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「
有
の
問
」
か
ら
「
回
思
」
へ

　
ー
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
「
思
索
し
と
「
詩
作
」

に
つ
い
て
一

松
　
丸

三
六

壽
　
雄

　
本
論
文
に
お
い
て
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
思
索
」
を
「
詩
作
」
と
の
瞠
り
合
い
か
ら
理
解
す
る
こ
と
に
向
け
て
、
「
有
の
問
」
の
構

造
の
変
遷
に
着
目
し
つ
つ
、
「
思
索
」
が
「
押
染
》
亀
山
。
算
Φ
ロ
」
に
到
る
道
筋
を
辿
っ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
［
　
「
有
の
問
」
の
変
遷

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
最
晩
年
（
一
九
七
五
年
）
に
一
つ
の
詩
を
E
・
ケ
ス
ト
ナ
ー
に
献
げ
て
い
る
。
そ
の
詩
は
「
詩
作
す
る
こ
と
よ
り
も

一
層
建
立
す
る
ψ
藻
8
づ
も
の
で
／
ま
た
思
索
す
る
こ
と
よ
り
も
一
層
開
基
す
る
m
三
巳
窪
も
の
で
／
感
謝
O
節
爵
は
あ
り
つ
づ
け
る
。

　
（
1
）

…
…
」
で
始
ま
る
。
こ
こ
か
ら
「
詩
作
」
の
本
質
性
格
が
「
建
立
す
る
こ
と
」
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
し
、
そ
の
こ
と
は
、
ま
た
事
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

他
の
著
作
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。
だ
が
、
「
思
索
」
の
そ
れ
が
変
る
こ
と
な
く
α
Q
艮
藁
葺
で
あ
る
と
は
雷
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

「
思
索
」
は
ま
さ
に
「
途
上
」
に
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
最
晩
年
に
自
己
の
思
索
の
道
を
顧
み
て
、
思
索
を
ぴ
q
a
三
楽
と

し
て
性
格
づ
け
て
い
る
こ
と
は
、
少
く
と
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
の
歩
み
を
考
察
す
る
た
め
の
観
点
と
な
り
得
る
。
考
察
を
試
み
よ

う
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
『
有
と
時
』
（
一
九
二
七
年
）
に
お
い
て
有
の
問
は
「
有
の
意
味
へ
の
問
閏
謎
σ
q
。
富
号
号
旨
ω
ぎ
ロ
く
象
ω
①
『
」
と
し
て
遂
行
さ
れ
た
。
こ

の
間
は
三
つ
の
構
成
要
素
か
ら
成
っ
て
い
た
。
「
問
わ
れ
る
も
の
自
霧
O
o
蹄
仁
。
σ
q
8
」
、
「
問
い
出
さ
れ
る
も
の
α
霧
卑
h
尽
町
q
8
」
、
「
問
い
か



　
　
け
ら
れ
る
も
の
留
ω
切
Φ
富
α
q
ε
し
が
そ
れ
ら
で
あ
り
、
各
々
に
「
有
」
、
「
有
の
意
味
」
、
そ
し
て
「
有
る
も
の
留
ω
ω
⑦
δ
巳
・
」
の
中
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
有
理
解
ω
日
課
く
臼
。
。
鼠
巴
三
ω
を
以
っ
て
特
記
さ
れ
る
人
間
で
あ
る
「
現
有
U
。
ω
・
貯
」
が
順
に
割
り
当
て
ら
れ
た
。
こ
れ
に
続
い
て
『
形

　
　
而
上
学
と
は
何
で
あ
る
か
』
（
一
九
二
九
年
）
で
は
、
「
有
の
問
」
の
流
れ
は
形
而
上
学
の
根
本
の
問
。
旨
昌
黛
冨
σ
q
①
を
も
巻
き
込
む
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
の
「
根
本
の
問
」
の
形
式
は
「
何
故
そ
も
そ
も
有
る
も
の
が
有
っ
て
、
む
し
ろ
無
が
有
る
の
で
は
な
い
の
か
し
で
あ
る
。
こ
の
間
は
形
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

　
　
上
学
の
根
拠
○
凄
注
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
形
而
上
学
は
現
有
そ
れ
自
身
で
あ
り
」
、
そ
し
て
、
「
現
有
に
お
け
る
根
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
生
起
O
ヨ
乱
び
q
詔
島
卑
窪
」
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、
更
に
又
、
有
を
問
う
こ
と
は
、
「
有
る
も
の
全
体
留
ω
ω
・
冨
巳
Φ
ヨ
O
鋤
匿
窪
」

　
　
の
有
を
問
う
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
、
有
る
も
の
全
体
の
有
を
有
る
も
の
の
根
拠
と
す
る
こ
と
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
し
ま
つ

　
　
て
い
る
従
来
の
形
而
上
学
が
成
り
立
っ
て
い
る
、
そ
の
根
底
〇
三
巳
か
ら
問
い
直
さ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
形
而
上
学
の
根
本
の
問
の
形
式
は
『
形
而
上
学
入
門
』
（
一
九
三
五
年
）
に
著
て
批
判
的
に
検
討
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
間
の

　
　
構
造
は
二
要
素
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
問
わ
れ
る
も
の
は
「
何
故
≦
p
旨
ヨ
」
す
な
わ
ち
根
拠
で
あ
り
、
問
い
か
け
ら
れ
る
も
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
ら
そ
も
そ
も
有
る
も
の
」
す
な
わ
ち
「
有
る
も
の
一
般
留
ω
ω
Φ
δ
巳
。
ま
①
浮
目
窪
」
と
さ
れ
る
。
問
い
出
さ
れ
る
も
の
は
最
早
考
え
ら
れ

　
　
て
い
な
い
。
問
を
こ
の
様
に
分
析
す
る
こ
と
を
手
掛
り
に
し
て
、
根
本
の
問
が
検
討
さ
れ
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
こ
の
問
は
遂
行
さ
れ
ず

　
　
に
、
形
而
上
学
の
主
導
型
問
い
①
黒
話
σ
Q
。
と
し
て
の
根
本
の
問
に
先
立
っ
て
、
「
前
i
問
く
。
雫
ぎ
σ
q
。
」
が
立
て
ら
れ
る
。
そ
の
前
一
問
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
「
有
に
関
し
て
は
如
何
に
な
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
形
で
提
示
さ
れ
る
。

　
　
　
以
上
、
間
の
形
式
の
変
遷
を
表
面
的
に
示
し
た
が
、
こ
の
変
遷
は
何
に
よ
っ
て
、
如
何
に
し
て
惹
き
起
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

　
　
こ
と
の
考
察
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
「
有
の
意
味
へ
の
問
」
と
所
謂
「
前
－
問
」
と
の
中
間
に
あ
っ
て
両
者
の
繋
ぎ
の
役
割
を
果
し
て

　
　
い
る
形
而
上
学
の
根
本
の
問
を
軸
に
し
て
、
間
の
変
遷
の
謂
わ
ぽ
内
的
必
然
性
を
把
握
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
さ
て
、
根
本
の
問
は
「
何
故
そ
も
そ
も
有
る
も
の
が
有
っ
て
」
と
「
む
し
ろ
無
が
有
る
の
で
は
な
い
の
か
」
の
二
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。

57
@
と
こ
ろ
で
、
こ
の
間
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
求
め
ら
れ
る
も
の
は
、
「
問
わ
れ
る
も
の
」
舗
「
何
故
」
H
「
根
拠
」
と
「
問
い
か
け
ら
れ
る
も
の
」
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「
有
の
問
」
か
ら
「
回
思
」
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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@
1
1
「
有
る
も
の
一
般
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
要
素
だ
け
で
間
が
遂
行
し
得
る
も
の
な
ら
ぽ
、
「
む
し
ろ
無
が
有
る
の
で
は
な
い
の

　
　
か
」
は
蛇
足
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
間
の
後
半
部
分
を
余
計
な
も
の
と
し
て
省
略
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
こ
の
問

　
　
は
有
る
も
の
の
内
で
有
る
も
の
の
根
拠
を
問
う
だ
け
の
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
の
根
本
の
問
は
、
『
形
而
上
学
と
は

　
　
何
で
あ
る
か
』
に
お
い
て
「
無
の
無
化
す
る
こ
と
詠
ω
密
。
窪
魯
山
留
≧
。
窪
ω
」
と
さ
れ
る
経
験
の
後
に
問
わ
れ
て
い
る
。
無
の
無
化
と

　
　
は
、
不
安
と
い
う
根
本
情
態
性
に
お
い
て
、
無
が
自
ら
を
有
る
も
の
に
於
て
示
す
こ
と
を
拒
み
、
有
る
も
の
全
体
を
滑
り
去
ら
Φ
p
軋
象
魯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
せ
つ
つ
、
し
か
も
こ
の
有
る
も
の
全
体
へ
と
、
不
安
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
現
有
を
指
し
向
け
、
指
示
す
る
「
拒
示
的
指
示
筈
≦
Φ
冨
ま
①
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
＜
無
蓄
｝
。
・
窪
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
現
有
は
、
無
の
本
質
的
性
格
で
あ
る
拒
示
面
に
於
て
、
従
っ
て
無
が
自
ら
の
内
へ
退
去
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に
於
て
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
有
る
も
の
で
は
無
い
も
の
峯
。
亨
。
・
Φ
一
Φ
乱
留
」
に
直
面
し
た
。
し
か
も
有
る
も
の
全
体
が
現
有
に
出
会
わ

　
　
れ
て
有
る
の
は
無
の
「
指
示
」
と
い
う
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
根
本
の
問
は
、
有
る
も
の
の
内
で
有
る
も
の
の
根
拠

　
．
を
問
い
、
最
高
原
因
や
普
遍
根
拠
と
し
て
、
最
高
位
あ
る
い
は
最
普
遍
の
有
る
も
の
を
、
「
有
」
と
名
づ
け
て
来
た
従
来
の
形
而
上
学
の
問

　
　
と
同
じ
よ
う
に
遂
行
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
根
本
の
間
の
後
半
部
は
無
の
無
化
の
経
験
に
よ
り
鵬
て
来
た
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
単
な
る
付
け
足
し
で
は
な
い
。
根
本
の
問
は
、
無
、
す
な
わ
ち
有
る
の
で
は
無
い
と
い
う
可
能
性
を
振
り
切
っ
て
、
有
る
も
の
が
有
る
こ

　
　
と
に
な
る
の
は
何
故
に
か
、
と
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
故
、
問
の
二
部
分
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
根
本
の
間
を
全
的
形
式
に
於
て
立
て
る
時
、
（
人
間
的
現
有
も
有
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
問
う
て
い
る
現
有
を
も
含
め

　
　
た
）
有
る
も
の
全
体
は
、
そ
の
地
盤
か
ら
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。
何
故
揺
ら
ぐ
の
か
と
言
え
ば
、
無
の
糖
化
に
あ
っ
て
は
、
現
有
が
無
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
素
意
に
よ
り
無
か
ら
援
ね
返
さ
れ
て
有
る
も
の
全
体
へ
と
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
現
有
を
も
含
め
た
有
る
も
の
の
全
体
が
滑
り
去
る

　
　
相
に
於
て
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
有
る
も
の
の
全
体
が
根
こ
そ
ぎ
そ
の
根
底
か
ら
無
の
黒
化
の
動
性
の
内
へ
投
げ
込
ま
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
間
う
現
有
は
、
有
る
も
の
と
共
に
、
有
る
も
の
か
ら
、
有
る
も
の
の
地
盤
を
揺
が
す
無
と
し
て
自

　
　
ら
を
告
知
し
て
来
て
い
る
有
を
（
有
は
有
る
も
の
か
ら
自
ら
を
区
捌
す
る
が
、
そ
の
区
別
1
1
境
界
そ
の
も
の
か
ら
退
き
、
離
れ
た
処
で
）



　
　
眺
め
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
に
、
無
は
「
有
る
も
の
の
他
者
」
、
つ
ま
り
有
る
も
の
か
ら
見
ら
れ
た
他
者
と
し
て
出

　
　
会
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現
有
は
ま
だ
有
る
も
の
的
地
盤
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
根
本
の
問
の
威
力
の
圏
外
で
問
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
提
示
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
意
昧
す
る
。

　
　
　
『
有
と
時
』
に
お
け
る
有
の
意
味
へ
の
問
と
形
而
上
学
の
根
本
の
問
と
の
連
関
を
考
察
す
る
た
め
に
も
う
一
度
根
拠
の
問
題
に
立
ち
返

　
　
ろ
う
。

　
　
　
「
何
故
」
と
い
う
問
は
根
拠
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
形
而
上
学
は
有
る
も
の
の
根
拠
を
（
実
は
有
る
も
の
の
一
つ
に
他
な
ら
な

　
　
い
）
最
高
原
因
、
或
い
は
普
遍
根
拠
に
求
め
て
、
そ
れ
ら
を
「
有
」
と
し
て
来
た
。
形
而
上
学
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
根
本
の
問
の
後
半

　
　
部
を
略
し
た
形
式
で
十
全
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
全
的
形
式
の
問
で
は
、
問
を
問
う
現
有
自
身
が
問
う
地
盤
の
揺
ら
ぎ
の
中
に
立
た

　
　
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
形
而
上
学
の
問
う
た
、
堅
固
と
思
わ
れ
た
「
根
拠
1
1
根
底
」
が
揺
ら
ぎ
、
更
に
も
う
一
度
「
何
故
」
と
問
う
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
が
全
的
形
式
の
根
本
の
問
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
聞
は
「
根
拠
の
根
拠
O
醜
§
伽
曾
ω
O
『
§
結
。
。
」
を
問
い
、
二
重
の
「
何
故
」
の
問
と
な

　
　
つ
て
い
る
。

　
　
　
こ
こ
か
ら
顧
る
と
、
『
有
と
時
』
に
於
て
「
断
わ
れ
る
も
の
」
が
、
「
聞
わ
れ
る
も
の
」
自
体
と
「
問
い
出
さ
れ
る
も
の
」
の
二
つ
に
分

　
　
節
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
態
が
良
く
照
ら
し
出
さ
れ
る
。
有
の
意
味
へ
の
問
と
し
て
の
有
の
問
は
、
二
重
の
「
何
故
」
を
給
わ
ざ
る
を

　
　
得
な
い
根
拠
の
問
を
予
感
的
に
先
取
り
し
て
、
二
つ
に
分
節
さ
れ
た
「
問
わ
れ
る
も
の
」
を
立
て
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
む
し
ろ
「
聞

　
　
わ
れ
る
も
の
」
を
二
つ
に
分
節
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
現
有
の
有
理
解
ω
Φ
ぼ
ω
〈
臼
㎝
感
動
駄
。
。
に
於
て
、
し
か
も
そ
の
範
囲
内
で
有
の

　
　
問
を
遂
行
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
有
る
も
の
と
し
て
の
現
有
の
有
理
解
に
於
て
自
ら
を
示
す
有
は
、
有
る
も
の
に
立
て
、
有
る
も
の
に
向
っ
て
自
ら
を
示
し
た
限
り
で
の

　
　
有
で
あ
る
。
更
に
、
理
解
は
企
投
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
有
る
も
の
の
有
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
有
に
向
っ
て
企
投
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、

鰯
　
企
投
を
通
し
て
理
解
さ
れ
る
企
投
の
「
何
に
向
っ
て
」
の
「
何
」
は
意
味
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
有
は
有
の
立
爾
心
身
と
し
て
の
み
現
有

1　
　
　
　
　
　
「
有
の
問
」
か
ら
「
回
思
」
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
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@
の
理
解
に
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
現
有
の
理
解
の
範
囲
内
で
の
み
有
の
問
を
遂
行
す
る
思
索
は
有
の
意
味
に
制
限
さ
れ
ざ
る

　
　
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
有
の
意
味
を
問
い
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
有
の
問
を
遂
行
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
『
有
と
時
』

　
　
に
お
け
る
「
有
の
問
」
は
、
「
問
わ
れ
る
も
の
」
口
「
有
」
を
「
問
い
出
さ
れ
る
も
の
」
巨
「
有
の
意
味
」
を
通
し
て
問
う
と
い
う
二
重
構

　
　
造
に
よ
っ
て
し
か
有
を
問
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
有
を
有
る
も
の
の
「
根
拠
」
と
見
倣
せ
ば
、
「
『
根
拠
』
は
意
昧
と
し
て
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
通
路
づ
け
ら
れ
得
る
も
の
と
な
る
」
と
い
う
言
は
、
上
記
の
立
場
の
解
釈
を
証
拠
だ
て
る
で
あ
ろ
う
。
鋼
の
側
面
か
ら
言
う
と
、
『
有
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

　
　
時
』
で
も
「
世
界
の
無
勢
。
窪
ω
匹
臼
≦
・
一
こ
は
経
験
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
経
験
は
有
の
意
味
を
無
力
な
も
の
と
す
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
足
る
隠
さ
れ
た
威
力
を
秘
め
て
い
る
。
し
か
し
『
有
と
時
』
で
は
現
有
は
世
界
の
無
か
ら
擾
ね
返
さ
れ
、
「
の
た
め
C
日
表
一
一
窪
」
と
い

　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
う
意
味
性
ゆ
巴
Φ
9
鈴
鰍
冨
謬
が
構
成
す
る
世
界
に
連
れ
戻
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
不
安
を
分
析
し
て
、
不
安
の
「
何
に
関
し
て
≦
。
凄
ヨ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
と
「
何
に
直
面
し
て
≦
。
く
9
」
を
分
節
し
得
た
の
に
、
意
味
性
に
戻
っ
た
世
界
で
は
両
者
の
区
別
が
曖
昧
に
な
り
、
共
に
現
有
の
有
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
あ
る
と
さ
れ
る
に
至
る
の
は
、
や
は
り
現
有
の
有
理
解
の
範
囲
で
の
思
索
に
よ
っ
て
、
こ
の
経
験
が
導
か
れ
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
。

