
事
物
の
類
似
た
る
イ
デ
ア

　
ー
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
イ
デ
ア
論
に
お
け
る
問
題
一

長
　
倉
　
久
　
子

　
　
　
西
欧
思
想
史
に
と
っ
て
、
十
三
世
紀
は
一
つ
の
過
渡
期
で
あ
り
転
換
期
で
あ
っ
た
。
社
会
生
活
に
お
い
て
は
都
市
の
文
化
の
興
隆
を
見
、

　
　
思
想
界
に
お
い
て
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
全
体
系
が
イ
ス
ラ
ム
・
ス
ペ
イ
ン
を
継
由
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
か
く
て
伝
統
的
生
活

　
　
様
式
や
思
想
の
枠
組
が
大
い
に
揺
す
ぶ
ら
れ
、
様
々
な
波
紋
が
惹
き
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
従
来
の
（
ネ
オ
）
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム

　
　
に
養
わ
れ
た
人
聞
観
・
世
界
観
、
ひ
い
て
は
神
観
を
動
揺
さ
せ
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
新
た
な
読
み
直
し
を
迫
っ
た
。
か
翻
る
思
想
的
状
況

　
　
の
下
に
、
パ
リ
大
学
で
ト
マ
ス
と
同
僚
で
あ
っ
た
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
無
関
心
で
は
お
れ
な
か
っ
た
。
彼
は
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
期
の
著
作
『
命
題
集
註
解
』
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
哲
学
者
の
う
ち
で
最
も
高
く
評
価
し
、
彼
の
哲
学
を
自
己
の
教
説
に
援
用
し

　
　
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
と
し
て
の
彼
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
最
高
に
評
価
し
、
そ
の
伝
統
に
忠
実
に
志
ま
ろ

　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
う
と
し
て
い
た
。
か
く
し
て
、
新
た
に
導
入
さ
れ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
と
、
以
前
よ
り
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
主
流
と
な
っ
て

　
　
い
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
神
学
を
基
礎
づ
け
て
い
る
（
ネ
ォ
）
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
の
狭
間
で
彼
は
苦
闘
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
彼

　
　
の
思
想
は
、
分
析
の
鋭
さ
・
明
晰
さ
に
も
拘
ら
ず
金
言
と
し
て
難
解
で
あ
り
、
し
ぼ
し
ば
一
所
を
循
環
し
、
迷
路
に
迷
い
こ
み
、
出
口
を

　
　
探
し
て
苦
慮
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
読
者
に
与
え
る
。
そ
し
て
読
者
は
、
い
わ
ば
糎
れ
た
飴
玉
を
解
こ
う
と
し
て
思
索
の
糸
を
辿
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
行
く
と
、
時
に
は
論
理
の
破
綻
に
さ
え
も
出
会
う
の
で
あ
る
。
か
蹴
る
破
綻
は
、
彼
の
哲
学
的
背
景
と
神
学
的
要
請
と
の
間
に
あ
る
矛
盾

蹴
に
起
因
す
る
。
そ
れ
ゆ
条
ナ
ヴ
ェ
ン
，
ウ
，
フ
は
、
覆
の
著
作
『
へ
。
サ
エ
メ
ロ
事
解
』
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
，
テ
。
ス
を
キ
リ
ス

ー　
　
　
　
　
　
事
物
の
類
似
た
る
イ
デ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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@
ト
教
的
人
間
観
・
世
界
観
（
・
神
町
）
を
危
険
に
陥
れ
る
も
の
と
し
て
弾
劾
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
諸
々
の
誤
謬
の
生
じ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
た
っ
た
源
泉
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
イ
デ
ア
の
否
定
で
あ
る
と
彼
は
言
う
。
実
際
、
「
範
型
主
義
」
（
①
葛
讐
℃
算
冨
ヨ
）
と
い
う
言
葉

　
　
に
よ
っ
て
一
般
に
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
体
系
は
、
イ
デ
ア
論
を
中
核
と
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
を
「
存
在
の
原
因
・
認
識
の
根
拠
・
生
活
の
秩
序
」
（
8
口
鶏
⑦
ω
ω
魯
象
・
旨
江
。
ヨ
8
一
語
窪
岳
、
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
o
a
o
く
そ
窪
象
）
と
簡
潔
に
纏
め
、
こ
れ
を
自
ら
の
思
想
の
支
え
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
に
と
っ
て
も
イ
デ
ア
論

　
　
は
、
存
在
論
・
認
識
論
・
倫
理
学
を
貫
く
哲
学
的
神
学
的
原
理
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
本
稿
に
於
て
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
の
イ
デ
ア
論
が
如

　
　
何
な
る
も
の
か
を
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
自
身
に
よ
っ
て
考
察
し
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
問
題
を
探
究
し
て
み
た
い
。
因
み
に
ボ
ナ
ヴ
ェ

　
　
ン
ト
ゥ
ラ
の
著
作
中
、
イ
デ
ア
論
そ
の
も
の
を
組
織
的
に
論
述
し
て
い
る
の
は
僅
か
に
『
命
題
集
註
解
』
（
一
二
五
〇
～
一
二
五
六
年
執

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
筆
）
の
第
一
巻
第
三
五
区
分
と
『
討
論
問
題
集
ー
キ
リ
ス
ト
の
知
に
つ
い
て
』
（
一
二
五
三
年
執
筆
、
全
七
問
題
）
の
み
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
二
著
作
に
よ
っ
て
彼
の
イ
デ
ア
論
を
検
討
し
て
み
る
と
、
二
つ
の
問
題
が
浮
彫
に
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
筆
老
は
気
づ

　
　
く
。
実
に
、
こ
の
二
つ
の
問
題
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
自
身
に
既
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ

　
　
の
イ
デ
ア
論
を
検
討
す
る
に
先
立
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
に
起
因
す
る
二
つ
の
問
題
に
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い

イ
デ
ア
論
に
お
け
る
二
つ
の
問
題

　
プ
ラ
ト
ン
は
、
多
く
の
行
為
や
事
物
に
或
い
は
ま
た
事
物
間
に
現
わ
れ
る
共
通
し
た
様
相
（
例
え
ば
、
敬
』
度
・
勇
気
・
節
制
・
正
義
な

ど
の
徳
や
、
美
・
善
な
ど
の
価
値
や
、
人
間
・
火
・
水
な
ど
の
自
然
物
や
、
熱
・
冷
・
乾
・
湿
な
ど
の
自
然
物
の
も
つ
諸
性
質
、
ま
た
類
似

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
不
類
似
・
大
と
小
・
父
と
子
・
主
人
と
召
使
な
ど
の
関
係
的
な
る
も
の
等
々
）
を
イ
デ
ア
と
呼
び
、
多
な
る
事
物
（
上
述
の
如
き
広
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
）
の
上
に
立
て
ら
れ
る
一
な
る
イ
デ
ア
は
、
多
な
る
事
物
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
と
考
え
た
。
ま
た
、
互
い
に
異
る
多
く
の
イ
デ
ア
に

共
通
す
る
様
相
を
、
多
な
る
イ
デ
ア
の
上
に
あ
る
一
な
る
イ
デ
ア
と
し
、
更
に
多
な
る
イ
デ
ア
の
上
に
立
て
ら
れ
た
一
な
る
イ
デ
ア
の
全



　
　
体
を
統
一
す
る
も
う
一
段
上
の
一
な
る
イ
デ
ア
を
措
定
し
た
。
こ
う
し
て
、
互
い
に
空
然
と
区
別
さ
れ
る
多
な
る
イ
デ
ア
が
、
三
二
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
つ
つ
、
よ
り
上
位
の
一
な
る
イ
デ
ア
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
成
し
て
い
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
『
国
家
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
に
お
い
て
プ
ラ
ト
ン
は
〈
善
の
イ
デ
ア
〉
（
静
さ
。
禽
ミ
＆
叩
隷
黛
）
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
善
の
イ
デ
ア
は
イ
デ
ア
で
は
あ
る
が
、
諸
々

　
　
の
イ
デ
ア
と
同
じ
意
味
で
イ
デ
ア
な
の
で
は
な
い
。
善
の
イ
デ
ア
は
、
諸
々
の
イ
デ
ア
の
彼
方
に
あ
る
（
0
鵠
0
融
O
“
℃
霞
　
↓
も
り
　
O
o
q
へ
黛
の
）
究
極

　
　
的
実
在
で
あ
る
。
こ
の
実
在
は
、
諸
々
の
イ
デ
ア
に
実
在
性
を
与
え
、
も
っ
て
イ
デ
ア
を
真
実
在
と
し
て
存
立
せ
し
め
る
実
在
性
の
源
泉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
で
あ
り
、
諸
々
の
イ
デ
ア
の
実
在
性
と
は
異
る
次
元
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
同
じ
名
で
呼
ば
れ
る
多
く
の
事
物
と
、
そ
れ
ら
多
く
の
事
物
の
上
に
立
て
ら
れ
る
独
立
の
一
な
る
イ
デ
ア
・
エ
イ
ド
ス
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
の
関
係
を
如
何
に
理
解
す
る
か
は
、
イ
デ
ア
論
に
お
け
る
困
難
な
問
題
の
主
た
る
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
多
く
の
事
物

　
　
か
ら
独
立
し
て
存
在
す
る
イ
デ
ア
を
原
型
（
恥
部
も
寝
0
0
馬
N
染
飛
）
と
し
、
多
く
の
事
物
を
こ
の
原
型
に
似
せ
ら
れ
た
類
似
物
（
9
。
§
ミ
ミ
）
と

　
　
し
て
、
永
遠
不
変
の
イ
デ
ア
と
、
こ
の
イ
デ
ア
を
模
倣
す
る
時
間
的
に
現
象
す
る
多
な
る
事
物
と
い
う
存
在
論
的
に
次
元
を
異
に
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
（
8
e
“
馬
り
）
二
つ
の
存
在
の
関
係
と
し
て
理
解
し
た
が
、
こ
の
二
つ
の
存
在
の
関
係
に
は
、
多
く
の
ア
ポ
リ
ア
が
含
ま
れ
て
い
た
。

　
　
　
し
か
し
、
多
く
の
ア
ポ
リ
ア
に
も
拘
ら
ず
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
事
物
か
ら
独
立
に
存
在
し
多
く
の
事
物
の
上
に
措
定
さ
れ
る
一
な
る
形
相

　
　
と
し
て
の
イ
デ
ア
を
最
終
的
に
捨
て
去
っ
て
は
い
な
い
。
「
自
然
の
う
ち
に
、
い
わ
ば
原
型
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
不
動
の
在
り
方
を
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
て
い
る
諸
々
の
イ
デ
ア
」
と
「
諸
々
の
イ
デ
ア
に
似
た
在
り
方
を
し
、
そ
れ
ら
の
類
似
と
し
て
あ
る
多
く
の
事
物
」
と
の
関
係
は
、
原
像

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
（
隷
響
動
・
㍍
ミ
）
と
似
像
（
・
騨
含
）
の
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
こ
の
両
者
の
関
係
を
存
在
論
的
に
説
明
す
る
た
め
に
、
『
テ
ィ
マ
イ
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
ス
臨
に
お
け
る
万
有
の
造
り
主
で
あ
り
父
で
あ
る
善
き
神
デ
ー
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
に
よ
る
宇
宙
構
築
の
、
・
・
ユ
ー
ト
ス
が
産
み
出
さ
れ
る
の
で
あ

　
　
る
。

　
　
　
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
、
こ
の
感
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
世
界
は
生
成
流
転
の
現
象
界
で
あ
る
。
絶
え
ず
動
き
移
り
行
く
影
像
の
如
き

　
　
　
　
　
（
2
0
）

53

@
こ
の
自
然
界
に
関
し
て
知
識
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
過
ぎ
行
く
自
然
の
中
に
あ
っ
て
過
ぎ
行
く
こ
と
な
く
止
ま
っ
て
い
る
常
に
自
己
同

18　
　
　
　
　
　
事
物
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イ
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ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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七
六

一
的
な
る
も
の
・
原
型
と
し
て
の
イ
デ
ア
が
不
可
欠
の
要
素
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
現
象
界
の
事
物
と
イ
デ
ア
と
の
存
在
論
的
関
係
を
説

明
す
る
た
め
に
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
デ
！
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
が
、
自
身
善
な
る
が
ゆ
え
に
、
常
に
同
一
に
止
ま
り
常
に
在
る
と
こ
ろ
の
永
遠
の
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

性
的
原
理
た
る
諸
々
の
イ
デ
ア
を
手
本
と
し
て
、
そ
れ
に
似
せ
て
、
必
然
（
琶
奪
毒
）
た
る
質
料
原
理
・
素
材
（
艶
“
）
を
用
い
て
、
こ

の
宇
宙
を
構
築
し
た
と
い
う
ミ
ュ
ー
ト
ス
を
案
出
し
た
。
こ
こ
で
デ
ー
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
は
、
理
性
の
対
象
と
な
る
不
変
恒
常
の
イ
デ
ア
の
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

本
性
を
具
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
超
越
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
無
相
で
無
秩
序
に
動
き
回
る
質
料
原
理
に
、
イ
デ
ア
を
範
型

と
し
て
形
相
を
与
え
秩
序
を
与
え
て
生
成
し
現
象
す
る
自
然
界
を
製
作
す
る
デ
ー
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
は
、
善
き
神
で
あ
り
、
こ
の
神
の
善
意
こ

（
2
3
）

そ
が
、
こ
の
宇
宙
が
存
在
す
る
真
の
原
因
で
あ
る
。
こ
の
擬
人
神
に
よ
る
世
界
講
築
の
ミ
ュ
…
ト
ス
は
、
『
パ
イ
ド
ソ
』
に
お
け
る
自
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

探
究
に
関
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
述
懐
や
、
『
国
家
』
に
お
け
る
学
ぶ
べ
き
最
大
の
も
の
と
し
て
の
善
の
イ
デ
ア
や
、
『
法
律
』
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

「
現
代
の
知
者
た
ち
」
の
自
然
観
に
対
す
る
批
判
な
ど
に
照
ら
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
生
成
流
転
す
る
自
然
の
究
極
的
で
真
の
原
因

は
善
に
し
て
理
性
的
な
る
何
も
の
か
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
二
つ
の
問
題
が
生
じ
る
。
一
つ
は
イ
デ
ア
と
現
象
す
る
事
物
と
の
関
係
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
多
な
る
諸
々
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

イ
デ
ア
と
こ
れ
ら
を
超
越
す
る
善
の
イ
デ
ア
や
デ
ー
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
と
の
関
係
で
あ
る
。
第
一
に
関
し
て
プ
ラ
ト
ン
は
、
現
象
す
る
事
物

（
あ
る
い
は
事
物
以
前
の
素
材
）
が
範
型
な
る
イ
デ
ア
を
分
有
（
需
註
8
遷
）
し
た
り
分
取
（
喬
ミ
討
暮
登
・
ミ
）
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

て
イ
デ
ア
の
類
似
物
と
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
か
x
る
説
明
に
も
な
お
問
題
が
含
ま
れ
て
い
た
。
第
二
の
問
題
、
つ
ま
り
イ
デ
ア

の
所
在
と
善
の
イ
デ
ア
や
デ
ー
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
と
の
関
係
の
問
題
に
対
し
て
も
、
プ
ラ
ト
ン
は
明
確
な
説
明
を
し
て
い
な
い
。
か
く
し
て
、

プ
ラ
ト
ン
を
継
承
す
る
哲
学
老
た
ち
や
、
彼
の
イ
デ
ア
論
を
変
容
し
つ
つ
自
己
の
神
学
体
系
に
有
効
な
原
理
と
し
て
採
り
入
れ
た
ユ
ダ

ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
者
た
ち
の
思
索
を
、
そ
れ
ら
は
促
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
イ
デ
ア
論
が
ユ
ダ
ヤ
教
神
学
や
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
採
用
さ
れ
た
の
は
、
就
中
デ
ー
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
に
よ
る
世
界
構
築
の
ミ

