ω
9
象
①
P
切
阜
ω
●
一
⑩
9
）

　
な
ほ
、
前
稿
、
三
二
頁
参
照
。

（
2
3
）
　
『
キ
ム
メ
ル
レ
資
料
』
の
二
九
頁
、
五
一
頁
、
五
九
頁
の
各
脚
注
を
綜
合
す
る
と
、

〈
i
＞
　
H
力
臥
。
冨
琶
2
（
『
．
）
目
心
。
蒔
0
3
ω
。
ゲ
窪
（
σ
q
■
y
困
ω
需
。
一
〇
∞
し
り
訂
♂
貝
距
目
づ
日
O
σ
q
‘
H
い
鋤
¢
げ
邑
霞
匪
9
≦
p
H
目
．
償
」
㎝
σ
q
6
で
あ
り
、
且
つ
、

　
　
「
グ
ル
デ
ン
（
○
乱
氏
。
コ
）
の
価
値
は
一
ラ
イ
ヒ
ス
タ
ー
レ
ル
の
そ
れ
よ
り
一
五
～
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
低
か
っ
た
と
言
は
れ
る
、
従
っ
て
一
つ
“
一
．
嵩
O

　
　
～
H
』
㎝
〇
三
ユ
窪
と
い
ふ
等
式
が
成
立
つ
。

〈
”
1
1
＞
　
そ
れ
故
、
本
稿
で
は
、
計
算
の
便
宜
上
、
H
7
1
1
一
b
㎝
O
重
出
コ
と
し
、
H
ω
需
9
①
。
・
・
↓
冨
8
【
匪
昌
同
．
H
O
ぴ
Q
．
匪
H
．
卜
⊃
α
×
（
H
＋
H
O
鳶
幽
）
朴
一
疋
§
（
O
巳
一

　
　
ユ
窪
y
ド
．
い
p
。
ロ
馨
鑑
臼
“
団
5
一
切
σ
Q
●
開
智
飴
㎝
X
（
H
＋
旨
＼
b
。
海
）
荘
卜
。
．
8
戸
（
O
鉱
畠
窪
）
と
換
算
し
て
叙
述
し
．
た
。

（
2
4
）
　
し
d
ユ
鰍
ρ
じ
d
9
劃
ω
「
c
。
c
。
～
8
．
（
鵠
護
。
一
鋤
昌
累
冨
臣
p
。
ヨ
ヨ
①
♪
α
①
コ
H
ρ
σ
①
ρ
H
O
。
9
．
）

（
2
5
）
　
ゆ
ユ
㊦
h
ρ
b
d
匹
↑
押
ω
．
㊤
b
っ
～
潔
■
（
国
①
α
Q
o
一
帥
二
乞
冨
チ
ρ
。
ヨ
ヨ
。
さ
創
Φ
昌
ら
●
護
似
霞
同
G
◎
0
9
）

（
2
6
）
　
Z
o
甑
N
o
昌
N
霞
く
。
誉
2
ユ
9
コ
α
q
山
臼
出
島
≡
仲
9
二
〇
蕾
象
。
。
℃
葺
帥
ユ
。
琵
類
一
翼
ヨ
①
ユ
臼
拶
三
巴
■
日
Q
。
．
（
U
o
押
目
日
Φ
暮
。
窪
頃
①
σ
q
鉱
。
。
国
警
≦
一
〇
冠
戸
三
α
Q
．

　
訂
詔
．
〈
o
誘
冒
プ
餌
昌
ロ
Φ
の
頃
。
寂
ヨ
Φ
♂
9
び
ω
●
ω
一
ト
⊃
～
ω
鼠
．
）

（
2
7
）
囚
麺
臨
O
冨
冨
八
段
昌
男
ユ
。
山
臨
。
ゲ
囚
鑓
霧
Φ
（
日
¶
c
。
H
～
謎
ω
ト
っ
）
イ
エ
ー
ナ
、
ド
レ
ス
デ
ン
、
ベ
ル
リ
ン
、
ゲ
ヅ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
各

　
地
で
哲
学
を
講
じ
た
。

（
2
8
）
　
只
一
ヨ
ヨ
。
瓢
①
”
諺
り
ω
．
G
o
ρ
》
コ
ヨ
．
㊤
●

（
2
9
）
　
即
蛋
伽
。
紫
国
躇
日
”
U
陣
Φ
δ
ヨ
餌
暴
言
。
ゲ
①
ω
o
ゲ
乱
o
l
国
冒
切
9
詳
p
。
ぴ
q
N
貫
O
①
ω
o
窪
。
窪
。
譜
。
。
α
①
馨
ω
o
ゴ
。
づ
0
9
ω
8
。
・
．
（
H
c
◎
刈
O
）
ω
7
①
刈
①
P
口
．