　
　
　
次
に
『
形
而
上
学
入
門
』
の
立
揚
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
根
本
の
問
は
遂
行
さ
れ
な
い
。
何
故
か
。
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
二
重
の
「
何
故
し
を
問
う
て
も
、
や
は
り
根
拠
を
問
う
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
画
論
的
あ
る
い
は
超
越
論
的
「
何
故
の
問
」
で
あ
ろ

　
　
う
と
も
、
根
拠
を
問
う
限
り
有
る
も
の
か
ら
出
発
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
根
本
の
問
の
後
半
部
は
、
本
来
、
問
う
者
が
有
る
も
の

　
　
的
地
盤
に
立
つ
こ
と
を
許
さ
な
い
。
無
の
無
意
は
有
る
も
の
全
体
を
「
滑
去
」
せ
し
め
、
有
る
も
の
の
地
盤
を
奪
い
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
　
根
拠
1
1
根
底
は
底
無
し
の
「
深
淵
》
ぴ
α
q
遷
巳
」
と
し
て
、
間
う
現
有
の
脚
下
に
そ
の
裂
け
目
を
開
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
立
場
を
自

　
　
覚
し
た
時
、
根
拠
O
讐
巳
を
問
う
こ
と
は
最
早
不
可
能
と
な
る
。
深
淵
の
内
へ
と
跳
び
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
糊
入
に
よ
り
、
問

　
　
う
者
は
「
有
る
の
か
、
そ
れ
と
も
無
い
の
か
」
の
両
極
の
間
を
振
れ
動
く
。
跳
入
の
只
中
で
、
根
拠
の
問
は
放
棄
さ
れ
る
。
今
ま
で
の
形

　
　
而
上
学
の
根
本
の
問
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
間
わ
れ
る
可
き
「
前
－
問
」
へ
と
導
き
姦
8
旨
、
そ
こ
で
U
Φ
一
琴
お
①
と
し
て
の
役
割
を
終

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、

　
　
え
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
前
一
問
は
直
下
に
有
を
問
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
深
淵
と
し



て
の
有
そ
の
も
の
に
飛
躍
跳
入
し
た
時
に
初
め
て
、
有
を
問
う
者
は
最
早
有
る
も
の
の
有
で
は
な
く
、
有
そ
の
も
の
を
問
う
問
を
立
て
る

こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
前
－
問
は
「
有
に
関
し
て
は
如
何
に
な
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
形
で
、
有
を

直
下
に
問
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
　
〇
村
口
U
山
Φ
ロ
か
ら
見
た
「
有
の
問
」
の
変
遷

　
　
　
右
の
様
な
「
有
の
問
」
の
変
遷
を
○
議
＆
窪
と
い
う
立
場
か
ら
考
察
す
る
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
一
九
二
九
年
に
発
表

　
　
さ
れ
た
『
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
』
の
な
か
に
考
察
の
基
盤
を
得
る
。
そ
こ
で
は
O
艮
a
窪
が
謂
わ
ぽ
「
超
越
論
的
9
廣
N
Φ
巳
①
馨
巴
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
に
考
究
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
O
a
乱
窪
は
三
つ
に
「
散
開
す
る
。
。
冨
器
呂
と
さ
れ
る
。
第
一
は
「
建
立
す
る
こ
と
。
。
け
蜂
窪
」
と
し
て
、
第

　
　
二
は
「
地
盤
を
得
る
こ
と
田
。
三
三
跨
ヨ
窪
」
と
し
て
、
第
三
に
「
理
由
づ
け
る
こ
と
望
σ
q
乙
巳
窪
」
と
し
て
、
〇
三
巳
窪
が
分
節
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
て
い
る
。
我
々
は
こ
れ
ら
三
相
に
「
散
開
す
る
」
こ
と
の
根
底
に
あ
っ
て
、
三
相
を
支
え
つ
つ
取
纏
め
て
い
る
〇
三
巳
窪
を
「
基
礎
づ

　
　
け
る
」
と
訳
す
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
「
基
礎
づ
け
る
」
の
第
一
の
相
「
建
立
す
る
」
は
、
「
の
た
め
の
企
投
窪
暑
二
心
牙
ω
d
日
≦
食
卓
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
「
世
界
は
、
現

　
　
有
《
の
た
め
》
の
そ
れ
ぞ
れ
の
全
体
と
し
て
現
有
に
自
ら
を
現
わ
す
ω
8
ゲ
鳴
び
窪
」
故
に
、
こ
の
企
投
は
「
世
界
企
投
毛
警
9
薯
ロ
紘
」

　
　
で
も
あ
る
。
こ
の
「
の
た
め
の
雪
投
」
に
於
て
は
、
世
界
は
「
《
の
た
め
》
の
そ
れ
ぞ
れ
の
全
体
」
と
し
て
意
味
性
に
於
て
出
会
わ
れ
て

　
　
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
有
の
問
の
変
遷
に
従
っ
て
、
問
を
立
て
る
現
有
の
根
底
1
1
根
拠
に
揺
ら
ぎ
を
見
い
出
し
た
我
々
に
と
つ

　
　
て
は
、
「
建
立
す
る
こ
と
」
と
し
て
の
世
界
企
投
と
「
の
た
め
の
企
投
」
と
の
聞
に
は
あ
る
種
の
非
連
続
が
見
え
て
い
る
。
こ
の
非
連
続

　
　
の
考
察
は
後
に
な
さ
れ
る
の
で
、
今
は
そ
の
所
在
が
何
処
に
あ
る
か
を
指
適
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
　
　
「
世
界
企
投
」
は
「
の
た
め
の
企
投
」
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
時
、
現
有
が
自
ら
を
も
含
め
た
有
る
も
の
一
般
を
越
え
て
（
超
越
）
有
に
向

微
。
て
企
投
し
（
超
投
α
。
．
・
芝
、
．
。
）
、
．
」
の
超
越
論
的
企
投
に
於
て
、
世
界
は
「
の
た
め
」
の
全
体
叢
纏
め
繋
ぎ
止
め
て
い
る
も
の
と
し

一　
　
　
　
　
　
「
有
の
間
」
か
ら
「
回
思
」
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

16
@
て
、
現
有
に
理
解
さ
れ
る
。
「
《
の
た
め
》
に
存
し
て
い
る
繋
ぎ
の
全
体
が
世
界
で
あ
る
。
」
こ
の
「
繋
ぎ
b
d
ぎ
牙
茜
」
は
、
《
の
た
め
》
の
、

　
　
そ
し
て
《
す
る
た
め
d
ヨ
・
毒
》
の
網
目
構
造
の
方
向
を
定
め
、
そ
こ
に
於
て
現
有
が
自
ら
を
理
解
す
る
事
を
可
能
に
し
、
こ
の
理
解
に
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
き
自
ら
を
意
味
づ
け
さ
せ
る
ω
一
号
諺
ぴ
＆
Φ
暮
＄
σ
q
9
魯
。
世
界
が
こ
の
繋
ぎ
の
全
体
と
し
て
出
会
わ
れ
る
時
、
世
界
の
構
造
で
あ
る
世

　
　
界
性
は
、
方
向
を
指
示
し
つ
つ
意
味
づ
け
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
「
指
示
性
H
意
味
性
b
ご
a
窪
密
ヨ
瞠
簿
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ

　
　
ろ
で
、
世
界
が
指
示
性
疑
意
味
性
に
於
て
出
会
わ
れ
る
の
は
、
世
界
並
置
が
現
有
の
理
解
の
範
囲
内
で
、
「
の
た
め
の
重
重
」
と
し
て
遂

　
　
行
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
世
界
は
自
ら
を
「
の
た
め
」
の
全
体
と
し
て
自
ら
を
示
し
て
い
る
の
8
げ
σ
q
①
げ
窪
の
で
あ
る
。

　
　
と
こ
ろ
が
、
「
世
界
企
投
」
は
企
投
一
般
を
可
能
な
ら
し
め
る
「
前
投
く
。
暑
鶏
筐
、
或
い
は
「
原
企
投
¢
狂
涛
≦
霞
こ
と
し
て
は
、
「
の

　
　
た
め
の
企
投
」
を
超
え
出
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
有
と
時
』
で
も
既
に
、
「
世
界
の
無
」
と
し
て
、
更
に
は
「
指
示
性
下
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
味
性
」
を
無
意
味
な
も
の
に
帰
し
て
し
ま
う
威
力
、
す
な
わ
ち
「
非
指
示
性
1
1
無
意
味
性
」
と
し
て
、
予
感
的
に
経
験
さ
れ
て
い
る
。

　
　
こ
の
「
世
界
の
無
」
は
「
の
た
め
d
ヨ
§
亀
§
」
と
い
う
、
超
越
論
的
主
観
性
が
自
ら
の
根
と
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
一
切
を
取
り
纏
め
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
う
と
す
る
超
越
論
的
「
意
志
≦
艶
①
」
の
内
で
出
会
わ
れ
る
よ
う
な
世
界
を
打
ち
破
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
こ
に
到
れ
ば
「
の
た

　
　
め
の
企
投
」
と
し
て
の
世
界
電
命
は
為
さ
れ
得
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
我
々
は
「
世
界
企
投
」
が
「
の
た
め
の
企
投
」
と
し
て
遂
行
さ
れ
る

　
　
揚
土
と
そ
れ
が
「
原
悪
投
」
な
い
し
は
「
前
企
投
」
と
し
て
為
さ
れ
る
場
合
と
の
間
に
は
非
連
続
が
あ
る
と
結
論
し
得
る
。
「
世
界
企
投
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
は
、
現
有
の
有
理
解
の
範
囲
に
限
っ
て
為
さ
れ
る
「
の
た
め
の
企
投
」
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
の
で
あ
る
。
建
立
と
し
て
の
「
基
礎

　
　
づ
け
る
」
に
関
し
て
は
、
今
は
こ
れ
ま
で
と
し
、
次
の
「
基
礎
づ
け
る
」
に
移
ろ
う
。

　
　
　
「
基
礎
づ
け
る
」
の
第
二
の
相
は
「
地
盤
を
得
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
前
投
に
お
い
て
、
豆
蔦
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
、
、
（
2
4
）

　
　
《
の
た
め
》
は
こ
の
世
界
地
平
に
お
い
て
露
現
し
得
る
有
る
も
の
の
全
体
へ
と
示
し
返
す
。
」
つ
ま
り
、
企
投
ず
る
現
有
は
世
界
に
向
っ

　
　
て
、
有
る
も
の
を
越
え
な
が
ら
同
時
に
「
有
る
も
の
の
只
中
に
ぎ
ヨ
§
窪
く
。
欝
ω
①
一
。
乱
窪
」
気
分
づ
け
ら
れ
て
い
る
自
ら
を
見
い
出
す
。

　
　
現
有
が
有
る
も
の
と
鈍
る
地
盤
を
得
る
の
は
、
現
有
が
有
る
も
の
の
只
中
に
、
「
有
る
も
の
に
取
り
込
ま
れ
て
あ
る
こ
と
田
轟
。
ぎ
三
夕
①
㌣



　
　
冨
詳
冒
ω
・
δ
孟
窪
」
に
於
て
自
ら
を
見
い
出
す
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
世
界
へ
の
超
越
」
か
ら
衝
き
返
さ
れ
て
有
る
も
の
の
只
中
に

　
　
有
っ
て
、
そ
こ
に
有
る
も
の
と
関
る
場
を
得
て
い
る
こ
と
が
「
基
礎
づ
け
る
」
こ
と
の
第
二
相
で
あ
る
。

　
　
　
第
三
相
は
「
有
限
性
国
乱
一
一
。
算
簿
」
に
着
る
も
の
で
、
現
有
が
自
分
自
身
の
可
能
性
、
つ
ま
り
「
の
た
め
」
の
事
実
的
選
択
を
可
能
に

　
　
す
る
も
の
で
あ
る
。
建
立
と
し
て
の
世
界
士
流
は
、
世
界
へ
の
現
有
の
「
越
え
d
冨
円
ω
認
Φ
σ
q
」
と
し
て
、
自
ら
を
含
め
た
有
る
も
の
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
を
超
え
出
て
お
り
、
そ
れ
故
彼
の
事
実
的
可
能
性
を
も
超
え
出
て
し
ま
っ
て
い
る
。
世
界
企
投
は
む
し
ろ
現
有
の
事
実
的
可
能
性
を
成
り

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
立
た
し
め
る
先
行
的
く
。
茜
ぎ
σ
q
｝
α
Q
可
能
性
に
属
す
る
。
し
か
し
同
時
に
、
現
有
は
衝
き
返
し
に
よ
り
、
有
る
も
の
の
只
中
に
あ
る
自
ら
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
「
地
盤
を
得
る
こ
と
」
と
し
て
の
「
基
礎
づ
け
る
こ
と
」
に
基
づ
い
て
見
い
出
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
現
有
は
一
定
の
事
実
的
諸
可
能
性

　
　
を
企
投
ず
る
こ
と
へ
と
向
き
が
定
め
ら
れ
、
制
限
さ
れ
て
い
る
。
世
界
へ
の
超
越
に
於
て
自
由
で
有
る
こ
と
と
し
て
の
現
有
は
、
こ
こ
に

　
　
到
っ
て
、
有
限
性
の
内
に
自
ら
を
事
実
的
に
見
い
出
す
。
こ
の
時
、
世
界
は
「
現
有
の
《
何
の
た
め
》
の
自
由
な
る
抵
抗
略
凱
2
≦
凱
・
7

　
　
匿
宮
q
Φ
ω
≦
。
遷
ヨ
乏
謹
告
山
Φ
ω
U
器
。
ぎ
ω
」
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
の
た
め
」
の
企
投
に
お
い
て
出
投
さ
れ
た
可
能
性
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
般
は
、
「
地
盤
を
得
る
こ
と
」
に
穿
て
は
事
実
的
可
能
性
と
し
て
制
限
さ
れ
、
有
限
的
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
、
世
界
の
方
が
か
え
っ

　
　
て
現
有
の
可
能
性
を
制
…
限
づ
け
る
抵
抗
と
し
て
出
会
わ
れ
て
い
る
。
「
制
限
さ
れ
て
い
る
」
と
は
、
「
こ
れ
ら
の
」
一
定
の
可
能
性
に
向
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
て
開
か
れ
て
い
る
現
有
が
同
時
に
そ
の
他
の
可
能
性
に
対
し
て
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
可
能
性
は
自
己
自
身
に
退
き
帰

　
　
り
ω
一
。
冨
導
N
一
夢
窪
、
自
ら
を
隠
す
ω
一
。
享
①
告
臼
σ
Q
窪
性
格
と
同
時
に
自
ら
を
開
き
示
す
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
可
能
性
が
こ

　
　
の
様
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
「
基
礎
づ
け
る
」
こ
と
自
体
の
う
ち
に
、
「
世
界
へ
の
超
越
」
と
し
て
の
「
振
れ
越
え
α
げ
①
同
。
。
筈
≦
§
『
Q
」

　
　
と
「
退
去
国
導
窪
α
q
」
が
等
根
源
的
に
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
両
者
の
統
一
態
と
し
て
の
「
基
礎
づ
け
る
こ
と
」
こ

　
　
そ
、
現
有
が
事
実
的
諸
可
能
性
に
直
面
し
て
、
こ
の
可
能
性
を
取
り
あ
の
可
能
性
を
放
棄
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
「
基
礎
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
る
こ
と
」
は
事
実
的
現
有
が
実
存
す
る
こ
と
の
有
限
性
を
理
解
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
．
又
「
何
故
に
こ
れ
を
取
り
、
あ
れ
を
捨
て
る
か
」

63

@
と
い
う
「
何
故
の
問
」
一
般
を
可
能
に
し
、
こ
の
「
何
故
の
問
」
の
遂
行
を
通
じ
て
理
由
を
答
と
し
て
問
い
出
す
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し

16　
　
　
　
　
　
「
有
の
問
」
か
ら
「
回
思
」
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

て
、
「
理
由
づ
け
る
こ
と
ω
？
σ
Q
法
巳
窪
」
と
し
て
、
第
三
相
が
性
格
づ
け
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
以
上
に
よ
り
「
基
礎
づ
け
る
こ
と
」
の
三
相
が
簡
単
に
説
明
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
先
の
問
の
変
遷
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
時
に
は
、

如
何
な
る
事
態
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
有
と
時
』
で
は
「
有
の
問
」
は
「
有
の
意
味
へ
の
閤
」
と
し
て
遂
行
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
現
有
の
前
置
論
的
有
理

解
の
範
囲
内
か
ら
有
の
間
を
立
て
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
『
有
と
時
』
に
お
け
る
決
定
的
態
度
は
次
の
引
用
に
集
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
（
2
5
）

さ
れ
る
。
「
有
は
、
そ
の
有
に
有
理
解
と
言
っ
た
様
な
も
の
が
属
し
て
い
る
有
る
も
の
の
そ
の
理
解
に
於
て
の
み
《
有
る
》
。
」
理
解
は
意

味
に
向
っ
て
企
投
ず
る
故
に
、
「
有
の
意
味
」
と
い
う
中
間
物
を
介
し
て
の
み
有
を
問
う
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
自
体
は
『
有

と
時
』
の
意
図
に
沿
っ
て
は
い
る
。
な
ぜ
な
ら
『
有
と
時
』
は
現
有
の
有
理
解
を
通
し
て
有
一
般
を
問
う
基
礎
的
間
を
立
て
る
こ
と
が
濁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

忌
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
有
と
時
』
に
お
い
て
も
「
問
わ
れ
る
も
の
」
は
飽
く
ま
で
有
そ
れ
自
身
で
あ
る
こ
と
は

否
め
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
『
有
と
時
』
に
於
て
は
有
る
も
の
で
あ
る
現
有
の
有
の
意
味
は
「
関
心
。
o
o
茜
・
」
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ

た
が
、
最
終
的
に
は
、
こ
の
「
有
の
意
味
」
を
も
「
基
礎
づ
け
る
」
根
拠
と
し
て
の
有
一
般
の
建
立
が
目
指
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ

の
こ
と
は
世
界
輪
投
と
し
て
の
「
基
礎
づ
け
る
こ
と
」
が
有
一
般
の
問
を
問
う
場
合
に
主
導
的
立
場
に
立
つ
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