ュ
ー
ト
ス
が
、
唯
一
神
に
よ
る
世
界
創
造
を
哲
学
的
に
説
明
す
る
た
め
に
極
め
て
有
効
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
デ
ー
ミ



ウ
ル
ゴ
ス
が
世
界
製
作
に
あ
た
っ
て
現
象
す
る
事
物
の
範
型
と
し
た
諸
イ
デ
ア
が
、
も
し
デ
ー
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
と
と
も
に
、
デ
ー
ミ
ウ
ル
ゴ

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ス
の
外
に
永
遠
に
存
在
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
唯
一
の
絶
対
者
な
る
神
の
創
造
と
は
相
容
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
レ
ク
サ

ン
ド
リ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
人
フ
ィ
ロ
ン
は
、
神
は
こ
の
可
視
的
物
体
的
世
界
の
創
造
に
先
立
っ
て
、
そ
の
モ
デ
ル
と
な
る
べ
き
叡
智
的
世
界

（
伽
悪
q
馨
り
℃
§
＆
り
）
を
造
っ
た
と
し
た
。
そ
し
て
彼
は
、
イ
デ
ア
を
神
的
ロ
ゴ
ス
（
窃
簿
嚇
。
り
ま
這
り
）
と
呼
び
、
既
に
創
造
行
為
に
携
わ

っ
て
い
る
神
の
ロ
ゴ
ス
（
諫
＆
ま
妊
り
ぷ
＆
さ
q
ミ
き
“
9
℃
）
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
フ
ィ
ロ
ン
の
ロ
ゴ
ス
が
何
で
あ
る
か
は
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

瞭
で
な
く
、
様
々
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。

　
イ
デ
ア
の
在
り
診
た
る
叡
智
的
世
界
を
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
神
の
精
神
で
あ
る
と
す
る
。
唯
一
絶
対
の
神
の
他
に
は
何
も
の
も
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

在
し
え
な
い
。
神
は
創
造
に
際
し
て
自
ら
の
精
神
の
う
ち
に
在
る
理
念
・
イ
デ
ア
を
モ
デ
ル
と
す
る
の
で
あ
る
。
後
に
ス
コ
ラ
学
者
た
ち

は
、
神
を
万
有
の
作
出
因
・
範
型
因
・
目
的
因
と
し
て
理
解
し
、
イ
デ
ア
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
倣
っ
て
神
の
精
神
の
う
ち
な
る
も
の

で
あ
り
、
事
物
の
範
型
因
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
範
型
因
を
如
何
に
理
解
す
る
か
は
、
ま
た
一
つ
の
問
題
で
あ
っ
た
。

　
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
に
お
い
て
見
ら
れ
た
先
述
の
二
つ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
ω
イ
デ
ア
と
事
物
と
の
関
係
と
②
多
な
る
イ
デ
ア
と
そ

れ
ら
を
超
越
す
る
一
な
る
究
極
的
イ
デ
ア
と
の
関
係
の
問
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教
イ
デ
ア
論
に
お
い
て
も
問
題
と
し
て
残
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
神
の
精
神
に
お
け
る
イ
デ
ア
を
如
何
に
理
解
す
る
か
に
よ
っ
て
、
様
々
の
解
決
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ

れ
ら
二
つ
の
問
題
点
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
の
イ
デ
ア
論
を
考
察
し
た
い
と
思
う
。

二
事
物
の
類
似
た
る
イ
デ
ア

　
　
　
イ
デ
ア
論
に
内
在
す
る
多
く
の
問
題
点
を
自
覚
し
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
プ
ラ
ト
ン
が
最
終
的
に
イ
デ
ア
説
に
固
執
し
そ
れ
を
堅
持
し

　
　
た
の
は
、
こ
の
自
然
界
が
最
終
的
に
は
物
質
的
な
原
理
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
無
秩
序
で
流
動
的
な
物
質
に
秩
序
を
与
え

55

@
止
ま
る
形
相
を
与
え
る
何
か
理
性
的
な
る
原
理
こ
そ
、
こ
の
自
然
界
を
支
・
兄
存
在
せ
し
め
て
い
る
の
だ
と
い
う
確
信
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

18　
　
　
　
　
　
事
物
の
類
似
た
る
イ
デ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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八

へ
3
1
）

る
。
更
に
、
こ
の
自
然
界
に
秩
序
や
理
法
を
与
え
て
い
る
究
極
的
原
因
は
、
何
ら
か
の
善
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
善
な
る
何
も
の
か

に
よ
っ
て
存
在
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
の
世
界
は
善
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
か
淘
る
世
界
の
把
握
は
、
唯
…
の
創

造
神
が
創
造
し
た
世
界
を
考
え
る
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
好
都
合
で
あ
り
、
イ
デ
ア
論
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
有
力
な
説
明
原
理
と
な
っ

た
。
か
く
て
、
諸
イ
デ
ア
も
善
の
イ
デ
ア
も
同
じ
一
つ
の
神
の
二
つ
の
側
面
と
し
て
理
解
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
イ
デ
ア
は

神
の
精
神
に
お
け
る
被
造
物
に
関
す
る
知
で
あ
り
、
善
の
イ
デ
ア
は
神
の
善
き
意
志
で
あ
り
、
と
も
に
神
ぞ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
解
釈
は
｝
見
イ
デ
ア
論
に
含
ま
れ
る
問
題
の
全
き
解
決
を
も
た
ら
す
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
果
し
て
神

の
知
性
の
う
ち
に
イ
デ
ア
を
措
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
更
に
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
神
の
知
性
の
う
ち
に
イ
デ
ア
を
措
定
す
る
こ
と
は
決
し
て
自
明
の
事
柄
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
、
『
命
題
集

註
解
』
第
三
五
区
分
「
イ
デ
ア
に
つ
い
て
」
を
、
「
神
の
う
ち
に
諸
々
の
イ
デ
ア
を
措
定
す
べ
き
で
あ
る
か
」
の
問
で
始
め
て
い
る
。
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

に
よ
れ
ぽ
、
イ
デ
ア
の
措
定
を
肯
定
す
る
老
と
否
定
す
る
者
と
、
意
見
は
二
つ
に
分
れ
て
い
た
。
イ
デ
ア
措
定
論
者
た
ち
の
典
拠
（
欝
？

8
葺
霧
）
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
で
あ
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
先
述
の
よ
う
に
諸
々
の
イ
デ
ア
が
神
の
知
性
の
う
ち
に
永
遠
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

し
て
不
変
の
形
相
と
し
て
存
在
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
権
威
に
加
え
、
こ
の
第
一
問
で
は
更
に
、
イ

デ
ア
措
定
論
証
た
ち
に
よ
っ
て
当
時
…
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
理
論
的
根
拠
（
『
助
貯
O
窃
①
o
り
）
が
三
つ
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
ω
理
性
的
に
働
く
能
動
者
は
、
偶
然
に
従
っ
て
働
く
の
で
は
な
く
、
ま
た
必
然
に
従
っ
て
で
も
な
く
、
む
し
ろ
事
物
を
、
事
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

の
存
在
に
先
立
っ
て
予
め
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
事
物
を
認
識
す
る
者
は
す
べ
て
、
認
識
さ
れ
た
事
物
を
真
理
に
従
っ
て
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

有
し
て
い
る
か
或
い
は
類
似
（
ω
一
H
P
殿
一
け
信
q
O
）
に
従
っ
て
所
有
し
て
い
る
か
ど
ち
ら
か
で
あ
る
が
、
事
物
が
存
在
す
る
以
前
に
は
、
そ
の
事

物
は
、
神
に
よ
っ
て
真
理
に
従
っ
て
（
o
n
O
O
仁
P
傷
信
望
　
ぐ
①
同
旧
辞
P
け
㊦
ヨ
）
所
有
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
類
似
に
従
っ
て
（
。
・
・
£
守

9
ヨ
ω
ぎ
讐
欝
口
器
ヨ
）
所
有
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
事
物
が
そ
れ
を
通
し
て
（
℃
臼
ρ
華
厳
）
認
識
さ
れ
産
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
事
物
の
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

似
は
、
イ
デ
ア
に
他
な
ら
な
い
。
②
認
識
さ
る
べ
き
他
者
へ
明
確
な
仕
方
で
導
く
も
の
は
す
べ
て
、
自
ら
の
も
と
に
認
識
さ
れ
た
事
物
の



　
　
類
似
を
所
有
し
て
い
る
か
、
或
い
は
自
ら
が
そ
の
事
物
の
類
似
で
あ
る
か
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
永
遠
の
鏡
は
、
そ
れ
を
見
る
者
の
精
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
　
を
一
切
の
被
造
的
事
物
の
認
識
に
導
く
。
そ
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
言
う
よ
う
に
、
彼
ら
は
万
物
を
他
処
よ
り
も
そ
こ
で
こ
そ
よ

　
　
り
正
し
く
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
永
遠
の
鏡
の
う
ち
に
は
諸
々
の
類
似
が
在
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
永
遠
の
鏡
の
う
ち

　
　
に
在
る
の
は
認
識
者
の
う
ち
に
在
る
如
く
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
単
に
他
者
に
対
し
て
表
象
す
る
の
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
　
自
ら
に
対
し
て
表
象
す
る
の
だ
か
ら
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
正
に
イ
デ
ア
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
（
仲
O
丹
P
　
　
門
⇔
酔
一
〇
　
　
一
（
一
①
曽
①
）
で
あ
る
。
③
諸
事

　
　
物
は
神
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
ゆ
え
、
諸
事
物
は
、
神
を
作
出
者
（
⑦
津
。
δ
霧
）
と
し
て
そ
の
う
ち
に
在
る
。
そ
し
て
神
は
最
高
度
に
真

　
　
な
る
仕
方
で
作
出
者
で
あ
る
。
同
様
に
、
諸
事
物
は
神
に
よ
っ
て
終
極
（
目
的
）
に
も
た
ら
さ
れ
る
（
穿
貯
簿
霞
）
。
そ
れ
ゆ
え
神
は
最

　
　
高
度
に
真
な
る
仕
方
で
終
極
（
h
戴
ω
）
で
あ
る
。
従
っ
て
、
同
様
の
理
由
で
、
諸
事
物
は
神
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
表
出
さ
れ
る
の
で
あ
る

　
　
か
ら
、
自
己
自
身
を
通
し
て
神
は
最
高
度
に
聖
な
る
仕
方
で
範
型
（
①
×
①
ヨ
℃
奪
）
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
範
型
と
は
、
そ
の
う
ち
に
範
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
　
に
模
し
た
諸
事
物
の
イ
デ
ア
（
「
①
摸
ヨ
①
三
士
。
聾
効
要
旨
哉
①
器
）
が
在
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
、
云
々
。

　
　
　
以
上
の
イ
デ
ア
措
定
論
者
た
ち
の
理
論
的
論
拠
の
第
一
は
、
神
の
創
造
行
為
に
対
す
る
認
識
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
神
の
知
性
の
う
ち
に
被
造
物
に
関
す
る
イ
デ
ア
を
措
定
す
る
主
た
る
理
由
は
、
こ
の
世
界
が
無
数
の
ア
ト
ム
の
偶
然
的
な
出
会
い
に
よ
っ

　
　
て
生
じ
た
と
か
、
機
械
的
必
然
的
動
力
因
に
よ
っ
て
混
沌
か
ら
分
化
し
て
成
立
し
た
と
か
、
究
極
的
一
な
る
実
在
か
ら
必
然
的
に
流
出
し

　
　
た
と
か
、
盲
目
的
非
合
理
的
な
産
出
力
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
た
と
か
い
う
の
で
は
な
く
、
ペ
ル
ソ
ナ
雷
神
に
よ
る
世
界
創
造
は
、
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
を
伴
っ
た
産
出
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
は
個
々
の
被
造
物
を
知
っ
て
い
て
産
出
す
る
の
で
あ
る
。
第
二
の
論
拠
も

　
　
ま
た
認
識
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
天
使
の
認
識
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に

　
　
　
　
（
4
0
）

　
　
よ
れ
ば
、
天
使
た
ち
は
、
被
造
の
事
物
を
事
物
自
身
に
お
い
て
認
識
す
る
よ
り
も
、
事
物
が
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
際
の
神
の
知
性
に
お

　
　
け
る
事
物
の
類
似
に
お
い
て
（
こ
の
論
拠
に
お
い
て
は
「
永
遠
の
鏡
」
と
い
う
比
喩
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
た
）
よ
り
明
瞭
に
認
識
す
る
。

57

@
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
、
あ
る
図
形
を
認
識
す
る
場
合
、
砂
上
に
描
か
れ
た
図
形
に
よ
っ
て
認
識
す
る
よ
り
も
精
神
の
う
ち
に
理
解
さ
れ
た

18　
　
　
　
　
　
事
物
の
類
似
た
る
イ
デ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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図
形
に
よ
っ
て
認
識
す
る
方
が
よ
り
明
確
で
あ
る
の
に
比
せ
ら
れ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
、
一
過
性
の
感
覚
知
覚
に

対
し
て
知
性
認
識
の
確
実
性
を
保
証
す
る
た
め
に
イ
デ
ア
が
措
定
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
天
使
の
認
識
を
保
証
す
る
た
め
に
イ
デ
ア

が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
第
三
の
論
拠
は
、
存
在
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
は
万
有
の
作
出
因
で

あ
り
範
型
因
で
あ
り
目
的
因
で
あ
る
こ
と
に
根
拠
を
お
く
も
の
で
あ
り
、
範
型
因
は
、
範
型
に
模
し
た
も
の
（
。
巻
ヨ
覧
餌
ε
ヨ
）
を
認
識
し

表
出
し
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
範
型
に
模
し
た
も
の
の
認
識
さ
れ
表
出
さ
れ
た
在
り
方
こ
そ
イ
デ
ア
に
他
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
以
上
の
イ
デ
ア
措
定
論
者
た
ち
の
論
拠
に
対
し
て
は
、
当
然
い
く
つ
か
の
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
先
ず
人
間
知
性
を
超
絶

す
る
神
の
知
性
の
在
り
方
を
考
え
る
な
ら
ぽ
、
果
し
て
神
は
、
我
々
が
個
々
の
事
物
を
そ
の
類
似
を
通
し
て
知
る
よ
う
な
仕
方
で
知
る
の

だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
に
内
包
さ
れ
て
い
た
二
つ
の
問
題
の
う
ち
の
第
…
の
も
の
、
つ
ま
り

イ
デ
ア
と
イ
デ
ア
の
類
似
物
（
現
象
的
事
物
）
と
の
類
似
関
係
の
問
題
を
解
決
せ
ず
し
て
、
神
の
う
ち
に
イ
デ
ア
を
措
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
か
二
る
点
を
考
慮
し
て
、
イ
デ
ア
否
定
論
者
た
ち
は
様
々
の
反
対
論
拠
を
挙
げ
て
い
る
。

ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
『
命
題
集
註
解
』
に
お
い
て
四
つ
の
異
論
を
、
ま
た
『
キ
リ
ス
ト
の
知
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
一
三
の
異
論
を
列

挙
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
分
類
す
れ
ぽ
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
神
の
原
骨
性
の
特
質
に
よ
る
も
の
、

つ
ま
り
神
の
原
因
性
は
全
て
に
及
ぶ
ゆ
え
、
わ
ざ
わ
ざ
個
々
の
事
物
の
認
識
を
説
明
す
る
た
め
に
イ
デ
ア
を
考
え
る
必
要
は
な
い
と
い
う

主
張
で
あ
り
、
第
二
は
神
と
被
造
物
と
の
間
に
類
似
関
係
を
措
定
す
る
こ
と
の
不
適
切
さ
に
よ
る
主
張
で
あ
り
、
第
三
は
、
第
一
と
関
連

す
る
が
、
神
的
認
識
が
人
間
の
認
識
に
遙
か
に
勝
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
主
張
で
あ
る
。
以
下
に
二
著
作
の
異
論
と
主
文
と
異

論
解
答
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
が
如
何
に
こ
れ
ら
の
困
難
な
問
題
を
克
服
し
つ
つ
、
神
の
う
ち
に
イ
デ
ア
が