　
》
ロ
ヨ
．
ユ
。
ω
。
①
刈
S

（
3
0
）
　
肖
一
語
ヨ
①
匹
①
“
》
り
ω
．
Q
δ
㎝
h
4
0
Q
．
ω
Q
o
＞
昌
ヨ
高
P
¢
．
ω
．
a
電

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ロ
ト
コ
じ
ル

（
3
1
）
　
囚
ぎ
ヨ
。
誌
。
”
♪
ω
●
．
お
．
（
公
開
討
論
会
の
、
こ
れ
ら
正
式
鐵
席
者
氏
名
は
、
す
べ
て
学
部
の
公
式
記
録
に
と
ど
め
ら
れ
て
る
る
。
）

（
3
2
）
　
口
。
冒
N
芸
西
ヨ
。
ユ
。
”
N
貫
O
冨
o
p
g
o
σ
q
δ
く
o
p
出
①
σ
q
9
ω
一
〇
津
興
ω
o
訂
漆
。
鼻
ψ
H
高
。
。
●
（
鎖
Φ
σ
Q
⑦
皆
ω
9
勘
窪
”
b
ご
α
．
麻
）
但
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が

　
学
期
通
り
、
こ
の
八
月
二
十
三
日
に
『
テ
t
ゼ
』
の
小
冊
子
を
配
布
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
疑
問
が
な
い
で
は
な
い
。
（
一
六
七
、
八
頁
参
照
）

（
3
3
）
　
頃
鶏
け
営
呉
二
代
。
ず
昌
Φ
目
”
国
岳
8
吋
騨
。
プ
宵
切
。
誌
。
『
『
ψ
9
8
（
国
⑦
σ
q
蝕
”
O
留
9
ヨ
ヨ
①
岸
①
芝
。
覧
＾
Φ
”
切
価
・
距
ψ
㎝
b
。
ω
融
．
）
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
　
一
八
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○
「
年
七
月
四
日
付
け
の
メ
ー
メ
ル
あ
て
書
簡
の
中
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
推
薦
し
、
そ
の
ア
ド
レ
ス
を
次
の
や
う
に
記
し
て
み
る
。
－
U
H
．
疑
ゆ
σ
q
色

　
一
ヨ
囚
鵠
霧
9
囲
駄
ω
o
ゲ
。
昌
O
碧
け
Φ
鵠
冒
冒
昌
騨

（
3
4
）
　
串
即
＆
ユ
畠
ヒ
d
o
三
Φ
屈
箋
⑦
『
》
高
邑
鵯
α
q
三
民
。
島
魯
。
。
℃
興
信
一
⇔
瓜
〈
霞
℃
ゲ
出
。
ω
8
密
⑦
．
O
α
け
瓜
5
σ
q
Φ
P
日
。
。
O
O
・
ψ
卜
⊃
誌
．

（
3
5
）
　
じ
σ
「
δ
h
P
ゆ
臣
・
♪
o
Q
●
ω
”
G
。
O
P
（
笛
①
ぴ
q
鉱
⇔
直
言
妥
ヨ
色
）
　
ω
嵩
①
h
Φ
”
じ
d
飢
・
H
》
ω
・
①
ω
．
（
国
茜
。
一
§
竃
筈
旨
o
r
α
o
昌
霧
■
〉
ロ
σ
Q
■
H
G
。
8
．
）

（
3
6
）
　
〆
冒
ヨ
Φ
ユ
①
”
♪
ω
．
G
。
G
。
”
》
葺
B
．
一
P
i
キ
ム
メ
ル
レ
博
士
の
調
査
結
果
を
以
下
に
掲
げ
る
。
一
開
講
権
を
与
へ
ら
れ
た
講
師
の
そ
の
序

　
列
（
先
任
順
）
に
つ
い
て
は
、
学
則
に
は
、
は
っ
き
り
し
た
規
定
は
何
も
含
ま
れ
て
み
な
い
。
し
か
し
、
助
教
師
（
｝
＆
郎
5
ぎ
）
に
同
時
に
或
ひ
は

　
相
次
い
で
任
命
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
誰
が
先
づ
、
正
助
教
師
（
〉
＆
琶
。
g
。
。
o
益
ぎ
鼠
霧
）
の
席
を
（
そ
の
地
位
が
空
い
た
と
き
）
占
め
う
る
の