解
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
「
基
礎
づ
け
る
こ
と
」
の
第
二
、
第
三
相
は
、
有
る
も
の
と
し
て
の
現
有
の
事
実
的
諸
可
能

性
に
贈
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
有
そ
れ
自
身
を
根
拠
と
い
う
扇
蟹
に
於
い
て
問
う
と
す
れ
ば
、
有
の
問
を
問
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
二

相
に
先
行
的
く
。
茜
ぎ
σ
q
即
α
q
な
「
基
礎
づ
け
る
こ
と
」
、
つ
ま
り
建
立
と
し
て
の
世
界
企
投
を
手
掛
り
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
実
際
に
は
、
有
が
「
有
の
意
味
」
と
し
て
現
有
の
有
理
解
の
範
囲
内
で
問
い
出
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
言
い
換
え
れ
ば
、
「
基
礎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

づ
け
る
こ
と
」
の
第
二
、
第
三
相
の
有
る
も
の
的
立
場
か
ら
問
を
遂
行
す
る
に
あ
た
り
、
飽
く
ま
で
意
味
性
に
於
い
て
出
会
わ
れ
る
「
世

　
　
　
へ

界
」
に
有
を
問
う
立
場
を
購
い
出
す
が
故
に
、
第
一
相
の
「
建
立
す
る
こ
と
」
の
内
へ
現
有
の
超
越
論
的
主
観
性
が
意
味
性
の
中
心
と
し

て
、
つ
ま
り
全
て
の
意
味
を
自
身
へ
と
取
纏
め
る
「
の
た
め
」
と
し
て
混
入
し
て
来
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
　
「
有
の
音
纈
味
へ
の
間
」
が
「
有
一
般
の
意
味
へ
の
基
礎
言
論
的
問
」
暁
§
留
讐
①
暮
巴
。
暮
。
ざ
σ
Q
一
。
。
。
ゴ
①
扇
壁
α
q
Φ
冨
畠
儒
。
ヨ
ω
冒
コ
〈
o
コ
ω
Φ
ぎ

　
　
与
。
浮
窪
讐
を
準
備
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
『
有
と
時
』
で
の
信
念
が
動
揺
し
だ
し
た
の
は
、
や
は
り
『
形
而
上
学
と
は
何
で
あ
る
か
』

　
　
に
お
け
る
無
の
七
化
の
経
験
を
経
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
於
て
、
有
を
問
い
つ
つ
あ
る
現
有
は
、
無
化
の
拒
示
面
に
よ
り
、
有
る
も

　
　
の
全
体
へ
と
搬
ね
返
さ
れ
、
現
有
は
有
る
も
の
全
体
の
只
中
に
不
安
に
よ
り
気
分
づ
け
ら
れ
て
あ
る
自
分
を
見
い
出
す
。
換
言
す
れ
ば
、

　
　
有
る
も
の
の
只
中
に
あ
る
こ
と
が
、
無
の
幻
化
に
よ
り
「
基
礎
づ
け
」
ら
れ
て
い
る
と
自
覚
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
二
の
「
基
礎

　
　
づ
け
る
こ
と
し
の
相
、
「
地
盤
を
得
る
こ
と
」
に
直
面
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
有
の
問
を
立
て
よ
う
と
し
た
時
、
か
え
っ
て

　
　
有
る
も
の
を
問
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
人
間
の
定
め
を
自
覚
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
有
を
問
わ
ん
と
し
て
有
る
も
の

　
　
を
間
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
『
形
而
上
学
と
は
何
で
あ
る
か
』
が
形
而
上
学
の
根
本
の
問
を
立
て
て
い
る
こ
と
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
来
の
形
而
上
学
は
最

　
　
高
の
、
あ
る
い
は
最
普
遍
的
な
有
る
も
の
を
以
っ
て
「
有
」
と
し
、
こ
れ
を
有
る
も
の
の
全
体
の
根
拠
と
見
逸
し
て
、
有
の
問
を
な
お
ざ

　
　
り
に
し
て
来
た
。
だ
が
、
有
そ
れ
自
身
を
問
う
揚
が
開
か
れ
ん
こ
と
を
求
め
て
、
無
の
無
化
に
自
ら
を
曝
し
つ
つ
問
う
思
索
者
で
さ
え
も

　
　
再
び
有
る
も
の
全
体
へ
と
衝
き
返
さ
れ
た
こ
と
は
、
形
而
上
学
が
有
論
と
見
謁
し
て
行
な
っ
て
来
た
右
記
の
如
き
常
套
に
、
問
う
思
索
者

　
　
が
再
び
陥
っ
て
い
る
か
の
如
き
観
を
呈
す
。
し
か
し
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
衝
き
返
し
に
重
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
有
の
忘

　
　
却
ω
・
ぎ
。
。
〈
費
α
q
Φ
。
・
。
。
窪
冨
託
け
」
の
事
実
に
否
応
も
な
く
直
面
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
は
有
の
忘
却
を
具
体
的
事
実
と

　
　
し
て
経
験
し
た
か
ら
と
言
っ
て
、
従
来
の
形
而
上
学
が
「
人
間
の
根
本
生
起
」
と
し
て
生
起
し
て
来
た
そ
の
基
礎
、
根
底
を
、
一
挙
に
跳

　
　
び
越
え
て
新
し
い
根
底
に
立
つ
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
は
い
な
い
。
彼
の
思
索
は
む
し
ろ
、
無
の
無
智
が
現
有
を
し
て
直
面
せ
し
め
た

　
　
「
有
る
も
の
の
内
に
取
り
込
ま
れ
て
有
る
こ
と
」
を
現
有
の
事
実
閃
①
。
ε
日
、
つ
ま
り
被
投
性
と
し
て
肯
ん
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、

　
　
「
取
り
込
ま
れ
て
あ
る
こ
と
」
を
可
能
に
し
て
い
る
可
能
性
、
す
な
わ
ち
制
約
を
更
に
有
の
忘
却
の
事
実
的
経
験
に
基
づ
き
問
う
て
ゆ
く

鰯
時
、
形
璽
学
が
そ
れ
ま
で
竪
固
な
も
の
と
し
棄
た
根
底
を
根
本
か
ら
揺
る
が
し
つ
つ
問
う
．
．
と
と
な
る
。
、
」
れ
が
三
募
何
故
L

1　
　
　
　
　
　
「
有
の
問
」
か
ら
「
回
思
」
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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四
六

の
問
と
し
て
、
根
拠
の
根
拠
を
問
う
問
で
あ
っ
た
。
先
の
「
基
礎
づ
け
る
こ
と
」
の
三
相
に
照
ら
し
て
見
れ
ば
、
第
二
相
の
「
地
盤
を
得

る
こ
と
」
に
基
づ
き
、
第
三
相
の
「
理
由
づ
け
る
」
に
従
っ
て
「
何
故
」
と
い
う
問
を
遂
行
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
有
の
問

が
有
の
問
そ
の
も
の
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
ま
ず
有
の
忘
却
が
自
覚
的
に
引
き
受
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て

有
の
忘
却
に
あ
っ
て
は
「
有
る
も
の
の
只
中
に
あ
る
」
と
い
う
事
実
か
ら
有
の
問
を
、
間
と
し
て
立
て
得
る
よ
う
に
な
る
場
を
開
か
ね
ぽ

な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
「
基
礎
づ
け
る
こ
と
」
の
第
二
網
、
第
三
根
に
従
っ
て
問
を
遂
行
し
た
と
い
う
こ
と
は
如
何
な
る
結
果
を
惹
き
起
こ
す
こ
と

に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
以
下
の
如
く
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
相
は
「
有
る
も
の
に
取
り
込
ま
れ
て
あ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
第
三
相
は
こ
の
第
二
相
の
事
実
に
従
っ
て
根
拠
を
問
う
こ
と
を
可
能
に

す
る
「
理
由
づ
け
る
こ
と
」
で
あ
り
、
共
に
有
る
も
の
と
関
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
根
拠
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
無
の
無
言
に
着
て
は
、
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

が
有
る
も
の
の
只
中
に
無
の
相
を
と
っ
て
、
「
有
る
も
の
の
他
者
」
一
つ
ま
り
、
有
る
も
の
に
と
っ
て
「
見
知
ら
ぬ
も
の
、
不
審
な
る

も
の
臼
。
。
切
・
h
器
巨
象
。
冨
」
で
あ
り
、
拒
示
的
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
も
の
に
透
写
す
る
一
切
の
思
議
を
寄
せ
つ
け
な
い
と
い
う
意
味
で

不
可
思
議
な
も
の
で
あ
る
一
と
し
て
自
ら
を
告
げ
知
ら
せ
て
来
て
い
る
と
し
て
も
、
有
あ
る
い
は
無
は
、
「
有
る
も
の
で
は
無
い
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

Z
一
島
㌘
ω
Φ
一
①
鼠
①
。
。
」
と
し
て
、
「
有
る
も
の
に
取
り
込
ま
れ
て
あ
る
こ
と
」
の
構
成
要
素
た
る
有
る
も
の
に
繋
ぎ
留
め
ら
れ
て
い
る
現
有
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

よ
っ
て
出
会
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
有
は
こ
の
有
る
も
の
に
よ
る
繋
縛
国
鼠
暮
的
を
根
底
に
し
て
、
而
も
そ
の
内
で
有
へ
と
「
超
投

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

O
ぴ
。
暑
q
諏
」
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
現
有
が
有
る
も
の
か
ら
有
る
も
の
の
有
を
「
他
者
」
と
し
て
、
有
る
も
の
を
地
盤
と
す

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
連
続
性
ー
ー
・
そ
の
連
続
性
の
途
切
れ
る
こ
と
を
十
分
に
自
覚
し
な
が
ら
も
一
に
と
ど
ま
っ
て
眺
め
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
れ
故
、
無
自
体
も
有
る
も
の
に
取
り
込
ま
れ
て
「
有
る
も
の
で
は
無
い
も
の
」
と
し
て
思
惟
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
有
が
形
而
上
学
的
思
議
、
思
惟
の
到
達
を
許
さ
ぬ
、
飽
く
ま
で
「
不
可
思
議
」
な
る
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
る
と
し
た
な
ら
ば
、

有
は
思
惟
の
届
か
ぬ
彼
岸
に
独
存
す
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
有
の
立
っ
て
い
た
従
来
の
形
而
上
学
的
地
盤
は



　
　
既
に
揺
ら
い
で
い
る
。

　
　
　
『
形
而
上
学
入
門
』
で
経
験
さ
れ
た
事
は
、
「
根
拠
の
根
拠
」
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
「
何
故
」
を
以
っ
て
「
有
の
問
」
を
問
う
こ
と

　
　
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
根
拠
を
問
う
形
式
は
放
棄
さ
れ
、
そ
れ
に
代
っ
て
「
有
に
関
し
て
は
如
何
に
な
っ
て
い
る
の
か
」
が

　
　
有
を
「
直
接
に
」
問
う
も
の
と
し
て
立
て
ら
れ
た
の
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
間
が
立
て
ら
れ
た
こ
と
を
「
基
礎
づ
け
る
」
か
ら
見

　
　
れ
ば
次
の
如
く
に
解
釈
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
『
有
と
時
』
の
有
の
意
味
へ
の
問
に
せ
よ
、
『
形
而
上
学
と
は
何
で
あ
る
か
』
の
「
何
故
」
の
問
に
せ
よ
、
共
に
、
第
二
の
「
地
盤
を

　
　
得
る
こ
と
」
と
し
て
の
「
有
る
も
の
に
取
り
込
ま
れ
て
あ
る
こ
と
」
を
繋
ぎ
止
め
の
地
盤
と
し
て
、
第
三
の
「
理
由
づ
け
る
こ
と
」
に
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
っ
て
根
拠
を
問
う
こ
と
が
問
を
問
う
現
有
の
根
底
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
根
底
自
体
が
問
と
化
す
。
そ
れ
は
有
る
も
の
的
な

　
　
地
盤
U
繋
縛
を
断
ち
切
ら
ね
ぽ
、
有
の
問
を
立
て
ら
れ
ぬ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
基
礎
づ
け
る
こ
と
」
の
第
一
相

　
　
で
あ
る
「
前
投
」
と
し
て
の
「
建
立
す
る
こ
と
」
に
の
み
従
う
の
で
な
け
れ
ぽ
、
有
の
間
を
遂
行
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
　
た
だ
し
そ
の
場
合
に
、
超
越
論
的
主
観
性
の
高
津
た
る
「
意
志
」
す
な
わ
ち
「
の
た
め
」
の
混
入
は
、
「
建
立
す
る
こ
と
」
と
し
て
の

　
　
「
世
界
企
投
」
か
ら
除
か
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
現
有
の
「
有
理
解
し
と
い
う
制
限
に
い
つ
ま
で
も
つ
き
纏
わ
れ
る
こ

　
　
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
有
る
も
の
的
繋
縛
か
ら
離
れ
る
時
、
無
の
無
化
す
る
働
き
は
有
る
も
の
に
於
て
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
有
そ
の
も
の
に
帰
せ
ら
れ
る

　
　
こ
と
に
な
る
。
無
は
最
早
有
る
も
の
の
他
者
で
は
な
く
、
「
有
自
身
に
お
け
る
有
の
他
老
」
と
な
る
。
「
有
に
と
っ
て
の
他
老
は
無
だ
け
で

　
　
　
（
2
8
）

　
　
あ
る
」
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
応
じ
て
○
急
a
窪
の
意
味
も
「
の
た
め
」
を
捨
て
去
っ
て
変
容
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
。
O
a
乱
窪
は
「
根
底

　
　
を
開
く
こ
と
」
と
し
て
動
的
な
「
開
基
す
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
を
得
る
こ
と
に
な
る
と
早
春
は
解
す
る
。

　
　
　
だ
が
「
建
立
す
る
こ
と
」
と
し
て
の
「
開
基
す
る
こ
と
」
が
有
る
も
の
撃
墜
縛
を
離
れ
て
、
謂
わ
ぽ
「
純
粋
」
に
な
る
と
す
れ
ぽ
、
有
る

67

@
も
の
と
し
て
の
現
有
は
如
何
に
し
て
そ
の
純
粋
な
「
建
立
す
る
こ
と
」
に
穿
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
有
は
抽
象
的
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

16　
　
　
　
　
　
「
有
の
闇
」
か
ら
「
回
思
」
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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ヘ
　
　
　
へ

の
世
界
に
飛
翔
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
　
　
　
　
三
　
争
い
ω
㌶
o
ぱ

四
八

　
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
有
る
も
の
か
ら
根
拠
づ
け
る
と
い
う
仕
方
で
有
を
問
う
こ
と
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
態
に
追
い
込

ま
れ
て
あ
る
こ
と
を
、
単
純
に
受
け
取
っ
て
、
「
有
る
も
の
に
取
り
込
ま
れ
て
あ
る
こ
と
」
を
放
棄
し
、
純
粋
な
開
基
す
る
こ
と
の
み
に

徹
せ
よ
と
い
う
指
示
と
し
て
理
解
し
て
は
い
な
い
。
「
有
る
も
の
に
取
り
込
ま
れ
て
あ
る
こ
と
」
は
被
投
性
で
あ
り
、
取
り
払
う
こ
と
の

出
来
る
前
提
と
言
っ
た
愚
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
厳
然
た
る
事
実
で
あ
り
、
人
聞
が
自
ら
に
引
き
受
け
る
ほ
か
な
い
事
実
で
あ
る
。

こ
の
事
実
を
無
視
す
れ
ぽ
、
入
間
は
宙
に
浮
い
た
、
も
は
や
実
存
し
て
い
る
の
で
は
な
い
者
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
「
純

粋
」
な
仕
方
で
「
有
」
そ
れ
自
身
を
直
接
に
問
い
得
た
と
し
て
も
、
こ
の
「
有
」
は
我
々
の
住
む
世
界
の
彼
岸
に
あ
る
「
有
」
、
あ
る
い

は
空
想
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
先
の
経
験
よ
り
得
た
指
示
は
む
し
ろ
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
。
有
る
も
の
の
根
拠
を
問
う
よ
う
な
仕
方
で
有
を
問
う

こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
は
、
有
る
も
の
に
基
づ
き
表
象
す
る
ぎ
韓
。
一
一
窪
思
索
に
対
し
て
は
、
有
そ
れ
自
身
が
自
ら
を
隠
蔽
し
、
而
も
自

ら
を
隠
蔽
す
る
こ
と
に
於
て
の
み
自
ら
を
隠
れ
無
さ
q
薯
臼
げ
。
お
Φ
鼻
魯
へ
と
も
た
ら
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ま
た
、
有
は

忘
却
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
仕
方
で
し
か
現
前
》
ロ
壽
。
。
窪
し
て
来
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
有
に
は
本
質
的
に
「
自
ら
を
覆
蔵
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
ω
♂
翠
霞
げ
・
茜
窪
」
が
属
し
て
い
る
。
有
る
も
の
に
於
て
、
そ
こ
か
ら
有
を
問
う
て
き
た
と
い
う
事
は
、
有
が
「
有
る
も
の
の
有
ω
①
ぎ

侮
。
。
。
ω
①
平
字
窪
」
、
あ
る
い
は
有
る
も
の
を
有
る
も
の
で
有
ら
し
め
て
い
る
こ
と
に
於
て
自
ら
を
隠
れ
無
さ
1
1
不
覆
蔵
性
の
内
へ
と
も
た
ら

し
て
い
る
限
り
で
の
有
（
有
る
も
の
の
真
性
≦
ρ
。
冨
プ
。
津
皆
。
。
ω
9
0
乱
窪
に
お
け
る
有
）
に
出
会
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
有
の
こ

の
側
面
は
所
謂
有
る
も
の
と
有
と
の
区
別
C
艮
霞
。
。
。
ぽ
＆
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
、
「
有
論
的
差
異
。
算
9
。
ひ
q
ぎ
冨
U
漕
艇
①
ロ
N
」
に