存
在
す
る
と
主
張
し
て
い
る
か
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
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三
　
原
因
に
よ
る
認
識
と
イ
デ
ア
に
よ
る
認
識

　
万
有
の
原
因
で
あ
る
神
は
、
一
を
知
っ
て
十
を
知
る
ど
こ
ろ
か
、
一
を
知
っ
て
全
て
を
知
る
の
で
あ
り
、
一
つ
一
つ
別
々
に
知
を
立
て

る
必
要
は
な
い
、
と
第
一
の
イ
デ
ア
否
定
論
老
た
ち
は
考
え
る
。
彼
ら
が
依
拠
す
る
の
は
偽
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
・
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ー
ス

で
あ
る
。
偽
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
は
言
う
。
「
神
的
知
性
が
認
識
す
る
の
は
、
自
己
自
身
か
ら
自
己
自
身
に
よ
っ
て
認
識
す
る
の
で
あ
り
、

イ
デ
ア
に
従
っ
て
個
々
の
事
物
に
自
ら
を
差
し
向
け
て
認
識
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
卓
越
せ
る
一
な
る
原
因
に
従
っ
て
万
物
を
知
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
彼
ら
は
結
論
す
る
。

包
含
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
そ
れ
ゆ
え
神
は
個
々
の
事
物
を
イ
デ
ア
に
よ
っ
て
認
識
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

更
に
偽
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
に
依
拠
し
て
、
次
の
よ
う
な
類
比
に
よ
っ
て
彼
ら
は
説
明
を
試
み
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
も
し
点
が
自
ら

の
力
を
認
識
す
る
と
し
た
ら
、
線
と
円
周
と
を
認
識
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
一
が
認
識
能
力
を
有
し
て
い
て
そ
の
能
力
を
用
い
て
自
ら

を
顧
み
る
と
し
た
ら
、
全
て
の
数
を
認
識
す
る
で
あ
ろ
う
。
神
に
あ
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
在
り
方
を
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
神
は
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

物
を
産
み
出
す
力
を
有
し
、
ま
た
自
ら
の
全
能
力
を
識
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
万
物
を
識
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

　
こ
れ
に
対
し
て
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
「
第
一
に
、
神
は
始
源
（
上
例
で
は
点
と
一
－
筆
者
）
か
ら
出
発
し

て
始
源
に
由
来
す
る
も
の
（
上
例
で
は
線
、
円
周
、
数
－
筆
者
）
へ
と
い
う
比
論
（
8
辞
ま
）
に
よ
る
仕
方
で
認
識
す
る
の
で
は
な
く
、
単

純
な
一
瞥
（
ω
ぎ
覧
固
事
究
。
宮
。
。
）
に
よ
っ
て
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
認
識
者
は
全
て
認
識
者
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
認
識
さ
れ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

る
も
の
（
8
鴨
9
9
竃
。
）
に
類
似
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
認
識
者
は
認
識
さ
れ
う
る
も
の
の
類
似
を
有
す
る
か
、
或
い
は
認
識
者
自
身
が
類
似

で
あ
る
か
、
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
第
三
に
、
認
識
者
が
個
々
の
事
物
を
判
明
に
区
別
し
て
産
出
す
る
の
は
、
判
明
に
区
別
し
て
認
識
し
て

い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
の
逆
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
産
出
の
原
理
（
鼻
δ
箕
。
曾
8
⇒
＆
は
認
識
の
原
理
（
円
幾
。
8
ゆ
q
き
の
8
民
帥
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

と
区
溺
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
第
四
に
、
神
は
自
ら
に
由
来
し
な
い
何
ら
か
の
も
の
（
罪
や
悪
一
筆
者
）
を
も
認
識
し
て
い
る
。
」

　
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
の
反
論
の
要
点
は
、
神
の
被
造
物
に
関
す
る
知
は
、
現
実
に
神
が
創
造
し
た
事
物
の
み
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
、

　
　
　
　
事
物
の
類
似
た
る
イ
デ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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罪
や
悪
な
ど
の
神
に
責
任
の
な
い
も
の
に
も
及
ん
で
い
る
ゆ
え
、
神
の
産
出
力
即
認
識
力
で
は
な
い
こ
と
、
こ
の
被
造
界
に
見
ら
れ
る
個
々

の
事
物
は
互
い
に
判
然
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
区
別
の
原
因
で
あ
る
も
の
が
何
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
単
な
る
産

出
力
で
は
な
く
、
区
別
す
る
認
識
力
を
伴
っ
た
産
出
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
認
識
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
認
識
者

が
認
識
さ
れ
う
る
も
の
（
対
象
の
形
栢
）
の
類
似
を
自
己
の
う
ち
に
所
有
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
が
、
神
に
あ
っ
て
は
こ
の
類
似
は
比
論

に
よ
っ
て
推
論
的
に
得
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
単
純
な
認
識
行
為
の
う
ち
に
も
と
も
と
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
神
の
単
純
な
認

識
行
為
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
互
い
に
区
別
さ
れ
た
被
造
物
の
類
似
こ
そ
イ
デ
ア
に
他
な
ら
な
い
、
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
は
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

か
く
し
て
彼
は
、
「
イ
デ
ア
と
言
わ
れ
る
の
は
、
認
識
さ
れ
た
事
物
の
類
似
で
あ
る
（
匡
①
p
凸
。
ぎ
『
。
。
冒
養
鼠
。
a
8
α
q
臨
馨
）
」
と
言
う

の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
イ
デ
ア
を
類
似
と
し
て
理
解
し
た
場
合
、
プ
ラ
ト
ン
自
身
自
覚
し
て
い
た
困
難
な
問
題
と
岡
様
の
も
の
が
、
イ
デ
ア
を
神

の
思
惟
内
容
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
イ
デ
ア
論
に
お
い
て
も
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
類
似
と
い
う
概
念
に
は
相
互
関
係
、
A
が
B
に
似

て
い
れ
ば
B
は
A
に
似
て
い
る
と
い
う
関
係
が
含
ま
れ
て
い
る
。
従
っ
て
類
似
に
は
合
致
（
O
O
コ
く
①
づ
一
①
づ
蔦
9
）
と
い
う
性
格
（
目
巴
。
）
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
雀
）

あ
る
。
し
か
し
、
神
と
被
造
物
と
の
間
に
は
最
大
限
の
距
離
が
あ
る
ゆ
え
、
両
者
の
間
に
は
い
か
な
る
舎
致
点
も
な
い
か
、
あ
る
と
し
て

も
最
少
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
の
う
ち
に
は
イ
デ
ア
は
存
在
し
な
い
か
、
存
在
す
る
と
し
て
も
不
完
全
さ
を
伴
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

神
に
は
い
か
な
る
不
完
全
性
を
も
措
定
で
ぎ
な
い
ゆ
え
、
神
の
う
ち
に
イ
デ
ア
は
措
定
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
れ
は
当
然
の
疑
問
で
あ
っ
た
。
岡
じ
こ
と
は
、
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
被
造
物
と
創
造
主
で
あ
る
神
と
の
類
似
関
係
、
す
な
わ
ち
、

被
造
物
の
う
ち
に
は
何
ら
か
の
神
の
類
似
が
見
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
被
造
物
に
お
け
る
神
の
類
似
の
問
題
に
お
い
て
も
現
わ
れ

（
5
0
）

た
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
は
、
被
造
物
に
お
け
る
神
の
類
似
の
問
題
の
場
舎
と
同
様
、
こ
こ
で
も
類
似
の
分
類
に
よ
っ
て
問
題
の
解
決
を

図
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
先
ず
彼
は
類
似
を
一
一
つ
に
分
類
す
る
。
第
一
は
、
二
つ
の
も
の
が
選
る
第
三
の
も
の
に
お
い
て
合
致
す
る
場
舎
で
あ
る
。
例
え
ば
、
或
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る
卵
と
或
る
卵
が
卵
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
量
る
人
間
と
顧
る
人
間
が
人
間
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
合
致
す
る
と
か
、
馬
と
人
間
が
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
合
致
す
る
と
か
、
ま
た
白
い
卵
と
白
い
紙
と
が
白
さ
と
い
う
点
で
合
致
す
る
と
い
う
場
合
で
、
二
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

も
の
に
は
同
等
の
資
格
で
同
一
の
語
が
述
語
づ
け
ら
れ
る
ゆ
え
、
一
義
的
類
似
（
臨
ヨ
聾
け
巳
。
億
塞
ぐ
。
＄
二
〇
昌
『
）
と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

つ
の
も
の
が
同
一
の
も
の
を
分
有
す
る
こ
と
か
ら
類
似
が
生
じ
る
ゆ
え
、
分
有
の
類
似
（
ω
ぎ
一
澤
巳
。
冒
誌
早
落
け
δ
駐
）
と
も
呼
ば
れ
る
。

こ
の
意
味
で
は
神
と
被
造
物
と
の
間
の
類
似
は
あ
り
え
な
い
。

　
第
二
の
類
似
は
、
一
方
が
他
方
の
類
似
で
あ
る
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
両
者
が
何
か
共
通
す
る
も
の
に
お
い
て
合
致
す
る

と
い
う
意
味
で
の
類
似
は
な
い
。
両
者
に
共
通
す
る
第
三
の
も
の
は
存
在
せ
ず
、
類
似
の
原
因
は
一
方
の
み
に
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

肖
像
が
モ
デ
ル
に
似
て
い
る
の
は
、
肖
像
と
モ
デ
ル
と
を
類
似
し
た
も
の
と
す
る
何
か
第
三
の
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
モ
デ
ル
自
身

が
肖
像
の
類
似
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
こ
そ
、
被
造
物
は
神
に
似
て
い
る
と
言
わ
れ
、
ま
た
逆
に
神
は
被
造
物
に
似
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
被
造
物
か
ら
神
へ
の
方
向
の
類
似
関
係
を
模
倣
に
よ
る
類
似
（
ω
陣
巨
露
a
。
戦
書
串

自
凶
ω
）
と
呼
び
、
先
の
疑
問
に
答
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
有
限
者
が
無
限
老
を
模
倣
す
る
こ
と
は
僅
か
で
あ
る
か
ら
、
模
倣
の
類
似
は

僅
か
で
あ
っ
て
、
常
に
類
似
よ
り
も
非
類
似
の
方
が
よ
り
大
で
あ
る
。
他
方
、
神
か
ら
被
造
物
へ
の
方
向
の
類
似
は
表
出
の
類
似
（
ω
冒
∵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

痒
巳
。
o
昌
お
。
。
も
・
δ
巳
。
。
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
類
似
は
最
大
で
あ
る
、
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
言
う
。

　
で
は
表
出
の
類
似
と
は
如
何
な
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
を
考
察
す
る
前
に
、
第
三
の
グ
ル
ー
プ
の
反
論
と
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
解
答
を
見
て
お
こ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
た
と
え
神
と
被
造
物
と
の
間
の
類
似
関
係
が
、
類
似
概
念
の
分
類
に
よ
っ
て
誤
解
の
な
い
も
の
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
ま
だ
次
の
反

論
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
事
物
の
本
質
を
通
し
て
個
々
．
の
事
物
を
認
識
す
る
方
が
、
事
物
の
類
似
を
通
し
て
認
識

す
る
よ
り
も
よ
り
高
貴
な
仕
方
の
認
識
で
あ
り
、
神
に
は
よ
り
相
応
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
反
論
で
あ
る
。

事
物
の
類
似
た
る
イ
デ
ア

八
三
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四

　
　
　
　
　
　
四
　
本
質
に
よ
る
認
識
と
類
似
に
よ
る
認
識

　
類
似
に
よ
る
認
識
よ
り
も
本
質
に
よ
る
認
識
め
方
が
神
に
は
よ
り
相
応
し
い
、
何
故
わ
ざ
わ
ざ
事
物
の
類
似
と
し
て
の
イ
デ
ア
が
神
の

認
識
行
為
に
不
可
欠
の
要
素
と
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
反
論
は
当
時
か
な
り
流
布
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
『
命
題
集
註
解
』
で
は

第
三
の
異
論
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
『
キ
リ
ス
ト
の
知
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
は
第
二
間
全
体
を
こ
れ
に
当
て
、
「
神
の
う
ち
に
イ

デ
ア
は
措
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
」
と
問
う
代
り
に
、
「
神
が
諸
々
の
事
物
を
認
識
す
る
の
は
、
事
物
の
類
似
を
通
し
て
で
あ
る
か
、

そ
れ
と
も
事
物
の
本
質
を
通
し
て
で
あ
る
か
」
と
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
類
似
の
意
味
の
問
題
に
関
わ

る
五
つ
の
異
論
（
第
二
～
六
）
を
列
挙
し
た
後
、
続
い
て
神
の
認
識
行
為
の
特
異
性
に
根
拠
を
置
く
七
つ
の
異
論
（
第
七
～
十
三
）
を
列

挙
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
も
し
我
々
の
知
性
が
完
全
に
現
実
態
に
あ
っ
た
な
ら
ば
、
認
識
の
た
め
に
類
似
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
る
に
神
的
知
性
は
全
ぎ
現
実
態
の
う
ち
に
あ
る
か
ら
、
そ
し
て
全
て
の
認
識
さ
れ
う
る
も
の
（
8
σ
q
召
。
・
9
甑
①
）
に
関
し
て
光
（
ぼ
囲
）

　
　
　
　
（
5
7
）

で
あ
る
か
ら
、
神
の
認
識
行
為
に
類
似
と
い
う
原
理
（
糞
M
。
）
は
必
要
と
さ
れ
な
い
（
第
七
異
論
）
。
ま
た
、
類
似
は
他
の
も
の
に
、
す
な

わ
ち
類
似
の
も
と
で
あ
る
も
の
に
、
導
く
原
理
（
H
⇔
梓
一
〇
　
α
置
O
け
陣
く
餌
）
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
他
の
も
の
に
導
く
と
い
う
こ
と
は
、
推
論

（
自
Φ
O
口
障
り
陰
鑑
石
。
）
と
比
論
（
8
ま
言
）
が
あ
る
場
舎
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
蕊
る
認
識
の
在
り
方
は
神
の
認
識
に
は
適
さ
な
い
ゆ
え
、
類
似
と

い
う
認
識
の
原
理
は
神
に
は
あ
り
え
な
い
（
第
八
異
論
）
。
更
に
、
真
理
が
認
識
の
原
理
で
あ
る
か
ら
、
最
も
強
力
な
認
識
の
う
ち
に
は
、

最
も
強
力
に
真
理
の
意
味
（
一
壷
。
民
。
〈
鼠
轟
け
ε
が
保
持
さ
れ
る
。
し
か
る
に
、
真
理
は
事
物
の
類
似
に
お
け
る
よ
り
も
事
物
そ
れ
自
身
に

お
い
て
よ
り
多
く
保
持
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
も
し
神
的
認
識
が
最
も
高
貴
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
神
は
事
物
を
類
似
に
よ
っ
て
認
識
す
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

は
な
く
、
む
し
ろ
本
質
に
よ
っ
て
認
識
す
る
の
で
あ
る
（
第
九
異
論
）
。
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
霊
魂
論
』
第
三
巻
に
お
い
て

「
質
料
か
ら
分
離
し
た
実
体
に
お
い
て
は
、
知
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
（
ρ
き
侮
葺
・
簑
σ
q
一
望
円
）
と
知
解
が
そ
れ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
こ

ろ
の
も
の
（
諏
¢
O
）
と
は
同
じ
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
神
は
完
全
に
質
料
か
ら
分
離
し
て
い
る
ゆ
え
、
神
が
認
識
す
る
と
こ
ろ
の
も



　
　
の
（
盤
a
）
と
そ
れ
に
よ
っ
て
認
識
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
（
自
。
）
と
は
同
一
で
あ
る
。
し
か
る
に
神
は
外
的
事
物
を
認
識
す
る
。
そ
れ
ゆ

　
　
え
神
は
事
物
を
そ
の
本
質
に
よ
っ
て
（
℃
興
ω
奏
ω
。
の
ω
魯
薮
ω
）
認
識
す
る
の
で
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
類
似
に
よ
っ
て
で
は
な
い
（
第
十
異