　
か
、
と
い
ふ
問
題
に
つ
い
て
、
示
唆
を
与
へ
る
や
う
な
条
項
は
存
す
る
。
「
博
士
号
が
授
与
さ
れ
て
か
ら
の
、
又
は
助
教
師
に
任
命
さ
れ
て
か
ら
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
つ

　
そ
の
年
数
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
地
位
の
た
め
の
討
論
（
O
♂
娼
呉
p
叶
一
〇
賢
。
一
〇
8
）
を
何
時
行
っ
た
か
に
よ
っ
て
、
序
列
（
先
任
順
）
が
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
さ
れ
る
。
」
一
こ
の
規
定
を
ヘ
ー
ゲ
ル
が
眼
中
に
お
い
て
み
た
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
み
る
、
と
キ
ム
メ
ル
レ
博
士
は
断
定
す
る
。
な
ほ
、
》
α
・

　
冒
コ
ζ
と
い
ふ
称
号
は
、
鼠
m
ぴ
Q
算
2
と
い
ふ
呼
称
と
同
時
に
廃
止
さ
れ
た
。

（
3
7
）
　
国
一
ヨ
語
①
瓢
①
”
》
》
ω
●
心
P
＜
0
9
B
島
国
℃
民
o
P
頃
①
言
ユ
。
げ
ω
．
こ
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
教
授
の
誉
口
広
は
、
『
遊
星
軌
道
論
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
の
、

　
重
要
な
証
言
と
な
り
得
る
か
も
知
れ
な
い
。

（
3
8
）
　
唇
ヨ
ヨ
の
臨
①
”
♪
ω
●
蔭
ど
く
。
ε
ヨ
◎
。
ω
即
。
｛
・
U
α
q
Φ
諺
’

（
3
9
）
　
爆
一
奪
ヨ
Φ
匹
⑦
”
》
”
ω
・
自
”
＜
o
ε
ヨ
α
o
ω
℃
8
h
．
d
三
〇
匿
．

（
4
0
）
　
類
餌
答
ヨ
9
b
d
偉
。
ゲ
ロ
①
鷲
国
象
8
触
冨
。
ず
費
切
ω
H
答
ゲ
『
ω
．
α
卜
⊃
群
（
頃
。
σ
Q
o
7
0
0
路
ヨ
日
巴
8
≦
①
葵
ρ
ω
亀
曾
《
ψ
α
込
。
ω
第
）
一
な
ほ
、
こ
の
全
集

　
は
、
前
稿
同
様
、
本
稿
で
も
、
≦
o
昏
。
と
略
記
さ
れ
る
。

（
4
1
）
　
鵠
①
σ
q
①
げ
≦
o
降
Φ
H
＜
”
ω
・
H
㊤
O
．
（
ζ
●
郎
．
竃
4
ω
9
ト
っ
”
ψ
b
⊃
障
～
も
σ
日
卜
⊃
．
）
ま
た
、
前
野
の
三
七
頁
参
照
。

（
4
2
）
　
国
一
陽
旨
震
♂
”
》
憎
ω
．
念
h
’
ま
た
、
第
三
次
回
章
の
際
、
イ
ル
ゲ
ン
お
よ
び
シ
ュ
ッ
ツ
の
両
教
授
は
共
同
で
判
断
を
示
し
た
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
氏

　
が
約
束
を
守
っ
て
、
資
格
論
文
を
討
論
の
す
ぐ
あ
と
に
届
け
る
や
う
、
私
は
断
乎
要
求
す
る
。
…
…
」
（
一
六
四
～
五
頁
で
の
、
二
番
目
の
発
雷
）
し

　
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
に
、
正
教
授
た
ち
の
こ
の
や
う
な
意
向
が
ど
こ
ま
で
明
確
に
伝
達
さ
れ
て
み
た
か
、
資
料
で
は
判
然
と
し
な
い
。
（
キ
ム
メ
ル
レ
博

　
士
の
注
。
）

（
4
3
）
　
当
時
イ
エ
ー
ナ
大
学
で
歴
史
学
の
私
講
師
で
あ
っ
た
シ
ュ
ッ
ツ
（
国
函
．
日
ω
聖
節
N
）
宛
て
の
、
日
付
け
の
な
い
メ
モ
が
あ
る
。
こ
の
人
の