於
て
把
握
で
き
る
で
あ
ろ
う
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
だ
が
、
問
う
者
を
「
有
る
も
の
の
真
性
」
に
向
け
て
の
み
位
置
づ
け
る
と
す
れ
ぽ
、
自
ら
を
覆
蔵
す
る
こ
と
に
於
て
自
ら
を
不
覆
蔵
性

　
　
（
1
1
隠
れ
無
さ
）
へ
と
も
た
ら
す
有
、
つ
ま
り
不
覆
蔵
性
と
覆
蔵
性
　
く
寿
げ
。
茜
窪
窪
搾
　
と
が
そ
の
本
質
に
広
東
N
霧
恥
ヨ
壁
窪
a
q
。
ま
同
9

　
　
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
有
そ
れ
自
身
を
問
う
場
は
開
か
れ
て
来
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
有
る
も
の
の
真
性
と
し
て
の
有
を
問
う
こ
と
は
有

　
　
る
も
の
的
繋
縛
の
内
に
あ
り
、
こ
の
立
場
に
は
有
そ
れ
自
身
は
開
か
れ
て
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
『
形
而
上
学
入
門
』
に
お
い
て
、
「
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
る
も
の
の
他
老
」
と
し
て
経
験
さ
れ
て
い
た
無
が
有
そ
れ
自
身
の
内
に
取
込
ま
れ
、
有
そ
れ
自
身
が
「
有
る
」
と
「
有
る
の
で
は
無
い
」

　
　
の
「
二
に
し
て
こ
と
し
て
経
験
さ
れ
る
に
到
っ
た
事
は
、
右
の
不
覆
蔵
性
と
覆
蔵
性
の
共
属
の
事
態
の
表
わ
れ
と
理
解
さ
れ
得
る
。

　
　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
不
覆
蔵
性
と
覆
蔵
性
の
共
属
を
「
争
い
ω
葺
簿
」
と
し
て
思
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
争
い
」
は
通
常
い
わ
れ

　
　
る
よ
う
な
分
裂
対
立
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
「
本
質
的
争
い
に
お
い
て
は
、
争
っ
て
い
る
も
の
は
一
方
が
他
方
に
互
い
に
各
々
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
本
質
を
自
己
主
張
さ
せ
る
。
」
そ
し
て
、
争
い
は
各
々
を
互
い
に
自
己
主
張
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
夫
々
の
内
へ
と
退
き
帰
ら
せ
て
し
ま

　
　
う
の
で
は
な
く
、
争
う
も
の
を
夫
々
の
自
己
主
張
に
よ
っ
て
、
争
い
そ
れ
自
身
に
一
層
繋
ぎ
留
め
、
争
い
へ
と
属
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
「
争
い
が
自
立
的
に
な
り
度
を
越
え
て
よ
り
熾
烈
に
な
れ
ば
な
る
程
、
争
っ
て
い
る
も
の
た
ち
は
益
々
頑
な
に
な
っ
て
単
一
な
相
互
所
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
　
と
い
う
親
密
さ
讐
巳
σ
q
冨
謬
の
内
へ
と
自
ら
を
解
き
放
つ
。
」

　
　
　
「
争
い
」
に
関
す
る
以
上
の
様
な
説
明
は
次
の
如
く
に
解
釈
す
る
立
場
を
許
す
か
も
知
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
争
い
と
は
、
自
己
否
定

　
　
的
関
係
が
他
者
の
肯
定
に
到
り
、
他
老
の
肯
定
が
他
者
の
自
己
否
定
を
同
時
に
惹
き
起
し
、
自
己
が
逆
説
的
に
肯
定
に
転
ず
る
と
い
う
動

　
　
的
逆
説
的
関
係
を
表
現
し
て
い
る
、
と
解
す
る
立
場
で
あ
る
。
だ
が
争
い
を
「
関
係
」
と
見
倣
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
関
係

　
　
に
於
て
は
関
係
の
両
項
が
先
ず
コ
ご
と
し
て
立
て
ら
れ
、
次
に
こ
の
コ
こ
が
「
一
」
な
る
関
係
に
入
り
来
る
と
い
う
事
が
前
提
と
な

　
　
る
。
と
こ
ろ
が
「
争
い
」
に
曾
て
は
、
有
そ
れ
自
身
と
い
う
「
一
」
が
同
時
に
有
と
無
の
「
二
」
と
し
て
自
ら
を
告
知
す
る
が
（
区
別
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
「
二
」
は
有
そ
れ
自
身
の
働
き
に
鞭
て
し
か
有
と
無
の
「
二
」
と
し
て
自
ら
を
示
し
得
な
い
。
争
い
は
そ
れ
故
「
二
心
一
」
コ
而
二
し
な

晒
　
る
有
そ
れ
自
身
の
働
き
で
あ
り
、
そ
の
動
性
そ
の
も
の
で
あ
り
、
「
最
初
に
二
が
立
て
ら
れ
る
」
謂
わ
ば
静
的
な
関
係
で
は
な
い
、
と
考

1　
　
　
　
　
　
「
有
の
問
」
か
ら
「
回
思
」
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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@
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
如
き
二
而
一
な
る
動
性
で
あ
る
争
い
を
有
そ
れ
自
身
の
本
質
性
格
と
見
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
如
何
に
し
て
有
を
間
う
場
を
切
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
開
こ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
有
を
問
う
こ
と
が
有
る
も
の
か
ら
の
根
拠
づ
け
と
い
う
仕
方
で
は
為
し
得
な
い
こ
と
は
確
か
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ら
れ
た
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
有
る
も
の
の
只
中
に
あ
る
事
実
か
ら
飛
翔
し
て
、
有
を
純
粋
な
「
開
基
す
る
こ
と
」
に
於
て
問
う
こ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
へ

　
　
許
さ
れ
な
い
。
問
う
者
と
し
て
の
人
間
的
現
有
の
高
欄
は
「
世
界
の
内
に
有
る
こ
と
し
で
あ
り
、
こ
の
心
綱
に
は
有
る
も
の
と
関
る
こ
と

　
　
が
可
能
と
な
る
場
と
し
て
の
世
界
が
本
質
的
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
更
に
、
有
そ
れ
自
身
に
関
し
て
も
、
有
は
、
有
る
も
の
に
於
て

　
　
自
ら
を
現
前
》
当
事
ω
雪
と
し
て
示
し
て
来
て
お
り
、
有
る
も
の
を
自
ら
の
現
示
の
た
め
に
「
必
要
築
き
島
窪
」
と
し
て
い
る
。
従
っ

　
　
て
、
「
問
う
し
こ
と
を
自
ら
の
定
め
と
す
る
思
索
者
に
と
っ
て
は
、
有
る
も
の
を
一
挙
に
捨
て
去
っ
て
、
有
と
神
秘
的
に
合
一
化
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
　
も
許
さ
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
思
索
に
残
さ
れ
て
い
る
道
は
恐
ら
く
一
つ
だ
け
で
あ
ろ
う
。
今
ま
で
の
問
に
お
け
る
「
問
い
か
け
ら
れ
る
も

　
　
へ

　
　
の
」
が
新
た
に
選
び
直
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
問
い
か
け
ら
れ
る
も
の
は
最
早
人
間
的
現
有
で
も
な
く
、
道
具
と
し
て
有
る
も
の
で
も
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
く
、
表
象
に
於
て
対
置
さ
れ
る
直
前
に
有
る
も
の
く
9
冨
註
Φ
ロ
雷
で
も
最
早
な
い
。
こ
の
問
い
か
け
ら
れ
る
有
る
も
の
は
争
い
、
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ち
有
の
不
覆
蔵
性
と
覆
蔵
性
の
二
而
一
、
つ
ま
り
共
属
を
、
こ
の
有
る
も
の
自
身
に
於
て
共
属
の
動
性
の
ま
ま
に
現
示
す
る
も
の
で
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
か
く
の
如
く
に
要
請
さ
れ
た
有
る
も
の
の
有
り
方
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
『
芸
術
作
品
の
根
源
』
（
一
九
三
五
～
六
年
）
に

　
於
て
「
作
品
の
作
品
で
あ
る
こ
と
≦
。
爵
器
ぎ
紆
ω
≦
①
誌
①
ω
」
に
求
め
た
。

四
作
品
で
あ
る
こ
と
乏
Φ
詩
。
・
Φ
ぎ

　
作
品
の
根
本
動
向
は
次
の
二
点
に
あ
る
。
第
一
に
、
「
作
品
が
作
品
で
有
る
こ
と
」
は
世
界
と
大
地
の
間
の
争
い
を
争
わ
し
め
る
こ
と

に
そ
の
本
質
が
存
し
て
い
る
、
第
二
に
は
、
作
品
が
「
創
作
さ
れ
て
有
る
こ
と
O
①
8
冨
書
目
①
ぎ
」
な
る
有
り
方
を
も
っ
て
い
る
、
と
い

う
こ
の
二
点
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
の
点
を
「
開
基
す
る
こ
と
」
と
い
う
観
点
を
導
入
し
つ
つ
考
察
し
て
み
よ
う
。



　
　
　
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
は
農
婦
の
靴
を
描
い
た
ゴ
ッ
ホ
の
絵
を
引
合
い
に
出
し
て
、
世
界
≦
警
と
大
地
国
璽
Φ
の
「
争
い
」
が
「
作
品
の
作

　
　
品
で
あ
る
こ
と
」
に
「
生
起
○
・
ω
。
冨
ゲ
2
」
し
て
い
る
こ
と
、
世
界
と
大
地
が
「
二
」
と
し
て
対
立
し
な
が
ら
も
二
し
と
し
て
共
蓋
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
動
性
に
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
こ
の
説
明
に
お
い
て
、
我
々
は
「
争
い
が
生
起
し
て
い
る
」
と
い
う
点
に
注
意
を
払
う
可
き
で
あ
る
。

　
　
「
生
起
し
と
い
う
概
念
で
以
っ
て
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
は
恐
ら
く
次
の
事
を
「
作
品
の
作
製
で
あ
る
こ
と
」
の
意
味
に
含
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
　
つ
ま
り
「
作
島
」
は
単
に
人
間
の
意
欲
に
よ
り
創
り
出
さ
れ
た
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
元
初
的
争
い
が
送
ら
れ
σ
q
Φ
。
・
。
寓
。
露
で
来
て

　
　
い
る
。
こ
の
「
送
ら
れ
て
い
る
も
の
し
を
「
贈
物
O
Φ
。
・
。
無
爵
」
と
し
て
受
取
る
場
を
開
く
σ
q
忌
巳
窪
時
、
「
元
初
的
争
い
」
は
「
世
界
と
大

　
　
地
の
争
い
」
と
し
て
生
起
す
る
に
到
る
。
創
作
者
は
こ
の
贈
物
を
受
取
る
場
を
、
作
品
に
於
て
贈
物
を
形
へ
と
諾
え
る
こ
と
に
よ
り
開
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
そ
し
て
元
初
的
争
い
は
「
作
品
の
作
品
で
有
る
こ
と
」
に
於
て
初
め
て
一
と
は
云
え
、
元
初
的
争
い
は
「
元
初
的
」
と
し
て
、
現
に
創

　
　
駕
す
る
こ
と
に
よ
り
住
ま
わ
れ
て
い
る
世
界
を
忌
み
、
超
え
て
来
て
お
り
、
も
と
も
と
初
め
か
ら
（
｝
昌
－
団
§
σ
q
窪
）
遊
溶
し
て
い
た
の
だ
が
、

　
　
隠
さ
れ
た
仕
方
で
遊
漁
し
て
い
た
、
そ
の
隠
さ
れ
て
あ
る
こ
と
か
ら
1
現
に
遊
撃
す
る
こ
と
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
（
睾
冨
茜
窪
）
。
「
生

　
　
起
」
の
事
態
を
右
の
如
く
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
「
争
い
の
生
起
」
は
、
「
贈
る
こ
と
」
、
「
開
基
す
る
こ
と
」
そ
し
て
「
初
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
る
こ
と
」
と
し
て
分
節
す
る
「
建
立
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
「
生
起
す
る
こ
と
」
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
。
従
っ
て
「
建
立
す
る
こ
と
」

　
　
が
有
る
も
の
と
有
そ
れ
自
身
と
を
結
ぶ
場
を
開
く
役
割
を
担
い
、
「
有
る
も
の
の
真
性
≦
築
島
舞
子
①
ω
ω
o
δ
薮
魯
」
と
「
有
の
真
性

　
　
≦
夢
浮
⑦
搾
浄
。
・
o
。
。
ぎ
ω
」
と
の
接
点
の
場
を
切
り
開
く
こ
と
に
な
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
様
な
観
点
か
ら
争
い
は
以
下
の
如
く
に
理
解
さ

　
　
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
作
品
に
於
て
争
い
は
世
界
と
大
地
の
二
宮
一
と
し
て
生
起
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
世
界
と
は
、
人
間
的
現
有
の
自
己
理
解
が
達
す
る

　
　
こ
と
の
で
き
る
全
体
が
全
体
と
し
て
動
的
に
有
る
こ
と
の
可
能
性
、
す
な
わ
ち
「
開
性
○
欝
面
訴
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
大
地
と

　
　
は
、
「
自
ら
を
閉
じ
る
ω
ざ
冨
霞
ω
。
窪
①
扇
魯
」
性
格
、
す
な
わ
ち
「
閉
性
く
興
ω
。
三
Q
m
ω
Φ
喜
①
芭
に
そ
の
根
本
動
向
を
も
ち
、
開
性
と
し
て
の

硝
世
界
を
制
限
づ
け
、
境
界
づ
け
る
。
悪
は
光
と
闇
の
働
き
A
。
い
に
還
る
、
」
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
光
は
毒
性
と
し
て
自
ら
を
拡
げ

一　
　
　
　
　
　
「
有
の
問
」
か
ら
「
回
思
」
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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@
て
行
こ
う
と
す
る
が
、
閣
か
ら
常
に
境
界
づ
け
ら
れ
る
。
境
界
づ
け
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
闇
に
重
て
は
じ
め
て
光
は
自
ら
が
開
業
で
あ

　
　
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
出
来
、
光
自
身
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
闇
は
光
を
境
界
づ
け
る
こ
と
に
於
て
、
自
ら
を
隠
す
と
い
う
本
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
　
を
全
う
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
闇
が
闇
で
あ
る
の
は
光
の
自
己
主
張
に
於
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
光
と
闇
、
開
性
と
閉
性
、
世
界
と
大
地
の
二
而
一
な
る
争
い
に
あ
っ
て
「
歴
史
的
人
間
は
大
地
に
向
っ
て
p
。
焦
、
大
地
の
内
へ
ぎ
と
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
　
界
の
内
に
住
む
こ
と
を
開
基
す
る
。
」
人
間
は
世
界
と
大
地
と
の
二
而
一
な
る
争
い
に
於
て
開
か
れ
る
世
界
の
そ
の
女
性
に
投
げ
入
れ
ら

　
　
れ
て
、
は
じ
め
て
有
る
こ
と
を
理
解
す
る
場
（
被
投
的
企
投
）
を
開
き
基
づ
け
る
。
『
有
と
時
』
で
は
不
充
分
に
し
か
言
及
さ
れ
な
か
っ

　
　
た
「
世
界
の
無
」
が
こ
こ
で
は
大
地
の
閉
性
と
し
て
世
界
の
獣
性
に
本
質
的
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
世
界
は

　
　
闇
を
全
く
排
除
し
切
っ
た
処
に
光
と
し
て
現
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
世
界
そ
の
も
の
が
既
に
開
性
と
閉
性
の
争
い
を
自
ら
に
撃
て
現
じ

　
　
て
い
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
世
界
に
去
て
出
会
わ
れ
る
事
物
は
陰
影
を
も
つ
こ
と
が
出
来
ず
、
有
る
も
の
が
有
る
も
の
と
し
て
開
け
留
ω

　
　
○
軍
器
へ
（
例
え
ば
芸
術
作
品
と
し
て
）
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
は
無
い
で
あ
ろ
う
。
世
界
は
こ
こ
で
二
重
構
造
を
も
つ
に
鋼
る
。
つ
ま

　
　
り
、
世
界
は
大
地
と
対
立
し
な
が
ら
、
同
時
に
自
ら
に
点
て
大
地
の
閉
性
を
具
現
し
て
い
る
と
い
う
二
重
性
で
あ
る
。
こ
の
二
重
性
は
争

　
　
い
の
動
性
に
あ
る
限
り
で
の
二
重
性
で
あ
る
故
に
、
動
的
境
界
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
大
地
と
世
界
の
争
い
自
体
が
境
界
と
な
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
動
的
境
界
を
境
界
づ
け
る
こ
と
が
「
世
界
企
投
」
で
あ
り
、
「
建
立
」
で
あ
る
。

　
　
　
大
地
と
世
界
と
の
こ
の
境
界
は
開
性
が
光
と
し
て
閉
性
を
超
え
出
よ
う
と
し
、
閉
性
が
闇
と
し
て
無
性
を
自
ら
の
内
に
包
み
込
も
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
す
る
只
中
に
切
り
開
か
れ
る
「
中
点
≦
器
」
で
あ
る
。
中
点
と
し
て
の
境
界
は
、
あ
く
ま
で
自
ら
を
開
く
開
性
の
動
と
、
自
ら
を
閉
じ

　
　
隠
し
、
自
身
の
内
に
安
ら
お
う
と
す
る
静
と
の
接
点
と
し
て
、
そ
れ
自
身
両
者
の
動
静
に
規
定
さ
れ
た
「
動
態
ω
。
≦
①
σ
q
巳
ω
」
で
あ
る
。

　
　
こ
の
動
態
が
「
作
品
の
作
贔
で
有
る
こ
と
」
に
経
て
生
起
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
作
品
に
真
に
震
る
人
間
的
現
有
は
、
動
態
と
し
て
の
中

　
　
点
に
於
て
そ
の
動
性
に
巻
き
込
ま
れ
て
あ
る
自
ら
を
被
投
的
σ
Q
①
芝
9
｛
魯
と
し
て
慕
い
出
し
、
自
ら
の
有
る
こ
と
を
自
己
理
解
、
つ
ま
り