　
　
論
）
。
更
に
認
識
者
と
認
識
さ
れ
う
る
も
の
と
の
直
接
的
で
不
可
分
の
接
合
（
8
巳
§
鼠
。
）
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
類
似
は
必
要
で
は
な

　
　
い
。
し
か
る
に
神
は
、
い
か
な
る
被
造
物
に
対
し
て
も
、
そ
の
最
も
内
奥
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
被
造
物
を
認
識
す
る
た
め
に
何

　
　
ら
か
の
類
似
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
な
い
（
第
十
一
異
論
）
。
ま
た
、
本
質
に
よ
る
認
識
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
第
三
天
に
向
う
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

　
　
識
様
式
で
あ
る
と
し
て
い
る
か
ら
、
類
似
に
よ
る
認
識
よ
り
も
よ
り
高
次
の
認
識
で
あ
り
、
神
に
よ
り
相
応
し
い
（
第
十
三
異
論
）
。
更

　
　
に
、
認
識
が
高
貴
で
あ
れ
ぽ
あ
る
ほ
ど
、
認
識
者
の
認
識
さ
れ
う
る
も
の
へ
の
営
舎
と
一
致
は
そ
れ
だ
け
一
層
直
接
的
で
あ
る
。
し
か
る

　
　
に
神
的
認
識
は
凡
ゆ
る
意
味
で
の
高
貴
さ
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
最
も
単
簡
な
一
致
を
も
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
接
合
と
一
致
が
よ

　
　
り
直
接
的
で
あ
る
の
は
、
認
識
者
が
認
識
さ
れ
う
る
も
の
（
8
ひ
q
8
ω
。
量
一
①
）
に
、
そ
の
類
似
と
い
う
限
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
本
質

　
　
と
い
う
限
り
で
一
致
す
る
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
上
の
異
論
と
同
様
の
結
論
と
な
る
（
第
十
三
異
論
）
。

　
　
　
以
上
の
異
論
は
ど
れ
も
も
っ
と
も
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
は
伝
統
的
に
権
威
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
二
人
の
神
学

　
　
者
を
引
き
合
い
に
出
し
て
反
論
し
、
続
い
て
自
ら
の
理
論
的
根
拠
づ
け
を
行
っ
て
い
る
。
彼
が
引
用
す
る
第
一
の
権
威
は
、
先
に
イ
デ
ア

　
　
否
定
論
者
た
ち
が
論
拠
と
し
た
同
じ
偽
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
『
神
名
論
』
で
あ
る
。
偽
デ
ィ
工
臨
ェ
シ
オ
ス
は
雷
う
、
「
諸
々
の
範
型
と

　
　
我
々
が
言
う
の
は
、
諸
存
在
者
の
、
神
の
う
ち
に
存
在
す
る
実
体
化
さ
れ
て
個
捌
的
に
先
在
す
る
理
拠
（
門
m
什
円
O
口
O
m
）
－
神
学
は
こ
れ
ら

　
　
を
前
規
定
（
や
罠
巴
。
訟
5
三
8
の
。
。
）
と
呼
ん
で
い
る
一
と
、
諸
々
の
存
在
者
を
決
定
し
作
り
出
す
神
の
諸
々
の
善
き
意
志
（
凄
く
ヨ
器
碑

　
　
ぴ
。
冨
Φ
〈
。
ぼ
盛
宴
①
ω
①
甑
曾
Φ
ご
け
貯
ヨ
儀
§
§
ぎ
蝕
く
器
Φ
幹
①
｛
h
。
9
ぞ
器
）
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
従
っ
て
超
実
体
的
な
存
在
（
乙
・
巷
・
話
扇
げ
ω
け
§
鼠
黒
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

　
　
Φ
臥
ω
8
慧
⇔
）
は
万
物
を
前
も
っ
て
決
定
し
産
出
し
た
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
続
い
て
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
が
引
用
す
る
権
威
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
』
一
巻
六
章
九
節
と
『
神
の
国
』
一
一
巻
一
〇
章

63

@
で
あ
る
。
こ
こ
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
の
用
語
を
用
い
て
、
創
造
主
な
る
神
の
う
ち
に
被
造
物
の
一
切
の
世
心
が
存
在
し
て

18　
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@
い
る
と
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
被
造
界
に
あ
る
可
変
的
で
無
常
の
、
可
視
的
で
動
的
な
、
非
理
性
的
な
る
も
の
を
も
含
む
一
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

　
　
の
も
の
の
、
不
変
恒
常
・
不
可
視
・
不
動
の
可
知
的
な
永
遠
の
理
拠
（
門
鋤
幹
　
O
郎
O
ω
　
ω
Φ
b
P
唱
回
汁
⑦
H
昌
鋤
Φ
）
が
存
在
し
て
い
る
と
言
う
。
そ
し
て
、

　
　
こ
れ
ら
の
理
拠
に
よ
っ
て
神
は
一
章
の
事
物
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
の
創
造
行
為
は
知
を
伴
っ
て
お
り
、
知
ら
ず
し
て
何

　
　
か
を
造
る
と
い
う
こ
と
は
神
に
は
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
で
は
、
神
の
創
造
行
為
に
お
け
る
被
造
物
に
関
す
る
知
で
あ
る
と
こ
ろ
の
永
遠
的
理
拠
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
「
そ
れ
は
、
被
造

　
　
物
の
真
の
本
質
と
か
何
性
で
は
な
い
」
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
言
う
。
「
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
創
造
主
自
身
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

　
　
る
。
と
こ
ろ
で
、
被
造
物
と
創
造
主
は
必
然
的
に
異
る
本
質
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
範
型
と
し
て
の
形
相
（
｛
。
§
器
⑦
蓉
愛
唱
運
①
。
。
）

　
　
が
存
在
す
る
こ
と
、
従
っ
て
事
物
自
身
の
表
象
的
類
似
（
。
。
巨
岸
民
ヨ
・
の
門
6
＄
。
。
。
Φ
郎
3
野
器
）
が
存
在
す
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
か
く
し

　
　
て
認
識
的
諸
原
理
（
韓
δ
器
の
8
σ
Q
呂
ω
8
旨
錘
）
は
存
在
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
認
識
は
、
認
識
で
あ
る
こ
と
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
識
す

　
　
る
者
と
認
識
さ
れ
う
る
も
の
と
の
間
の
類
同
化
（
器
。
。
一
日
出
鋤
岳
。
）
と
表
出
（
賃
質
。
駐
。
）
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
ゆ
え
教
父
た

　
　
ち
の
言
う
と
こ
ろ
と
理
論
的
根
拠
の
示
す
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
神
は
事
物
を
そ
れ
ら
の
類
似
を
通
し
て
認
識
す
る
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
（
6
2
）

　
　
な
い
。
」

　
　
　
こ
こ
で
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
が
本
質
を
通
し
て
の
認
識
を
斥
け
て
類
似
に
よ
る
認
識
を
主
張
す
る
第
一
の
理
由
は
、
神
と
被
造
物
の
間

　
　
に
は
本
質
上
の
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二
の
理
由
は
、
認
識
が
認
識
主
体
の
対
象
へ
の
類
同
化
と
対
象
の
編
出
に
お
い
て

　
　
成
立
つ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
第
一
の
根
拠
が
よ
り
根
源
的
で
あ
る
こ
と
は
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
、
単
に
「
そ
れ
ゆ
え
事

　
　
物
の
類
似
が
必
要
で
あ
る
」
（
象
凱
8
『
①
達
識
u
・
ぎ
嵩
ぎ
防
ぎ
①
。
晦
ま
8
ω
襲
鍵
隔
§
㍉
或
い
は
g
凱
8
器
8
の
。
り
①
。
誇
①
ω
器
§
億
欝
ω
幽
舅
津
民
ぎ
Φ
の
）

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

　
　
と
い
う
代
り
に
、
「
そ
れ
ゆ
え
範
型
と
し
て
の
形
相
が
存
在
す
る
こ
と
…
…
は
必
然
で
あ
る
」
（
。
江
α
8
謹
§
鷺
§
り
盤
。
傷
鱗
執
ミ
♂
§
器

　
　
①
蓉
B
冨
8
。
。
…
…
）
と
接
続
法
を
用
い
て
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
の
本
質
と
被
造
物
の
本
質
と
の
問

　
　
の
根
源
的
乖
離
の
ゆ
え
に
、
両
者
を
直
接
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
い
わ
ば
両
老
を
錯
ぶ
媒
介
項
と
し
て
類
似
と
い
う
概
念
を
考



　
　
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
類
似
が
神
の
外
に
存
在
す
る
と
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
神
の
本
質
に
他
な
ら

　
　
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
質
に
よ
る
認
識
の
直
接
性
と
高
貴
さ
に
根
拠
を
措
い
て
類
似
に
よ
る
認
識
を
斥
け
る
第
十
一
・
十
二

　
　
・
十
三
異
論
に
対
し
て
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。

　
　
　
先
ず
第
十
一
異
論
に
対
し
て
。
認
識
す
る
者
と
認
識
さ
れ
う
る
も
の
の
一
致
（
自
一
。
）
に
は
二
つ
あ
り
う
る
。
一
つ
は
存
在
と
保
存
と

　
　
原
因
の
観
点
か
ら
す
る
も
の
、
他
は
認
識
の
観
点
か
ら
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
原
因
の
観
点
か
ら
直
接
的
な
接
合
（
8
鉱
巨
9
ε

　
　
が
あ
る
の
は
、
原
因
が
結
果
を
産
出
し
原
因
し
保
持
す
る
時
で
あ
り
、
他
方
、
認
識
の
観
点
か
ら
直
接
的
な
接
合
が
あ
る
の
は
、
認
識
す

　
　
る
者
（
8
σ
q
ε
。
・
。
窪
。
・
）
が
認
識
さ
れ
う
る
も
の
（
8
α
Q
⇒
。
ω
島
霞
Φ
）
を
認
識
す
る
場
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
認
識
す
る
者
の
本
質
を
通
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

　
　
て
行
わ
れ
る
場
合
と
認
識
さ
れ
る
も
の
（
8
σ
q
⇔
ぎ
ヨ
）
の
本
質
を
通
し
て
行
わ
れ
る
場
合
と
が
あ
る
。
そ
し
て
前
者
の
場
合
に
は
、
両
朝

　
　
（
認
識
す
る
者
と
認
識
さ
れ
る
も
の
）
と
は
別
の
中
間
項
的
な
類
似
を
必
要
と
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
本
質
自
身
が
、
認
識
の

　
　
原
理
で
あ
る
限
り
で
は
、
類
似
の
性
格
を
保
持
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
我
々
は
神
的
認
識
に
類
似
を
措
定
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
餌
）

　
　
で
あ
り
、
こ
の
類
似
と
は
認
識
す
る
者
の
本
質
に
他
な
ら
な
い
。

　
　
　
次
に
第
十
二
異
論
に
対
し
て
。
類
似
に
よ
る
認
識
よ
り
も
本
質
に
よ
る
認
識
の
方
が
よ
り
高
貴
で
あ
る
の
は
、
事
物
の
本
質
か
ら
そ
の

　
　
類
似
が
抽
象
さ
れ
、
そ
の
本
質
が
類
似
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
、
こ
う
し
た
類
似
を
必
要
と
す
る
の
は
、
事
物
を
原
因
と
し
て
惹

　
　
き
起
さ
れ
た
認
識
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
こ
と
は
類
似
が
認
識
す
る
者
と
同
一
の
場
合
に
は
妥
当
し
な
い
。
つ
ま
り
、
認
識
者
が

　
　
何
か
を
認
識
す
る
た
め
に
自
ら
を
類
似
と
し
て
用
い
る
と
い
う
認
識
の
方
が
、
認
識
者
が
認
識
さ
れ
る
も
の
（
o
o
σ
q
隷
ε
ヨ
）
の
側
か
ら
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

　
　
か
を
受
け
取
る
仕
方
の
認
識
よ
り
も
よ
り
完
全
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
か
ら
第
十
三
異
論
に
対
す
る
解
答
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
認
識
者
自
身
が
認
識
さ
れ
る
も
の
の
類
似
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

　
　
認
識
者
と
認
識
さ
れ
う
る
も
の
（
8
σ
q
ぎ
。
。
。
陣
巨
㊦
）
と
の
間
に
は
、
実
在
的
に
も
概
念
的
に
も
何
ら
の
距
離
も
お
か
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、

65

@
認
識
者
は
認
識
す
る
老
と
い
う
限
り
で
類
似
と
い
う
性
格
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
認
識
の
原
理
で
あ
る
と
こ
ろ
の
類
似
は
、
決

18　
　
　
　
　
　
事
物
の
類
似
た
る
イ
デ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
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（
6
6
）

し
て
認
識
者
と
認
識
さ
れ
う
る
も
の
と
の
外
に
出
る
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
。

　
同
様
に
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
拠
す
る
第
十
異
論
に
対
し
て
も
解
答
が
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
は
、

知
解
す
る
者
（
巨
①
篤
σ
q
①
霧
）
の
側
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
知
解
さ
れ
う
る
も
の
（
瞳
μ
8
欝
σ
q
一
高
①
）
の
側
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
質
料

か
ら
分
離
し
た
も
の
（
非
質
料
的
な
も
の
）
が
質
料
か
ら
分
離
し
た
も
の
を
知
解
す
る
場
合
が
そ
う
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
知
解
者

が
知
解
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
（
ρ
ぎ
9
対
象
）
と
そ
れ
に
よ
っ
て
知
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
（
ρ
信
P
知
解
の
原
理
）
と
は
同
じ
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
こ
と
は
常
に
起
る
の
で
は
な
く
、
知
性
が
自
己
自
身
に
向
き
直
っ
た
時
に
起
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

こ
と
が
起
る
の
は
、
神
が
自
己
自
身
を
知
解
す
る
時
で
あ
っ
て
、
被
造
物
の
観
点
そ
れ
自
身
に
つ
い
て
は
妥
当
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

は
質
料
か
ら
分
離
し
て
い
る
が
、
知
解
さ
れ
た
事
物
は
そ
う
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
四
つ
の
解
答
か
ら
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
主
張
を
整
理
し
て
み
る
な
ら
ぽ
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
神
と
被
造
物
と
の
間
に
は
本
質
上
の
相
違
が
あ
る
ゆ
え
、
神
は
被
造
物
を
そ
れ
ら
の
本
質
を
通
し
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、

神
の
本
質
と
被
造
物
の
本
質
を
直
接
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
知
ら
れ
る
も
の
（
租
＆
葺
①
讐
σ
q
ぎ
♂
8
σ
q
コ
学

欝
ヨ
”
対
象
）
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
（
衰
。
葺
Φ
岳
σ
q
巨
ご
8
α
q
8
の
9
匪
ρ
認
識
の
原
理
）
を
、
知
る
主
体
で
あ

る
神
も
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
、
自
己
と
は
異
る
本
質
を
も
っ
た
対
象
の
認
識
を
可
能
に
す
る
原
理
は
、
人
間
知
性
の
認
識
に
お
い
て
は

対
象
よ
り
抽
象
さ
れ
る
対
象
の
類
似
で
あ
る
が
、
し
か
し
神
的
知
性
に
お
い
て
は
、
対
象
の
類
似
は
自
ら
の
う
ち
に
自
ら
に
よ
っ
て
所
有

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
的
知
性
の
う
ち
に
あ
る
被
造
物
の
類
似
は
神
の
本
質
と
一
つ
で
あ
る
ゆ
え
、
神
の
認
識
は
如
何
な
る
媒
介
を
も
必

要
と
し
な
い
直
接
的
行
為
で
あ
る
。
か
玉
る
見
地
に
立
っ
て
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
は
、
全
く
の
現
実
態
に
あ
る
知
性
は
認
識
の
為
に
類

似
を
必
要
と
は
し
な
い
と
い
う
第
七
異
論
に
対
し
て
、
簡
潔
に
「
神
的
知
性
は
外
か
ら
受
け
取
っ
た
類
似
は
必
要
と
し
な
い
が
、
し
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