　
父
は
、
哲
学
部
正
教
授
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
資
格
試
験
に
関
は
つ
て
み
た
。
（
ゆ
「
一
〇
隔
①
噸
　
b
d
似
・
　
ω
「
　
ω
．
G
◎
㎝
⑩
．
）
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
の
申
で
「
哲
学
都

一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル

一
九
五
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
号

一
九
六

　
の
非
好
意
的
態
度
（
じ
d
Φ
g
σ
Q
窪
ユ
興
邪
ま
の
。
喜
一
。
。
爵
窪
目
ざ
護
θ
α
q
①
σ
q
2
ヨ
一
島
）
」
を
嘆
じ
、
当
分
そ
れ
に
打
つ
手
が
な
い
こ
と
を
、
暗
い
絶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
た

　
望
的
な
調
子
で
述
べ
て
み
る
。
こ
の
メ
モ
を
公
刊
し
た
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
こ
で
直
面
し
て
み
た
問
題
は
、
資
格
試
験
の
際
の
紛

　
ご
た

　
糾
で
あ
る
、
と
断
定
し
て
み
る
が
、
こ
れ
は
寧
ろ
、
キ
ム
メ
ル
レ
博
士
の
や
う
に
、
一
八
〇
二
年
五
月
、
彼
が
「
フ
ィ
ヒ
テ
的
自
然
法
思
想
の
批

　
判
」
と
題
す
る
無
償
講
義
の
許
可
を
正
教
授
会
に
申
し
出
た
と
き
の
、
そ
の
悶
着
で
あ
る
、
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
（
ヨ
ヨ
ヨ
9
0
“
炉
ω
．
回
お
P
）

　
い
つ
れ
に
せ
よ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
正
教
授
会
が
自
分
に
対
し
て
、
少
く
と
も
好
意
的
で
な
い
こ
と
を
、
膜
≧
感
ぜ
ざ
る
を
え
ず
、
ま
た
、
そ
れ
に
敏

　
感
で
あ
っ
た
。

（
4
4
）
　
出
門
§
暮
切
口
。
ぎ
2
”
撮
濃
Φ
一
信
己
山
器
閤
ユ
駐
。
冨
臼
。
蕪
屋
一
山
臼
℃
窪
。
ω
o
喜
一
ρ
ω
レ
b
。
卜
（
国
の
月
一
・
ω
ε
a
。
誤
じ
d
興
。
。
・
μ
り
段
）

（
4
5
）
　
峯
B
匿
。
ユ
。
”
♪
o
◎
●
㎝
ω
．

（
4
6
）
　
資
格
試
験
全
体
の
「
迂
鹸
曲
折
」
が
一
応
解
明
さ
れ
終
っ
た
と
こ
ろ
で
、
事
実
関
係
を
簡
単
に
回
顧
し
よ
う
。

　
〔
資
格
試
験
の
事
実
経
過
〕
　
一
八
〇
一
年
七
月
～
十
月
。

　
・
七
　
月
…
…
『
差
異
性
』
論
文
脱
稿
。

　
・
八
月
十
三
日
（
木
）
…
…
ヘ
ー
ゲ
ル
、
資
格
試
験
を
出
願
（
第
一
次
請
願
書
）
↓
正
教
授
会
、
第
一
次
回
章
と
判
断
と
を
発
出
。

　
・
八
月
十
五
日
（
土
）
…
…
哲
学
部
の
判
断
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
伝
達
さ
る
↓
ヘ
ー
ゲ
ル
、
第
二
次
請
願
書
を
提
出
。

　
o
八
月
十
六
日
（
日
）
…
…
メ
ー
メ
ル
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
ブ
ー
テ
ル
ヴ
ェ
ー
ク
の
書
評
を
依
頼
。

　
。
八
月
十
七
日
（
月
）
…
…
哲
学
部
正
教
授
会
、
第
二
次
回
章
と
判
断
と
を
発
向
。

　
。
八
月
十
八
日
（
火
）
…
…
哲
学
部
の
結
論
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
伝
達
さ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
、
同
意
。

　
・
八
月
二
十
目
（
木
）
…
…
ヘ
ー
ゲ
ル
、
認
定
手
続
き
完
了
。
大
学
の
博
士
名
簿
に
記
入
さ
る
。

　
・
八
月
二
十
　
日
（
金
）
…
…
哲
学
部
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
資
格
試
験
の
細
昆
に
関
し
、
第
三
次
回
章
と
判
断
と
を
発
出
。

　
・
八
月
二
十
三
日
（
日
）
…
…
『
テ
ー
ゼ
』
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
哲
学
部
諸
教
授
に
配
布
？