　
　
企
黙
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
現
有
は
世
界
の
内
に
他
の
一
切
の
有
る
も
の
と
共
に
有
る
の
で
あ
っ
て
、
大
地
の
閉
性
に
向
っ
て
大
地
の



　
　
内
へ
と
参
入
す
べ
く
自
ら
を
投
げ
入
れ
乍
ら
も
、
大
地
の
閉
性
に
擾
ね
返
さ
れ
て
、
そ
の
擾
ね
返
し
の
動
性
の
只
中
に
自
ら
を
闘
い
出
し

　
　
て
い
る
。
か
く
し
て
、
「
境
界
づ
け
る
」
と
は
、
人
間
が
動
性
そ
の
も
の
に
自
ら
が
有
る
こ
と
の
根
底
を
開
く
こ
と
、
つ
ま
り
「
建
立
す

　
　
る
こ
と
」
で
あ
り
、
動
態
と
し
て
の
中
点
に
「
滞
留
す
る
く
①
暑
四
三
」
場
を
開
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
住
む
≦
。
ご
窪
」
こ
と
で
あ
る
。

　
　
「
大
地
に
向
っ
て
大
地
の
内
へ
、
歴
史
的
人
間
は
世
界
の
内
に
住
む
こ
と
を
開
基
す
る
」
と
は
以
上
の
様
に
解
釈
し
得
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
「
建
立
す
る
こ
と
」
が
右
の
如
き
意
味
に
解
し
得
る
と
す
れ
ば
、
人
間
は
、
「
の
た
め
」
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
今
ま
で
の
世
界
に
於
て
、

　
　
彼
を
「
の
た
め
」
の
中
心
に
超
越
論
的
主
観
と
し
て
固
定
化
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
た
静
的
根
底
1
1
地
盤
が
根
底
か
ら
崩
れ
去

　
　
る
こ
と
に
遭
遇
す
る
。
と
い
う
の
は
地
盤
そ
の
も
の
が
動
性
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
根
底
は
む
し
ろ
機
ね
返
し
の
動
性
そ
の
も
の

　
　
と
し
て
、
「
無
底
の
深
淵
》
び
σ
q
量
乱
」
と
い
う
相
を
示
す
。
開
基
し
、
建
立
す
る
こ
と
は
深
淵
に
跳
び
降
り
、
無
底
故
に
跳
び
降
り
続
け

　
　
る
こ
と
で
し
か
あ
り
得
ず
、
絶
え
ざ
る
飛
躍
を
敢
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
不
断
の
動
性
を
根
底
と
す
る
人
間
に
と
っ
て
は
、
今
ま
で
出
会
わ
れ
て
来
た
も
の
一
切
が
変
貌
し
、
「
無
に
等
し
い
も
の
し
、
無
意
味
な

　
　
も
の
と
な
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
有
る
も
の
全
体
が
、
不
動
と
見
え
た
「
中
心
」
か
ら
「
指
示
性
1
一
意
味
性
」
と
い
う
構
造
に
よ
り
意
味
づ

　
　
け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
「
中
心
」
自
体
が
動
性
に
根
拠
を
不
断
に
開
き
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
根
底
を
得
ら
れ
ぬ
と
す
れ
ば
、

　
　
「
中
心
」
は
最
早
意
味
の
統
合
の
固
定
的
静
止
的
地
盤
で
は
有
り
得
な
い
。
「
中
心
」
自
体
が
揺
れ
動
く
の
で
あ
る
。
動
性
に
根
底
を
開
く

　
　
不
断
の
飛
躍
は
、
従
来
中
心
と
さ
れ
て
来
た
人
生
主
体
の
「
基
体
」
と
し
て
の
有
り
方
i
そ
の
最
極
端
は
ω
β
ど
鼻
口
聾
腎
。
。
ω
暮
で
騨
ヨ

　
　
で
あ
る
一
を
超
え
出
る
。
飛
躍
は
こ
こ
で
は
、
超
躍
で
あ
る
。
こ
の
時
有
る
も
の
は
意
味
連
関
を
一
切
失
っ
て
「
と
る
に
足
ら
ぬ
も

　
　
の
」
「
無
い
も
の
9
。
。
¢
富
Φ
冨
鼠
。
」
と
な
る
。
こ
こ
に
於
て
、
小
論
の
◎
に
於
て
解
明
さ
れ
た
要
講
、
す
な
わ
ち
、
「
建
立
す
る
こ
と
」

　
　
へ
の
純
粋
な
飛
翔
が
遂
行
さ
れ
得
る
場
が
開
け
る
。
つ
ま
り
、
飛
翔
は
動
性
そ
の
も
の
に
根
底
を
開
く
こ
と
と
し
て
「
飛
躍
匪
超
躍
」
で

　
　
あ
り
、
純
粋
さ
は
、
有
る
も
の
一
切
を
超
え
る
超
躍
の
た
め
に
有
る
も
の
が
富
ω
d
μ
器
δ
鼠
。
と
し
て
「
無
い
も
の
」
と
な
っ
て
い
る
こ

73

@
と
に
於
て
実
現
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
有
る
も
の
の
繋
縛
か
ら
作
品
に
真
に
関
る
人
間
は
解
き
放
た
れ
て
い
る

16　
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@
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
か
く
し
て
、
先
の
「
基
礎
づ
け
る
こ
と
」
の
第
一
絹
の
「
建
立
す
る
こ
と
」
は
右
の
意
味
に
於
て
純
粋
飛
翔
し
得
る
様
に
な
る
。
そ
れ

　
　
故
に
O
a
民
§
が
今
度
は
「
建
立
す
る
こ
と
」
か
ら
切
り
開
か
れ
て
逆
に
「
開
基
す
る
こ
と
」
と
し
て
、
「
建
立
す
る
こ
と
」
の
三
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
じ

　
　
の
一
つ
と
し
て
、
つ
ま
り
「
贈
る
こ
と
」
、
「
開
基
す
る
こ
と
」
、
そ
し
て
コ
兀
初
め
る
こ
と
し
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
、
争
い
の
生
起

　
　
に
関
る
現
有
の
有
り
方
と
し
て
の
建
立
す
る
こ
と
に
含
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
O
毎
＆
窪
が
静
的
中
心
の
根
拠
づ
け

　
　
る
こ
と
か
ら
動
的
境
界
づ
け
へ
と
転
回
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
転
回
を
遂
げ
、
転
回
し
つ
つ
留
ま
る
時
、
思
索
そ
の
も
の
も
同
時
に
転

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
回
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
形
而
上
学
的
根
拠
づ
け
と
い
う
表
象
的
思
惟
か
ら
、
「
有
」
を
直
下
に
問
う
思
索
へ
と
「
移
行

　
　
α
げ
⑦
学
σ
q
窓
σ
q
」
す
る
。
後
者
の
思
索
は
「
回
想
》
＆
。
昆
窪
し
と
名
付
け
ら
れ
る
。

　
　
　
し
か
し
「
回
歴
」
に
言
及
す
る
前
に
我
々
に
は
ま
だ
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
が
存
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
争
い
に
お
い
て
大
地

　
　
と
世
界
の
二
而
一
を
見
た
が
、
こ
の
争
い
が
如
何
に
し
て
有
を
直
下
に
問
う
場
を
切
り
開
く
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
問
で
あ
る
。
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
地
と
世
界
の
争
い
は
、
作
品
に
於
て
生
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
有
る
も
の
の
不
覆
蔵
性
に
関
り
つ
つ
、
他

　
　
方
、
有
そ
れ
自
身
の
生
起
と
ど
の
様
に
馨
り
得
る
の
か
。
有
そ
れ
自
身
に
お
け
る
覆
蔵
性
と
不
覆
蔵
姓
の
「
共
属
」
、
つ
ま
り
争
い
、
に

　
　
如
何
に
し
て
有
を
問
わ
ん
と
す
る
人
聞
は
参
入
し
得
る
の
か
。
以
上
の
問
の
要
点
は
次
の
様
に
纏
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

　
　
《
「
有
の
真
性
」
と
「
有
る
も
の
の
真
性
」
の
接
点
は
如
何
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
》

　
　
　
だ
が
、
こ
の
間
は
「
回
思
」
を
本
質
的
に
性
格
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
回
思
」
自
体
が
「
有
の
真
性
」
と
「
有
る
も

　
　
の
の
真
性
」
の
「
区
別
」
的
関
り
合
い
の
展
開
の
内
で
変
遷
し
つ
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
問
は
「
回
思
」

　
　
の
姓
格
に
つ
い
て
の
考
察
の
途
上
で
同
時
に
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

五
　
　
「
隔
て
」



　
　
　
我
々
は
再
び
『
芸
術
作
品
の
根
源
』
か
ら
出
発
す
る
。
こ
の
論
文
と
『
形
而
上
学
入
門
』
こ
そ
回
思
へ
と
表
象
的
思
惟
か
ら
飛
躍
す
る

　
　
た
め
の
跳
躍
板
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
Q

　
　
　
『
芸
術
作
晶
の
根
源
』
に
お
い
て
は
、
「
有
の
真
性
」
と
「
有
る
も
の
の
真
性
」
と
の
関
り
合
い
は
次
の
様
に
考
え
ら
れ
て
い
た
と
言
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
　
よ
う
。
有
の
真
性
自
体
が
「
開
照
と
覆
蔵
の
間
の
（
有
の
）
本
質
昌
盛
」
と
し
て
「
原
争
い
d
H
。
。
q
簿
」
で
あ
る
。
こ
の
原
争
い
は
「
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
品
の
作
贔
で
有
る
こ
と
」
に
於
て
大
地
と
世
界
と
の
争
い
と
し
て
自
ら
を
生
起
せ
し
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
大
地
と
世
界
の
争
い
は
大

　
　
地
が
世
界
を
擢
ん
出
よ
う
と
し
、
世
界
の
方
は
大
地
の
閉
性
に
抗
し
て
自
ら
を
開
性
と
し
て
開
け
を
開
く
と
い
う
生
起
で
あ
る
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
こ
の
争
い
は
、
こ
の
開
け
の
内
へ
有
る
も
の
が
そ
れ
自
身
と
し
て
立
ち
入
る
（
≦
卑
⑦
ぎ
σ
Q
き
σ
q
）
こ
と
を
可
能
に
す
る
故
、
そ
れ
は
有
る
も

　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
の
真
性
の
生
起
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
争
い
は
有
そ
れ
自
身
の
生
起
と
し
て
の
原
争
い
と
は
異
る
。
と
は
云
え
、
有
る
も
の
の
真
性
の

　
　
生
起
は
有
の
真
性
の
生
起
た
る
原
争
い
を
引
き
継
い
で
い
る
。
両
者
の
接
点
は
「
作
品
の
創
作
さ
れ
て
有
る
こ
と
○
・
。
。
。
冨
塾
長
。
ぎ
侮
窃

　
　
ミ
④
鱒
。
ω
」
に
於
て
窺
え
る
。

　
　
　
「
創
作
さ
れ
て
有
る
こ
と
」
に
は
「
創
作
す
る
こ
と
ω
号
臨
窪
」
と
「
見
守
る
こ
と
u
d
・
蓄
穿
窪
」
と
が
本
質
的
に
属
し
て
い
る
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
　
た
「
作
品
の
本
質
に
は
真
性
の
生
起
が
属
し
て
い
る
。
」
　
真
性
生
起
≦
p
。
腎
冨
冴
α
q
①
の
島
卑
窪
と
は
「
真
性
が
自
ら
を
作
品
の
内
へ
と
据

　
　
え
る
こ
と
ω
一
。
げ
ム
房
－
≦
・
昂
あ
昏
2
島
①
同
≦
仁
。
冨
冨
一
こ
で
あ
る
。
真
性
生
起
の
構
成
要
素
で
あ
る
H
鵠
－
毛
①
酷
あ
爵
窪
に
は
「
作
品
の

　
　
内
へ
据
え
る
」
と
「
働
か
す
」
の
二
義
が
あ
る
。
こ
の
二
義
の
内
の
前
者
に
は
「
創
作
す
る
こ
と
」
が
、
後
者
に
は
「
見
守
る
こ
と
」
が

　
　
相
当
す
る
。
前
者
が
「
創
作
す
る
こ
と
」
に
よ
り
性
格
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
「
創
作
す
る
こ
と
」
が
、
有
の
真
性
が
「
産
出
さ
れ
る
も
の

　
　
へ
と
出
て
行
か
せ
る
こ
と
頃
①
讐
9
σ
Q
昏
睾
難
題
§
貯
Φ
ぼ
出
①
署
。
蹟
Φ
げ
話
。
匿
①
。
・
」
と
し
て
、
「
真
性
が
自
ら
を
作
品
の
内
へ
据
え
る
こ
と
」

　
　
に
参
入
し
て
、
有
の
真
性
を
「
形
姿
O
。
ω
昆
こ
へ
と
「
定
め
置
く
h
・
。
・
馨
巴
窪
」
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
「
見
守
る
こ
と
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

　
　
は
、
真
性
が
自
ら
を
作
撮
の
内
へ
据
え
た
そ
の
有
様
を
そ
の
ま
ま
に
有
ら
し
め
る
こ
と
、
つ
ま
り
真
性
を
生
起
さ
せ
る
ぴ
q
窃
島
畠
①
ロ
N
§
防
§

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

硲
　
こ
と
で
あ
り
、
「
作
品
で
有
る
こ
と
を
働
き
へ
と
、
生
起
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
」
で
あ
る
。
創
作
す
る
こ
と
と
見
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
真

1
　
　
　
　
　
　
「
有
の
間
」
か
ら
「
回
思
」
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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五
山
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

性
は
自
ら
を
作
晶
の
内
へ
と
据
え
、
「
創
作
さ
れ
て
有
る
こ
と
」
に
お
い
て
争
い
と
争
い
の
「
遊
働
空
間
ω
豆
。
冨
償
ヨ
」
と
を
開
く
と
い
う

仕
方
で
自
ら
を
開
性
と
し
ω
貯
ゲ
興
α
穿
9
、
と
同
時
に
、
創
作
者
と
見
守
る
者
の
「
さ
せ
る
評
言
5
」
に
よ
る
参
入
を
許
す
と
い
う
意
味

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
開
か
せ
る
。
・
ざ
ぴ
鐙
α
穿
窪
翻
ω
§
の
で
あ
る
。

　
原
争
い
は
こ
の
遊
撃
空
間
の
内
へ
と
創
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
既
に
作
品
に
定
め
置
か
れ
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
大
地
と
世
界
の
争
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
て
生
起
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
有
の
真
性
が
作
品
に
於
け
る
遊
働
空
間
で
、
有
る
も
の
の
真
性
へ
接
し
入
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
見
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
」
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
見
守
る
者
が
、
大
地
と
世
界
の
争
い
を
争
い
と
し
て
生
起
さ
せ
る
時
、
有
る
も
の
と
し
て
の
作
品
が
真
に
有
る

も
の
と
し
て
出
会
わ
れ
（
有
る
も
の
の
真
性
）
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
有
の
真
性
と
し
て
の
原
争
い
へ
と
透
射
す
る
場
と
し
て
の
遊
働
空
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
、
見
守
る
者
は
参
入
す
る
。
か
く
し
て
「
作
品
の
創
作
さ
れ
て
有
る
こ
と
」
に
於
て
は
有
の
真
性
と
有
る
も
の
の
真
性
と
が
遊
働
空
間

に
嘗
て
、
恰
も
二
枚
の
鏡
の
如
く
に
互
い
が
互
い
に
映
し
込
み
合
う
そ
の
映
し
低
い
の
働
き
そ
れ
自
身
に
お
い
て
相
互
に
接
し
、
相
互
の

内
へ
と
透
試
し
て
い
る
。
こ
の
如
き
仕
方
で
原
争
い
が
大
地
と
世
界
の
争
い
に
引
き
継
が
れ
、
逆
に
引
き
継
ぎ
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

有
の
真
性
と
有
る
も
の
の
真
性
と
が
生
起
に
お
い
て
接
し
合
い
、
透
幽
し
合
う
こ
と
を
「
相
互
接
入
」
と
名
付
け
得
る
と
す
れ
ぽ
、
こ
の

相
互
接
入
に
「
創
作
す
る
こ
と
」
と
「
見
守
る
こ
と
」
は
間
じ
一
9
。
。
。
ω
窪
に
よ
り
参
入
し
た
が
、
両
者
の
間
に
は
あ
る
隔
て
が
あ
る
様
に

思
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
作
品
と
い
う
こ
と
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
第
一
次
的
に
は
「
詩
」
を
考
え
て
い
る
。
「
一
切
の
芸
術
は
、
有
る
も
の
そ
の
も
の
の
到
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
4
）

を
生
起
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
、
本
質
に
於
て
詩
作
で
あ
る
。
」
し
か
も
、
こ
の
詩
作
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
に
於
て
本
質
が
示
さ
れ
る

と
す
る
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
「
創
作
す
る
こ
と
」
と
「
見
守
る
こ
と
」
を
詳
し
く
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
「
創
作
す
る
こ
と
」
は
、
只
作
晶
と
し
て
）
産
出
さ
れ
る
も
の
の
内
へ
出
て
行
か
せ
る
諄
器
ロ
」
こ
と
と
し
て
、
有
の
真
性
（
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

れ
は
原
争
い
と
し
て
有
の
非
一
真
性
q
『
ミ
磐
誉
①
詳
で
も
あ
る
が
）
が
開
か
れ
た
も
の
爵
。
。
○
浮
謬
へ
と
「
順
入
ω
δ
ゲ
鼠
旨
ざ
江
象
」

す
る
の
を
「
形
姿
」
に
定
め
る
と
い
う
仕
方
で
有
の
真
性
に
関
る
。
こ
こ
で
「
侵
入
」
と
仮
り
に
訳
し
た
事
態
は
、
有
の
真
性
と
有
る
も