な
お
、
他
者
を
認
識
す
る
為
に
は
自
ら
を
類
似
と
し
て
用
い
る
の
で
あ
る
」
と
答
え
て
い
る
。

　
で
は
、
神
は
他
者
の
認
識
に
あ
た
っ
て
自
己
自
身
を
類
似
と
し
て
用
い
る
と
か
、
被
造
物
の
類
似
は
神
の
本
質
と
一
つ
で
あ
る
と
か
い



　
　
う
の
は
、
如
何
な
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
は
先
ず
知
（
ロ
O
切
賃
O
）
を
、
事
物
を
生
ぜ
し
め
る
原
因
と
し
て
の
知
（
跡
9
三
帥
8
ロ
ω
き
ω
お
。
・
）
と
事
物
に
よ
っ
て

　
　
生
ぜ
し
め
ら
れ
た
結
果
と
し
て
の
知
（
訂
9
同
点
p
s
蕊
醇
二
巴
お
び
器
）
に
分
け
、
結
果
と
し
て
の
知
と
の
対
比
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い

　
　
く
。
す
な
わ
ち
、
事
物
に
よ
っ
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
た
知
は
模
倣
的
類
似
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
類
似
は
外
か
ら
到
来
す
る
も
の

　
　
で
あ
る
か
ら
、
認
識
主
体
で
あ
る
知
性
に
何
ら
か
の
複
合
と
付
加
（
島
ρ
暴
8
ヨ
℃
。
ω
譲
。
簿
⇔
象
三
。
）
を
措
定
す
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
は

　
　
不
完
全
さ
を
証
す
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
事
物
を
生
ぜ
し
め
る
原
因
と
し
て
の
知
は
、
範
型
的
類
似
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
類

　
　
似
は
外
か
ら
の
も
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
複
合
を
導
入
す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
何
ら
か
の
不
完
全
性
を
証
す
る
こ
と
も
な
く
、
却
っ

　
　
て
凡
ゆ
る
意
味
で
の
完
全
性
を
証
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
神
的
知
性
そ
の
も
の
が
最
高
の
光
で
あ
り
、
充
全
た
る
真
理
で
あ
り

　
　
純
粋
現
実
態
で
あ
る
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
神
的
力
が
原
因
と
し
て
事
物
を
生
ぜ
し
め
る
際
に
自
己
自
身
の
み
で
一
切
を
産
出
す
る
の
に
十
分

　
　
で
あ
る
よ
う
に
、
神
的
光
と
真
理
は
一
切
を
表
出
す
る
（
O
×
℃
等
量
O
畦
Φ
）
の
に
十
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
表
出
す
る
こ
と
は
神
の
内

　
　
的
行
為
で
あ
る
か
ら
、
永
遠
で
あ
る
。
ま
た
、
表
出
（
Φ
呂
唱
同
O
ω
鈴
O
）
は
あ
る
種
の
類
同
化
（
9
。
ω
。
。
ぎ
詩
二
。
）
で
あ
る
か
ら
、
神
的
知
性
は
、

　
　
自
ら
の
最
高
の
真
理
に
よ
っ
て
万
物
を
永
遠
的
に
表
出
し
て
お
り
、
一
切
の
事
物
の
範
型
的
類
似
を
永
遠
的
に
有
し
て
い
る
。
こ
の
範
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

　
　
的
類
似
は
自
分
自
身
に
他
な
ら
ず
、
本
質
的
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
（
租
＆
。
・
自
什
①
。
。
。
。
。
糞
Σ
冨
「
）
で
あ
る
。

　
　
　
こ
こ
で
、
神
的
知
性
が
被
造
物
を
表
出
し
、
被
造
物
の
範
型
的
類
似
を
所
有
す
る
の
は
、
自
ら
の
至
高
の
真
理
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
言

　
　
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
如
何
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
入
間
知
性
に
よ
る
事
物
の
認
識
と
神
的
知
性
に
よ
る
事
物
の
認
識
と
は
異
る
仕
方
で
行
わ
れ
る
、
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
は
『
命
題
集

　
　
註
解
』
の
先
述
の
箇
処
に
続
い
て
言
う
。
す
な
わ
ち
、
我
々
が
何
ら
か
の
事
物
を
認
識
す
る
場
合
、
認
識
を
可
能
に
す
る
も
の
（
認
識
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

　
　
原
理
糞
δ
8
σ
q
岩
ω
8
昌
色
は
類
似
で
あ
り
、
認
識
さ
れ
る
も
の
は
真
理
（
〈
・
葺
岸
こ
れ
は
事
物
の
本
質
で
あ
る
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

67

@
我
々
の
場
合
、
知
ら
れ
る
べ
き
事
物
の
本
質
は
我
々
の
知
性
の
外
に
あ
り
、
そ
の
本
質
の
類
似
を
知
性
は
外
か
ら
受
け
取
り
、
そ
の
類
似
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が
知
性
に
刻
印
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
人
間
知
性
は
認
識
対
象
に
関
し
て
可
能
態
に
あ
り
、
純
粋
現
実
態
に
は
な
い
。
そ
れ
φ
え
、

人
間
知
性
は
認
識
対
象
の
あ
る
も
の
、
つ
ま
り
対
象
の
類
似
に
よ
っ
て
現
実
態
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
神
に
お
い
て
は
事

情
は
逆
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
認
識
の
原
理
は
（
神
の
う
ち
な
る
）
真
理
そ
れ
自
身
で
あ
り
、
知
ら
れ
る
も
の
は
（
神
的
）
真
理
の
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

似
、
つ
ま
り
被
造
物
そ
れ
自
身
で
あ
る
。
そ
し
て
、
認
識
の
原
理
は
第
一
の
真
理
（
く
鼠
3
ω
箕
ぎ
p
）
そ
の
も
の
の
う
ち
に
存
し
て
い
る

か
ら
、
神
に
お
け
る
認
識
の
原
理
は
最
高
度
に
表
出
的
（
o
o
雌
巴
P
房
①
　
⑦
二
心
胤
O
ω
も
o
H
〈
鋤
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
高
度
に
表
出
す
る
も
の
は
全
て
、

認
識
さ
れ
た
も
の
を
認
識
に
相
応
し
い
類
同
化
に
よ
っ
て
最
も
完
全
に
類
同
化
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
真
理
そ
の
も
の
は
、
認
識
を
成
り

立
た
し
め
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
表
出
的
類
似
で
あ
り
イ
デ
ア
で
あ
る
。
そ
の
反
対
に
人
間
に
お
い
て
は
、
類
似
が
（
知
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

う
ち
に
）
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
認
識
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

　
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
こ
こ
で
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
次
の
如
く
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
被
造
物
に
お
け
る
真
理
と
は
、
事
物
の
「
あ
り

　
　
　
　
す
が
た

の
ま
x
の
相
」
（
本
質
）
で
あ
る
。
他
方
、
神
に
お
け
る
真
理
と
は
、
事
物
の
「
あ
る
べ
き
相
」
で
あ
る
。
神
が
被
造
の
事
物
を
認
識
す

る
場
合
、
被
造
の
事
物
の
あ
り
の
ま
瓦
の
相
か
ら
そ
の
類
似
を
受
け
取
っ
て
認
識
が
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
神
は
被
造
の
事
物
の
あ
る

べ
き
相
を
自
己
の
知
性
の
う
ち
に
表
出
す
る
。
（
「
あ
る
べ
き
」
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
被
造
物
の
側
か
ら
の
語
り
方
で
あ
る
。
神
の
う

ち
の
あ
る
が
ま
鼠
の
相
が
、
被
造
物
に
と
っ
て
の
あ
る
べ
き
相
で
あ
る
。
）
そ
し
て
、
そ
の
表
出
さ
れ
た
事
物
の
あ
る
べ
き
相
に
似
せ
て

被
造
物
が
造
ら
れ
、
そ
の
あ
り
の
ま
ふ
の
相
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
が
被
造
物
を
認
識
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
被

造
物
の
あ
る
べ
き
相
が
神
の
知
性
の
う
ち
に
表
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
あ
る
べ
き
相
こ
そ
、
被
造
物
の
存
在
に
先
立

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

つ
被
造
物
の
類
似
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
表
出
的
類
似
と
は
、
被
造
物
の
範
型
（
①
×
。
ヨ
融
雪
）
に
他
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
真
理
は
ま
た
現
実
態
性
（
勉
O
け
¢
鶴
一
一
け
①
ω
）
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
よ
り
高
い
現
実
態
に
あ
る
も
の
は
、
よ
り
真

な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
逆
も
妥
当
す
る
。
そ
し
て
、
〈
真
理
－
現
実
態
性
一
表
出
－
被
造
物
の
存
在
〉
と
い
う
認
識
論
と
存
在
論

の
曲
譜
に
関
わ
る
説
明
は
、
更
に
光
（
『
擁
）
の
比
喩
を
用
い
て
行
わ
れ
る
。
こ
れ
を
先
の
『
キ
リ
ス
ト
の
知
に
つ
い
て
』
の
第
九
異
論



　
　
に
対
す
る
解
答
に
よ
っ
て
み
よ
う
。

　
　
　
真
理
は
二
様
の
仕
方
で
語
ら
れ
る
、
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
は
言
う
。
一
つ
は
事
物
の
有
性
（
Φ
暮
冨
。
・
）
と
同
一
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

　
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
「
真
な
る
も
の
（
く
Φ
謹
言
）
と
は
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
（
こ
ρ
ε
伽
Φ
ω
酔
）
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
も
う
一
つ
は
、
知
性
的
認
識
に
お
け
る
表
出
善
光
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
「
真
理
と
は
た
父
精
神
に
よ
っ
て
の
み
提
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

　
　
れ
う
る
正
し
さ
（
「
O
O
酵
一
け
口
匹
O
）
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
一
の
仕
方
で
は
、
真
理
は
認
識
の
原
理
で
は
あ
る
が
、
し

　
　
か
し
遠
隔
の
原
理
で
あ
る
。
第
二
の
仕
方
で
は
、
近
接
し
た
直
接
の
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
真
理
は
類
似
に
お
け
る
よ
り
も
む
し
ろ

　
　
事
物
の
有
性
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
保
持
さ
れ
る
と
言
わ
れ
る
場
合
、
第
一
の
意
味
で
の
真
理
に
関
し
て
は
真
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
第
二

　
　
の
真
理
に
関
し
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
し
か
し
、
近
接
的
直
接
的
な
認
識
の
原
理
で
あ
る
と
こ
ろ
の
真
理
は
、
む
し
ろ
知
性
の
も
と
に
あ

　
　
る
類
似
に
お
い
て
保
持
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
最
高
度
に
最
も
強
力
な
仕
方
で
あ
る
の
は
、
事
物
の
範
型
で
あ
る
と
こ
ろ
の
か
の
類
似
に
お

　
　
い
て
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ぽ
、
か
の
範
型
と
し
て
の
類
似
は
、
生
ぜ
し
め
ら
れ
た
事
物
自
身
が
自
己
自
身
を
表
出
す
る
よ
り
も
よ
り
完

　
　
全
に
事
物
を
表
出
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ゆ
え
に
、
神
は
事
物
を
そ
れ
ら
の
本
質
を
通
し
て
認
識
す
る
よ
り
も
、
そ
れ
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

　
　
類
似
を
通
し
て
よ
り
完
全
に
知
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

　
　
　
こ
こ
に
は
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
光
の
形
而
上
学
の
伝
統
が
あ
る
。
即
ち
、
事
物
を
可
視
的
な
も
の
に
す
る
物
理
的
光
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
と
し

　
　
て
可
知
曙
光
を
考
え
、
こ
の
光
を
認
識
を
可
能
に
す
る
重
要
な
要
素
と
し
て
考
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
物
体
の
可
視
の
度
合
が
物
理

　
　
的
光
の
強
弱
に
よ
っ
て
定
ま
る
よ
う
に
、
可
知
的
事
物
の
可
知
性
の
度
合
は
可
知
愚
意
の
程
度
に
よ
っ
て
定
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
可
知

　
　
的
光
は
表
出
す
る
（
①
巷
門
冒
臼
・
）
力
で
あ
る
。
従
っ
て
、
よ
り
強
い
光
を
発
す
る
も
の
は
よ
り
よ
く
表
出
し
、
か
く
て
よ
り
大
き
な
可
知

　
　
性
を
有
し
、
よ
り
弱
い
光
を
発
す
る
も
の
は
よ
り
弱
く
表
出
し
、
か
く
て
よ
り
少
い
可
知
性
を
有
す
る
。
と
こ
ろ
で
神
は
最
高
の
可
知
性

　
　
を
有
し
、
そ
の
意
味
で
至
高
の
光
（
も
り
餌
ヨ
ヨ
鋤
　
一
償
×
）
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
光
は
真
理
に
他
な
ら
な
い
。
よ
り
麗
な
る
も
の
ほ
ど

69

@
よ
り
明
瞭
に
表
出
し
、
よ
り
大
き
な
光
を
発
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
光
の
比
喩
を
用
い
て
、
真
理
そ
の
も
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の
で
あ
る
御
言
に
お
け
る
認
識
を
昼
の
光
に
比
し
、
他
方
、
事
物
自
身
に
お
け
る
（
囲
μ
　
　
唱
「
O
噂
同
一
〇
　
　
σ
q
⑦
コ
Φ
目
Φ
）
認
識
を
タ
ベ
の
光
に
喩
え
て

　
　
　
（
7
8
）

　
　
い
る
。
そ
れ
は
、
真
昼
の
如
き
神
の
光
に
比
べ
れ
ば
、
被
造
物
は
全
て
闇
に
も
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。
か
謬
る
プ
ラ
ト
ン
ー
ア
ウ
グ
ス
テ

　
　
ィ
ヌ
ス
の
伝
統
を
継
承
す
る
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
は
、
『
キ
リ
ス
ト
の
知
に
つ
い
て
』
（
同
処
）
の
主
文
の
最
後
に
次
の
言
葉
を
付
け
加
え

　
　
て
い
る
。
「
神
は
至
高
の
光
で
あ
り
純
粋
現
実
態
で
あ
る
限
り
で
表
出
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
最
も
明
る
く
（
ぎ
強
ω
ω
ぎ
⑦
）
最
も
表
現
豊

　
　
か
に
（
①
×
娼
【
①
亀
。
ω
困
ω
ω
戸
d
P
O
）
最
も
完
全
に
（
罵
同
h
ω
。
辞
ω
冒
①
）
、
そ
し
て
そ
の
故
に
平
等
に
、
ま
た
い
か
な
る
点
で
も
減
少
の
な
い
類
似
の
強
さ

　
　
（
ぎ
8
簿
δ
臨
巨
ぎ
巳
冒
博
㎝
）
に
従
っ
て
表
出
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
神
は
万
物
を
最
も
完
全
に
、
最
も
判
然
と
、
最
も
充
全
に
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

　
　
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

五
　
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
イ
デ
ア
論
に
お
け
る
若
干
の
ア
ポ
リ
ア

　
以
上
に
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
神
の
創
造
行
為
の
う
ち
に
生
産
原
理
と
は
別
に
認
識
原
理
を
措
定
し
、
こ
の
認
識
原
理
と
し
て
事
物

の
類
似
た
る
イ
デ
ア
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
類
似
は
被
造
物
の
範
型
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
多
く
の
論
証
を
検
討
し
て

き
た
が
、
イ
デ
ア
否
定
の
諸
論
拠
に
対
す
る
彼
の
論
駁
は
、
一
応
成
功
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
デ
ア
を
事
物

の
類
似
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
か
ら
、
い
く
つ
か
の
言
訳
が
生
じ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
第
一
は
、
イ
デ
ア
の
複
数
性
と
神
の
単
純

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

性
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
は
個
々
の
被
造
物
を
も
髪
の
毛
一
本
に
至
る
ま
で
認
識
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
個
々
の
被
造
物
に
対
応

す
る
区
別
さ
れ
た
複
数
の
類
似
を
神
の
中
に
措
定
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
神
の
本
質
は
全
く
単
純
で
あ
る
。
か
く
て
、
類
似