　
。
八
月
二
十
六
日
（
水
）
…
…
ヘ
ー
ゲ
ル
、
第
三
次
請
願
書
の
礎
蹟
↓
哲
学
部
、
第
四
次
回
章
と
判
断
と
を
発
出
。
（
他
方
、
書
評
原
稿
発
送
さ
る
。
）

　
・
八
月
二
十
七
日
（
木
）
…
…
『
テ
ー
ゼ
』
に
基
づ
く
公
開
討
論
の
実
施
。

　
・
九
月
十
五
日
（
火
）
、
十
六
日
（
水
）
…
…
ブ
ー
テ
ル
ヴ
ェ
ー
ク
の
書
評
、
問
日
付
け
の
『
エ
ル
ラ
ソ
ゲ
ン
文
学
新
聞
』
に
掲
載
。

　
・
九
月
末
又
は
十
月
始
め
…
…
『
差
異
性
』
論
文
、
印
刷
を
終
へ
て
、
　
一
部
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
手
許
へ
。

　
②
十
月
十
八
日
（
日
）
…
…
『
遊
星
軌
道
論
』
、
や
っ
と
提
出
さ
れ
、
開
講
停
止
を
免
れ
る
。
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・
十
月
十
九
日
（
月
）
…
…
仮
講
義
、
実
施
さ
る
。

　
⑤
十
一
月
初
旬
…
…
『
哲
学
評
論
』
創
刊
号
へ
の
寄
稿
期
限
。

（
4
7
）
　
茜
剛
稿
（
『
折
q
愚
†
研
究
』
五
四
三
号
）
、
　
一
六
～
一
八
一
貝
。

（
4
8
）
　
平
ぎ
ヨ
①
二
Φ
”
♪
o
o
●
麟
．
i
こ
の
言
葉
は
、
十
月
十
八
日
付
け
・
学
部
長
あ
て
の
、
先
任
教
授
ヘ
ニ
ソ
グ
ス
氏
の
書
簡
（
前
掲
一
六
九
頁
）

　
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
。

（
4
9
）
　
b
d
ユ
無
ρ
ゆ
穿
斜
ω
■
㎝
。
。
～
8
．
（
謁
①
α
q
巴
き
ω
o
ゲ
色
冒
σ
Q
”
伍
窪
卜
。
．
乞
。
＜
．
H
。
。
O
ρ
）

（
5
0
）
　
前
稿
「
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
」
（
『
哲
学
研
究
』
第
五
百
四
十
三
号
）
、
五
三
頁
以
下
、
お
よ
び
六
五
頁
以
下
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
5
1
）
　
囚
ぎ
ヨ
Φ
匹
①
”
鋭
ω
．
8
．
じ
d
o
ユ
。
窪
O
Q
乞
。
冨
凄
母
頃
。
σ
q
o
轡
1
「
何
か
よ
り
多
く
の
も
の
が
そ
の
中
に
潜
ん
で
み
る
や
う
な
人
は
、
誰

　
で
も
み
な
、
一
生
に
一
度
は
、
ヒ
ポ
コ
ン
デ
リ
ー
を
、
こ
れ
ま
で
自
分
が
生
き
て
み
た
世
界
や
物
質
的
自
然
と
不
和
に
な
る
、
と
い
ふ
仕
方
で
、
切

　
り
ぬ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
。
」
ガ
～
プ
ラ
ー
が
伝
へ
た
・
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
は
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
。

（
5
2
）
　
囚
…
ヨ
ヨ
ゆ
注
。
”
》
り
ω
■
ω
①
．
一
I
i
い
9
。
¢
げ
⑦
”
§
駄
ミ
ミ
○
潮
乱
ミ
隷
§
，
～
匙
隷
§
■
H
。
。
Q
。
伊

（
5
3
）
≦
鼠
6
ヌ
”
ψ
匿
①
～
卜
。
沁
。
。
・
（
出
。
罫
b
d
畠
．
9
Q
Q
』
。
。
α
～
。
。
O
ご
一
℃
プ
ぎ
。
ヨ
窪
9
0
σ
q
剛
。
戯
①
。
。
O
Φ
馨
Φ
。
。
●
＜
2
き
愛
撫
O
①
ω
σ
q
駐
甑
σ
q
Φ