　
　
の
の
真
性
の
「
相
互
音
入
」
を
通
じ
て
開
か
れ
る
「
争
い
と
し
て
の
開
性
」
へ
と
入
り
来
た
る
有
る
も
の
に
於
て
、
有
の
真
性
が
自
ら
を

　
　
こ
の
有
る
も
の
に
順
応
さ
せ
つ
つ
、
而
も
、
こ
の
有
る
も
の
へ
と
向
っ
て
、
こ
れ
に
入
り
来
た
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
「
創
作
す
る
」
と
は
、
有
の
真
性
の
「
原
争
い
」
が
有
る
も
の
の
不
覆
蔵
性
（
1
1
真
性
）
へ
接
毒
し
て
行
く
そ
の
処
、
つ
ま
り
「
開
照
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
る
中
点
集
①
一
8
馨
①
＆
①
ζ
ぎ
①
」
に
於
て
、
順
兆
す
る
有
の
真
性
の
方
向
に
沿
っ
て
、
墨
入
に
催
起
さ
れ
、
こ
の
働
き
に
参
入
す
る
こ
と

　
　
が
許
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
故
に
、
「
詩
作
」
は
「
開
照
臣
国
喪
護
」
の
開
照
す
る
そ
の
遊
働
に
呼
応
し
、
参
入
し
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
　
で
「
開
照
す
る
企
投
曾
＝
一
。
窪
①
乱
・
国
暮
≦
口
肱
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
　
　
こ
れ
に
対
し
て
、
「
見
守
る
こ
と
」
は
「
作
品
に
託
て
生
起
す
る
真
性
の
内
に
滞
留
す
る
こ
と
」
と
し
て
、
「
作
品
を
あ
る
一
つ
の
作
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
　
で
有
ら
し
め
る
こ
と
」
と
言
わ
れ
る
。
「
見
守
る
こ
と
」
に
と
っ
て
作
品
に
於
て
生
起
し
て
い
る
の
は
、
第
一
次
的
に
は
「
大
地
と
世
界
の

　
　
争
い
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
争
い
の
只
中
で
有
る
も
の
全
体
が
開
け
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
見
守
る
」
と
は
、
「
作
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
　
が
創
作
さ
れ
て
有
る
こ
と
」
に
於
て
有
る
も
の
の
真
性
の
生
起
の
相
に
参
入
し
、
「
開
か
れ
た
中
点
匹
δ
。
瀞
器
≦
砕
8
」
へ
と
自
ら
を
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
基
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
（
一
ρ
。
。
。
。
。
o
ロ
）
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
故
に
、
「
作
品
を
見
守
る
こ
と
は
、
作
品
に
於
て
生
起
す
る
《
有
る

　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

　
　
も
の
の
開
性
》
の
内
に
切
迫
し
て
内
濠
し
て
い
る
こ
と
冒
器
。
。
8
冨
爲
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
見
守
る
こ
と
」
が

　
　
有
の
真
性
生
起
へ
・
l
I
な
る
ほ
ど
有
の
真
性
生
起
は
「
相
互
面
高
1
1
遊
働
」
の
働
き
に
よ
り
、
同
時
に
有
る
も
の
の
真
性
生
起
に
な
っ
て

　
　
い
る
と
し
て
も
、
し
か
し
i
「
大
地
と
世
界
の
争
い
」
を
通
じ
て
、
有
る
も
の
の
真
性
生
起
か
ら
生
起
に
参
入
し
て
い
る
こ
と
を
意
味

　
　
し
て
い
る
。

　
　
　
右
の
考
察
に
よ
り
、
「
創
作
す
る
こ
と
」
と
「
見
守
る
こ
と
」
と
で
は
、
「
自
ら
を
参
入
さ
せ
る
ω
Σ
で
①
ぎ
・
N
§
隔
§
」
方
向
が
互
い
に
逆

　
　
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
「
中
点
」
を
、
す
な
わ
ち
動
態
と
し
て
の
境
界
を
建
立
し
、
開
基
す
る
方
向
が
互
い
に
逆
な
こ

　
　
と
は
、
同
じ
遊
働
空
言
に
参
入
し
て
、
同
じ
境
界
（
1
1
中
点
）
を
建
立
し
、
開
基
し
な
が
ら
も
、
劇
作
者
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
見
守
る
者
押

脚
イ
デ
．
ガ
ー
と
の
問
羨
の
如
き
隔
て
を
設
け
る
．
．
と
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

1　
　
　
　
　
　
「
有
の
問
」
か
ら
「
回
思
」
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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五
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
「
創
作
す
る
こ
と
」
は
有
の
真
性
が
生
起
と
し
て
有
る
も
の
の
真
性
へ
接
入
す
る
遊
働
に
参
入
し
な
け
れ
ば
、
「
大
地
と
世
界
の
争
い
」

　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

を
そ
の
見
取
図
園
お
に
応
じ
て
「
形
姿
」
に
ま
で
定
め
、
更
に
作
品
に
ま
で
仕
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
創
作
す
る
こ
と
は
、

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

開
照
す
る
「
有
の
真
性
」
の
遊
働
に
催
起
さ
れ
参
入
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
「
開
照
す
る
企
澄
し
と
し
て
、
動
的
境
界
、

す
な
わ
ち
中
点
を
建
立
す
る
。
こ
の
こ
と
は
境
界
へ
有
の
真
性
生
起
の
方
向
か
ら
限
り
な
く
近
づ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

「
見
守
る
こ
と
」
は
、
「
大
地
と
世
界
の
争
い
」
と
し
て
の
懸
鼻
の
働
き
に
よ
り
擁
ね
返
さ
れ
る
動
性
に
於
て
、
駿
ね
返
さ
れ
つ
つ
そ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

抗
っ
て
自
ら
の
根
底
を
開
基
す
る
こ
と
と
し
て
、
有
る
も
の
の
真
性
生
起
か
ら
中
点
へ
と
限
り
無
く
近
づ
こ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
、
見
守
る
者
に
と
っ
て
の
境
界
は
「
大
地
と
世
界
の
争
い
」
に
よ
り
「
開
か
れ
た
中
点
」
と
な
り
、
そ
こ
に
有
る
も
の
の
真
性
が
生

起
す
る
。
同
じ
境
界
の
建
立
で
あ
り
、
開
基
で
あ
り
乍
ら
、
創
作
者
と
見
守
る
者
は
参
入
の
許
さ
れ
る
方
向
が
互
い
に
逆
の
た
め
に
、
か

え
っ
て
そ
の
境
界
自
身
に
隔
て
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
隔
て
は
所
謂
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
研
究
」
に
於
て
我
々
に
ま
す
ま
す
明

瞭
に
看
取
さ
れ
得
る
よ
う
に
な
る
。

占ハ

@
洞
凹
田
心
　
㌧
r
昌
鎚
Φ
昌
犀
Φ
昌

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
関
す
る
諸
研
究
に
導
い
た
根
本
的
な
諸
動
機
の
一
つ
は
、
「
表
象
く
。
藁
亀
町
」
と
い
う
形
而
上
学

に
と
っ
て
宿
命
的
な
思
惟
の
仕
方
に
立
ち
向
い
、
そ
し
て
こ
の
思
惟
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
根
底
の
内
へ
と
跳
廉
し
、
そ
の
無
底
へ
と

飛
躍
鷲
超
躍
し
て
、
「
捌
の
思
索
留
。
。
自
。
銭
①
話
O
Φ
蒔
窪
」
－
こ
れ
は
有
そ
れ
自
身
の
本
質
現
成
に
、
つ
ま
り
開
削
と
覆
蔵
と
の
「
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

の
原
争
い
」
に
参
入
し
得
る
思
索
で
あ
り
、
「
有
の
思
索
U
①
葬
窪
号
。
・
ω
①
ぎ
ω
」
と
も
呼
ば
れ
る
一
の
範
型
を
「
回
思
》
巳
Φ
罫
窪
」
に

見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
回
思
を
考
察
す
る
た
め
に
、
我
々
を
「
隔
て
」
ま
で
に
導
い
て
来
た
「
開
基
す
る
こ

と
」
、
「
建
立
す
る
こ
と
」
を
こ
こ
で
も
や
は
り
手
掛
り
と
す
る
。

　
思
索
者
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
を
「
詩
作
す
る
思
索
号
ω
岳
。
茸
⑦
巳
・
U
9
寄
コ
」
と
呼
び
、
自
ら
の
思
索
を
「
思
索



　
　
す
る
詩
作
留
ψ
号
算
⑦
孟
⑦
営
。
ζ
窪
」
と
名
付
け
、
両
者
の
出
会
い
の
場
（
前
述
の
「
境
界
醤
中
点
」
に
他
な
ら
な
い
）
を
切
り
開
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

　
　
接
点
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
所
謂
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
研
究
」
の
途
上
で
詩
作
と
思
索
の
位
置
は
揺
れ
動
き
、
互
い
に
入
り
組
み
合
い
、
思

　
　
索
は
詩
作
と
の
隔
て
、
前
述
の
創
作
者
と
見
守
る
者
と
の
間
の
隔
て
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
一
九
三
四
一
三
五
年

　
　
冬
学
期
の
『
ゲ
ル
マ
ニ
ア
』
と
『
ラ
イ
ン
』
に
関
す
る
講
義
で
は
、
こ
の
揺
れ
ば
顕
著
で
あ
る
。
「
詩
人
は
思
索
者
を
求
め
る
。
詩
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　
　
思
索
－
半
神
を
今
、
私
は
思
う
一
は
思
索
者
の
詩
作
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
」
と
言
わ
れ
、
思
索
老
の
回
思
は
詩
人
の
壷
草
か
ら
区
別

　
　
さ
れ
乍
ら
も
、
そ
れ
に
同
化
し
、
思
索
者
の
立
場
が
詩
人
の
そ
れ
に
絡
み
入
る
。
こ
と
に
同
化
が
明
瞭
に
現
わ
れ
る
の
は
、
詩
人
の
詩
作

　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
（
5
0
）

　
　
の
場
を
「
形
而
上
学
的
場
所
」
と
名
付
け
る
こ
と
に
於
て
で
あ
る
。
人
間
の
本
質
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
思
索
で
あ
り
、
形
而
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
学
的
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
こ
の
講
義
の
時
期
に
於
て
は
決
し
て
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
。
従
っ
て
「
思
索
す
る
詩
作
」
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
も
や
は
り
形
而
上
学
的
と
言
っ
て
一
向
に
差
し
支
え
ば
な
い
。
し
か
し
、
詩
作
の
場
所
を
形
而
上
学
的
と
敢
て
呼

　
　
ぶ
こ
と
は
、
詩
作
と
思
索
と
が
形
而
上
学
的
場
所
に
於
て
出
会
う
こ
と
と
し
て
、
彼
が
両
者
の
同
化
を
求
め
て
い
る
現
わ
れ
に
他
な
る
ま

　
　
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
の
講
義
が
無
意
味
で
あ
る
と
言
う
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
逆
で
あ
る
。
こ
の
講
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
　
で
の
「
有
の
中
点
隻
φ
竃
響
⑦
繕
。
。
ω
の
ぎ
ω
」
と
い
う
着
想
こ
そ
、
『
芸
術
作
贔
の
根
源
臨
の
「
中
点
」
に
導
い
て
行
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、

　
　
後
の
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
研
究
」
に
決
定
的
役
割
を
果
す
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
だ
が
、
一
九
四
一
一
四
二
年
冬
学
期
講
義
『
回
思
』
、
そ
し
て
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
の
解
明
』
に
お
け
る
『
回
思
』
で
は
、
前
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

　
　
の
隔
て
は
明
瞭
化
す
る
。
「
だ
が
留
ま
れ
る
を
詩
人
ら
は
建
立
す
る
」
と
ヘ
ル
ダ
…
リ
ソ
は
そ
の
詩
『
回
思
』
に
於
て
書
い
て
い
る
が
、

　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
回
思
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
い
つ
も
こ
の
詩
句
を
廻
っ
て
思
索
を
深
め
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
留
ま
れ
る
」
と
は
何
で

　
　
あ
ろ
う
か
。
「
建
立
す
る
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
「
留
ま
れ
る
妻
舘
玄
①
ぴ
2
」
と
奇
妙
な
訳
を
与
え
た
が
、
そ
の
理
由
は
こ
れ
が
「
留
ま
れ
る
も
の
Φ
ぽ
じ
d
衝
げ
。
言
。
。
。
」
と
「
留
ま
れ
る

㎜
．
芝
國
．
．
げ
．
昌
（
動
詞
的
）
」
と
の
二
義
を
担
。
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
．
」
の
二
つ
の
概
念
の
間
の
関
り
は
、
先
髪
察
し
た
「
作
．
透
門

1　
　
　
　
　
　
「
有
の
問
」
か
ら
「
回
思
」
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

作
さ
れ
て
有
る
こ
と
し
に
お
け
る
「
創
作
者
」
と
「
有
の
真
性
生
起
」
と
の
関
り
合
い
に
対
応
す
る
。
こ
の
有
の
真
性
生
起
を
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
が
「
本
源
d
房
蒔
田
α
q
」
に
基
づ
い
て
、
解
釈
す
る
処
に
簡
単
に
触
れ
、
「
留
ま
れ
る
を
建
立
す
る
」
詩
作
の
性
格
と
思
索
者
の
回
思

の
性
格
と
の
関
係
を
聯
か
考
察
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

　
「
留
ま
れ
る
こ
と
」
は
「
本
源
近
く
に
住
め
る
を
、
そ
の
場
所
を
去
り
難
し
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
「
留
ま
れ
る
こ
と
」

は
第
一
に
「
本
源
近
く
に
住
め
る
」
を
、
す
な
わ
ち
「
独
自
な
自
性
に
留
ま
れ
る
こ
と
里
・
ぴ
窪
冒
蛋
σ
q
跡
窪
」
を
意
味
し
て
お
り
、
本

源
の
近
さ
（
Σ
夢
Φ
）
へ
行
く
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
「
留
ま
れ
る
こ
と
」
は
、
「
去
り
難
し
」
と
し
て
、
本
源
す
な
わ
ち
「
水
源
2
巴
。
」

か
ら
「
河
流
ω
ぎ
日
」
と
な
っ
て
故
郷
へ
帰
り
行
く
「
帰
郷
国
・
ぎ
冨
冨
」
へ
の
誘
い
で
も
あ
る
。
こ
の
如
く
、
互
い
に
拮
抗
し
合
い
乍

ら
同
時
に
「
親
密
さ
」
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
「
自
性
に
留
ま
れ
る
こ
と
」
が
「
留
ま
れ
る
も
の
」
と
な
る
詩
人
に
可
能
に
な
る
の
は
ど
の

様
に
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
本
源
自
身
が
そ
れ
自
身
に
於
て
、
拮
抗
的
に
し
て
親
密
な
る
争
い
と
し
て
「
遊
訳
し
て
い
る
G
・
℃
芭
窪
」

か
ら
で
あ
る
。

　
本
源
の
遊
働
は
前
述
の
「
開
照
と
覆
蔵
の
原
争
い
」
を
明
ら
か
に
す
る
。
本
源
は
「
水
源
」
と
し
て
湧
水
を
湧
出
さ
せ
る
。
湧
水
は
水

源
と
し
て
の
本
源
を
離
れ
て
河
流
と
な
り
、
人
聞
の
住
む
岸
辺
を
洗
い
、
海
へ
と
流
れ
行
こ
う
と
す
る
。
だ
が
本
源
自
身
は
湧
出
さ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

根
底
と
し
て
「
自
己
自
身
の
源
底
」
に
「
自
己
自
身
を
止
め
、
且
つ
自
己
自
身
の
内
へ
戻
す
ω
ご
げ
ぎ
ω
6
〆
ω
鉱
ぴ
ω
け
営
注
。
犀
h
①
。
・
蔚
窪
。
」
こ

の
様
に
し
て
、
本
源
は
自
己
自
身
を
退
去
せ
し
め
る
ω
ざ
げ
・
暮
N
δ
冨
ロ
（
覆
蔵
）
。
だ
が
こ
の
払
底
が
止
め
且
つ
戻
さ
れ
、
固
定
さ
れ
る
方

向
だ
け
な
ら
ば
、
湧
水
は
湧
き
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
止
め
戻
し
に
抗
し
て
（
原
争
い
）
源
底
が
自
ら
の
止
め
戻
し
を
開
き
放
つ
時

（
開
照
）
、
湧
水
が
本
源
か
ら
湧
出
す
る
。
「
本
源
の
近
く
に
住
む
」
と
は
、
詩
人
が
「
（
本
源
か
ら
）
湧
出
し
た
も
の
野
糞
。
・
讐
暮
σ
Q
①
器
ω
」

と
し
て
、
「
本
源
の
筆
記
に
自
ら
を
止
め
戻
し
つ
つ
源
底
の
止
め
を
開
く
」
と
こ
ろ
の
、
争
い
と
し
て
の
遊
働
に
「
従
う
｛
。
一
『
q
窪
」
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
「
従
う
」
と
い
う
そ
の
仕
方
は
「
示
す
こ
と
N
・
齢
窪
」
、
と
し
て
、
つ
ま
り
、
本
源
か
ら
の
「
合
図
芝
ぎ
冨
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

を
語
に
よ
っ
て
包
み
、
こ
の
「
合
図
を
更
に
伝
え
る
こ
と
曲
言
霞
書
葛
煮
」
と
し
て
、
詩
作
と
な
る
。
ま
た
、
「
源
底
へ
と
（
戻
り
つ
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つ
）
止
め
を
開
く
こ
と
甲
h
Φ
。
。
け
凝
§
岱
q
ヨ
島
窪
Ω
凪
§
畠
」
と
し
て
の
遊
働
に
本
源
を
コ
示
し
つ
つ
従
う
し
こ
と
は
、
そ
の
本
源
へ
近
づ
く

こ
と
と
し
て
、
流
れ
去
る
河
流
に
抗
し
つ
つ
湧
水
と
な
っ
た
自
分
自
身
が
自
分
の
源
底
○
歪
己
の
近
さ
に
「
留
ま
れ
る
こ
と
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ど