の
複
数
性
と
神
の
単
純
性
と
い
う
二
律
背
反
が
生
じ
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
当
時
か
な
り
意
識
さ
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
は
『
キ
リ
ス
ト
の
知
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
一
聞
、
そ
し
て
『
命
題
集
註
解
』
に
お
い
て
二
間
を
こ
れ
に
当

　
　
　
（
8
1
）

て
て
い
る
。
実
際
こ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
問
題
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
、
善
の
イ
デ
ア
は
諸
々
の
真
実
在
（
イ
デ
ア
）
の
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

方
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
デ
ー
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
も
諸
イ
デ
ア
を
何
ら
か
の
仕
方
で
超
越
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
プ
ラ
ト
ン
を



　
　
継
承
し
体
系
化
を
試
み
た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
も
、
究
極
的
実
在
た
る
回
者
は
全
く
単
純
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
イ
デ
ア
の
在
り
処
で
は
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

　
　
イ
デ
ア
は
一
図
よ
り
流
出
し
た
知
性
の
う
ち
に
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
体
系
化
を
進
め
た
プ
ロ
ク
ロ
ス
も
、
原
因
が
結
果
に

　
　
遙
か
に
勝
る
こ
と
か
ら
、
結
果
は
原
因
に
類
似
す
る
と
と
も
に
類
似
し
な
い
と
い
う
点
に
着
目
し
、
原
因
と
結
果
の
類
似
関
係
を
直
接
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）

　
　
な
も
の
と
せ
ず
、
原
因
か
ら
直
接
に
産
み
出
さ
れ
た
類
似
を
媒
介
項
に
設
け
て
両
者
の
類
似
関
係
を
間
接
的
に
説
明
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

　
　
で
、
一
癖
よ
り
流
出
し
た
知
性
が
一
者
の
外
に
あ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
は
こ
の
解
決
策
を
採
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
ま
た
原
因
か
ら
産
み
出
さ
れ
た
媒
介
項
と
し
て
の
類
似
が
原
因
と
は
別
の
何
も
の
か
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
こ
れ
も
ま
た
解
決
策
た
り
え
な
い
。

　
　
な
ぜ
な
ら
、
神
の
創
造
行
為
は
無
媒
介
的
直
接
的
行
為
で
あ
っ
て
、
唯
一
絶
対
な
る
創
造
神
と
こ
の
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
被
造
物
と
い

　
　
う
二
項
の
間
に
は
、
如
何
な
る
第
三
項
も
介
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
イ
デ
ア
を
事
物
の
類
似
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
第
二
の
問
題
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
イ
デ
ア
論
に
お
け
る
最
大
の
難
問
と
呼
ん

　
　
だ
も
の
、
即
ち
、
イ
デ
ア
と
現
象
す
る
事
物
の
乖
離
か
ら
し
て
、
イ
デ
ア
の
認
識
と
現
象
す
る
事
物
の
認
識
と
を
関
係
づ
け
る
こ
と
の
困
難

　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

　
　
さ
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
難
問
は
、
そ
の
ま
x
ボ
ナ
ヴ
エ
ソ
ト
ゥ
ラ
の
イ
デ
ア
論
に
も
突
き
つ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
神

　
　
が
自
己
自
身
に
他
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
類
似
に
よ
っ
て
被
造
物
を
知
る
の
で
あ
れ
ば
、
事
物
の
あ
る
べ
き
理
想
の
相
は
知
っ
て
は
い
て
も
、

　
　
事
物
の
現
実
の
相
を
知
っ
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
は
、
特
に
罪
と
か
悪
に
関
し
て
深
刻
に

　
　
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
先
に
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
は
、
イ
デ
ア
を
措
定
す
る
理
由
と
し
て
、
神
は
神
自
身
に
由
来
し
な
い
も
の
（
罪
と
か

　
　
悪
）
を
も
認
識
し
て
い
る
ゆ
え
、
産
出
の
原
理
と
は
別
に
認
識
の
原
理
（
つ
ま
り
イ
デ
ア
）
が
神
に
措
定
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と

　
　
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
が
（
八
一
～
二
頁
）
、
す
る
と
神
の
う
ち
に
罪
と
か
悪
の
イ
デ
ア
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
換
言

　
　
す
れ
ば
、
罪
や
悪
を
神
は
自
己
自
身
を
類
似
と
し
て
知
る
の
だ
ろ
う
か
、
も
し
そ
う
と
す
れ
ば
、
神
の
う
ち
に
罪
や
悪
が
存
在
す
る
こ
と

　
　
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
類
似
は
神
の
本
質
に
他
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。
こ
の
悪
の
イ
デ
ア
の
問
題
を
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
、
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

罰
デ
ア
を
論
じ
た
箇
処
で
は
扱
．
て
い
な
い
が
、
被
造
物
の
神
の
う
ち
に
お
け
る
存
在
を
論
じ
た
箇
処
と
、
神
の
予
知
ξ
い
て
論
じ
蕎

1　
　
　
　
　
　
事
物
の
類
似
た
る
イ
デ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四

　
　
　
　
　
（
8
8
）

処
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
彼
の
解
答
を
得
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
被
造
的
事
物
の
類
似
と
し
て
イ
デ
ア
を
理
解
す
る
こ
と
か
ら
、
更
に
第
三
の
問
題
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
果
し
て
神
は
質
料
を
認
識

し
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
つ
ま
り
、
質
料
の
イ
デ
ア
は
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
質
料
も
ま
た
神
に
よ
っ
て
創
造
さ

れ
た
被
造
物
で
あ
る
が
、
質
料
は
〈
何
か
で
は
な
い
も
の
〉
で
あ
り
、
形
相
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
〈
何
か
で
あ
る
も
の
〉
に
な
る
。
そ
し

て
、
も
の
が
知
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
も
の
の
う
ち
に
あ
る
形
相
の
類
似
（
形
象
）
に
よ
っ
て
、
〈
何
か
〉
と
し
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

〈
何
か
で
は
な
い
も
の
〉
で
あ
る
質
料
の
類
似
と
い
う
も
の
は
存
在
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
も
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
イ
デ
ア
論
に
お
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
が
、
被
造
的
事
物
の
神
に
お
け
る
存
在
を
論
じ
た
箇
々
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）

お
い
て
、
悪
の
問
題
に
続
い
て
こ
れ
を
取
り
上
げ
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊

　
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
の
イ
デ
ア
論
を
読
み
進
ん
で
い
く
と
、
他
の
問
題
に
関
し
て
も
多
く
の
場
合
そ
う
で
あ
る
が
、
結
論
的
に
ト
マ
ス

の
説
と
大
差
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｝
方
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
に
は
、
微
妙
な
、
し
か
し
重
大
な
差
異
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
の
差

異
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
ト
マ
ス
と
は
異
る
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
の
存
在
論
お
よ
び
人
問
論
を
よ
り
明
瞭
に
浮
彫
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
哲
学
史
上
に
お
け
る
位
置
も
よ
り
明
確
に
な
ろ
う
。
筆
者
は
、
こ
う
し
た
意
図
の
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）

に
お
け
る
作
業
の
一
環
と
し
て
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
イ
デ
ア
論
に
お
け
る
問
題
を
更
に
検
討
し
、
彼
が
事
物
の
類
似
と
し
て
イ
デ
ア

を
理
解
す
る
こ
と
に
固
執
す
る
真
の
理
由
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
次
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

文
　
献

　
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
の
体
系
は
一
般
に
範
型
論
（
o
蓉
日
℃
ポ
H
♂
日
）
と
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
に
と
っ
て
イ
デ
ア
論
は
主
要
な

機
能
を
果
し
て
い
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
イ
デ
ア
論
に
関
す
る
研
究
は
意
外
に
少
な
い
。
筆
者
の
知
る
限
り
で
文
献
を
挙
げ
れ
ば

以
下
の
如
く
で
あ
る
。
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冒
国
じ
d
国
カ
ピ
蝉
b
鳶
寒
馬
ミ
Q
ひ
鳶
切
。
謡
職
建
§
ミ
ミ
ン
閃
話
皆
霞
σ
q
一
●
b
ご
■
9
お
は
い
国
．
O
H
い
o
o
O
匿
》
卜
a
㌧
ミ
N
象
愚
ミ
鴨
譜
偽
ミ
濤
肺
切
。
嵩
黛
建
§
ミ
越
回

勺
錯
剛
ω
り
ち
お
”
o
『
画
集
。
ゲ
●
刈
甲
｝
．
ヒ
d
H
ω
ω
顕
彰
》
卜
、
鳥
融
§
膏
習
識
恥
ミ
Q
ミ
ミ
養
題
N
o
乙
防
ミ
ミ
馳
。
天
竺
哩
Q
ミ
塁
鳶
》
勺
鋤
二
P
お
吋
P
。
。
o
o
二
〇
昌
〉
甲
U
●

ζ
讐
瓢
①
～
卜
R
尋
、
～
ミ
獄
ミ
、
智
讐
、
腎
Q
匙
．
犠
讐
、
身
嘱
ミ
ミ
切
。
§
寒
ミ
§
，
♪
℃
p
。
駐
”
お
①
り
（
弓
弩
。
儀
p
。
o
蔓
ざ
σ
q
量
替
竃
。
）
署
・
c
。
宇
㊤
α
“
箸
．
置
学
H
①
9
川

田
熊
太
郎
「
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
ラ
の
イ
デ
ア
論
」
（
『
中
世
思
想
研
究
』
皿
、
一
九
六
〇
、
一
～
一
七
頁
）
。

　
筆
者
は
拙
稿
「
神
の
創
造
的
知
i
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
イ
デ
ア
論
序
説
1
」
（
『
ア
カ
デ
ミ
ア
』
第
三
一
号
、
一
九
八
○
、
四
九
～
七
二
頁
）
に

お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
イ
デ
ア
論
の
系
譜
の
中
で
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
の
イ
デ
ア
論
の
理
解
に
と
っ
て
有
益
と
思
わ
れ
る
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
フ
ィ
ロ

ソ
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
イ
デ
ア
論
に
摘
単
に
触
れ
、
続
い
て
「
神
の
創
造
的
知
」
と
い
う
側
面
か
ら
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
の
イ
デ
ア
論
を
採
り
上

げ
た
。
神
の
被
造
物
に
関
す
る
知
と
し
て
イ
デ
ア
を
明
確
に
理
解
し
た
の
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
プ

ラ
ト
ン
の
謂
わ
ゆ
る
イ
デ
ア
は
、
今
目
で
は
恐
ら
く
最
も
不
可
解
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
…
…
。
イ
デ
ア
を
創
造
的
根
拠
と
し
て
、
即
ち
神
と
し
て
立
て

る
と
い
う
哲
学
的
に
注
目
す
べ
き
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
決
し
て
問
題
の
解
決
で
は
な
く
、
却
っ
て
問
題

の
排
棄
で
あ
っ
た
と
雷
え
よ
う
が
、
し
か
し
真
摯
な
哲
学
的
衝
動
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
争
え
な
い
で
あ
ろ
う
…
…
」
（
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』

に
お
け
る
虚
偽
論
」
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
選
集
斑
、
木
場
深
定
訳
『
真
理
の
本
質
に
つ
い
て
ー
プ
ラ
ト
ン
の
真
理
論
』
に
附
録
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る

未
公
刊
の
一
九
三
一
二
一
三
年
の
講
義
に
よ
る
も
の
、
一
〇
二
頁
）
と
言
っ
て
い
る
が
、
問
題
の
排
棄
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
当
面
問
わ
な
い
と
し
て
、
決

し
て
問
題
の
解
決
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
の
イ
デ
ア
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
筆
者
は
、
本
稿
に
お

い
て
、
イ
デ
ア
を
神
の
創
造
的
知
と
し
て
、
就
中
、
被
造
的
事
物
の
類
似
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
の
問
題
性
を
多
少
と
も
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

略
号

　
譲
に
お
け
る
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
テ
キ
ス
ト
の
引
用
黒
棚
の
表
記
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
例
え
ば
『
命
題
集
註
解
』
（
9
ミ
ミ
§
妹
ミ
膏
§
織
§
・

ミ
ミ
ミ
占
象
恥
§
帖
§
W
ミ
ミ
ミ
）
第
一
巻
は
N
吻
§
§
と
し
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
前
の
餌
．
は
蝕
・
。
二
蓉
銘
。
（
区
分
）
、
や
は
窓
富
（
部
）
、
P
は

母
汁
ざ
ロ
ご
ω
（
項
）
、
ρ
．
は
ρ
轟
霧
島
。
（
問
題
）
、
｛
■
は
｛
玉
詠
日
。
コ
ε
ヨ
　
（
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
の
立
場
を
支
持
す
る
恐
ら
く
当
時
一
般
に
田
さ
れ
て

い
た
諸
論
拠
）
、
o
℃
℃
．
は
巴
。
℃
℃
o
ω
潔
β
ヨ
（
費
巳
⇔
ヨ
窪
ε
ヨ
の
逆
に
、
反
対
の
諸
論
拠
、
異
論
）
、
そ
し
て
カ
。
ω
サ
は
切
①
ω
娼
。
湧
す
（
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン

ト
ゥ
ラ
自
身
の
解
答
・
主
文
）
を
表
わ
し
、
〔
〕
内
の
ロ
ー
マ
数
字
は
、
ク
ァ
ラ
ッ
キ
版
恥
ミ
鴛
職
切
。
嵩
a
q
Q
ミ
袋
ミ
恥
○
魅
ミ
、
畠
○
ミ
ミ
額
の
巻
数
を
、

　
　
　
菓
物
の
類
似
た
る
イ
デ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
二
暑
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
ベ
ー
ジ
数
を
、
a
は
左
脚
を
、
b
は
右
手
を
表
わ
す
。
『
討
論
問
題
集
ー
キ
リ
ス
ト
の
知
に
つ
い
て
』
（
O
N
§
題
識
§
題
b
帖
愚
ミ
ミ
爲

§
¢
無
§
職
a
O
鑑
識
勉
織
）
は
b
野
盗
“
§
職
犠
O
ミ
，
白
物
職
と
略
し
た
。
ρ
‘
㌍
o
箸
◆
u
閃
。
ω
や
の
略
号
と
〔
〕
内
の
標
記
は
上
記
と
同
様
で
あ
る
。
『
ヘ
ク

サ
エ
メ
ロ
ン
講
解
』
（
9
§
職
ミ
ミ
同
註
碁
会
Q
ミ
恥
こ
爲
）
は
、
ミ
§
馬
ミ
・
と
略
し
た
。
o
o
鐸
は
o
O
＝
9
翫
。
（
講
参
）
の
略
、
続
く
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は

パ
ラ
グ
ラ
フ
を
表
わ
す
。
〔
〕
内
は
上
記
と
同
様
で
あ
る
。

註
（
1
）
　
自
砺
§
§
傷
．
甜
7
ザ
笛
●
γ
ρ
・
目
q
H
H
①
鋤
〕
。

〈
2
）
　
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
関
係
に
つ
い
て
は
多
く
の
論
争
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
就
中
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
を
生
涯
に
亘

　
る
反
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
と
し
た
ジ
ル
ソ
ン
に
対
す
る
ヴ
ァ
ン
・
シ
ュ
チ
ン
ベ
ル
ゲ
ン
の
反
論
は
有
名
で
あ
る
σ
（
男
く
塁
ω
8
窪
ぴ
鐸
σ
q
冨
詳

　
§
馬
き
跳
。
口
慣
ミ
§
N
§
難
ミ
遷
§
W
§
き
Q
§
尋
慧
謡
導
6
ペ
ミ
ミ
壁
”
H
り
α
頓
”
も
℃
．
⑳
Φ
～
ぱ
．
）
ヴ
ァ
ン
・
シ
ュ
チ
ン
ベ
ル
ゲ
ン
は
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト

　
ゥ
ラ
の
思
想
を
前
期
と
後
期
に
分
け
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
反
感
を
も
つ
に
至
っ
た
の
は
後
期
の
こ
と
で
あ
り
、
前
期
に
は