　
目
げ
霞
①
ざ
ゴ
ほ
づ
儀
庫
臼
し
d
卑
歪
α
q
”
o
伽
臼
象
。
ω
蓉
冨
ω
①
チ
。
。
幹

（
5
4
）
　
丙
凶
ヨ
ヨ
。
匹
。
”
》
”
ψ
c
。
曲

（
5
5
）
　
旧
稿
「
絶
対
と
限
定
一
論
理
学
に
お
け
る
幽
幽
の
問
題
」
（
『
思
想
』
五
五
五
号
、
昭
和
四
十
五
年
九
月
）
、
特
に
＝
二
五
～
六
頁
。

（
5
6
）
　
ω
α
鴇
コ
図
冨
捧
①
σ
q
霧
円
外
人
二
¢
び
§
ひ
Q
ぎ
O
年
蜂
窪
窪
ヨ
．
（
目
G
o
α
O
）
ω
●
㎝
G
Q
●
（
嬬
げ
。
話
簿
§
＜
O
コ
彰
善
誘
。
げ
）
一
1
訳
書
と
し
て
は
、
井
上
良
雄

　
氏
が
熱
誠
を
こ
め
て
訳
出
さ
れ
た
『
イ
エ
ス
の
招
き
ー
キ
リ
ス
ト
教
の
修
錬
』
が
昭
和
二
十
八
年
、
角
川
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
て
る
る
。
同
書
の

　
八
六
頁
参
照
。

（
5
7
）
　
図
鷲
剛
幻
。
。
伽
①
巳
（
冨
器
”
P
騨
O
G
ω
．
卜
⊃
り
～
ω
9

（
5
8
）
　
頃
替
ω
－
Ω
8
茜
Ω
注
効
彗
。
鴬
≦
帥
ゴ
子
。
評
ロ
5
ユ
ζ
①
チ
＆
Φ
（
H
8
0
）
●
卜
。
．
6
①
二
戸
財
P
ψ
b
。
。
。
卜
。
．

（
5
9
）
　
「
精
神
的
生
」
と
い
ふ
解
釈
学
的
概
念
は
、
勿
論
、
認
識
論
的
概
念
一
般
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
認
識
的
態
度
に
対
し
て
持

　
つ
意
味
を
、
認
識
論
的
に
定
式
化
す
る
と
、
「
伝
記
記
述
を
、
生
物
の
観
察
記
録
や
行
動
記
録
か
ら
区
別
せ
し
め
つ
つ
、
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
」
、

　
端
的
に
は
、
「
伝
記
記
述
の
ア
プ
リ
オ
リ
」
、
と
い
ふ
や
う
に
雷
ひ
表
は
せ
よ
う
。

（
6
0
）
　
≦
臨
ゲ
巴
ヨ
U
岸
二
二
O
o
器
ヨ
ヨ
。
剛
8
ω
3
ユ
津
o
P
ω
9
〈
嵩
甲
O
o
肖
〉
賢
げ
器
皿
2
α
q
①
。
・
o
ゴ
一
〇
ゴ
艶
。
ゴ
窪
類
色
け
冒
匹
窪
O
o
｝
。
・
8
ω
三
鴇
窪
－

　
　
　
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
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哲
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研
究
　
第
五
百
五
十
号

一
九
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ω
o
『
臥
8
p
G
o
・
お
一
駿
．
い
ω
・
齢
蒔
b
o
蹴
己
賃
●
ω
。
目
鰹
瞭
：

（
6
1
）
　
ド
イ
ツ
の
諸
大
学
、
特
に
哲
学
部
で
は
、
教
授
や
講
師
が
講
義
の
た
め
講
義
室
へ
入
場
し
て
来
た
と
き
、
聴
講
者
は
歓
迎
の
意
を
蓑
は
す
た
め
、

　
拳
や
指
の
背
で
机
を
軽
く
（
十
回
前
後
）
打
ち
つ
づ
け
る
習
は
し
が
あ
る
。

（
6
2
）
　
穴
帥
ユ
勾
。
。
・
窪
ξ
弩
§
P
P
O
●
》
ω
・
謀
卜
⊃
’
1
ヘ
ー
ゲ
ル
が
前
年
、
　
一
八
○
○
年
の
秋
、
マ
イ
ン
ツ
へ
の
小
旅
行
を
し
た
と
き
、
旅
券
に
は

　
さ
う
記
載
さ
れ
た
。

（
6
3
）
　
b
d
同
一
臥
ρ
b
d
ユ
●
H
”
ω
・
目
Q
。
ρ
（
ω
。
げ
巴
く
。
『
m
コ
頃
。
び
q
㊦
γ
団
銭
。
冒
P
H
。
。
O
“
．
）
1
前
掲
ガ
ー
プ
ラ
ー
の
報
告
に
よ
る
と
、
フ
リ
ー
ス
の
名
は
尊
敬