「
本
源
に
近
づ
き
つ
つ
留
ま
れ
る
こ
と
」
が
「
止
め
ら
れ
て
鵯
。
・
ま
8
こ
、
而
も
「
建
立
さ
れ
る
α
Q
・
ω
象
§
」
の
で
あ
る
。
（
。
・
ま
8
昌
に
は
大

　
　
　
ヒ
ニ

別
し
て
「
止
め
る
」
と
「
建
立
つ
る
」
の
二
義
が
あ
る
。
）
「
留
ま
る
こ
と
」
が
「
止
め
ら
れ
」
て
「
建
立
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
建
立
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
止
め
る
ω
ま
8
・
」
を
「
建
立
す
る
。
。
象
8
P
」
と
し
て
、
自
ら
を
建
立
す
る
。
言
葉
の
遊
び
の
様
に
聞
こ
え
る
が
、
「
建
立
す
る
こ
と
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
よ
り
詩
人
が
「
留
ま
れ
る
も
の
」
と
な
っ
て
本
源
の
原
争
い
を
受
け
取
る
こ
の
構
造
は
、
「
本
源
か
ら
発
源
せ
し
め
ら
れ
て
而
も
本
源

へ
戻
る
こ
と
」
（
（
甲
O
ω
け
陣
困
け
O
け
劉
0
0
け
一
出
け
①
コ
）
と
し
て
、
「
循
環
」
に
基
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
本
源
を
示
し
つ
つ
留
ま
れ
る
こ
と
は
詩
作
で
あ
る
と
言
っ
た
が
、
詩
人
は
「
留
ま
れ
る
も
の
」
と
し
て
本
源
の
内
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

湧
出
さ
れ
た
河
流
と
な
っ
て
流
れ
去
ら
ん
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
本
源
か
ら
の
「
遠
さ
」
が
生
じ
て
お
り
、
遠
さ
の
内
で
初
め
て
本
源
に

近
づ
き
つ
つ
「
留
ま
れ
る
」
、
つ
ま
り
「
本
源
へ
の
近
さ
」
が
生
ず
る
。
こ
こ
に
於
て
詩
人
は
自
分
が
発
し
た
（
つ
ま
り
「
経
験
し
た
」
1
1

「
か
つ
て
旅
し
た
」
）
本
源
に
思
い
を
廻
ら
し
（
》
昌
飾
①
コ
犀
Φ
コ
　
p
ゆ
コ
：
：
：
）
、
同
時
に
流
れ
行
く
先
の
友
ら
の
住
む
岸
辺
に
前
以
っ
て
思
い
を
馳

せ
る
（
＜
O
H
伽
O
罫
犀
⑦
昌
　
帥
鵠
●
：
：
。
）
。
こ
れ
が
詩
作
で
あ
る
。
従
っ
て
、
詩
作
は
本
質
的
に
「
か
つ
て
の
こ
と
に
思
い
を
廻
ら
す
と
同
時
に
、

来
た
ら
ん
と
す
る
こ
と
を
先
思
す
る
こ
と
」
と
し
て
回
思
》
注
⑦
曲
屋
で
あ
る
。
詩
作
は
、
本
源
と
故
郷
と
の
「
間
」
に
、
人
間
と
神

々
が
本
源
に
か
え
っ
て
出
会
っ
た
「
か
つ
て
の
祝
祭
曾
。
・
σ
q
Φ
≦
Φ
。
。
窪
の
局
①
。
・
け
」
と
「
来
た
る
黒
き
祝
祭
島
p
。
ω
ぎ
目
目
Φ
巳
・
閃
・
ω
に
と
の

「
間
」
に
住
む
こ
と
ミ
。
冨
窪
、
す
な
わ
ち
「
間
」
に
自
ら
の
根
底
を
開
く
こ
と
と
し
て
、
「
建
立
す
る
こ
と
」
と
な
る
。
こ
こ
に
於
て
詩

人
は
「
閲
に
本
質
言
成
す
る
も
の
N
≦
一
。
・
魯
窪
蓄
ω
窪
」
と
し
て
「
ま
だ
無
い
唇
島
巳
。
揮
」
と
「
最
早
無
い
巳
。
立
撃
①
冨
」
と
に
規
定
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

れ
た
「
時
の
中
点
岳
。
ζ
葺
。
飢
2
N
Φ
一
己
と
な
る
よ
う
運
命
づ
け
ら
れ
、
そ
の
通
運
の
。
ω
。
冨
昆
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
引
き
受
け
る
に

い
た
る
、
そ
し
て
、
「
聞
」
な
る
「
境
界
」
を
建
立
す
る
こ
と
が
詩
人
の
使
命
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
問
」
す
な
わ
ち
「
中
点
」
と
し
て
、
本
源
に
発
し
、
「
留
ま
れ
る
も
の
」
と
な
っ
て
、
「
留
ま
れ
る
こ
と
」
と
し
て
の
本
源
の
原

　
　
　
　
「
有
の
問
」
か
ら
「
回
思
」
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



　
　
　
　
　
　
折
R
学
研
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九
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五
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五
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六
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8216

@
争
い
を
自
ら
に
於
て
示
し
て
い
る
回
思
こ
そ
、
思
索
者
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
が
「
有
そ
れ
自
身
を
思
索
す
る
」
思
索
の
範
型
と
す
る
も
の
で
あ

　
　
る
。
と
い
う
の
は
、
「
有
そ
れ
自
身
」
が
開
照
と
．
覆
蔵
と
の
原
争
い
と
し
て
本
源
の
遊
働
に
他
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
思
索
者
は
詩
人

　
　
的
鎌
。
窪
①
勢
魯
と
な
り
、
自
ら
を
中
点
と
し
て
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
の
原
争
い
を
有
の
幣
串
と
し
て
自
ら
に
引
き
受
け
る
こ
と

　
　
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
詩
人
に
あ
っ
て
は
「
回
思
す
る
思
索
は
、
来
た
ら
ん
と
す
る
祝
祭
へ
と
先
思
し
つ
つ
既
在
の
祝
祭
に
思
い
を
回

　
　
（
5
7
）

　
　
ら
す
」
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
思
索
者
に
あ
っ
て
は
「
来
た
ら
ん
と
す
る
大
い
な
る
元
初
匹
鶏
α
q
δ
し
。
Φ
b
艮
き
σ
q
を
先
思
し
つ
つ
既
在
の
元

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

　
初
に
思
い
を
回
ら
す
」
こ
と
に
よ
り
、
自
分
自
身
に
「
中
点
」
の
聖
運
を
課
し
、
引
き
受
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
中
点
は
有
の
真
性
生

　
起
の
来
た
ら
ん
と
す
る
「
開
け
」
す
な
わ
ち
「
場
」
で
あ
る
が
、
同
時
に
「
既
に
在
り
き
」
と
「
未
だ
来
ら
ず
」
の
「
時
の
中
点
」
で
も

　
あ
る
。
従
っ
て
「
三
思
」
は
そ
の
途
中
に
あ
っ
て
、
「
移
行
α
σ
臼
σ
q
き
σ
Q
」
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
。
移
行
に
あ
っ
て
は
、
回
思
は
「
表
象
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）
　
　
（
6
0
）

　
る
思
惟
か
ら
有
そ
の
も
の
を
思
索
す
る
」
「
準
備
」
と
な
る
。
準
備
に
あ
る
圓
思
は
「
先
駆
的
に
仮
の
も
の
と
し
て
（
来
た
ら
ん
と
す
る
）

　
性
起
卑
虫
σ
q
駐
を
先
視
し
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
の
よ
う
に
、
性
起
の
場
○
器
。
冨
津
へ
立
寄
る
と
い
う
方
向
を
可
能
に
す
る
指
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

　
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
だ
が
、
こ
こ
で
我
々
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
回
思
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
雨
受
の
間
に
裂
け
目
が
出
来
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
ヘ
ル
ダ
ー

　
リ
ソ
の
回
思
は
本
源
の
「
循
環
」
労
働
に
催
起
さ
れ
た
詩
人
の
詩
作
で
あ
り
、
自
分
が
「
留
ま
れ
る
も
の
」
と
な
る
こ
と
に
よ
り
初
め
て

　
　
　
　
　
（
6
2
）

　
可
能
に
な
る
。
「
留
ま
れ
る
も
の
」
は
友
ら
の
住
む
故
郷
に
向
っ
て
流
れ
行
き
乍
ら
も
、
「
そ
の
場
を
立
去
り
難
し
」
と
し
て
「
留
ま
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

　
こ
と
」
を
示
す
。
詩
人
は
自
ら
を
本
源
と
故
郷
の
中
点
に
あ
っ
て
、
故
郷
の
友
の
た
め
に
本
源
の
「
犠
牲
○
風
⑦
こ
と
な
る
。
そ
し
て

　
　
「
留
ま
れ
る
こ
と
」
は
「
自
性
に
留
ま
れ
る
」
こ
と
と
し
て
、
自
ら
を
覆
蔵
し
退
去
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
詩
人
の
「
留
ま
れ
る
」
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
こ
の
退
去
性
格
を
引
き
継
い
で
い
る
。
更
に
ま
た
、
詩
人
の
本
分
た
る
詩
作
、
す
な
わ
ち
詩
思
は
「
来
た
ら
ん
と
す
る
祝
祭
を
先
思
し
つ

　
　
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
へ

　
つ
既
在
の
祝
祭
に
思
い
を
回
ら
す
」
こ
と
で
あ
る
。
祝
祭
が
催
さ
れ
る
場
と
な
る
「
聖
な
る
も
の
畠
。
。
頃
⑦
誤
σ
q
Φ
し
が
到
来
す
る
時
、
そ
れ

　
は
「
祝
祭
へ
、
祝
祭
か
ら
」
と
い
う
「
循
環
」
、
「
輪
」
と
な
る
。
圓
思
は
「
聖
な
る
も
の
」
の
到
来
に
於
て
、
中
点
、
す
な
わ
ち
人
間
と



1683

神
々
を
隔
て
る
「
境
界
」
で
あ
り
乍
ら
同
時
に
両
者
を
結
び
、
「
婚
礼
の
祝
祭
単
欝
膏
。
・
こ
に
仲
人
と
な
り
、
祝
祭
を
開
く
「
中
心
」
と

し
て
の
場
と
な
る
。
到
る
処
が
中
心
に
し
て
境
界
で
あ
り
得
る
の
は
、
輪
自
体
が
自
ら
を
描
き
続
け
て
輪
と
な
ら
ん
と
す
る
時
、
つ
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

「
輪
が
輪
す
る
仙
興
轟
轟
同
ぎ
び
q
こ
時
で
あ
る
。
だ
が
、
「
聖
な
る
も
の
」
は
未
だ
到
来
し
て
お
ら
ず
、
ま
し
て
、
自
ら
を
開
い
て
い
な
い
。

こ
の
場
合
に
は
、
こ
の
「
輪
」
は
自
ら
を
隠
す
。
詩
人
は
本
源
の
近
さ
に
住
み
つ
つ
、
そ
の
場
を
立
去
り
難
い
。
故
郷
に
帰
っ
て
友
ら
の
間

に
あ
る
の
で
は
な
い
。
詩
人
は
孤
独
に
退
き
帰
り
、
自
ら
の
輪
を
描
く
。
閉
じ
ら
れ
た
輪
の
内
に
詩
人
の
孤
独
の
世
界
が
開
か
れ
て
い
る
。

　
思
索
者
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
も
、
回
思
は
循
環
と
な
る
。
回
思
は
「
大
い
な
る
元
初
を
三
思
し
つ
つ
既
在
の
（
形
而
上
学
を
掴

ん
で
来
た
）
元
初
に
思
い
を
回
ら
す
」
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
元
初
は
そ
の
初
ま
り
か
ら
既
に
終
り
を
掴
ん
で
（
｛
き
び
q
窪
）
我
々
に
打
ち
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

る
仕
方
で
自
ら
を
関
ら
し
め
て
い
る
（
碧
－
σ
q
目
窪
）
。
大
い
な
る
元
初
は
「
性
起
H
退
過
起
国
簿
Φ
蒔
践
局
・
」
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
自
ら
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

覆
蔵
す
る
こ
と
に
於
て
、
自
ら
を
有
の
忘
却
と
し
て
、
告
知
し
て
来
て
い
る
。
思
索
者
の
回
思
も
ま
た
、
「
大
い
な
る
元
初
へ
元
初
か
ら
」

つ
ま
り
「
性
起
へ
退
再
起
か
ら
」
向
う
「
循
環
」
に
他
な
ら
な
い
。
而
も
性
起
は
未
だ
「
性
起
と
し
て
」
自
ら
を
開
け
へ
も
た
ら
し
て
は

い
な
い
。
こ
こ
に
於
て
、
面
起
の
輪
は
隠
さ
れ
閉
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。
輪
す
る
動
性
を
詩
作
か
ら
引
き
継
い
だ
回
思
も
や
は
り
自
ら
の
孤

独
の
世
界
へ
退
か
ざ
る
を
得
な
い
。

　
詩
人
と
思
索
者
は
何
時
、
何
処
で
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
：
は
両
者
の
間
の
「
裂
け
目
」
を
既
に
予
感
し
て
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

次
の
様
に
言
う
。
「
ま
だ
長
い
間
彼
（
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
）
に
つ
い
て
は
沈
黙
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
詩
人
も
思
索
者
も
犠
牲
と
し
て
ま
だ
長
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

間
孤
独
に
耐
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
両
者
の
閾
は
懸
崖
の
峡
谷
に
隔
て
ら
れ
て
い
る
。
「
隣
り
合
っ
た
双
樹
、
彼
等
は
立
て
る
限
り
、
相
知

　
　
　
　
（
6
7
）

る
こ
と
な
し
。
」
と
は
蓋
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
ま
さ
に
『
思
索
の
経
験
よ
り
』
吐
露
さ
れ
た
こ
の
「
隔
て
」
の
自
覚
に
他
な
る
ま
い
。

七
結
語
に
代
え
て

我
々
は
「
建
立
す
る
こ
と
」
或
い
は
「
開
基
す
る
こ
と
」
を
手
掛
り
に
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
の
道
を
（
ま
だ
所
謂
「
ヘ
ル
ダ

　
　
　
「
有
の
問
」
か
ら
「
回
思
」
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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@
i
リ
ソ
研
究
し
の
中
途
に
す
ぎ
な
い
が
）
途
中
ま
で
辿
っ
て
来
た
。
そ
の
道
は
有
の
真
性
生
起
に
参
入
す
る
詩
人
と
思
索
者
と
の
、
境
界

　
　
の
建
立
の
仕
方
の
質
的
相
違
を
、
詩
人
の
「
開
照
す
る
中
点
」
と
思
索
者
の
「
開
か
れ
た
中
点
」
と
し
て
一
し
か
し
、
こ
の
両
中
点
は

　
　
本
来
同
じ
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
両
者
の
位
置
の
相
違
を
明
確
に
す
る
た
め
に
筆
者
が
敢
え
て
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
の
標
語
と
し
た
に
す

　
　
ぎ
な
い
が
一
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
位
置
の
相
違
が
結
局
、
夫
々
が
孤
独
の
世
界
に
退
か
ね
ば
な
ら
ぬ
程
の
深
淵
と
な
っ
て
し
ま
っ
て

　
　
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
深
淵
と
し
て
の
隔
て
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

　
　
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、
隔
て
の
自
覚
こ
そ
有
の
忘
却
の
自
覚
的
遂
行
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
次
の
様
に
説
明
さ
れ
得
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

　
　
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
そ
の
詩
『
回
気
』
に
お
い
て
「
だ
が
三
等
は
何
処
に
、
ベ
ラ
ル
ミ
ン
」
と
問
い
つ
つ
呼
び
掛
け
る
時
、
詩
人
に
こ
の

　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
隔
て
は
自
覚
さ
れ
て
い
る
。
閉
じ
て
し
ま
っ
た
輪
の
中
で
の
孤
独
は
、
祖
国
を
愛
し
、
そ
の
民
の
本
来
の
姿
を
愛
す
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

　
　
と
っ
て
は
耐
え
難
い
程
の
「
痛
み
ω
土
色
Φ
旨
」
で
あ
る
。
痛
み
は
隔
て
ら
れ
た
遠
さ
に
耐
え
つ
つ
、
而
も
同
時
に
友
等
に
呼
び
掛
け
を
贈

　
　
る
こ
と
の
で
き
る
、
友
等
と
の
「
親
密
さ
写
甑
α
Q
幕
同
こ
の
内
に
、
す
な
わ
ち
近
さ
の
内
に
生
じ
て
来
る
。
友
へ
の
悲
痛
な
呼
び
掛
け
は
、

　
　
隔
絶
し
た
完
全
な
孤
独
の
内
で
は
な
さ
れ
得
な
い
、
単
な
る
独
語
と
化
し
て
し
ま
う
。
問
い
掛
け
ら
れ
、
呼
び
掛
け
ら
れ
る
友
と
の
近
さ

　
　
（
そ
れ
は
同
時
に
親
さ
で
も
あ
る
）
に
な
け
れ
ば
、
「
欝
欝
は
何
処
に
」
の
呼
び
掛
け
は
成
立
し
な
い
。
以
上
か
ら
、
「
隔
て
」
と
は
近
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

　
　
に
お
け
る
遠
さ
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
遠
さ
に
し
て
近
さ
こ
そ
、
本
源
た
る
「
同
じ
も
の
密
ω
ω
。
剛
冨
」
か
ら
呼
び
要
め

　
　
訂
碧
。
げ
曾
ら
れ
、
応
答
し
①
9
ω
窟
9
げ
窪
つ
つ
、
思
索
と
詩
作
が
「
互
い
に
対
し
向
い
合
い
O
①
σ
q
⑦
㌣
①
ぼ
窪
腎
7
警
2
」
、
両
者
が
呼
び
掛