　
む
し
ろ
好
意
的
で
哲
学
的
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
で
あ
っ
た
と
言
う
（
奪
ミ
も
．
㎝
。
。
ω
ρ
■
）
。
そ
れ
は
、
『
命
題
集
註
解
』
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

　
の
遺
産
－
論
理
学
、
抽
象
説
、
現
実
態
・
可
能
態
説
、
質
料
・
形
相
説
、
実
体
・
附
帯
性
説
、
自
然
学
観
、
生
物
学
観
、
倫
理
学
の
概
念
等
々
i

　
を
堅
持
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
と
言
い
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
哲
学
を
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
神
学
に
従
属
す
る
折
衷
的
で
ネ
オ
・

　
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
的
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
と
特
…
徴
づ
け
て
い
る
。
た
し
か
に
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
署
作
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
用
語
や
概
念
で

　
満
ち
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
で
さ
え
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
用
語
や
概
念
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

　
判
断
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
短
絡
的
で
あ
ろ
う
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
が
学
ん
だ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
は
、
ネ
オ
・
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
的
に
解
釈

　
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
彼
の
思
考
の
墓
本
的
枠
組
は
あ
く
ま
で
も
ネ
オ
・
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
に
養
わ
れ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
で
あ
っ

　
た
と
筆
表
は
考
え
る
。
ヴ
ァ
ン
・
シ
ュ
チ
ン
ベ
ル
ゲ
ン
は
、
上
記
の
著
作
の
第
四
章
を
蜜
帖
ミ
b
ご
。
、
§
G
§
ミ
ミ
亀
郎
轟
§
翫
ミ
§
N
懇
意
艮
。
ミ
跨
ミ

　
と
題
し
て
、
論
争
の
歴
史
を
展
望
し
、
多
く
の
反
論
を
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い
て
論
駁
し
て
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
の
思
想
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
ア

　
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
判
断
は
正
し
い
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
後
も
こ
の
点
を
巡
っ
て
公
刊
・
未
公
刊
の
論
文
が
多
く
出
さ
れ
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て
い
る
。
坂
口
三
吉
「
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
ラ
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
関
係
」
『
史
学
』
三
二
巻
二
号
一
三
号
、
一
九
五
九
、
同
「
晩
年
の
ボ
ナ

　
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
ラ
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
関
係
」
『
中
健
思
想
研
究
』
N
、
一
九
六
一
、
拙
稿
「
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
の
存
在
論
に
関
す
る
若
干

　
の
考
察
」
（
『
カ
ト
リ
ッ
ク
研
究
』
三
二
、
　
一
九
七
七
）
参
照
。
こ
の
拙
稿
に
お
い
て
筆
者
は
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
の
存
在
論
の
ネ
オ
・
プ
ラ
ト
ニ

　
ズ
ム
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
。

（
3
）
　
坂
口
ふ
み
、
．
国
。
糟
ヨ
鋤
玄
海
割
信
艮
誌
ヨ
讐
①
巴
一
器
．
、
（
松
本
正
夫
他
編
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
研
究
』
注
文
社
、
昭
和
五
十
年
）
署
．
心
O
心
～

　
麻
8
参
照
。

（
4
）
蔑
恥
§
馬
ミ
●
8
F
≦
』
～
α
〔
〈
る
8
ぴ
～
ω
①
子
〕
●

（
5
）
》
。
σ
q
與
陣
目
ω
博
津
禽
蔑
嚇
ミ
馬
b
職
く
日
。
●
蔭
・

（
6
）
　
『
討
論
問
題
集
i
キ
リ
ス
ト
の
知
に
つ
い
て
』
は
本
文
中
、
以
下
『
キ
リ
ス
ト
の
知
に
つ
い
て
』
と
略
す
。

（
7
）
　
主
と
し
て
徳
の
イ
デ
ア
は
初
期
の
作
品
に
お
い
て
、
髄
値
の
イ
デ
ア
は
中
期
の
作
品
で
、
自
然
物
や
自
然
的
諸
性
質
、
関
係
概
念
な
ど
は
中
期

　
か
ら
後
期
の
作
品
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
多
な
る
も
の
の
上
な
る
一
な
る
イ
デ
ア
」
と
い
う
表
現
が
明
確
に
表
わ
さ
れ
る
の
は
、
『
国

　
家
』
（
×
’
㎝
㊤
①
》
甲
く
押
α
O
刈
ゆ
…
く
》
ミ
①
》
無
。
辱
）
に
お
い
て
で
あ
る
。

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

建
、
ミ
§
凡
誉
ひ
旨
㊤
諺
ω
ρ
’

恥
愚
ミ
笥
3
卜
。
㎝
ω
O
●
（
藤
沢
令
夫
訳
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
第
三
巻
「
ソ
ピ
ス
テ
ス
」
補
註
C
参
照
。
）

涛
帖
竜
導
職
§
“
〈
H
”
㎝
8
》
。
。
ρ
陰

奪
賊
“
”
㎝
8
φ

沁
馬
落
黒
ミ
帖
§
”
〆
＄
①
鋭

建
壕
§
§
賊
§
ン
H
ω
O
国
。
。
ゆ
●

き
馬
“
“
お
ト
っ
U
ω
ρ
．

奪
凡
3
目
認
U
銭
鳶
℃
織
＆
録
O
焼
寝
融
q
鳶
も
鵠
§
S
無
冠
ミ
下
陰
8
昏
℃
§
響
趨
勢
q
舞

奪
ミ
u
誌
彫
登
討
8
曾
ミ
り
伽
。
ミ
曾
ミ
鶏
叩
無
し
ミ
9
。
巷
製
籍
飛

事
物
の
類
似
た
る
イ
デ
ア

九
七
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（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）

（
2
4
）

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

哲
学
研
究
第
五
百
五
十
一
言
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八

、
謎
§
辱
§
り
ト
○
α
O
b
d
い
沁
偽
竜
舘
ミ
帖
ミ
リ
望
O
》
ω
ρ
∴
村
賊
ミ
魯
§
ひ
込
。
Φ
》
一
ρ
欝
ρ
⑩
卜
⊃
ρ

↓
§
§
§
ひ
N
o
。
ρ

奪
帆
鈍
り
ト
3
㊤
国
・

奪
帖
匙
り
紹
ρ

奪
㍉
猟
》
魁
。
。
諺
讐
①
り
》
・

寧
凡
鉢
》
8
＞
り
ト
3
り
国
9
p

↓
§
ミ
§
ひ
b
o
り
国
．

き
§
栽
o
v
綜
国
。
。
ρ
．

沁
Q
落
S
鞭
§
”
＜
押
㎝
8
》
ω
ρ
●

卜
馨
3
×
．

更
に
質
料
の
問
題
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
い
て
は
イ
デ
ア
論
の
問
題
で
あ
る
よ
り
も
一
も
ち
ろ
ん
無
関
係
で
は
な
い
が

　
一
創
造
論
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
に
お
い
て
は
採
り
上
げ
な
い
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
質
料
形
相
論
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト

　
ゥ
ラ
の
存
在
論
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
（
『
カ
ト
リ
ッ
ク
研
究
』
第
三
二
号
、
　
一
九
七
七
、
　
一
三
八
～
一
四
六
頁
）
及
び
「
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
に

　
お
け
る
創
造
の
問
題
」
（
『
南
山
神
学
』
第
一
号
、
　
一
九
七
八
、
八
三
～
一
三
四
頁
）
参
照
。

（
2
8
）
穿
、
ミ
§
～
§
♂
お
日
〉
。
。
ρ
．

（
2
9
）
　
拙
稿
「
神
の
創
造
的
知
ー
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
イ
デ
ア
論
士
十
一
」
（
『
ア
カ
デ
ミ
ア
』
第
三
一
号
、
一
九
八
○
）
五
二
～
五
三
頁
参
照
。

（
3
0
）
　
奪
、
3
℃
や
㎝
G
。
～
鵯
…
拙
稿
「
〈
見
る
こ
と
V
と
く
在
る
こ
と
〉
ー
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
イ
デ
ア
ー
」
（
『
ア
カ
デ
ミ
ア
』
第
四
〇
号
、
一

　
九
八
四
）
一
〇
三
～
一
＝
一
頁
参
照
。

（
3
1
）
密
α
q
爵
×
…
砺
魯
ミ
笥
貫
卜
。
9
じ
ご
。
・
ρ
∴
↓
賊
ミ
ミ
登
器
¢
ω
癖

（
3
2
）
　
N
恥
§
W
」
9
ω
伊
P
ロ
鼻
ρ
．
γ
国
⑦
ω
ヤ
一
瞥
θ
．
〔
H
①
O
訂
〕
●
こ
こ
で
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
は
、
ぎ
罫
、
、
（
あ
っ
た
）
と
過
去
形
を
用
い
て
い
る
が
、

　
彼
は
、
イ
デ
ア
措
定
の
論
争
は
一
応
結
着
し
た
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
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（
3
3
）
　
b
馬
ミ
ミ
註
鋳
Q
§
象
職
。
ミ
い
§
”
ρ
．
＆
（
o
冨
9
ω
§
o
》
ら
壁
h
．
H
〔
①
O
O
9
。
〕
）
．

（
3
4
）
　
ス
コ
ラ
学
者
た
ち
は
真
理
（
〈
臼
ぎ
。
。
）
を
、
事
物
の
真
理
（
〈
o
腎
p
。
ω
H
o
…
）
即
ち
存
在
論
的
真
理
と
、
知
性
の
真
理
（
〈
①
昏
霧
凶
簿
。
＝
①
o
欝
ω
）

　
即
ち
認
識
論
的
な
い
し
論
理
学
的
真
理
と
の
二
つ
に
分
け
て
考
え
て
い
た
。
ト
マ
ス
に
お
い
て
第
一
義
的
真
理
は
後
憂
で
あ
り
、
前
者
は
第
二
義
的

　
で
あ
る
（
9
8
H
伊
”
ρ
H
ρ
P
ど
2
N
恥
§
赴
鮮
H
P
ρ
．
伊
斜
ど
。
．
2
9
）
C
他
方
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
に
お
い
て
は
、
ト
マ
ス
と
逆
の
こ
と

　
が
言
え
る
が
、
し
か
し
、
両
者
の
真
理
は
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
彼
は
ト
マ
ス
の
よ
う
に
明
確
な
区
別
と
関
係
づ
け
を
し
て
い
な
い
よ
う
に

　
思
わ
れ
る
。
本
稿
八
四
頁
以
下
参
照
。

　
　
真
理
と
類
似
の
関
係
に
つ
い
て
は
本
稿
八
九
－
九
十
頁
参
照
。

（
3
5
）
　
こ
こ
に
も
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
創
造
観
の
特
徴
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
拙
稿
「
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
に
お
け
る
創
造
の
問
題
」
（
『
南
山
神
学
』

　
第
一
号
、
一
九
七
八
、
八
三
～
＝
二
四
頁
）
参
照
。

（
3
6
）
　
N
硲
§
魅
凡
黛
§
ミ
”
〔
・
b
っ
〔
H
8
0
p
〕
．

（
3
7
）
　
こ
こ
で
「
永
遠
の
鏡
」
（
。
・
℃
9
巳
信
ヨ
器
8
ヨ
雪
転
）
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
神
が
時
間
的
諸
被
造
物
を
も
永
遠
な
る
仕
方
で
映
し
出
し
て
い
る

　
か
ら
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
「
鏡
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
神
の
う
ち
に
被
造
物
の
〈
反
映
〉
が
あ
る
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
却
っ
て
、
永
遠
の
鏡
の

　
反
映
が
被
造
物
で
あ
り
、
永
遠
の
鏡
は
受
動
的
で
あ
る
よ
り
も
、
能
動
的
で
あ
る
。

（
3
8
）

（
3
9
）

（
4
0
）

（
4
1
）

（
4
2
）

（
4
3
）

（
4
4
）

（
4
5
）

N
恥
§
警
凡
ミ
“
”
臨
・
G
。
〔
H
O
O
O
p
。
〕
．

♂
帖
“
”
排
幽
q
O
O
O
曾
げ
〕
．

費
譜
O
電
蹄
ミ
恥
b
戴
”
ρ
卜
⊃
P

b
鳴
ミ
ミ
ミ
防
器
。
ミ
馬
ミ
い
§
”
o
●
8
溜
．

N
向
§
銚
篤
ミ
“
“
o
ロ
サ
H
〔
H
8
0
げ
〕
・

O
Q
ミ
鼠
ミ
防
醤
ミ
ミ
ミ
竪
§
”
o
．
ρ
伽
9
9
卜
⊃
”
伽
㎝
．

N
恥
§
W
．
凡
ミ
“
”
幻
①
ω
や
〔
囲
8
H
巴
・

認
識
主
体
が
対
象
を
認
識
す
る
の
は
、
対
象
の
形
相
的
側
面
（
8
。
Q
ぎ
ω
9
匿
Φ
）
を
自
己
の
う
ち
に
と
り
入
れ
、
そ
の
類
似
を
有
す
る
場
合
で

喜
物
の
類
似
た
る
イ
デ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
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号

　
あ
る
。

（
4
6
）
奪
ミ
・

（
4
7
）
き
ミ

（
4
8
）
有
限
者
と
無
限
者
の
間
の
距
離
は
、
む
し
ろ
無
限
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
4
9
）
　
奪
凡
鉢
り
。
や
や
b
o
〔
H
①
O
O
げ
〕
量
同
様
の
異
論
が
O
Q
恥
無
§
閉
門
O
款
識
旨
斜
ρ
●
卜
3
”
o
や
言
納
～
膳
〔
〈
刈
げ
〕
に
、

　
同
様
の
問
題
が
同
箇
処
。
署
●
α
～
①
局
ミ
匙
〕
に
あ
る
。

（
5
0
）
　
こ
の
問
題
は
拙
稿
「
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
イ
マ
ゴ
・
デ
イ
論
に
つ
い
て
」
（
『
中
世
思
想
研
究
』
×
＜
国
押

　
卜
”
潮
。
ミ
ミ
偽
昏
N
、
§
ミ
鷺
無
昏
ミ
ミ
駿
§
S
ミ
嵩
聴
譜
b
時
袋
聴
N
§
偽
ミ
ミ
b
q
o
篭
額
建
§
ミ
越
に
お
い
て
扱
っ
た
。

A　 A　 A　 A　 A　 A　 A　 A　 A　 A　 A61　60　59　58　57　56　55　54　53　52　51
v　 v　 v　 v　 w　 v　 v　 v　 v　 v　 v

一
〇
〇

ま
た
少
し
ニ
ェ
ア
ソ
ス
は
異
る
が

H
⑩
刈
ρ
喝
や
幽
α
～
①
O
）
及
び
拙
稿

N
防
§
賢
帖
ミ
“
り
切
①
。
。
や
〔
H
①
O
ド
p
〕
・

こ
れ
ら
の
例
は
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
が
同
処
で
挙
・
げ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

奪
ミ
’

N
晦
§
野
凡
ミ
匙
り
9
畠
b
o
〔
H
①
O
H
び
〕
●

奪
馬
“
り
図
。
。
。
℃
・
〔
H
の
O
H
ぴ
〕
・

寧
帖
“
u
螢
α
ト
コ
〔
目
8
榊
ぴ
〕
●

認
識
に
お
け
る
光
の
意
味
に
つ
い
て
は
九
一
頁
以
下
参
照
。

言
x
ε
ω
嶺
”
o
●
《
蕊
O
跳
－
㎝
．
伽
凌
駕
℃
N
籍
℃
嫡
9
じ
隊
蕊
。
鶏
房
魂
い
S
ま
伽
q
ミ
3
ξ
0
9
款
ミ
斎
い
ξ
＆
徳
義
。
二

×
H
H
b
偽
O
§
免
鴇
蹟
駄
ミ
討
ミ
ミ
”
9
ρ
憂
目
α
（
『
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
二
の
手
紙
』
＝
一
章
二
節
参
照
）
。