　
を
以
て
塑
げ
ら
れ
て
る
た
の
に
比
べ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
名
は
「
暗
さ
（
○
び
ω
ざ
三
儀
）
」
の
感
じ
で
挙
げ
ら
れ
た
、
と
い
ふ
。

（
6
4
）
　
蘂
ヨ
ヨ
①
二
〇
”
♪
¢
。
。
9
切
臨
①
h
ρ
ゆ
α
・
同
H
”
ω
．
認
●
（
鼠
。
σ
q
巴
黄
鶏
。
墜
ヨ
§
y
H
心
．
》
胃
甲
H
G
。
H
9
）

（
6
5
）
　
ス
ー
ヨ
ヨ
。
匡
①
”
》
り
ω
．
①
c
。
．
カ
。
ω
o
嵩
犀
話
農
”
費
9
。
．
O
G
ω
．
卜
⊃
H
①
．

（
6
6
）
　
〈
α
Q
ド
頃
①
σ
q
皿
”
国
言
円
索
8
器
差
飢
臼
℃
甑
♂
ω
0
9
冨
。
冨
昌
≦
一
。
・
m
①
濤
。
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　　In　Aristotle’s　“Poetics”，　this　word　is　used　in　the　meaning　of　the　7natter

which　is　playea　on　the　stage．

　　The　author　analyses　this　meaning，　and　finds　there　a’transitional　sense

from　action　to　thing．

　　This　investigation　will　contribute　to　the　deeper　understanding　of　Aristo－

telian　conception　of　Tparteecr．

　　　　　　　　　Hegel　im　Sommer　1801

　　　　　　　　　　　　　Ein　Versuch，　”Dokumente　zu　Hegels　Jenaer

　　　　　　　　　　　　　Dozententatigkeit“　von　Prof．　Kimmerle　zu

　　　　　　　　　　　　　analysieren　und　zu　interpretieren，　hinsichtlich

　　　　　　　　　　　　　der　Habilitation　Hegels

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Osamu　Sakai

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PrOfeSSOr　deS　InSt三tU亡S　f琶r

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Geschichte　der　neueren　Philosophie

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　an　der　philosophischen

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fakultat　an　der　Universitat　Kyoto

　　Mit　diesem　Aufsatz　beabsichtigt　der　Verfasser，　1）　den　Habilitations－

vorgang　bei　Hegel　durch　die　Analyse　der　oben　genannten　Dokumente

（auch　mit　den　anderen　zusammen）　noch　naher　darzustellen，　2）　daraufhin

das　wirkliche　Profil　Hegels　zu　schildern，　das　sehr　entfernt　von　demjenigen

bei　Rosenkranz　ware，　3）　ebendadurch　die　realen　Bedingungen　fttr　seine

Jenaer　Dozententatigkeit　ins　klare　zu　bringen，　um　derngegenttber　die　rein

gedanklichen　lnhalte　fUr　sich　herausheben　ztt　k6nnen，　dann　4）　daranschlie－

Bend，　die　Basen　dieses　Verfahrens　selbst　hermeneutisch　zu　erheHen．

　　1）　ln　dieser　Zeit　war　Hegel　durch　eine　ursprttngliehe　．ambigult6“　oder

Dunkelheit　des　Lebens　bewogen．　Z．　B．：　（i）　Er　erkltirte　sich　vor　der　philo－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7