　
　
　
　
　
、
　
　
　
（
7
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

　
　
け
合
う
場
と
な
る
。
こ
の
揚
は
「
詩
作
と
思
索
と
の
間
の
近
隣
集
。
Z
9
。
9
訂
謎
。
冨
浄
N
鼠
m
。
げ
窪
U
一
。
ぽ
窪
鷺
山
U
⑦
鼻
魯
」
と
名
付
け
ら

　
　
れ
て
い
る
。
こ
の
近
隣
に
於
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
未
来
の
詩
人
に
向
っ
て
「
並
等
よ
」
と
呼
び
か
け
、
共
に
「
留
ま
れ
る
を
建
立
す
る

　
　
こ
と
」
へ
と
誘
い
、
そ
し
て
思
索
老
に
向
っ
て
は
開
基
す
る
こ
と
に
よ
り
本
源
の
遊
働
に
参
入
す
る
こ
と
を
待
ち
望
む
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
近
隣
に
於
て
は
同
時
に
、
呼
び
掛
け
ら
れ
た
者
が
呼
ぶ
者
と
も
な
っ
て
い
る
。
思
索
者
も
、
詩
人
も
、
閉
じ
ら
れ
た
孤
独
の



　
　
輪
と
な
っ
て
も
、
近
隣
に
存
す
る
が
故
に
、
互
い
は
互
い
を
呼
び
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
動
的
境
界
と
し
て
の
中
点
は
詩
作

　
　
と
思
索
を
切
り
一
結
ぶ
、
両
者
の
「
間
N
三
ω
。
ゲ
窪
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
同
じ
も
の
」
の
遊
働
が
透
製
し
て
来
る
揚
に
思
索
と
詩
作

　
　
が
互
い
に
参
入
し
、
互
い
が
親
密
さ
の
内
に
あ
り
乍
ら
（
q
暮
Φ
7
）
、
而
も
同
時
に
こ
の
「
同
じ
も
の
」
か
ら
、
そ
し
て
又
互
い
へ
と
分
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

　
　
隔
て
（
ω
o
窪
。
畠
）
ら
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
思
索
と
詩
作
は
「
区
i
別
d
簿
①
7
ω
。
ぽ
＆
」
と
い
う
連
関
の
内
に
存
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
す
な
わ
ち
、
「
詩
作
と
思
索
の
聞
」
が
す
で
に
争
い
で
あ
り
、
「
原
争
い
」
が
近
隣
に
透
戸
し
て
来
て
い
る
こ
と
を
以
上
の
事
は
示
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

　
　
る
。
こ
の
区
－
別
、
そ
れ
故
に
中
点
こ
そ
、
詩
作
さ
る
置
き
こ
と
、
そ
し
て
「
思
索
さ
る
可
き
こ
と
留
。
。
N
午
U
①
爵
窪
号
」
で
あ
る
。
と

　
　
こ
ろ
が
、
従
来
の
形
而
上
学
に
穿
て
は
こ
の
区
一
別
を
区
－
別
と
し
て
思
索
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
同
じ
も
の
」
一
そ
れ

　
　
は
有
と
言
っ
て
も
よ
い
の
だ
が
一
が
、
そ
し
て
又
、
区
i
別
が
自
ら
を
覆
蔵
し
隠
蔽
す
る
仕
方
で
の
み
、
自
ら
を
示
し
て
来
て
い
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

　
　
ら
に
他
な
ら
な
い
。
自
ら
を
「
覆
蔵
す
る
こ
と
く
臼
げ
9
σ
q
8
σ
Q
」
は
息
§
で
あ
り
、
こ
れ
は
忘
却
く
Φ
茜
Φ
ω
。
。
窪
冨
津
を
意
味
す
る
。
区
i

　
　
別
の
忘
却
、
従
っ
て
区
一
別
を
区
一
別
た
ら
し
め
る
「
同
じ
も
の
」
の
、
す
な
わ
ち
有
の
そ
の
忘
却
の
只
中
に
あ
っ
て
、
区
一
別
を
思
索

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
さ
れ
る
早
き
こ
と
と
し
て
思
索
す
る
こ
と
は
、
区
一
別
を
、
つ
ま
り
「
隔
て
」
を
自
覚
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
前
述
の
中
点
の
建

　
　
立
・
開
基
が
こ
の
思
索
そ
の
も
の
（
即
ち
回
思
）
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
隔
て
の
自
覚
こ
そ
原
争
い
に
思
起
さ
れ
て
詩
作
と
対
決
し
つ
つ
思

　
　
減
す
る
こ
と
自
身
の
内
に
争
い
を
働
か
し
め
る
自
覚
的
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
隔
て
を
自
覚
的
に
引
き
受
け
、
隔
て
に
耐
え
抜
く
こ
と
こ

　
　
そ
、
区
一
別
の
忘
却
、
従
っ
て
有
の
忘
却
す
ら
も
忘
却
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
形
而
上
学
を
有
の
忘
却
の
自
覚
へ
と
も
た
ら
し
、
形
而
上

　
　
学
を
耐
え
抜
く
こ
と
象
①
＜
2
註
露
寒
σ
Q
傷
費
途
・
審
切
ξ
ω
涛
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
形
而
上
学
の
耐
え
抜
き
は
有
の
忘
却
の
耐
え
抜
き
で

　
　
　
（
7
5
）

　
　
あ
る
。
」

　
　
　
形
而
上
学
を
あ
え
て
耐
え
抜
く
時
、
思
索
者
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
有
の
歴
史
ω
・
圃
房
α
q
。
ω
。
露
。
窪
Φ
」
の
只
中
に
立
つ
自
ら
を
勢
い
出
す
。

　
　
何
故
な
ら
ば
、
形
而
上
学
が
有
を
思
索
す
る
こ
と
で
あ
り
、
有
が
自
ら
を
「
歴
運
。
①
白
。
。
ぼ
。
瞠
」
と
し
て
「
送
り
6
。
。
凱
興
窪
」
つ
づ
け
て

85

@
来
る
こ
と
が
「
歴
史
O
①
。
。
。
窪
。
ゲ
3
」
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
形
而
上
学
は
、
有
の
歴
史
に
於
て
の
み
有
を
思
索
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で

16　
　
　
　
　
　
「
有
の
問
」
か
ら
「
回
思
」
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



　
　
　
　
　
　
折
5
字
研
究
　
　
翰
弟
五
百
五
十
一
聞
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

8616

@
あ
る
。
有
の
歴
史
に
あ
っ
て
、
思
索
者
の
使
命
は
、
有
が
忘
却
さ
れ
続
け
て
来
た
形
而
上
学
を
耐
え
抜
き
つ
つ
、
有
そ
れ
自
身
の
到
来
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

　
　
待
望
し
て
、
有
そ
れ
自
身
を
思
索
す
る
思
索
を
準
備
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
こ
こ
に
於
て
、
我
々
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
の
二
重
構
造
に
直
面
す
る
。
す
な
わ
ち
、
留
手
と
し
て
の
思
索
は
有
の
忘
却
と
し
て
の

　
　
形
而
上
学
の
只
中
に
立
ち
な
が
ら
も
、
先
思
し
つ
つ
後
思
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
圓
思
は
有
の
忘
却
の
自
覚
を
引
き
受
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
へ

　
　
る
こ
と
に
よ
り
、
有
の
「
原
争
い
し
と
い
う
遊
働
を
前
以
っ
て
経
験
す
る
こ
と
を
（
詩
作
の
手
引
に
よ
っ
て
）
為
し
得
て
い
る
。
こ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

　
先
駆
暖
く
。
目
界
面
α
q
思
索
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
形
而
上
学
の
完
成
と
い
う
有
の
歴
史
の
只
中
に
あ
る
思
索
に
と
っ
て
は
、
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

　
　
来
の
形
而
上
学
的
思
索
の
仕
方
、
つ
ま
り
「
表
象
的
思
惟
」
か
ら
免
れ
え
な
い
。
こ
の
表
象
的
思
惟
に
と
っ
て
は
先
駆
的
思
索
は
遂
行
不

　
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
『
有
と
時
』
以
来
孕
ま
れ
て
い
た
問
題
性
が
再
び
噴
出
す
る
。
「
前
有
論
的
理
解
」
と
い
う
「
有
理
解
」
が
如

　
何
に
し
て
可
能
か
、
そ
れ
は
、
単
な
る
所
与
と
し
て
片
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
ま
た
前
有
論
的
理
解
は
、
こ

　
れ
を
実
存
論
的
に
理
解
す
る
と
こ
ろ
の
理
解
と
如
何
な
る
連
関
の
内
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
先
の
二
つ
の
思
索
の
間
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

　
係
を
「
ヤ
ヌ
ス
神
の
頭
」
と
言
い
表
わ
し
て
も
、
両
者
の
連
関
の
必
然
性
は
（
「
時
」
の
脱
自
的
統
一
構
造
に
よ
る
だ
け
な
ら
ば
）
予
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
》
ぎ
毒
σ
Q
に
も
た
ら
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
事
実
的
連
関
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
二
つ

　
の
思
索
の
「
問
」
が
「
隔
て
」
と
な
っ
て
随
所
に
顔
を
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

　
　
こ
の
隔
て
を
隔
て
の
ま
ま
に
架
橋
し
て
し
ま
う
行
為
は
、
恐
ら
く
「
断
念
」
で
あ
る
「
感
謝
」
に
よ
っ
て
遂
行
可
能
に
な
る
と
ハ
イ
デ

　
　
ッ
ガ
ー
は
考
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
小
論
の
冒
頭
に
掲
げ
た
詩
は
、
以
上
の
推
測
を
確
か
な
も
の
に
し
て
い
る
様
に
思
え
る
。
し
か

　
し
、
こ
の
点
に
関
す
る
考
察
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。
　
（
一
九
八
四
年
＋
ゴ
月
五
日
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）



1687

註（
1
）
O
餌
（
腿
O
o
ω
p
。
ヨ
欝
岳
σ
q
鋤
び
Φ
）
じ
d
価
．
お
”
ω
．
さ
。
島
■
（
以
下
b
d
侮
・
と
の
み
表
記
。
）

（
2
）
　
国
α
嵐
（
末
尾
の
註
㈲
に
置
い
た
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
～
の
著
作
の
略
号
は
出
●
閃
魚
。
犀
《
ぎ
島
①
呂
N
三
島
虫
島
①
σ
q
σ
q
①
諺
肋
Φ
『
償
β
山
N
①
搾
．
》
お
①
c
。
．
ψ

　
目
×
の
略
号
表
に
よ
る
。
但
し
、
こ
の
表
に
な
い
も
の
は
適
宜
説
明
を
施
し
つ
つ
略
し
た
。
）
じ
d
F
器
を
も
参
照
。

A　r“X　A　rcN　A　rX　AA　rHN　AAAAAAAA19　18　17　16　・15　14　，13　12　11　10　9　8　7　6　5　4　3
V　VI　V　V　V　LI　V　V　V　VI　LI　V　V　LI　LY　LI　V

周
知
の
通
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
自
分
の
思
索
を
q
再
臼
ミ
①
σ
q
ω
と
性
格
づ
け
て
い
る
。

GQ

高
m
u
資

切
9
P
ψ
這
b
⊃
（
≦
一
竃
》
ω
’
↑
り
）
．

ゆ
F
O
・
ω
．
旨
込
σ
（
≦
一
竃
）
陰

p
。
・
騨
ρ

じ
噂
坤
ζ
噂
ω
・
同
S

国
一
ζ
”
ω
．
Q
σ
ρ

じu

q
P
ψ
に
似
（
≦
一
蜜
）
・

H
U
矯
ψ
畠
塗

例
え
ば
「
有
る
も
の
全
体
」
の
有
は
現
有
の
根
本
可
能
性
全
体
と
同
じ
で
あ
る
と
す
る
（
ぐ
く
一
撃
り
o
o
6
樋
㊤
）
立
場
が
そ
の
証
と
な
ろ
う
。

し
d
儀
．
山
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For　he　says　that　the　disinterested　standpoint　is　achieved　through　“that

reason，　which　is　able　to　oppose　our　passion，　and　which　we　have　found

to　be　nothing　but　a　general　calm　determination　of　the　passions　fouRded

qn　some　distant　view　or　reflection”．　Some　question，　however，　arises　out

of　this　explanation，　on　account　of　the　following　points．　（1）　A　calm

passion，　can　sometimes　become　a　violent　one．　（2）　ReasQn　is　qpt　to　be

confused　wlth　“improper”　reason．

　　On　the　whole，　it　seems　that　Hurne’s　solution　of　the　problems　discussed

in　this　paper　is　far　from　clear．

Von　der　．Seinsfrage“　Zum　”Andenken“

　　　　Eine　Betrachtung　Uber　den　Zusammenhang

von　”Denken“　und

Heidegger

．Dichten“　bei　Martin

von　Hisao　Matsumaru

Assistent　am　lnstitut

fUr　Religionswissenschaft

an　der　Universit5t　Kyoto

　　In　diesem　Aufsatz　geht　es　um　die　Beziehung　von　．Denken“　und

．Dichten“　innerhalb　Heideggers　Deutungen　von　der　Dichtung　H61derlins．

Der　Autor　dieses　Aufsatzes　glaubt　in　einem　Gedicht，　das　Heidegger　im

Jahre　1975　ftir　Erhart　Kastner　schrieb，　einen　Anhaltspunkt　fUr　die

Erlauterung　dieser　Beziehung　zu　finden．　Das　Gedicht　lautet：

　　　　　　　Stift．ender　als　Dichten，

　　　　　　　　　grUndender　auch　als　Denken，

　　　　　　　　　　　bleibet　der　Dank，

　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　i　　i　　i　　－　　i　　一　　一　　一　　一　　一　　i　　一　　一　　一　　t　　i　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一

4



Indem　nun　der　Autor　dieses　Aufsatzes　Dichten　als”Stif亡en‘‘und　Denken

als，，Gr｛inden‘‘faBt，　versucht　er　so　einen　Le呈tfaden　fUr　die　Behandlung

der　Problematik　zu丘nden，　warum　He圭degger　von　einem”metaphys三sch“

fragenden　Denken，　das　s呈ch　auf　die”Seinsfrage“richtet，　zu　einem

Denken　als〃Andenken‘‘廿bergeht．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　
　　In　dieser　Arbe圭t　wird　dieser　Ubergang　zunachst　als　ein　ProzeB

gesehen，　in　dem圭m　Angesicht　des”Nichtens　des　N圭chtsζ‘der　Boden

費berhaupt，　auf　dem　das　mensch難che　Dasein　nach　dem　Sein　fragen

k6nnte，　ins　Schwanken　kolnmt．　Hier　verliert　der　nach　dem　Sein

Fragende　den”seiendhaften“Boden　unter　de無F銭Ben　und　muB　schlieB一

玉ich　de11”Sprullg　in　den　Abgrund‘‘wagen．　Diese　Erfahrung　fordert

den　fragenden　Denker　auf，　diesen　Abgrund　zu　se呈ner　eigenen　Basis　zu

Inachen，　Wenn　nun”Gr銭nden“als　Denken　me玉nt，　daB　das　Dasein　eine

denkerische　Basis　f廿r　d三e　Se三nsfrage　zu　schaffen　sucht，　und　wenn

，，St圭ften‘‘als　Dichten　bedeutet，　daB　der　Dichter　eine，，Ortschaft‘‘beleu．

chtet，圭n　der　der　Mensch”eigens　wohnen“k6nnte，　so　folgt　daraus，　daB

das”Gr銭nden“auf　dem　dem”Anfang“naheren，，Stiften“bauen　muB．

So　kommt　Heidegger　als　Denker　zur　Auseinandersetzung　mit　H61derlins

Dichtung，

　　In　einer　solchen　Konfrontation　mit　der　Dichtung　wol｝te　sich　H：eidegger

vom”metaphys三sch“vorste正1ende豆De且ken　befreien　und　sich，，das　andere

Denken“erwerben．　Das　Letztere　kommt　bei　H61der正三n　in　der　Form　von

”Andenken“zum　Ausdruck，　So　muS　s圭ch　der　Denker　nach　dem

Vor．bild　der　Dichtung，，das　andere　Denken“als，，Andenken“erwerben．

Jedoch　m廿ssen　sich　der　Denker　und　der　Dichter　auf　ihrem　Weg　zur

Wahrhe三t　des　Se三ns　trennen，　weil　das　grU簸dende　Denken　und　das

stiftende　Dichten　einen　Weg　zur　zu－stiftenden　und　zu－grUndenden

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5



．Mitte　des　Seins“　in　entgegengesetzter　Richtung　gehen．　ln　dieser

Verschiedenheit　der　Wege　liegt　der　Unterschied　von　Denken　und

Dichten．

Aber　ip　seinen　sp5．teren　Werken　versucht　’Heidegger，　das　．Danken“．

als　die　gemeinsame　Basis　von　Denken　und　Dichten　zu　erhellen．　Dies

geht　aber　Uber　den　Rahmen　dieses　Aufsatzes　hinaus．

　　　Wo；d，　Meaning　and・Object

　　　　　　　Piato’s　Philosophy　of　Language　in　the　Cratbllzts

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bbl　Masashi　Nakahata，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Graduate　Student　in　History

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Ancient　Philosophy，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Faculty　of　Letters，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　The　Cratylzts　is　the　only　dialogue　in　which　Plato　thematically　elabo－

rates　his　view　on　names　（6vopcrTa，　which　include　not　only　proper

names，　but　also　other　kinds　of　word　such　as　general　names，　adjectives，

and　verbs）．　ln　recent　years　several　Plato　scholars　have　put　forward　an

interpretation　that　in　this　dialogue　Plato　treats　names　as　・disguised

descriptive　predicates　and　that　he　is　committed　to　the　view，　whlch　I

call　the　‘description　theory　of　reference’，　that　names　refer　through　their

descriptive　contents．　ln　this　paper　i　challenge　this　interpretation　and

try　to　show　that　Plato’s　own　theory　of　reference　is　something　quite

different　from　the　description　theory　as　characterized　above．

　　Two　theories　of　names　are　taken　up　and　examined　in　the　Cratylus

that　of　Hermogenes　and　that　of　Cratylus．　Hermogenes’　view，　which　is
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