＜
b
恥
ミ
ミ
ミ
晦
篭
ミ
ミ
試
態
§
w
⑳
◎
o
註
母
9
。
。
貯
b
馬
浄
脳
§
職
轟
O
ミ
、
鋳
蝕
愚
㌧
匙
噂
菊
Φ
巷
。
〔
＜
Q
o
げ
｝

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
も
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
に
お
い
て
も
、
永
遠
（
⇔
O
梓
O
唖
づ
溝
9
0
◎
）
と
恒
久
（
。
。
o
ヨ
且
冨
「
艮
＄
ω
）
の
区
別
は
あ
ま
り
明

確
で
は
な
い
。

（
6
2
）
　
b
恥
砺
ら
暗
ミ
旨
○
壽
注
急
戯
辱
帖
“
馳
囲
。
ω
℃
’
〔
＜
Q
。
げ
〕
．
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（
6
3
）
　
認
識
さ
れ
る
も
の
（
8
α
q
乱
貯
賞
対
象
）
は
そ
の
ま
瓦
認
識
さ
れ
う
る
も
の
（
。
o
σ
Q
昌
。
三
一
ぱ
♂
）
で
は
な
い
。
対
象
の
形
相
的
側
面
の
み
が
可
認

　
識
的
で
あ
り
、
質
料
的
側
面
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
認
識
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
対
象
か
ら
抽
象
さ
れ
た
形
相
的
側
面
の
類
似
が
認
識
主

　
体
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
、
主
体
の
う
ち
に
存
在
し
、
主
体
を
こ
う
し
た
仕
方
で
対
象
に
類
同
化
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト

　
ゥ
ラ
の
認
識
論
は
、
一
応
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
抽
象
説
に
従
っ
・
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
に
お
い
て
は
問

　
題
は
単
純
で
な
く
、
プ
ラ
ト
ン
・
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
認
識
論
が
そ
こ
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
述
の
（
九

　
六
頁
）
ヴ
ァ
ン
・
シ
ェ
テ
ン
ベ
ル
ゲ
ン
は
、
こ
う
し
た
点
を
見
落
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
イ
デ
ア
論
の
考
察
の
次
稿
で
筆
者
は
こ

　
の
点
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
の
存
在
論
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
ボ
ナ
ヴ
ェ
γ
ト
ゥ
ラ
の
存
在
論
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
参
照
。

（
6
4
）
　
愈
●
ら
鍬
気
ミ
3
巴
は
〔
＜
μ
O
び
〕
●

（
6
5
）
　
き
ミ
”
巴
H
卜
⊃
〔
＜
μ
O
び
〕
．

（
6
6
）
　
♂
凡
猟
”
巴
H
ω
〔
＜
δ
び
〕
・

（
6
7
）
　
奪
㌧
猟
”
p
。
餌
ド
O
〔
く
H
O
⇔
ぴ
〕
●

（
6
8
）
　
奪
ミ
u
注
刈
〔
＜
⑩
ぴ
〕
．

（
6
9
）
　
奪
凡
3
男
①
ω
や
〔
＜
Φ
鋤
〕
．

（
7
0
）
　
こ
の
場
合
く
①
葺
窃
は
存
在
論
と
認
識
論
と
の
両
域
に
亘
っ
て
い
る
Q
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
に
お
い
て
、
く
①
陣
器
ゐ
。
。
ω
窪
畠
『
o
ω
器
は
密
接

　
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
雨
霧
Φ
ぎ
器
“
b
Q
q
ミ
，
㍉
ミ
紺
の
伝
統
を
継
承
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
ト
マ
ス
の
真
理
観
や
認
識
論
の
理
解
に
立
っ
て
こ

　
れ
を
読
む
と
多
少
と
も
混
乱
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
考
察
し
て
、
テ
キ
ス
ト
に
忠
実
に
、
し
か
し
多
少
説
明
を
補
っ
て
訳
出
し
て
み
た
。

（
7
1
）
　
o
h
．
諺
霧
鼠
筥
口
ρ
b
Q
隠
識
ミ
W
♪
ρ
同
9

（
7
2
）
N
防
§
鎚
凡
ミ
斜
割
①
ω
や
．
〔
H
8
H
帥
〕
’
テ
キ
ス
ト
に
沿
っ
て
訳
出
し
た
が
、
か
な
り
説
明
を
補
っ
て
い
る
。

（
7
3
）
　
こ
こ
に
も
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
創
造
論
の
特
徴
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
註
（
3
5
）
参
照
。

（
7
4
）
　
吻
。
ミ
ε
ミ
象
H
が
。
・
ρ
P
o
。
．

（
7
5
）
　
b
馬
建
ミ
母
ミ
辞
9
は
●

　
　
　
事
物
の
類
似
た
る
イ
デ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
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一
〇
二

（
7
6
）
　
b
偽
浄
㌧
§
勘
亀
Q
ミ
帆
ミ
㌃
ミ
3
9
。
餌
O
〔
＜
H
◎
巴
曾

（
7
7
）
　
拙
稿
「
魂
の
歴
程
一
じ
ご
。
冨
奉
馨
霞
P
下
塵
§
，
ミ
ミ
ミ
ミ
§
翫
防
§
b
鳴
酷
§
序
文
註
解
一
」
（
『
南
山
神
学
』
第
五
号
、
　
一
九
八
二
）
や
。
。
倉

　
戸
さ
。
参
照
。

（
7
8
）
　
護
O
o
ミ
ざ
鴇
§
参
ρ
卜
⊃
”
昌
．
ω
W
ρ
G
。
”
”
●
O
…
N
譜
○
§
恥
鴇
犠
匙
ミ
鷺
ミ
ミ
リ
9
食
巨
①
㎝
ρ
●
…
搾
り
9
卜
。
b
。
矯
戸
ω
Φ
…
。
・
心
。
①
剛
昌
●
蒔
ω
．

　
】
W
。
轟
く
窪
ε
昼
爲
防
§
馬
4
鮮
画
舞
。
。
”
ρ
．
b
。
q
H
置
H
－
H
島
〕
参
照
。

（
7
9
）
　
b
恥
恥
鳥
§
妹
ミ
○
奪
、
ミ
斜
凡
ミ
3
閃
①
ω
や
〔
＜
ゆ
9
〕
．

（
8
0
）
　
『
マ
タ
イ
オ
ス
に
よ
る
福
音
書
』
一
〇
章
三
〇
節
、
　
『
ル
カ
ス
に
よ
る
福
音
書
』
一
二
章
七
節
。

（
8
1
）
　
b
恥
恥
職
§
職
騒
O
ミ
、
跨
職
”
ρ
・
ω
甲
N
砺
§
♪
昏
ω
α
”
p
。
．
置
三
こ
ρ
ρ
．
甲
G
。
．
ト
マ
ス
も
同
じ
く
こ
の
問
題
を
採
り
上
げ
て
い
る
。
勉
↓
こ
H
診
”
調
・

　
説
”
帥
．
押
N
恥
§
澄
9
。
。
ρ
ρ
「
b
。
’
鋤
●
込
。
甲
Ω
O
己
囲
博
ρ
課
W
b
Q
竃
、
蹄
ミ
♪
論
・
Q
。
”
9
。
．
卜
。
o
け
。
・

（
8
2
）

（
8
3
）

（
8
4
）

（
8
5
）

（
8
6
）

（
8
7
）

（
8
8
）

（
8
9
）

（
9
0
）

（
9
1
）

肉
恥
落
袋
ミ
慨
ミ
》
＜
押
8
⑩
じ
ご
．

↓
～
§
犠
馬
§
》
＜
”
卜
⊃
り
》
W
8
彰

肉
謁
蕊
§
譜
3
H
噂
ρ
ゆ
戸
W
＜
押
㊤
…
＜
”
ど
9
α
㎝
ρ
掌
。
．
目
9
く
”
喪
く
”
O
●

肉
N
§
駕
ミ
自
臼
曹
o
N
曝
薪
辞
。
・
♪
就
中
質
○
や
ト
。
G
。
山
ρ

寄
、
ミ
§
㍉
魯
卸
H
ω
ω
ゆ
～
お
心
興

N
砺
§
計
F
c
。
ρ
鉾
も
。
”
ρ
・
目
〔
H
①
卜
σ
①
よ
邸
。
。
〕
●

寧
賊
“
”
α
。
ω
o
。
り
簿
．
『
ρ
．
ド
〔
H
　
①
①
り
1
0
M
O
〕
’

質
料
と
形
相
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
存
在
論
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
一
三
八
～
一
四
六
頁
及
び
本
稿
註
（
6
3
）
参
照
。

寧
～
繕
”
創
．
ω
◎
騨
。
。
り
ρ
●
卜
。
〔
H
①
卜
3
G
。
ふ
b
。
⑩
〕
・

拙
稿
「
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
イ
マ
ゴ
・
デ
イ
論
に
つ
い
て
」
「
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
の
存
在
論
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
「
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ

に
お
け
る
創
造
の
問
題
」
「
ト
マ
ス
の
創
造
論
i
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
創
造
論
に
対
す
る
ト
マ
ス
の
批
判
i
」
（
『
中
世
思
想
研
究
』
×
×
炉
一
九

七
九
、
一
一
九
～
一
三
六
頁
）
「
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
に
お
け
る
神
と
世
界
」
（
『
ア
カ
デ
ミ
ァ
』
第
二
九
号
、
一
九
七
九
、
七
九
～
一
〇
三
頁
）
等
参
照
。
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一
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教
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〕
助
教
授
）



produced．　We　also　investigate　on　the　adaptive　proeesses　to　“tasks”　and

“problems”　which　actors　face　in　their　social　lives　and　the　processes　of

transformation　of　social　lives　as　a　system，　in　order　to　analyse　the

dynamics　of　lives．

　　This　model　is　characterized　by　putting　a　stress　on　the　process，　ae－

tor’s　definition　of　situation　and　emergency　of　social　lives．　But　the　sig－

nificance　of　this　model　is　not　only　to　describe　the　social　Iives　in　detail，

but　also　to　show　the　rich　lnsight　into　the　actor’s　experiences　to　which

he　himself　is　invisible　or　indifferent．　ln　other　words，　our　model　tries

to　find　out　the　latent　social　life－forces　which　are　collectively　produced

from　the　combination　of　interactions．

　　Les　ld6es　divines　comme　ressemblance　des　etres　cre6s

　　　　　　　Quelques　problemes　dans　la　doctrlne　bonaventurienne’

　　　　　　　des　id6es

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　par　Hisako　Nagakura

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　professeur　adjoint

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Universite　de　Nanzan，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Facult6　des　Lettres，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Histo圭re　de　Ia　philosoph呈e拠6d圭6vale

　　Malgre　quelques　diracult6s　inh6rentes　a　la　th60rie　platonicienne　des

id6es，　celle－ci　etait　tres　utile　pour　expliquer　le　rapport　entre　Dieu　et

le　monde．　Ainsi，　en　formulant　leur　theologie，　de　nombreux　theologiens

judeo－chr6tiens　ont　exploite　la　th60rie　platonicienne　des　id6es．　St．

Augustin　aussi，　h6こ口tant　de　cette　th60rie　a　travers　le　n60platonisme，

s’?ｎ　est　servi　pleinement　en　la　transformant，　et’rsa　doctrine　des　id6es

divines　a　excerc6　une　influence　importante　dans　une　partie　du　monde

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4



theologique．

　　St．　Bonaventure，　fidele　a　son　maitre　d’Hippone，　a　construit　son　sys－

t6me　de　philosophie　et　de　theologie　bas6　sur　la　th60rie　des　idees，　en

sorte　que　son　systeme　est　appe16　generalement　“exemplarisme”．

　　Cependant　il　y　a　eu　des　discussions　sur　la　n6cessite　ou　non　de　poser

des　id6es　dans　le　Dieu　transcendant．　R6futant　a　la　fois　ceux　qui　disent

que　Dieu　connait　toutes　ses　cr6atures　par　le　fait　meme　d’etre　leur

cause　unique　et　transcendante　et　qu’il　n’a　pas　besoin　des　id6es　et　ceux

qui　6noncent　qu’il　est　plus　convenable　a　Dieu　de　connaitre　ses　creatu－

res　chacune　par　＄on　essence，　Bonaventure　insiste　sur　1’existence　des

id6es　dlvines　en　d色finlssant　Ies　id6es　divines　com皿e　resseml）1ances　des

6tres　crees　que　Dieu　connait　en　les　cr6ant．　Y　a－t－il　alors　un　rapport

de　ressemblance　entre　Dieu，　infini，　et　la　cr6ature，　finie？

　　Bonaventure　lui　aussi　nie　le　rapport　de　ressemblance　au　sens　univo－

que，皿ais　il　af五rme　une　ressemblallce　d’imitation　dans　la　cr6ature　et

une　ressemblance　d’　“expression”　en　Dieu　Cr6ateur．　Cette　ressemblance

d’expression　est　le　principe　de　connaissance，　“7’atio　cognoscendi”，　par

lequel　le　sujet　connaissant　（Dieu）　connait　Pobjet　connu．　Et　cette　res－

semblance　est　identique　a　1’essence　divine：　Dieu　connait　sa　cr6ature

par　Lui－mSme　en　Son　essence　principe　dq　la　ressemblance　des　etres

qtt’ll　cree．　Cette　ressemblance　fonde　la　v6rit6　d’un　atre　cr6e，　car　elle

est　la　Verite　elie－meme　a　partir　de　laquelle　surgit　1’etre　cree　qui　en

est　la　copie．　Dieu　“exprime”　ses　creatures　te｝les　qu’ll　veut　qu’elles

soient　dans　son　acte　d’inteliection　et　leur　donne　un　etre　tel　qu’ll　1’ex－

prime．　Ainsi　cette　ressemblance　dans　1’intellect　divin　n’est　pas　regue

d’un　etre　cr66，　mais　elle　existe　“avant”　sa　cr6ation．　Dieu　est　？acte　pur

et　ll　n’a　besoin　de　rien　d’exterieur　pour　connaltre　ses　cr6atures，　au
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contraire　des　hommes，　qui　doivent　connaitre　les　cboses　en　s’en　donnant

des　“ressemblances”　pensees．

　　Le　degre　de　la　verit6　correspond　a　celui　de　1’actualit6　（actualitas）．

Plus　une　chose　possede　de　v6rit6，　plus　elle　a　d’actualite．　Et　’Dieu　est　la

v6rite　elie－meme　et　ainsi　ll　est　1’acte　pur．　Bonaventure　explique　cela

par　un　m6taphore　de　lumiere．　Dieu　est　la　lumiere　supr6me，　et　ses

cr6atures　ne　sont　qu，o皿bres．　En　tant　que　lumiさre　supr6me　et　acte　pur

Dieu　exprime　ses　cr6atures，　de　fagon　la　plus　lumineuse，　la　plus　expres－

sive　et　la　plus　parfaite．　Ainsi　ll　connalt　toutes　ses　cr6atures　parfaite－

ment，　distinctement，　et　int6gralement　selon　leur　ressemblance　qui　n’est

pas　autre　chose　que　Son　essence　expressive．

　　L’explication　de　St．　Bonaventure　concernant　les　idees　en　Dieu　a

des　avantages．　Cependant　sa　conception　des　id6es　divines　comme

ressemblance　des　choses　cr66es　ne　cause－t－elle　pas　quelques　dificultes？

Comment　peut－on　concilier　le　confiit　entre　la　simplicite　de　1’essence

divine　et　la　p1urarite　des　id6es？　Comment　pourrait－on　chercher　en　Dieu

des　“ressemblances”　des　d6fauts　et　des　pech6s　qui　se　trouvent　dans

la　creation？　Comment　Dieu，　connalt－il　］a　matiere　premiere　qui　n’a

ni　espece　ni　forme，　et　donc　pas　d’exemplaire？　Pourquoi　Bonaventure

tlent－il　aux　id6es　divines　congues　comme　ressemblance　des　etres　cre6s？

L’auteur　se　contente　de　faixe　ressortir　ces　diracult6s　en　laissant　la

solution　a　1’article　suivant．
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