sophischen　Fakultat，　daB　er　in　WUrttemberg　Anwla’rter　auf　eine　Pfarrstelle

sei，　wtihrend　er　andererseits　nachher　im　Lebenslauf　schrieb，　daB　er　schon

seit　iangem　die　Wissenschaft　zur　Bestimmung　seines　Lebens　gemacht　habe．

（ii）　Er　erkltirte　auch　bezifglich　seiner　Subsistenz，　dats　er　einige　tausend

Guldeh　besitze，　wahrend　er　doch　schon　im　Dezember　1804　Niethammer　um

die　Aufschiebung　seiner　Schulden　bitten　mutste．　（iii）　lm　ganzen　Vorgang

seiner　Habilitation　war　er　so　aggressiv，　daB　er　immer　mehr　die　philoso－

phische　Fakulttit　da面t　argerte，　ob　er　wohl　sich　nicht　aus　Hybris　so

verhielte．　（iv）　Er　konnte．doch　beinahe　nicht　der　Billigkeit　der　Fakult5t

entsprechen，　die　ihm　eine　groese　Dispensation　erlaubte　in　Rttcksicht　auf

den　Fall　Fr．…Schlegels，　da　er　aber　seine　Habilitationsschrift　bis　zum　18．

Oktober　nicht　tiberreichte．

2）　Wir　sollten　uns　also　Hegel　nicht　als　solchen　genialen　Philosophen

idealisieren，　als　ob　er　bereits　ein’ 浮高?ａｎｇｒｅｉｃｈｅｓ　Manuskript　fttr　seine　Habi－

litation　abgefasst　htitte　und　das　nur　etwas　zu　verkttrzen　und　ins　Lateinisch

hatte　ttbersetzen　mttssen．　Gerade　mitten　in　dieser　Abfassung　muSte　er　vor

einer　grOBen　Angst　stehen，　we圭正er　zugleich　durch　seine　Existe且zfrage　und

sowi6　seine　schriftstellerischen　Tatigkeiten　gerade　starl〈　’ №?ｄｒＥngt　war，　die

aus　seiner　Zusammenarbeit　mit　Schelling　entstanden　waren．　Von　daher，

wenn　ihm　dazu　noch　eine　groBe，　unvoraussehbare　Frage　auf　seinern　eigenen

Gedankengang　der　Habiiitationsschrift　zu　finden　ist，　wie　kann　er　denn，　ln　solche

Klemme　geraten，　diese　Habilitationsschrift　noch　rechtzeitiger　Uberreichen？

　　3）　Wir　k6nnten　also　seine　beide　Papiere，　sowohl　．Hab11itationsthesen“　als

auch　．De　orbitis　planetarum“　nicht　als　die　so　kristalligen　Ausdrttcke　des

Gedankens　ansehen，　wohinter　das　raffinierte，　durchgedachte　System　sttinde，

wie　．definitiones“　oder　．scholia“　eines　geometrisch　geordneten　（Systems）．

Wir　sollten　sie　’≠撃唐潤@（auch　seine　Vorlesungsmanuskripte　der　Jenaer　Zeit）
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vielmehr　verstehen　als　die　Ausdrticke　der　chaotischen　Garung　des　Gedankens

aus　jener　Tiefe　seines　Lebens．

　　4）　lndem　wir　uns　in　diese　Richtung　vertiefen　und　die　realen　Bedingungen

fifr　seine　akademischen　Ttitigkeiten　klarstellen，　so　k6nnen　wir　ja　sicherlich

einerseits　die　festen　GerUste　des　Verstehens　fUr　gedanlcliche　lnhalte　aufbauen．

Andererseits，　finden　wir　aber　auch　eine　zirkulare　Struktur　zum　Grunde

unseres　Ver£ahrens　se！bst　von　vorne　herein　liegen　und　unsern　Versuch

hermeneutisch　je　schon　begrttndet　sein－Zum　Zweck　des　Verstehens　des

Geschichtlichen－Geistigen，　sollen　wir　uns　einmal　davon　abkehren，　um　es

zu　erreichen；　und，　auch　umgekehrt，　sollen　wir　uns　dazu　naher　komrnen，

um　uns　davon　genug　abstehen　zu　k6nnen．

K岨1arila’s　Theory　on　the　Meaning　of　Sentenceω謙頭2’疏α）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Preliminary　Notes一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のMasaakまH：at£ori

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　professor　of　Indian　Philosophy，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Faculty　of　Letters，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　The　problem　of£he　meaning　of　Sabda（speech，1anguage）was　discussed

by　many　schoo玉s　in　classical　India．　For　the　M玉m盃エpsakas，　who　are　engaged

in　the　lnvestigation　of　dh〃・フna（religious　duties），　the　gabdα　with　which

they　are　pr量mar圭1y　concer皿ed　is宅he　1njunctive　sentences（vdlaya）of　the

Vedic　texts．　The　philosophical　study　of　the　problems　concerning　the　Sabda

is　found　in　the　M幻瓶郷45舜孟プα（＝MS），1．1．6－23　and　ill　the　Vrtt三kara．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

grantha　cited　ullder　the　Sdibai．・αろhaSya（＝5B1の，1．1．4－5．　However，　the　gabda

treated　therein　is　either　the　sound（dhvanのor　the　word（pada），and茸ot

the　sentence．　It　is　in　the　MS，1．1．24－26（vale：ソa－dhikara4a）that　the　sentence
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